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新

刊

紹

介

氏原芷治郎著 

.『

日
本
労
働
問
題
研
究

』

!

!

本
書
は
,
氏
原
教
授
が
、

一
九
四
五
年
か
ら
五
五 

年
に
至
る
十
年
間
に
執
筆
し
た
論
文
の
ぅ
ち
、
' 数
篇 

を
え
ら
ん
で
編
篑
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
の
よ 

ぅ
な
内
容
か
•ら
成
っ
て
い
る
。

序
章
社
会
政

策

の

社

.会

理

論

の

.た

め

に
 

.第
一
節
社
会
政
策
の
社
会
n
経
済
理
論
の
提
唱
.

——

服
部
教
授
の
問
題
提
起——

第
二
節
社
会
政
策
の
社
会
理
論
の
欠
如

——

大 

河
内
教
授
の
服
部
教
授
に
た
い
す
る
回
答
-

—

第
三
節
社
会
政
策
な
き
社
会
政
策
論
-

-
岸
本

助
教
^

の
大
河
内
教
授
批
判
.

.

-

 

.
I

賃

金

 

第
ニ
早
日
本
資
本
主
義
の
賃
金
構
造 

第
一
一
章
わ
が
国
に
お
け
る
賃
金
問
題
の
所
在

-

-
賃
金
率
を
中
心
と
し
て
-

-

第
三
章
賃
金
体
系
の
一
考
察
I

生
活
給
と
能
. 

率
給

第
四
章
.
労
働
時
間
•
生
活
時
間
問
題
の
所
在 

補
論
1

い
わ
ゆ
る
.

「

賃
金
体
系」

.
に
つ
，い
て
. 

——
「

電
産
型
賃
金」

の
歴
史
的
意
義——

:

補
論
2

女
子
労
働
者
の
賃
金
間
題
'

.

補
論
3

男
女
同
一
労
働
同
.j

賃

金

.

補
論
：4 

.家
庭
内
職
の
論
理 

n

社

会

保

障

.

第

一

章

.社
会
保
障
の
._理
論
と
日
本
的
条
件 

第
二
章
賃
金
と
社
会
保
障 

_
第
三
章
国
民
生
活
と
社
会
保
障——

わ
が
国
に 

お
け
る
国
民
生
活
の
社
会
的
性
格
.

四
章
失
業
政
策
に
お
け
る「

保
険」

と「

救
済」 

m

労

働

市

場

- 

序

章

労

働

市

場

解

明

の

課

題

と

方

法 

第
一
章
大
工
場
労
働
者
の
性
格 

.
第二章労働市場の模型
 

第
三
章
日
本
農
村
と
労
働
市
場 

補

論

常

用
H

と
臨
時
エ 

あ

と

が

き

こ

の

目
次
か
ら
も

明
ら
か
な
よ
ぅ
に
、
本
書
は
、
 

実
に
多
様
な
内
容
を
有
し
て
お
り
、
著
者
の
学
問
的 

関
心
の
広
さ
を
ぅ
か
が
わ
せ
る
に
充
分
で
あ
る
。
す

' 

な
わ
ち
著
者
•は
序
章
に
お
い
て
は
、
従
^4
の
社
会
政 

策
論
摩
を
批
判
的
に
回
顧
し
、
㈠
論
争
当
事
者
の
間 

に
共
通
し
た
問
題
意
識
が
存
在
し
な
が
ら
、
問
題
の

1

0
四

(

四
五
©)

内
容
の
理
解
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
意
識 

.が
存
在
し
た
こ
と
.、
U
社
会
政
策
の
正
し
い
理
解
の 

■

た
め
に
は
、
資
本
制
社
会
の
経
済
理
論
と
同
時
に
、
 

そ
の
社
会
理
論
、
そ
の

莲
礎
範
_
と

し
て
の
国
家
、
资 

本
家
、
労
働
渚
、
，階
級
闘
争
の
歴
史
的
形
態
を
、
資 

本
制
生
産
の
発
展
に
か
か
わ
ら
し
め
て
叨
ら
か
に
す 

.る
こ
と
の
必
要
性
、
㈢
社
会
政
策
と
は
、
資
本
制
社 

会
を
創
出
し
、
維
持
し
、
発
展
せ
し
め
、
か
つ
防
衛 

す
る
と
こ
ろ
の
、
そ
の
諸
発
展
段
階
に
応
じ
て
形
態 

‘
；を
異
に
す
る
、
労
働
者
に
た
い
す
る
近
代
国
家
の
政 

策
体
系
で
あ
る(

五
一
頁)

と

い

ぅ

立
場
•を

と

る

。 

ま
た
賃
金
に
つ
い
て
は
、

著
者
は
、

「

低
賃
金
克
服 

の
方
向」

と
し
て
、「

機
構
上
の
変
革
を
と

も

な

ぅ
 

強
力
な
横
断
的
労
働
組
合
組
織
の
確
立
と
社
会
保
障 

の
み
が
そ
れ
を
可
能
に
す
る」

と

し

て(

八
七
頁)

、
 

賃
金
体
系
、
労
働
時
間
、
男
女
同
一
労
働
、
同
一
賃

.金
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
n
社
会
保
障
に
つ
い
て
は
、
著
者
は
、
わ 

が
国
の
社
会
保
障
制
度
の
危
機
に
つ
い
て
ふ
れ
、
そ 

の
危
機
は
、

た
ん
に
制
度
的
危
機
で
あ

る

だ
け
で 

な
く
、
労
働
者
階
級
の
生
存
の
権
利
を
階
級
と
し

て 

保
障
し
て
き
た
資
本
主
義
体
制
そ
の
も
の
の
危
機
を 

意
味
し
、
労
働
者
が
保
障
さ
れ
て
い
る
べ
き
生
存
の 

ブ
ル
ジ

ョ

ァ

的
権
利
の
危
機
で
あ

る

と

し
て
、
そ
の 

資
本
主
義
の
特
殊
的
な
現
わ
れ
を
一
般
的
法
則
の
現

わ
れ
と
し
て
把
握
す
.る
の
で
な
け
れ
ば
、
正
し
い
問 

題
の
所
在
と
解
決
の
方
途
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な 

V
と

さ

れ

る(

ニ
.七
一
ー
一
一
七
一
一
頁

)

。

冚
労
働
市
場
に
お
い
て
は
、
わ
が
国
の
大
工
場
労 

働
者
の
性
格
を
中
心
に
、
き
わ
め
て
英
証
的
に
、
特 

異
な
労
働
市
場
の
態
様
を
研
究
し
て
'い
る
。

こ
の
部 

分
こ
そ
著
渚
が
も
っ
と
も
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ 

.

り
，

著
渚
の
調
拖
経
験
が
逍
憾
.な
く
生
か
さ
れ
て
い 

る
上
.こ
ろ
と
い
え
よ
う
。
そ
の
多
方
而
的
.な
垃
つ
精 

力
的
な
勉
強
に
、
わ
れ
わ
れ
は
敬
^
を
覚
え
る
。
し 

か
し
な
が
ら
、
こ
の
著
書
は
、
や
は
り
論
文
集
の
た 

め
か
、
や
や
ま
と
ま
り
の
な
さ
を
痛
感
せ
.し
め
る
。
 

社
会
政
策
•
賃
金
お
よ
び
労
働
市
場
問
題
を
、
日
本 

労
働
問
題
と
名
づ
け
た
も
の
の
、
そ
れ
ら
相
互
の
間 

に
、

一
体
ど
の
よ
う
な
論
理
的
関
係
が
あ
る
の
か
全 

く
明
ら
か
で
は
な
い
。
体
系
化
が
十
分
で
な
い
こ
ど 

が
最
大
の
弱
点
で
あ
る
。
と
く
に
こ
こ
に
集
め
ら
れ 

た
論
文
自
体
、

一
九
五
五
年
ま
で
と
い
う
古
い
時
期 

の
.産
物
で
あ
る
た
め
か
、
た
と
え
ば
賃
金
に
お
い
て 

も
、
職
務
給
な
ど
の
现
卞
の
労
働
問
題
の
最
も
重
要
' 

な
問
題
に
つ
い
て
ふ
れ
て
.い
な
い
の
は
惜
し
ま
れ 

る
。(

束
大
出
版
会
.
一
九
六
.六

年

十

一

月

刊

.
A 

5 

•
四
八

三

頁

.
一
 
八

〇

〇

円

)

丨飯田鼎丨

新
刊
紹
介

テ
•

ィ
•
オ
ィ
ゼ
ル
マ
.ン
著

森

■
宏
一
訳

『

マ

ル
ク
ス
主
義
哲
学
の
形
成

』

「

初
期
マ
.ル
ク
スJ

の
研
究
は
、
今
日
、
学
界
に 

お
.け
る
ひ
と
.つ
の
ft
行
と
も
な
.り
つ
-つ
あ
.る

。

そ

.れ 

は
.、
経
済
学
者
、
哲
学
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
社 

会
学
者
や
一
般
に
ひ
ろ
く
思
想
史
を
研
究
す
る
人

 々

に
と
っ
て
も
好
個
の
研
究
題
目
と
し
.て
え
ら
ば
れ
て 

い
る
。
し
か
し「

初
期
マ
ル
ク
ス」

の
時
期
を
、
も
し 

わ
れ
わ
れ
が
、

一
八
四
一
一
年
か
ら
一
八
四
八
年
■に
至 

る
時
代
を
指
す
と
し
た
場
合
に
、
考
え
.る
べ
き
こ
と 

は
あ
ま
り
に
も
多
い
の
で
.は
な
か
ろ
う
か
.。
ま
ず 

在

便

的

-̂
影
響
を
も
っ
：て
.い
た
.へ

ー

ゲ

，
ル

哲

学

へ

の
 

批
判
と
^
討
、
そ
の
克
服
と
自
己
の
体
系
樹
立
の
た 

め
の
苦
關
の
過
程
が
、
複
雑
觅
つ
困
難
な
問
題
と
し 

て
読
者
を
悩
ま
す
。
た
.と
え
ば
経
済
学
•
哲
学
手
稿 

に
あ
ら
わ
れ
た
、「

疎
外
論」

の
評
価
の
如
き
、
こ
れ 

を
極
端
に
茁
視
し
て
、
そ
れ
が
あ
た
，か
も「

初
期
マ
ル 

ク
ス」

に
お
け
る
中
心
問
題
で
あ
る
か
の
ょ
う
に
考
' 

え
る
こ
と
は
果
し
て
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の 

「

疎
外」

と
い
う
概
念
は
、

へ
ー
.ゲ
.ル
が
：.は
じ
め
て
つ
，
 

か
っ
た
の
で
あ
り
、
と
り
わ
小
、
そ
の「

精
神
現
象
学」 

に
お
け
る
中
心
的
な
問
題
と
な

つ

て

い

る
の

.で
あ

り
、
富
、
国
家
権
力
、
そ
の
他
の
社
会
制
度
を
、
人
間 

本
質
の
疎
外
と
み
な
し
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
の
場 

合
、

へ
ー
ゲ
■ル
の
い
う「

疎
外」

と
は
、
た
だ
思
考 

の
な
か
で
だ
け
生
ず
？,
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
と 

こ
ろ
が
、
.マ
ル
ク
ス
の
場
合
、「
疎
外」

と
は
、
人
間 

の
本
質
的
、
類
的
力
の
発
展
の
帰
結
と
し
て
、
す
な 

わ
ち
、
労
働
と
資
本
と
の
ま
す
ま
す
深
ま
り
ゆ
く
矛 

盾
の
結
果
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ 

こ
そ
ま
さ
し
く「

疎
外」

さ
れ
た
労
働
な
の
で
あ
る
。
 

す
な
わ
ち
私
有
財
産
の
結
果
と
し
.て
あ
ら
わ
れ
ざ
る 

を
え
な
い
—1
疏
外」

さ
.れ
た
労
働
と
し
て
と
ら
え
る
の 

で
あ
り
、.
多
面
的
な
人
間
観
に
お
け
る
必
然
的
な
モ 

メ
ン
.ト
と
し
て
み
な
す
唯
物
論
的
立
場
に
' マ
ル
ク
ス 

は
立
つ
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
、
い
わ
ゆ
る 

哲
学
的
人
間
学
の
立
場
に
お
い
て
、

マ
ル
ク
ス
の
疎 

外
論
.̂
理
解
す
る一

一

た
と
え
ば
和
迁
哲
郎「

人
間 

の
学
と
し
て
の
倫
理
学」

に
典
型
的
に
代
表
さ
れ
る 

——

学
派
や
実
存
主
義
と
は
全
く
相
容
れ
な
い
も
の 

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ 

れ
は
著
者
の
深
い
洞
察
を
み
る
こ
と
が
■で
き
ょ
う
。

つ
ぎ
に
■「

初
期
マ
ル
ク
ス」

を
読
む
者
に
と
っ
て 

さ
ら
に
大
き
な
問
題
は
、

一
八
四
八
年
以
前
の
マ
ル

ク
.ス
と
そ
の
後
の「

成
熟
.し
た
マ
ル
ク
ス」

-
-
-

こ

う
1
う
表
|£
'ヵ
果
し
て
ゆ
る
さ
れ
る
.力
ど
う
力
問
題 

で
あ
る
が_

_

と
の
関
係
に
つ
い
て
、
誰
し
も
想
い

一
〇
五

(

四
五
五)


