
高
橋
梵
仙
著

『
日
本
人
口
史

之
研
究
』

南

亮

三

郎

著
者
は
中
央
肚
會
事
業

研
究

所

々
員

、
豫

て
日
本

人

口
の
歴

史
的

研
究

に
渡
頭

せ
ら
れ

て
ゐ
た

が
、

こ

の
程

そ

の
成
果
を
と

り
纏

め

て
刊
行

せ
ら
れ
た
。

『
日
本
人

口
史
之

研
究
』

(
昭
和

十
六
年
十

一
月
、
三
友
杜

、
債

十
二
圓

)
が
そ
れ

で
、
菊
判
八

五
三
頁

に
及

ぶ
大

冊
で
あ
る
。

内
容

は

二
篇

に
分
た
れ
、
第

一
篇

で
は
上
古
、
中
古

、
近
古
、

及
び
近

世

の
日
本
人

ロ
事
情

が
概
読

せ
ら
れ
、
第

二
篇

で
は
專

ら
徳
川
時

代
各
藩

の
人

ロ
制

限
並

び

に
人

ロ
封
策

の
史
實

が
講

究

せ
ら
れ

て
ゐ
る
。
第

一
篇

に
も
著

者

の
苦
心
は
充
分

に
認
め

ら
れ

る
が
、
遙
か

に
大
な

る
努

力
が
注
が
れ

た

の
は
第

二
篇

の

諸
章

で
あ

つ
た

と
察
せ
ら
れ

る
。
第

二
篇

の
記
述

は
全
巻

の
大

約

三
分

の
二
を
占
め

て
ゐ
る

の
で
あ
る
。

著
者

は

さ
き

に

『
堕

一
三

八

胎
間
引

の
研
究
』

(
申
央
肚
會
事
業

研
究
所
、
昭
和
十

一
年
九

月
)

と
い
ふ

一
書

を
嚢
表

し
、
徳

川
時
代
各
藩

の
秘

め
ら
れ

た

る
史
實
を
明

る
み
に
出

さ
れ

た
こ
と
が
あ
る
が
、
今

同

の
著
作

の
第

二
捕

は

こ
の
前
著
を
中

心
に
し
て
研
究

を
据

め
、
完
…塁
を

期

せ
ら
れ

た
も

の
と
思
は
れ
る
。

通
讃

し

て
受
け

る
本
書

の
印
象

は
何

よ
り
も
先

づ
確
實
な

る

史
實

を
求

め
検
誰

し

て
日
本

人
口
史

に
封

す
る

一
箇

の
O
器
一7

8
冨
9

を
提

供

せ
ん
と
す
る
著
者

の
謙
譲
な
る
然

し
逞

し

い
意

圖

と
努
力

と

に
あ
る
。
著
者

は
み
つ
か
ら

こ
れ

を
述

べ
て
序

文

中

に
、

『
本
書

の
讃
者
諸
氏

の
中

に
は
、
内
容

を

噌
見
し
た
と

き
、
奈
何

に
も
啓
蒙
的
な
要
素

に
乏
し
い
と
感

じ
、
直

に
此
黙

を
批
難

す
る
方
面
も
無

い
と
は
限

ら
な

い
が
、
其

は
根

本
的

に

考
方

に
於

て
誤

謬
が
あ
る

の
で
あ

つ
て
、
予

の
立
場
は
元

々
世

の
啓
蒙

的
な
史
家

に
封
し

て
、
確
實
な
る
史
實
を
提
供

す
る
こ

と
が
眼
目

で
あ

る
』

と
去

つ
て
ゐ
る
。

そ
れ
故

に
著
者

ゆ
引
照

に

つ
い
て
は
特
別

の
注
意
を
佛

ひ
、

『
予

は
甚

だ
不
敏

で
は
あ

る
が
、
引
用

の
史
資
料

は
申

す
に
及
ば
す

薄
先
人

の
著
書

に
よ

る
記
述

は
勿
論

の
こ
と
、
其

中

に
引
用

せ
ら
れ

て
ゐ
る
事
柄

に

關

し

て
も

、

一
々
原
本

に
依
擦

し
て
考
勘

し
、
断

と
し

て
世

に

所
謂
耳
食
孫
引

の
類

を
避

け
』

た
旨
を
述

べ
て
ゐ
る
。

こ
れ

ら

〆



、

の
言
葉

は
,
人

ロ
史
實

の
源
泉
書

と
し

て
の
本
書

の
特
徴

と
、

高
潔
な

る
著
作
家

と
し

て
の
著
者

の
風
格

と
を

示
す

に
充
分

で

あ

る
。

本
書

を
以

て
斯
様

に
日
本

人

ロ
史
實

に
關

す
る

一
箇

の
忠
實

な

る
源
泉
書

と
見

る
と
き
、
巻

頭

に
添

へ
ら
れ
た
る
小
野
武
夫

博

士

の
序
文
が
指

摘
し

て
ゐ
る
本
書

の

一
弱
黙
は
左
程
致
命
的

な
も

の
と
は
見

え
な

い
か
も
知

れ
な

い
。

即
ち
小
野
博
士

は
本

書

の
問
題

の
取
扱
方

に

つ
い
て

「
例

へ
ば
人
口
現
象

の
攣
遷
過

程

に
於

て
共
れ

を
斯
く

あ
ら

し
め
た

る
各
時
代

の
又
は
各

地
域

の
政
治
、
経
濟
、
文
化

と

の
…關
聯
性

の
読

明
が
稀
薄

で
、
人

ロ

史

を
続

る
時
代
相

と
地
域
相
と

が

充

分

に
描

爲

さ
れ

て
ゐ
な

い
」
鮎

を
指
摘

し

て
ゐ
ら
れ
る

が
、
絡
始

『
確
實
な

る
史

實
を

提
供

す
る

こ
と
を
眼
目
』

と
し

て
ゐ

る
本
書

の
著
者

に
と

つ
て

は
、
む
し
ろ

こ
の
黙

の
究
明

こ
そ
他

の

『
啓
蒙
的
な
史
家
』

に

委

ぬ

べ
き
も

の
と
見

え
た

の
で
あ
ら
う
。
本
書

に
は
丹
念
周
密

な

る
史
實

検
誰

の
努
力

が
盛

ら
れ

て
ゐ
る
、
し
か
し
,

と

の
豊

富

な
る
史
實

に
枇
會

科
學
的
な
解
明

を
與

へ
、
又
そ
れ
を
基
礎

と

し
て
統

一
的

な

『
日
本
人

ロ
史
』

を
編
む
と

い
ふ
工
夫

は
、

別
箇

の
事
業

と

し

て
本
書

外

に
淺

さ
れ

て
ゐ
る
。

正

に
こ
の
鮎

に
つ
い
て
吾

々
に
無

限

の
示
唆

と
刺
激

と
を
與

高
橋
梵
仙
著

『
日
本
入
口
史
之
研
究
』

(南
)

へ
る
も

の
は

エ
リ
ツ

ヒ
・
カ
イ
ザ

ー
の
近
業

『
ド

イ
ッ
人

口
史
』

(
ラ
イ

プ
チ
ヒ
、

一
九
三
八
年
)

で
あ
ら
う
。

こ

の
書

は
ド
イ

ツ
民
族
,の
成
生
、
攣

化
、
及
び
嚢
展

を
人

ロ

の
見
地
よ
抄
究

明

し
た
最

初

の
も

の
で
、
包
括
的
、
系
統
的
、
且

つ
思
想
的
な
る

黙

で
あ
ら
ゆ

る
人

口
史

研
究

の

一
典
範

た
る

に
値

す
る
。
日
本

人

ロ
に
つ
い
て
も
亦

こ
れ

に
匹
敵

す
る
歴
史

の
出

現
す
る

こ
と

が
待

望
せ
ら
れ

る
。
高

橋
氏

の
榮
作

は
、
か

エ
る
歴
史
書

の
出

現
を
準
備

し
、
且

つ
可
能
な

ら
し
め
る

に
必
要

な
る
基
礎
研
究

の

周
つ
と
し
て
意
義

極
め

て
重
大

で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
な

い

。

ノ

一
三
九

、

'




