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一
、
開
題
ー

マ
ル
サ
ス
人

ロ
理
論
の
研
究
よ
り
下
る

人

ロ
學
読

の

一
般
に
書

か
れ
た

る
獲
展
史

の
上

か
ら
云
ふ
と
、
人

ロ
の
増
加
を
も

つ
て
國
富
増
加

と
國
民
繁
榮
と

の
原
因

と
見

る
謂
ゆ
る
ポ

ピ

・…
レ
イ

シ
ョ

ニ
ス
ト

の
人

口
論

が
十
六
世
紀
末
か
ら
十
七
.
八
世
紀

に
か
け

て
の

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
國

に
行

は
れ
た

る
メ
ル
カ

ン
テ
ィ
リ
ズ

ム
の

一
係
論

で
あ

る

こ
と
、
即
ち
要
す
る

に

マ
ル
サ

ス
以
前

の
奮
人

ロ
學
読

に
属
す
る

こ
と
は
確
か

で
あ

る
。
然
し

マ
ル
サ

ス
の
時
代

、
少
く

と
も
彼
れ
が
主
著

『
人

口
原

理
論
』

の
第

一
版

(
一
七
九

八
年
)
を
草
し
、
叉
そ

の
第
二
版

(
一
八
〇

三
年
)

の
増
訂

に
從
事
し

つ

」
あ

つ
た
當
時
ま

で
は

,
ポ

ピ

ュ
レ
イ

シ
ョ

ニ
ス
ト
的

人

口
思
想
は
依
然

と
し
て
各
國

の

主
要
政
治
家

の
頭
臓
を
支
配
し

て
ゐ
た
。

イ
ギ
リ

ス
の
宰
相

ピ
ッ
ト
と
か

の
ナ
ポ

レ
オ

ン
と
が
、
海
峡
を
隔

て

玉
互

ひ
に
呼
鷹
す

る
が
如
く
、
盛

ん

に
産
兇

の
漿
働
を
行
う

て
ゐ
た
こ
と
は
有
名
な
事
柄

で
あ

る
。

そ
れ

に
は
當
時

、
ナ
ポ

レ
オ

ン
戦
争

に
俘
う

て

の
軍
人
必
要

の
増
加
、
産
業
革
命

に
俘

う

て
の
新
機
械
操
縦
者

の
需
要
増
加

、
等

々
の
歴
史
的
特
殊
事
情

は
あ

つ
た
が
、
政
治
家

達

の
ロ
か
ら
洩
れ
る
言
葉

は

お
し
な

べ
て
、
産

め
よ
殖

え
よ
、
而
し

て
人

ロ
は
殖
ゆ
る

ほ
ど

そ
の
國

は
榮

え
ん
、
と

い
ふ

に

一
致

し
て
ゐ
た
。
さ
れ
ば

こ
そ

マ
ル
サ

ス
の

『
人

口
原
理
論
』

は
こ
の
種

の
熱
狂
的
な

ポ

ピ

・…
レ
イ

シ
ョ

昌
ス
ト
的
人

口
観

の
偏
見

に

封

し
て
、
最
経
決
定
的
な

一
撃
を
加

へ
る
こ
と
を
も
そ

の

一
つ
の
使
命
と
し

て
ゐ
た

の
で
あ
る
。
即

ち
彼
れ
は

こ
の
著

の
第

二
版

に
お

い
て
次

の
如
く
論

じ

て
ゐ
る
。

「
人

ロ
問
題

に
關
す
る
偏
見
は
、

正
貨

に
關
す
る
往
時

の
偏
見
と
非
常

に
よ
く
似

て
ゐ
る
が
、
吾

々
は

、
こ
の
後
者

が

い
か

に
遅

サ
イ
モ
ン
・
グ
レ
イ
の
入
口
論

五



六

逞
と
し
て
叉

い
か
な
る
困
難

の
後

に
、
よ
り

正
し
き
概
念

に
席
を
ゆ
つ

つ
た
か
を
知

つ
て
ゐ
る
。

政
治
家
達
は
、
有
勢

で
あ
り
且

つ
繁
榮
し
て
ゐ
た
國

々
が
殆
ん
ど

つ
ね

に
人

口
稠
密

で
あ

つ
た

こ
と
を
見

て
、
結
果
を
原
因
と
取
り
違

へ
、
そ
し

て
そ
れ
ら

の
國

國

の
繁
榮
が
人

口

〔
檜
殖
〕

の
原
因

と
は
見
な

い
で
人

ロ

〔
増
殖
〕
が
繁
榮

の
原

因
で
あ
る
と
結
論
す
る

の
で
あ

つ
て
、
そ
れ

は

丁
度
往
時

の
政
治
経
濟
學
者
達

が
、

正
貨

の
豊
富
を
國
富

の
結

果
と
は
見
な

い
で
そ

の
原
因

で
あ
る
と
論
結

し

た

の

と

似

て

ゐ

る
L。

正
貨

に
關
す

る
こ

の
偏
見
は
今

日
で
は
す

で
に
打
破

せ
ら
れ

て
ゐ
る
が
、
「
幻
想
は
な

ほ
人

口
に
關
し

て
は
残

つ
て
ゐ
る
。

そ
し
て
か

、
る
妄
信

か
ら
殆
ん
ど
す

べ
て

の
政
治
的
論
著

は
、
そ

の
扶
養
手
段

に
殆

ん
ど
或

ひ
は
全
く

顧

慮

し

な

い

で
、
人

口

め

〔
増
殖
〕

の
促

進
策

に
充
満

し
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
」

か
く

て

マ
ル
サ
ス
は
こ

の
瓢

に
關
す

る
先
行
諸
學
者

、
特

に
ジ

ェ
ー

ム
ズ

・
ス
テ

ー
ワ
ア
ト

の
謬
見
を
指
摘
し
て

い
ふ
、

「
こ

の
黙

で
は
、

一
般

に
人

口
問
題
を

巧
み

に
読

明
し
た

サ
i

・
ジ

ェ
ー

ム
ズ

・
ス
テ

ェ
ワ
ア
ト
も
、
誤
り

に
陥

つ
て
ゐ
た
や
う

に
私
に
は
思
は
れ

る
。

氏
は
確
言
し

て
曰
く
、
増

殖
が
農
業

の
有
殻
因

(。墜
。
器
旨

。
舞
ω。
)
で
あ

つ
て
、
農
業

が
増
殖

の
原
因

で

は
な

い
と
。
然

し
な

が
ら
、
よ
し

ん
ば

、
土
地

の
自
然

的
産
物

に
よ

つ
て
安
易

に
養
は
れ
得
る
以
上

に
人
民
が
増
殖
し
た
こ
と
に

よ

つ
て
初
め
て
土
地
を
耕
や
す

必
要
に
迫

ら
れ
た
も

の
で
あ
り
、
叉
家
族
を
維
持
せ
ん
と
す

る
考

へ
、
乃

至
は
農
業
生
産
物

と
交

換

に
或
る
有
債
な
る
代
償
を
獲
得

せ
ん
と
す
る
考

へ
が
、
耕
作
に
封
す
る
主
た
る
刺
戟
と
し
て
な

ほ
作
用
し

て
ゐ
る
、
と

い
ふ
こ

と
は
承
認
し
て
も
よ

い
と
し
て
も
、
而

か
も
な
ほ

こ
れ

ら

の
生
産
物
が
、
そ

の
自
然
的
歌
態

に
お
い
て
は
、

い
か
な

る
永
久

的
増

殖
も
恐

ら
く
支

へ
得
ら
れ

る
前

に
は
現
存
人

口
の
最
低

の
欲
望
を
超
え

て
ゐ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
、
と

い
ふ

こ

と

は

明

白

で

あ
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る
。
吾

々
は
、
出
生

の
増
加
が
,
農
業

に
は
何

の
作
用
も
與

へ
な

い
で
起

り
、

た

野
死

亡

の
増
加

に
よ

つ
て
随
伴
せ
ら
れ
た

に
過

ぎ
な

い
、
と

い
ふ
や
う
な
事
例
を
無
数

に
知

つ
て
ゐ
る
。
然
し
農
業

の
永
久
的
増
大
が
ど
こ
か
で
人

口
の
永
久
的
増
大
を

ひ
き
起

さ
な
か

つ
た

と
い
ふ
や
う
な
例

は
、

お
そ
ら
く
存
し
な

い
。
從

つ
て
、
人

口
が
農
業

の
有
敷
因

で
は
な
く
、
よ
り
正
當

に
は
、
農

業

が
人

ロ
の
有
致
因

で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
出
來
よ
う
。

む
ろ
ん
こ
れ
ら
は
確

か

に
相
互

に
反
作

用
し
合

ふ
の
で
あ
り
、
そ
し

て

て

ふ
つ
が

ひ

相

互

の
支
持

の
爲
め

に
は
相
互

に
必
要
な
も

の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
實
際

、
人

ロ
問
題

が
そ
れ

に
よ

つ
て
同
轄
す
る
蝶
番

で
あ
る
や
う

に
見
え
る
。

そ
し
て
人

ロ
に
關
す

る

一
切

の
偏
見
は
、
お
そ

ら
く
、
か

玉
る
優
位

の
順
序
を
取
り
違

へ
た

こ
と
か
ら

カ

起

こ

つ
て

ゐ

る

の

で
あ

る
。
」

人

ロ
學
読

の
獲

展

史

上

に

お
け

る

こ

の
猫

自

な

る

マ
ル

サ

ス
の
地
位

は
、

そ

れ
故

に
、

今

ま

で

の

マ
ル

サ

ス
研

究
家

達

に
よ

つ

て

も

強
調

せ
ら

れ

て
來

た

。

例

へ
ば

さ

き

に

フ

エ
ッ
タ
ー

は

「
彼
れ

〔
マ
ル
サ

ス
〕
の
理
論

は

、
有

勢

に
し

て
繁

榮

せ
る

國

々
に
お

鋤

い
て
認
め
ら
れ
た

る
彊
大
な
る
人

ロ
増
加
が
繁
榮

の
原

因
で
あ
る
、
と

い
ふ
奮
來

の
理
論

に
樹
す
る

一
反
動

で
あ
る
」

と
述

べ
、

叉

近
く
は

ペ
ン
ロ
ー
ズ
が
、

マ
ル
サ

ス
の
基
礎
的
命
題

た
る
人

ロ
増
加
封
土

地
制
限

の
着

想
は
す

で
に

「
マ
ル
サ

ス
の
時

代
以
前

に
始
ま

つ
て
ゐ
た
、
然

し

マ
ル
サ

ス
は
、
そ
れ
を
生
氣
あ
る
論

瓢
と
し
、
そ
れ
を
公
け

の
討
論

の
前
景

に
持
ち
出

し
、
そ
し

て
人

り

口
の
増
加
は
そ
れ
自
身

で
必
す
望
ま
し

い
も

の
だ
と

い
ふ
観
念
を
粉
陣

し
た
最
初

の
人

で
あ

つ
た
」

と
論
す

る

の
で
あ

る
。

だ
が
然

し
、
嚴
密

に

い
ふ
な

ら
ば
、

マ
ル
サ

ス
が
果
し

て
人

ロ
の
増
加

そ
れ
自
艘

を
無
條
件
的

に
悪

の
根

元
と
し

て
拒

否
し
去

ら
う
と
し
た
か
ど
う
か
は

一
つ
の
問
題

で
あ
る
が
、
次

い
で
は

マ
ル
サ

ス
の
意

圓
せ
る
も

の
と
畳
し
き
最
絡
決
定
的
な
反
駁

が
果

サ
イ
モ
ン
・
グ
レ
イ
の
入
口
論

七
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4)
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入

し

て
ポ

ピ

ェ
レ
イ

シ
ョ

ニ
ス
ト
的
人

口
増
加
謳
歌
論

の
熱

狂
を
完
全

に
封
じ
去

つ
た
か
ど
う
か
、
又
こ

の
熱

狂
は
た

と

へ
時

代
と

と
も

に
封

じ
去
ら
れ

た
と
し

て
も
そ

こ
に
は
何
ら

の
残

る

べ
き
理
論
も
な

か

つ
た
の
か
ど
う
か
は
、
更

に
大

い
な

る
第

二

の
問
題

で
あ
る
。
右
第

一
の
問
題

に
つ
い
て
は

、
本
稿

の
筆
者

は
す

で
に
近
時

の

一
、
二

の
勢
作

の
中

で
論
及
し
、

マ
ル
サ

ス
に
關
す

る

あ

通
設
的
解
繹

の
不
備
を
補
は
う
と
し

て
ゐ
る
。
本
稿

は
即
ち

こ
の
論
黙

に
關
聯

せ
し
め

て
右
第

二
の
問
題

に
答

へ
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
筆
者

の
願

ひ
は
然
し

、
こ
の
同
答
を

し
て
軍
な
る
學
説
史
的
興
味

の
満

足

に
絡

ら
し
め
・ず
、
形

の
上

に
み

い
て
は
學

説
史
的
問
題

の
取
扱

に
篠
る
と
は

云
ひ
な

が
ら
そ
れ

を
通
じ

て
人

ロ
理
論

の
艦
系

化
的
構
想

に
近
づ
く

の

一
階
梯
た
ら
し
め
た

い

と
思

ふ
に
あ
る
。
蓋
し

マ
ル
サ
ス
の
論

著
は
入

ロ
理
論

に
關
す

る
凡
ゆ
る
近
代
的
思
索

の
出
獲
瓢
を
成
す
も

の

で

あ

る

と

と

も

に
、
そ
の
當
時
活
濃

に
行
は
れ
た

る

マ
ル
サ

ス
論
孚

の
全
記
録

は
こ
れ
を
仔
細

に
跡
づ
け
ゆ
く
な

ら
ば

ま
さ

に
ボ
ー

ナ
ア
の

の

注
意
せ
る
如
く

す

で
に
そ

の
中

に

「
全
繋
争
問
題

に
關
す

る
吾

々
自
身

の
判
断
を
形
成
す

る

に
充
分
な
る
資

料
」
が
見
出

さ

れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。一

一、
反

マ
ル
サ

ス
陣
螢

に
お
け
る

「
樂
観
論
者
」
と

「
人

口
主
義
者

」

さ

て

マ
ル
サ

ス
の
存
命
當
侍

よ
り
十
九
世
紀
末
ま
で
に
彼
れ

の
學
読

に
野

し
て
現

な
れ
た
る
幾

つ
と
も
激

へ
切
れ
な

い
程

の
多

歎

の

「
反
樹
者
」
「
批
判
者
」
「
答
辮
者
」

の
主
だ

つ
た
も

の
の
申

に
、
人

口
學
説

史
家

に
よ

つ
て
多
く

「
樂
槻
論
者
」
と
呼
び
な

5)拙 著 ・ 入 口理 論 と入 口問題 ・ 昭lo年 千 倉 書 房, .251頁 以 下;及 び拙 稿,マ ル
サ スの パ ッシ ヨ ン論(商 學 討 究Io巻 上 冊,昭Io年6月)55頁 以 下 参照.

6)Bonar,MalthusandHisWork,2nded .LondonIg24,P.2.



さ

れ

て
ゐ

る

一
群

の
人

々
が
あ

る

。
例

へ
ば

エ
ル

ス
タ
ー

は

『
國
家

科

學

僻
典

』

第

二
巻

申

の
寄

稿

文

に
お

い
て

「
十
九

世
紀

に

お

け

る

マ
ル

サ

ス
學

読

の
反
封
者

」

を

三

群

に
分

類

し

、
そ

の
各

々
に
代

表

者

を

掲

ぐ

る

こ
と

次

の
通

り

で
あ

る
。

1
。

肚

會

主

義
者

O
&

鼠

P

国
。
霞
冷
び

男
H。
亀

げ
。
P

国
昌
σq
①7

竃

母
き

=
・
0
8
お
ρ

9
ρ

2
。

…樂

観

論

者

t

O

蚕

ざ

Ω

轟

冨

ヨ
巾
鴇
ぐ
弔
。覧

塁

畠
.
Qっ
9
已
①
♪

Qo
窪

一〇
が

国
く
o
器

芦

≧

房
o
P

国
9
。・
ユ
曽
計

O
舞

①
さ

=

ω
計

即

国
昌
σq
o
一・

a

自
然
科
學
的
見
地
よ
り
出
護
す

る
反
封
者

U
。
与
げ
魯
ざ

。。
鷺
唱
8
が

宏
。
。。ω齢

冒

塁
。
罫

右

の
う
ち
第

二
群

に
つ
い
て

エ
ル
ス
タ
ー
は

い
ふ
、
「
人

口
理
論
家

の

一
大
集

團
を
吾

々
は
簡
軍

に
樂
観
論
者

(象
①
O
O
二
日
聾
窪
)

と
名
付
け
る

こ
と

が
出
來

る
。
樂
観
論
者
は

マ
ル
サ

ス
に
よ

つ
て
言

ひ
表
は
さ
れ
た
杞

憂
を

正
當
と
は
認
め
す

、
そ
し

て

〔
第

一

群

の
肚
會
主
義
者

と
は
異
な

つ
て
〕

現
存

の
國
家
秩
序
並
び

に
肚
會
秩
序

の
改
攣
を
要
求
す

る
こ
と
な
し

に
人

口
状
態

の
將
來

の

形
相

に
望
み
を
囑
す

る
の
で
あ
る
。
個

々
の
鮎

に
お

い
て
は
、
即
ち
例

へ
ば

マ
ル
サ

ス
を
弾
劾
す
る
仕
方

や
人

ロ
運
動

に
關

し

て

樹
立
す

る
理
論

に
お

い
て
は
、
以
下

に
掲
ぐ
る
著

作
者

達
は
相

互
に
非
常

に
隔
た

つ
て
ゐ
る
。

彼
等

が
結

び

つ
く

一
窯
は
即
ち
將

め

來

へ
の
期
待

で

あ

る
」

と

。

こ
れ

に
從

つ
て

イ
ギ

リ

ス
だ

け

の
代

表

的

「
樂

観
論

者

」

を

拾

ひ

あ

げ

る

と

O
冨
ざ

O
B
ぎ

ヨ
ρ

≦

。凱
§
鼻

留
臼
①
び

。。
〇三
〇
H矯
及

び

≧

ぎ

昌

の

六
人

と

な

る
。

次

い
で
、
か

の

モ
ム
ベ

ル
ト
ー

そ

の
人

の
分
類

に
移

る
前

に
ー

の
勝
れ
た

る
女
弟

子
の

一
人

に
ウ

ア
ズ

ラ

・
シ
ア

ン
が
あ

の

り

、

そ

の
學

位
論

文

は

『
イ
ギ

リ

ス
樂

観

論

者

の
人

ロ
學

読

』

の

研
究

に
充

て
ら
れ

て
ゐ

る
。

こ

の
論

文

は

そ

の
師

の
主

著

よ

り

も

先

き

に
刊

行

さ

れ

た

も

の

で
あ

る

が
、
こ

玉
で
は

エ
ル

ス
タ
ー

の
指

摘

せ

る
例

の
六
人

だ

け

で

は
な

く

、
ア

メ
リ

カ
人

国
く
。
器
拝

サ
イ
モ
ン
・
グ

レ
イ
の
入
口
論

九

1)

2)

3)

E]g.ter,Art.Bev61kenmgslehreundBev61ke了ungspolitikin:Handw.d.Sta-

atsw.】ld.II,4.Aufl.JenaIg24,s.77.3--787.

Elster,a.a.0.S.78江.
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一
〇

を
加

へ
、
更

に

エ
ル
ス
タ
ー

に
お

い
て
は

「
自
然
科
學
的
見
地
よ
り
出
養
す

る
反
封
者
」

と
し

て
謂
ゆ

る

「
樂
観
論
者
」

よ
り
匝

別

せ
ら
れ
た
る

U
o
島
『
魯
ざ

冒

旨
o
拝

。。
O
o
昌
n
窪

の
三
人
を
も
併

せ
取
扱

う

て
ゐ
る
。
「
樂
観
論
者
」

の
総
括
名
構
は
か
く

て

シ

ア

ン
の
論
文

に
お

い
て
は
、
十
九

世
紀
前
葉

に
輩

出
し
た
る
イ
ギ
リ

ス
の
殆
ん
ど
す

べ
て

の

恐
ら
く
は
只

一
人

ゴ
ド
ウ
イ

ン

を
除

き
て

主
要
な
る
人

口
論
者
を
蔽

ひ
審
し

て
ゐ
る

の
で
あ

る
。

だ
が
前
掲

エ
ル
ス
タ
ー

の
分
類

に
加

工
し
な
が
ら
、
し
か
も

シ
ア

ン
よ
り
も
遙
か

に
徹
底
的

に

「
樂

観
論
者
」

の
範

疇
を
援

め

ゆ
か
う
と
す
る
が
如
く
に
見

え
る

の
は

モ
ム
ベ
ル
ト
そ

の
人

で
あ
る
。
即

ち

モ
ム
ベ
ル
ト

は

そ

の
主
著

『
人

口
論
』
中

の

一
章

め

「
マ
ル
サ

ス
以
後

現
代

に
至

る

迄

の
人

ロ
論

の
獲

展

」

に
お

い
て
、

こ

の
期
間

中

の
人

ロ
論

者

を

先

づ

工

悲

観
的

見

解

の
代
表

者

皿

樂
観

的

見

解

の
代

表
者

の
二
大

群

に
大

別

し

、
後

者

を

ば
更

に
細

分

す

る

こ
と
次

の
通

り

で
あ

る

。

a

自

由

主
義

者

の
集

團

O
話
訂

日
ρ

Ω

話
ざ

≦
♂
覧
跨
昌
臼
樋
同
く
巽
①8

。D
巴
一〇
♪

≧

幽。。o
P

o。
o
且
o
が

O
碧
。さ

頃
器
梓凶曽び

≦
爵
昏

h

護

展

史
的

観
察

を
爲

す
者

ζ

。。」

U
夢

ユ
轟

・

G

杜

會

改
良

主

義

者

及

び
杜

會

主
義

者

。。
凶。。日
。
昌
烏

O
毛
⑦
p

の
ぎ

。
p

O
菩
。
計

司
。
旨

一・
ご

目
ぎ

日
驕
。
p

]≦
舞
x

9

国
昌
,

㈹
oす

囚
碧

3
尊
}
=
.
0
8
お
ρ

○
召

窪
7
臥
日
①き

冒

帥
」
P

い
き

鵬
ρ

U
魯
三
告
●

乱

マ
ル

サ

ス

の

生

物

學

的

反

封

者

-

U
o
=
三
①
9

罫

冒

旨
o
霞
匂
o。
窟
昌
8
が

Z
o
。。ω
凶σq
●
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右

の
う
ち

a
の

「
自
由
主
義
者

の
集

團
」
(島
巴
幽ぴ
。
冨
♂
Ω
目
ξ
窟
)
に
つ

い
て

モ
ム
ベ

ル
ト
は

エ
ル

ス
タ
ー
、

シ
ア

ン
等

の
分
類

に
注
意
し

て
い
ふ
、
「
マ
ル
サ

ス
學
読

の
反
封
者

、
特

に
自
由
主
義

の
地
盤

に
立

つ
反
封
者
を
人
は
樂

観
論
者

と
名
付
け
る
。

こ
の

立
言
は
全
く
適
切

で
あ

る
が
、
そ

の
際

た
だ
、

こ
の
樂
観
主
義

が
決

し
て
こ
の
方
向

の
す

べ
て
の
代
表
者

に
よ

つ
て
ひ
と
し

い
仕

の

方

で
基

礎

付

け

ら
れ

て
ゐ

な

い
こ
と

、
實

は
全

く

種

々
な

る

出
嚢

瓢

を
有
す

る

こ

と
を

見

遁

し

て
は
な

ら
な

い
」

と
。

こ
れ

に
よ

る

と

エ
ル

ス
タ
ー

の
場

合

に
指

摘

さ
れ

た

と

同

じ

イ

ギ

リ

ス
の
六
人

の

マ
ル
サ

ス
反
封

者

.
即

ち

O
箪
ざ

O
雷
審

旨
ρ
ぜ
く
2
冨
昌
臼
u

oq
。
昌
凶o
♪

oo
帥亀
①が

及

び

≧

♂
。
口

は
、
「
全

く

種

々
な

る
出

護

黙

を

有

す

る

こ

と
」

の
爲

め

に
も

基

い

て

エ
ル

ス
タ
ー

及

び

シ
ア

ン

に

お
け

る

が

如

く

「
樂

観

論

者

」

と

名
付

け

る

よ
り

も

、
む

し

ろ

そ

の
上

に
立

つ

「
自

由

主
義

の

地
盤

」

に
因

ん

で

「
自

由

主

義

的
集

團
」

と
呼

ぴ
な

す

の
を

モ

ム
ベ

ル
ト

は

、

よ

り
合

目
的

と
考

へ
る

や
う

で
あ

る
。

だ

が
然

し
注

意

す

べ
き

は

、

モ
ム
ベ

ル
ト

が

「
樂

観

論

者
」

の
総

括

名

稻
を

拒

斥
し

去

る

の
で
は

な

く

、

實

は
却

つ

て
こ

れ

を

エ
ル

ス
タ
ー

の
場

合

に
於

け

る

よ
り

も

、
否

な

更

に
進

み

て
は

シ
ア

ン
の
場

合

よ

り

も

一
層

掻

大

し

、

た

だ

に
こ

の
自

由

主
義

者

の
集

團

だ
け

で
は

な

く
、

獲

展

史

的
観

察

を

爲
す
者
も
就
會
改
良
主
義
者
及
び
枇
會
主
義
者
も
、
更
に
は

マ
ル
サ
ス
の
生
物
學
的
反
封
者
も
i

即
ち
こ
れ
を
総

じ

て
上
掲

a
、
b

、

c
、

d

の
四
集

團

に
わ

た

る

と

こ

ろ

の
實

に
凡

ゆ

る

側

面

よ
り

す

る

マ
ル

サ

ス
反
封

者

乃

至

批

判
者

の
総

陣
螢

を

「
樂

観

的
見

解

の
代

表

者
」

と

し

て
締

め
く

」
り

、

以

つ

て

マ
ル

サ

ス
追

從
者

の

一
團

た

る

「
悲

観

的

見
解

の
代

表
者

」

に
封

立

せ

し

め

て

ゐ
る

こ

と

で
あ

る

。

か

く

て

モ

ム
ベ

ル

ト

に
お

い
て
は

、

問

題

の

「
樂

観

論
者

」

の
範

疇

は

エ
ル

ス
タ
ー
及

び

シ
ア

ン
の
場

合

に
比

し

、

一
面

に

お

い

て
よ

り
嚴

密

な

る
規

定

を

與

へ
ら
れ

や
う

と
し
な

が

ら
他

面

に
お

い

て
は

遙

か

に
廣

漠

た

る
も

の

へ
と

サ
イ

モ
ン
・
グ

レ
イ
の
入
口
論

】
一

5)Mombert,a.a.O.S.207.



一
二

援

が

つ
て

ゐ
る

の

で
あ

る

。

念

の
爲

め
に
挿
記
す

る
が
、

モ
ム
ベ

ル
ト
は
前
掲
引
用
文

の

一
章
句
i

「
マ
ル
サ

ス
學
読

の
反
封
者

、
特

に
自
由
主
義

の
地

盤

に
立

つ
反
封
者

を
人
は
樂
槻
論
者

と
名
付
け
る
。
」
-

に
註
記
し

て
、

エ
ル
ス
タ
ー
及

び

シ
ア

ン
の
外

に
、

同
じ
意
味

に
お
い

の

て
人

ロ
學
史
家

ゴ

ン
ナ
ア
ル
及
び

モ
ー

ル

へ
の
参

照
を
求
め

て
ゐ
る
。
然

し
ゴ

ン
ナ
ア
ル
に
は
か

』
る
秩
序
立

つ
た
る
分
類

は
無

わ

い
し
、

モ
ー

ル
に
は
詳

し

い
分
類
は
あ
る
け
れ

ど
も

「
樂
観
論
者
」

の
項

目
は
存

し
な

い
。

モ
ー

ル
の
記
述
は
む
ろ
ん
そ

の
著

の

出
版
年
代

に
限
定

さ
れ

て
十
九

世
紀

の
中
葉
ま

で
に
し
か
及
ん
で
ゐ
な

い
が
、
そ
こ

で
は
先

づ

マ
ル
サ

ス
學
読

の
反
封
者

を

L

マ
ル
サ

ス
に
よ
つ
て
樹
立

せ
ら
れ

た
る
最
高

原
則
を
拒
否
す

る
も

の

a

根
本
原
則

は
承

認
す
る
け
れ

ど
も
、
そ

の
原
則
よ
り
引
き
出

さ
れ
た

る
結
論

の
正
し
さ
を
否
定
す
る
も

の

a

そ

の
攻
撃

が
完

全
な
る
誤
解

に
立
脚

せ
る
も

の

の

の
三
類

に
分

ち
得

る
こ
と
を
述

べ
て
、
後
代

の
ボ
ー

ナ
ア
的
分
類

に

一
先
鞭

を
着
け

る
。
然

し

モ
ー

ル
は
右
第

一
類

の
反
樹
者

に

つ
き
更

に
こ
れ
を
細
分

し

て
、
共

に
ひ
と
し
く
最
高
原
則
を
拒
否
す

る
も

の
の
聞

に
あ

つ
て
も
二

つ
の
根
本
命
題

〔
人

口
の
幾
何

級
歎
的
増
加
と
生
存
資

料

の
算
術
級
敏
的
増
加
〕
を
爾

つ
と
も
拒
否
す
る
も

の
と
、
そ

の
何
れ

か

一
つ
を
拒
否
す
る
も

の
と
に
分

た
れ

る
と
し
、
結

局
次

の
通
り

に
分
類

記
述
を
進
め
る

の
で
あ
る
。

a

爾
原
則

の
反
封
者

国
昌
。・
o
♪

因
碧
①
蕊
8
昌
P

]≦
o
器
7
<
ぎ
9

・
o◎
註
一巽
・

h

幾

何

的

比

例

に
お
け

る

増
殖

の
反
封

者

ー

冒

塁
。
戸

O
。
侮
鼠

P

U
。
島

♂
費
ざ

。。
需
昌
8
♪

Ω
巳
一冨
円↑

6)

7)

8)

Gonnard,HistoiredesDoctrinesdelaPopulatlon,ParisIg23,P.311ff.

v.Moh1,DieGeschichteundLiteraturderStaatswissenschaften,III.Bd.,

Erlangenl858,S.4gofl.
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C

生

存

資

料

の
輩
な

る
算

術

的

増
加

の
反
封

者

O
§
さ

匿

名

の

菊
①冒
甘

δ

昏
。
..国
ω。・塁
..
の
著

者

〔
引

用
者

曰
く

、

こ

れ

は

出
騨
塾

9

を

指
す

も

の

㌧
如

し
〕
、
同
●
国
昌
碧
ド

乱

マ
ル

サ

ス
に

よ

つ

て
引

き
出

さ
れ

た

る
結

論

の
み
を

拒

否

す

る

反
封

者

O
轟
訂

ヨ
ρ

≦
、。
踏
碧

鼻

国
く
o
H9
ジ

。。
o巳
。
び

一

八

三

二
年

の
匿

名
著

者

〔
同

じ

く
引

用
者

曰
く

、

こ
れ

は

日
●
客

国
山
日
。
民

。・〕
、
。。
q
。
鷺

u
≧

ぎ

9

¢

誤

解

に
基

く

反
封

者

O
舞
o鴇
.

L

批

判

者

。。
δ
8
自

鼻

頃
醇
鵯

ヨ
。
ロ
∬

缶
。
欺
ヨ
彗

p

。。
9
自

登

空
。
冨

§
巳

.

こ

の
種

の
分

類

は

マ
ル

サ

ス
學

読

の
個

別

的

批

判

を

直
接

の
問

題

と
す

る
場

合

に

は
非

常

に
便

利

で
あ

る

が
、

そ

の
代

リ

マ
ル

サ

ス
の
反
封
者

な

り
批

判

者

な

り

の
思

想

傾
向

乃

至

は
學

読

の
特

徴

が
少

し
も

表

面

に
現

は
さ
れ

得
な

い
憾

み
を
遺

し

て

ゐ

る
。

ど

の
み
ち

、

い
つ

れ

の
分

類

方

法

に
も
難

瓢

は

つ
き
ま

と

ひ
、

或

る

角
度

よ
り

し

て
適

切

な

り

と
思

は
れ

る
分

類

も

他

の
角
度

よ

り
す

れ

ば

不

充

分

な

も

の
と
な

ら
ざ

る
を

得
ま

い
。

し

か

も
筆

者

は

こ

玉
で

マ
ル

サ

ス
反
封

者

の
分

類

方

法

を

詮
議

立

て
し

よ
う

と

思

ふ
も

の

で
は

な

い
が

、

謂

ゆ

る

「
樂

観

論

者
」

の
所
在

を
確

か

め
る

爲

め

に
以

上

掲

げ
た

諸
家

の
分

類

に
よ

つ

て
現
在

行

は

れ

て
ゐ

る

主
要

な

る

も

の
を

ほ

f
網

羅

し

得

る

こ

と

に
な

つ
た

。
「
樂

観

論
者

」
の
所

在

は
必
す

し
も

す

べ
て

の
入

ロ
學

史
家

の
採

る

分
類

に
現

は
れ

て
ゐ

る

わ
け

で
は

な

く

、

叉

そ

の
範

園

も

諸
家

の
間

に
必
す

し

も

一
致

し

て
ゐ

る

の
で
は

な

い
が

、

反
封

者

達

の
思
想

傾
向

を

表

面

に
浮

き

立

た

せ
た

も

の
と

し

て
興

味

あ

る

エ
ル

ス
タ
ー

H

モ

ム
ベ

ル
ト
的
分

類

を

と

ほ

し

て
、

と

も

か

く

も

こ

」
に
、
「
自

由
主

義

の
地
盤

の
上

に
立

つ
」
と

こ
ろ

の
、
そ

し

て

「
人

口
歌
態

の
將

來

の
形

成

に
期
待

」

し

て
人

口
封

生

存
資

料

サ
イ

モ
ン
・
グ

レ
イ
の
入
口
論

一
三



一
四

間

の
根
本
的
不
調
和
と

い
ふ
意
味

に
お
け
る

マ
ル
サ

ス
學
読

を
弾
劾

せ
ん
と
す

る
と
こ
ろ

の
、

一
連

の

「
樂
槻
論
者

」

の
所
在
だ

け
は
明

示
せ
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

然

し
な

が
ら
筆
者

は
、
本
稿

の
胃

頭
に
指
摘
し

て
お
い
た
通
り
、

マ
ル
サ

ス
論

争

の
軍
な
る
學
史
的
維
過

の
記
録

に
絡
始

し
よ

う
と
す
る

の
で
は
な

い
。
論
争
を
通

じ
て

「
吾

々
自
身

の
判
断
を
形
成
す

る
爲

め
」

の
手
懸
り
を
得
よ
う
と

の
特
殊
な
る
意
圖
を

有
し

て
ゐ
る
。
然

る
に
今
、

こ
の
特

殊
な
る
意
圖
を
先
立
た

し
め

て

マ
ル
サ

ス
反
樹
者

の

一
群
ー

オ
プ
テ
イ

ミ
ス
ツ
ー

を
眺

め
て
み
る
と
、
そ
れ
ら

の
人

々
の
學
詮
は

「
樂
観

主
義
」
乃

至
は

「
自
由
主
義
」

と

い
ふ
語
を
も

つ
て
言

ひ
表
は
す

べ
く
飴
り

に

明
確

に
限
定

せ
ら
れ

た
る
特

微
を
有

つ
て
ゐ
る

や
う

に
思
は
れ

る
。
特

に
イ
ギ
リ

ス

「
樂
観
論
者
」

の
最
初

の
三
人
i

O
冨
ざ

O
冨
冨

ヨ
ρ
≦
、。覧
碧
ら
;

は

「
將
來

へ
の
期
待

と

い
ふ

一
瓢

に
お

い
て
結

び
着
く
」
と
言

ふ
よ
り
も
、

む
し
ろ
筆
者

は
、
學
史

的

に
は

一
般

に

マ
ル
サ
ス
以
前

の
も

の
と
考

へ
ら
れ
勝
ち
な
、
か

の
人

ロ
の
増
加
を
國
民
幅
祉

の
原
因

と
見
る
ポ

房

ユ
レ
イ

シ
ョ

芒

ス
ト
的
な
立
場

に
お

い
て
、
よ

り
よ
く
結
び
着

き
得
る

の
で
は
な

い
か
と
考

へ
る
。
將
來

へ
の
期
待

と

い
ふ

一
鮎
を
前
面

に
押
し

立

て
る
な
ら
ば
、
肚
會

の
現
歌

に
不
満

を
抱
き

理
想
肚

會

の
到
來
を
想
望

せ
し
肚

會
主
義

的
人

ロ
論
者

を
も
こ

の
申

に
含

ま
し
め

な
け
れ
ば
な

ら
す

、
か
く

て
そ

の
範

園

の
限
り
な
く
損

ま
り
ゆ
く

こ
と
、
や
が

て
は

マ
ル
サ

ス
反
封
者

の
全
陣
螢
を

そ

の
中

に
包

み
込
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
と

い
ふ
如
き

モ
ム
ベ

ル
ト
的
結

果

に
立
ち
到
る

の
ほ
か
無

い
で
あ
ら
う
。
或

ひ
は
叉
、
道

徳
哲
學
的
な
功
利

主
義
乃

至
は

「
自
由
主
義

の
地
盤
」
を

、
彼
等
を
結

び
着

け
る
共
通
特
徴
と
し

て
置

き
か

へ
る

に
し

て
も
、
今
度

は

マ
ル
サ

ス
反

封
者

相
互

の
間

の
分
類

に
お
い
て
で
は
な
く
實

は

マ
ル
サ
ス
反
封
者

と

マ
ル
サ

ス
自
身

と

の
間

の

「
分
類
」

が
見
失
は
れ

て
し
ま



ふ
と

い
ふ
結
果

に
落
ち
着

か
ざ

る
を
得
な

い
で
あ
ら
う
。
問
題

の

マ
ル
サ

ス
反
封
者

だ
け

で
は
な
く

マ
ル
サ

ス
自
身
も
亦

こ
れ

と

同
じ
道
徳
哲
學
的

「
地
盤
」

の
上

に
立

つ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。

在
來

の

「
樂

観
論
者
」
1

少
く

と
も
そ

の
申

に
包
括

せ
し
め
ら
れ

て
ゐ
た
若

干
の
人

々
に
つ
き

の
名
稽

に
代

へ
て
筆
者

が

こ

玉
で
新

た

に

「
ポ

ピ

ェ
レ
イ

シ

ョ

ニ
ス
ツ
」

の
名

稻

を

與

へ
よ

う

と
す

る

の
は

.
然

し

決

し

て
、

在
來

の
特

徴

付

け

が
不

満
.

足

で
あ

る

と

の
前

述

の
理

由

か

ら

だ
け

で
は

な

い
。

前

述

の

理
由

は

箪

な

る
消

極

的
意

味

を

し

か
持

つ
て

ゐ
な

い
。

そ
れ

に

は
更

に
積

極
的

な

理

由

が

あ

る
。

即

ち

先

づ

、

こ

の
部
類

に
属

す

る

マ
ル
サ

ス
反
封

者

の
或

る
者

は

彼
等

の
側

に
お

け

る
學

読

の
根

本

特

徴

を
明

白

に
指

摘

し

て
彼
等

自

か

ら

を

「
ポ

ピ

ュ
レ

イ

シ

ョ

ニ
ス
ツ
」

と
呼

ん

で

ゐ
る

謹
擦

が

あ

る
。

後

に
詳

し
く

そ

の
著

を

考

察

す

る

が
、

一
八

一
八
年

に

..O
①
。
茜
。
男
負
く
oω、.
な

る
假

名

の
も

と

に

Q。
ぎ

。
昌

O
目
超

の
列

行

し

た

る
論

孚
書

『
グ

レ
イ
封

マ
ル

サ

ス
」

の
序

文

(
α臥
醸

宛

公
開

書

簡

の
形

を

と

れ

る
)

の
中

で
著

者

は

、
凡

そ

人

ロ
論

に
は

t

食

物

主

義
學

読

。。昌

駐
g
昌
8

窃
8
蔓

(き
9

ε

巳
斜
ユ
。
昌

昏
8
巳

且

人

ロ
主
義

學

読

噂
o
》
巳
註

o
口

夢
8
越

の
二
類

型

あ

る

も

の
と

し

て
分

ち

掲

げ

、
前

者

を

主
張

す

る

も

の
を

「
反
人

ロ
主
義

者

」
(碧

9

弓
三
註

自

凶。。窃
)
、
後

者

を

主

張

す

る
も

の
を

「
人

ロ
主
義

者

」
ε
。
℃
巳
註

8

響
の)
と
名

付

け
な

が

ら

、
前

者

に
は

冒

日
窃

。。
器
§

二

及

び

]≦
詳

]≦
9喜

島

が

あ
り

、

後

者

に
は

竃

撃

O
鎚
冨

巳
ρ

竃

罫

≦
♂
覧
9。
巳

℃
及

び

特

に

『
國

家

の
幸

幅
』

の
著
者

〔
O
補
鎚

自

か

ら
を

指

す
〕

が
属

す

る

と
説

ラ

い

て
ゐ

為
。

蓋

し

こ

の
著
者

に
お

い
て
人

ロ
理
論

の
根

本

性

格

を

決

定

す

べ

く

見

え

る

も

の

は

、
食

物

が
人

ロ
を

規

制

す

る

の

サ
イ
モ
ン
・
グ

レ
イ
の
入
口
論

一
五

g)Purves,GrayversusMalthus.ThePrincipleso

investigated,LondonI818,P・iii'

fPopulationandProduction



=
ハ

か
、
そ
れ
と
も
逆

に
人

ロ
が
食
物
を
規

制
す

る
の
か
と

い
ふ

一
般
問
題

に
樹
し

て
與

へ
る
同
答

の
如
何

で
あ

つ
て
、
「
食
物
主
義
學

読

」
と
は
前
者

を
肯
定
す
る
も
の
、
而

し

て

「
人

ロ
主
義
學
読
」

と
は
後
者

を
肯
定
す
る
も

の
で
あ

る
。
か
く

て

O
目超

は

一
八

一
五
年

よ
り

一
八
年

に
至
る
三
」
四
年
聞

に
相

次

い
で
執
拗
な
攻
撃
を

マ
ル
サ

ス
に
向

つ
て
加

へ
た
右

の
三
人
を
人

口
理
論

上

の

「
人

ロ
主
義
學
読
」

の
代
表
者
と
し
、
彼
等
自

か
ら
を

「
ポ

ピ

ュ
レ
イ

シ
ョ

ニ
ス
ツ
」

と
呼

ん
で
、

マ
ル
サ

ス
反
封
者

の

一
集
團

を
特
徴
付

け
る

の
で
あ
る
。

思

ふ
に
こ
の
特
徴
付
け

の
正
し
さ
は
、

O
蚕
団

自
か
ら
は
別
と
し
て
他

の
二
人

に
、
及
び
彼
等

以
後

の

マ
ル
サ

ス
反
封
者
中

の

如
何
な
る
人

に
如
何

な
る
程
度

で
當
嵌
る
か
は
仔
細

の
研
究
を
侯

つ
て
の
み
確
定
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
特
徴
付
け
そ
れ
自

禮

が
非
常

に
適
切
で
あ
る
こ
と
、
少
く
と
も
在
來
行
は
れ
來

つ
た
も
の
に
比
し

て
遙

か

に
勝
れ

て
ゐ
る
こ
と
は
確

か
で
あ

ら
う
。

そ
れ
は
こ
の

一
群

の

マ
ル
サ

ス
反
封
者

の
根
本
的
立
場
を
浮
出

せ
し
め
る
に
適
切

だ
と

い
ふ
學

史
的
叙
述

の
便
宜
問
題

の
爲

め
ば

か

り
で
は
な

い
。
實

は
、
後

に
至

つ
て
筆
者

の
論
結
す
る

で
あ
ら
う
如
く
、

マ
ル
サ

ス
學
読

に
封
し

て
彼
等

の
提
起

し
た

る
問
題

は
そ
の
形
式

と
内
容

と

の
如
何

に
拘
ら
す

、
現
代

に
お

い
て
も
な
ほ
依
然

と
し

て
未
解
決

に
馬
す

る
人

口
理
論
上

の

一
基
本
問
題

を
衝

い
て
ゐ
る
か
ら

で
あ
る
。

筆

者

は

こ

玉
で
先
づ

マ
ル

サ

ス
批
判

者

と

し

て

の
ポ

ピ

ユ
レ
イ

シ
ョ

ニ
ス
ツ
ー

そ

れ

は

マ
ル
サ

ス
以

前

に
輩
出

し

て
ゐ

た
同

一
名
稻

の
人

ロ
論
者

か
ら
匠
別
す

る
爲
め

に
ネ
オ

・
ポ

ピ

ユ
レ
イ

シ
ョ

ニ
ス
ツ
と

で
も
呼

ぶ
方

が
至
當

で

あ
る

か

も

知

れ

な

い



-

の
最
前
衛

た
る

O
「昌

の
研
究
を
行

ふ
が
、
獲
表

の
機

會

が
次
第

に
整
備

せ
ら
る

玉
の
を
待

つ
て
、
相
次

い
で

O
旨
冨
ヨ
ρ

≦
、2
冨
昌
告
等

へ
と
及
ん
で
ゆ
く

つ
も

り
で
あ
る
。

こ
れ

ら

の
人

々
を
ポ
ピ

ュ
レ
イ

シ
ョ
ニ
ス
ツ
と
呼

び
な
す

こ
と
の
當

否
も
そ

の

後

に
決
定

せ
ら
れ

て
い

」
。

た
だ

一
つ
こ
の
稿
を
進

め
ゆ
く

に
際

し
て
筆

者

の
旛
裡

に
こ
び
り

つ
い
て
ゐ
る
の
は
、

こ
れ

ら

の
人

ロ
論
者

に
つ
い
て
從
來

の
學
読
史

的
研
究
家

よ
り
與

へ
ら
れ

て
ゐ
る
好
ま
し
か
ら
ざ

る
既
成
観
念

で
あ
る
。
そ
れ
は
む
ろ
ん
、
こ

れ

ら
論
者

の
所
論

が
多
く
誤
謬

と
猫
断
と

に
基

い
た
取

る
に
足
ら
ぬ
も

の
で
あ
る
と
す
る

に
傾

い
て
ゐ
る
。
尤
も

類

。旨

巳

に

恥

つ

い
て
は
夙

に
モ
ー

ル
が

「
冷
欝
な
、
條

理

の
立

つ
た
著
作

」
と
評
定
し
、
近
時

日
本

に
お

い
て
も

こ
の
論
者

に
か
な
り

の
評
債

山

を

與

へ
よ

ヶ

と
す

る
人

も
出

て
ゐ

る

が
、

Ω
同鎚

や

O
轟
冨
目
・

に

つ

い
て
は

語

ら

れ

た

こ
と

す

ら
少
く

、
「
非
常

に
平

凡

な

且

つ

ヨ

　
り

高
度

に
鈍
重
な
結

果
」

に
絡

つ
た

と
い
ふ
詳
言
、
乃

至
は

「
観
察

の
淺
薄

と
事
實

の
相
違
」
と

い
ふ
風

の
評
言
が
行

は
れ
來

つ
た

も

の
と
考

へ
て
い

」
。

む
ろ
ん
筆
者
は
、

こ
れ

ら
の
評
定
は
決

し
て
根
擦
な
し
と
云
は
う
と
す
る

の
で
は
な

い
。

マ
ル
サ

ス
自
身

も
、
毛

昌
定
巳

の
著
作

に
は
尊
敬
を
佛
う

て
鷹
酬
し
た
が
、
O
露
冨
目
。

の
著
作
は
こ
れ
を

..9
巴
㈹
年

司
。
蒔

三

昏
。
三

彗
鴇
く
。
曼

粉

農
穿

9

。
薯

9

冨

く
貯
宅
.、と

評
し
去

り
、
繰

返
し
て
職

ひ
を
挑

み
來

つ
て
ゐ
る
最
前
衛

の

O
H
鎚

に
封

し
て
は
経
始
黙
殺

の
態
度

を
固

持
し
、

つ
ひ
に

一
言

の
鷹

酬
を
も
與

へ
な
か
つ
た
や
う

に
思
は
れ
る
。

當

の

マ
ル
サ

ス
に
お

い
て
既

に
然
り

で
あ
る
。

こ
れ
ら

の

マ
ル
サ

ス
反
封
者
達

の
所
論
が
今

ま
で

の
學
史
的
研
究
家

に
よ

つ
て

特
別

の
注
意
を

ひ
か
れ
る

こ
と
な
し
に
過
ぎ
去

つ
て
來
た

の
は
、
決
し

て
謂
は
れ
な

し
と
は
し
な

い
の
で
あ
る
。

マ
ル
サ
ス
理
論

の
研
究
と
並
び
て
本
稿
か
ら
始
め
ゆ
か
う
と
す
る
そ
の
反
封
者
達
の
研
究
が
ー

さ
き
に
指
摘
せ
る
如
き
新
た
な
る
人
ロ
理
論
的

サ

イ

略

ン

・
グ

レ
イ
の

入

口
論

一
七

・・)v.M。hl,Di,G・ ・chi・ht・ ・.Literatu・d.Staat・wi・se・ ・sch・ft・・,III・Bd・ ・858・

S.504.

II)例 へ ば 吉 田 秀 夫 氏 著,マ ル サ ス 批 判 の 獲 展,昭8年 弘 丈 堂,174頁 以 下 参 照 ・

12)v.Mohl,a.a.0.S。500.

13)伊 藤 久 秋 氏i著,マ ル サ ス 人 口 論 の 研 究,昭3年 丸 善,262頁 ・



一
入

課
題

の
要
求
か
ら
も
畿

足
し
て
を
る
と
は

い

へ
ー

そ

の
到
達
す
る
と
こ
ろ
或

ひ
は

O
N鎚

自
身

の
著
作
と
同
様

に

「
非
常

に
亭

凡
な
且

つ
高
度

に
鈍
重

な
結

果
」

以
上
に
出

で
得
な

い
の
で
は
な

い
か
を
虞

れ
る
。
筆
者
を
鼓
舞
す

る
悉
の
に
は
然

し
、
更

に

モ

ム
ベ

ル
ト

の
次

の
言
葉

が
あ
る

の
で
あ
る
。

曰
く
、

「
樂
観
論

的
方
向

の
租
國
は
イ
ギ
リ

ス
で
あ

る
。

こ

」
で
初
め

て
現
は
れ
來

た
る

マ
ル
サ

ス
反
封
者

の
大
部
分

の
も

の
は
十
八
世

へ

も

ヘ

へ

も

ゐ

紀

の
原
始
的
、
個
人
主
義
的
理
念

か
ら
護

足
す
る

の
で
あ

る
が
、
し
か
も
彼
等

の
う
ち

の
多
く

の
者

に
あ

つ
て
は
人

口
と
経
濟
と

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

恥ユ

の
關
聯

に
蜀
す

る
眞

に
注
目

に
値

ひ
す

る
洞
察
が
現
は
れ

て
ゐ
る
L

と
。
f

乞

ふ
、
し
ば
し
筆
者

と
と
も

に
、
想

ひ
を
十
九
世

紀

初
當

の

一
ボ

ピ

ュ

レ
イ

シ
ョ

ニ
ス
ト

の
著

作

へ
と
沈

め
ゆ

か

ん
。

罠
、
グ
レ
イ
の
藁
著
作
と
そ
の
輪
郭

先

づ
原

典

に

つ

い

て
云

ふ

と
、

。。
冒

。
昌

O
H
鎚

の
著

作

と
し

て
こ

曳
に
筆

者

の
利

用

し
ゆ

か

う

と

す

る

も

の

は

次

の
三
著

で

あ

る
。

第

一
著

、

『
國

家

の

幸

幅

』

f

目
ぴ
o

=
巷

℃
冒
⑦
器

o
h
oり
9
需
ω
"
o
び

》
ロ

H
屋

託
娼

o
o
昌
6
巽
三
昌
㈹

男
o
ロ
巳
鉾

8
ρ

臣
o

巳
o
伽
$

o
h

誓
匿

。。凱
轟

拶
巳

㊦
ヨ
琶
o
覧
昌
σq

ぎ

潤
巳

昏

。

。
穿

。
窃

。
剛
曽
一一
8

=
賃
日
彗

=
騨
g

ぼ
。
ψ
ω
噂

い
。
巳

。
昌

H
Q。
δ

.
自

o

"
,

密

Q。
・
〔
濁

舜

蟄

矛

國

珊

講

卑

灘

図

冥

襯

ー

河

概

鱒
国
昌
σq
●
⑦
嵩

●〕

14・)Malthus,AnEssayonthePrincipleofPopulation,

P.4.76.

15)Mombert,Bevδ1kerungslehre,S.207.傍 瀦 引 用 者.

6thed.1826,vol。ii.



第

二

著

、

『
グ

レ
イ

封

マ
ル

サ

ス
』

;

Ω
轟
団

4
0
誘
蕊

]≦

鑑
昏
島

●
目
ヶ
o

男
二
昌
9
冨
8

0
幽
男
o
℃
蝿
冨
柵
ざ
昌

9
昌
師

団
3

含

9
ご
昌

ぎ
畠

く
8

舐
ゆq
讐
a

鱒
》
旨
山

昏

o

ρ

g

。・
ユ
o
蕊

堵
∪

8

。。

"
8

巳

舞

一〇
昌

器

槻
巳
暮

o

。・
忌
ぴ
。・
謝
9

蓉

o
矯

o
H

o
呂

ω♂
9

昌
8

弓
ε

巳

9
臼δ
三

国

器

昏

o
■

一
碧

需

が

言

一窃

言

自

鍵

。・
⑦
矯
9

密

巳

窪

2

8

署

面
ヨ

o
暮

自

ユ
一ヨ
凶巳
。。げ

島

o

等

㊦
量

σq
o

ρ
§

旨
言

日

o
剛
o
ヨ
巳
畠

芦

6
暮

曽
乱

妻

⑦
9
8

一
昏

…
帥
5
"

oo
8

巳

傷
αq
o
〈
o
旨

§

o
昌

2

8

賃
§

σq
o

o
憎
9

8

匠
窪

同
ぐ

ヨ

碧

ユ
茜

o
…
岳
ω
8

ω
。・
巴

(場

窪

偶
o
蔓

ヨ
o
霧

"
0

8

お
o

男
母

く
o
ω
)・

い
0
5
自
o
揖

日
Oo
一
〇◎
.
oo
く
o

℃
Ψ

蔭
㊤
①
・ー

1

〔
画

信

く

図

冥

既

-

樽

翻

"
目
昌
吟
.
H
トっ
博
ド
●〕

第

三

著

、

『
富

の
生

産

に

つ

い

て

の

評

論

』

i

口
。
ヨ
母

す

o
ロ

昏
o

団
同
o
島
属
。
ユ
o
昌

o
臨

毛

o
鎗
9

"
曽
a

昏

o

同
昌
中
口
o
昌
。
ρ

毒
霞
。
7

匪

o
轟

ユ
o
葛

o
冨
。・
。・
8

0
幽

。。
o
昏

¢

冨

く
ρ

ぎ

.8
霞
旨
轟

8

鼻

碧

領

o
n
。
q。。。
鱒
冒

騨

げ
穽
巽

8

島
①

男
o
く
●
目
・
因
.
]≦

聾

ゴ

ρ

0
8

霧
一〇
ロ
①
侮

げ
矯

ぼ
。。

彗
9
日
弓
丹
8

目
鐵
昌
雷
ぎ

匪

o

象
く
霞
o
昌

o
臨
o剛器
。。
①
・り
ぎ
8

鷺

o
偶
q
o傍
守
o
凶
昌
告

g
昌
胃

o
偶
目
o
瓜
く
⑦
.

い
o
昌
傷
o
昌

同
Q◎
悼
9

Q◎
く
o

℃
℃
.
QO
トっ
●
〔
図

信

く
図

爬

襯

-

河

姦

"
国
昌
αq
・
①
心Q
O
・〕

こ
れ

ら

の
著

作

が
何

を

マ
ル

サ

ス
批

判

の
上

に
、

從

つ

て

叉

人

ロ

理

論

の
獲

展

の

上

に
寄

與

し

得

た

か

は

第

二

の

問

題

と

し

て

、

著

作

そ

れ

自

艦

が

從

來

の

多

く

の
學

史

的

研

究

家

の

目

に
鰯

れ

て

ゐ

な

か

つ

た

こ

と

は

事

實

で

あ

る

。

エ

ル

ス

タ

ー

は

数

行

の

記

述

を

グ

レ
イ

に
與

へ
、

上

掲

の
第

一
著

と
第

二

著

.
'
及

び

一
八

一
七

年

の
別

の

一
論

文

を

指

摘

し

は

し

た

が

、

そ

の

何

れ

に

も

目

を

通

す

機

會

を

持

た

な

か

つ

た

こ

と

を

註

記

し

て

、
「
こ

れ

ら

の

著

作

は

余

の
手

に

届

か

な

か

つ
た

、
余

は

上

の

記

述

に

お

い

め

て

モ
ー

ル
の

『
國
家
諸
科
學

の
歴
史
及

び
文
献
』
第

三
雀

申

の
記
述

に
從

つ
て
ゐ
る
」

と
噺

は

つ
て
ゐ
る
。
遡

つ
て

モ
ー

ル
を
槍

す
る

と
、
そ
こ
に
は
簡
略
な
が
ら
要
を
得
た
る
紹
介

と
批
判

と
が
與

へ
ら
れ

て
ゐ
る
が
、
問
題
と
な

つ
て
ゐ
る
グ

レ
イ
の
著
作
は

サ
イ
毛
ン
・
グ
レ
イ
の
入
口
論

一
九

1)Elster,Art.imIlandw.d,Staatsw・Bd・II,S・781n・



二

〇

ラ

　

り　

ヨ

上
掲

の
第

一
著

だ
け
で
あ
る
。

シ
ア

ン
の
グ

レ
イ
研
究
は
第
二
著
だ
け

に
つ
い
て
行
は
れ
、
そ

の
師

モ
ム
ペ

ル
ト
は
第

一
、
第
二の

の
爾

著
を

指

摘

し

て
は

ゐ

る

が
、

肝

心

の
著
者

名

。自
●
O
H曙

を

二
度

ま

で

も

O
●
O
↓昌

と
・誤
記

(
或

ひ
は
誤

植

?
)

し

て
ゐ

る
。

ラ

ラ

ヘノ

ワリ

　
リ

ア

ボ
ー

ナ
ア
や

ス
チ
ヴ

ン
や
ゴ

ン
ナ
ア
ル
は

マ
ル
サ

ス
批
判
者

中
に
グ

レ
イ
の
名

を
さ

へ
掲
げ

て
ゐ
な

い
!

か

う

い
ふ
意
味

に
お

い
て
は
、
そ

の
ボ
ー

ナ
ア
の

「
有
釜
な
る
助

言
」
下

に

マ
ル
サ

ス
研
究
を
進

め
ら
れ
た
と

い
ふ
伊
藤
教
授

が
夙
に
日
本

に
於

て
グ

の

レ
イ

の
第

一
、
第

二

の
爾
著
に
論

及

せ
ら
れ

た

の
は
、
筆
者

の
敬
服
を
禁
じ
得
な

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
序

で
な

が
ら

日
本

に
お

い

の

て
最
近
に
編
ま
れ
た
る
二

つ
の

マ
ル
サ

ス
關
係

文
献
目
録

は
、
グ

レ
イ
に
つ

い
て
は
申

し
合
は

せ
た
や
う

に
第

一
著
を
掲
げ
る

に

止
ま

つ
て
、

マ
ル
サ

ス
批

判
書

と
し
て
は
、
よ
り
直
接
的

且
つ
遙

か

に
系
統
的
な
る
第

二
著
を
洩
ら
し

て
ゐ
る
。

筆
者
は
上
掲

の
グ

レ
イ
の
三
著
を
、
そ
れ
ぞ
れ

の
書

目
末

に
索
引
番
號
を
註
記
し

て
お

い
た

や
う

に
東

京
商
科
大
學

圖
書
館
所

藏

の

『
メ

ン
ガ
ー
文
庫
」

に
つ
い
て
親

し
く
披
見
す

る
を
得
た
。
同
じ
猫
懊

の
最
高
文
化
圏

内
に
住
し

て
ゐ
な

が
ら
、
人

ロ
學
史

の
專
門
的
研
究
家

に
さ

へ

「
手

の
届
か
な

か

つ
た
」
グ

レ
イ

の
三
著
ば

か
ク

で
な
く
、
實

に
周
到

に
且

つ
廣
汎
な

る
規
模

に
お

い

て
人

ロ
文
献

を
よ
く
蒐
め
藏

し

て
ゐ
た
カ
ー

ル

・
メ

ン
ガ
ー

の
學
識
素
養

の
廣
さ
と
深
さ
と

に
心
打
た
れ
る
と
と
も
に
、
極
東

の

地

に
在

つ
て
な
ほ
こ
れ
を
縮
き
得
る
吾
等

の
幸
幅
を
感
謝
し
た

い
。

さ

て
上
掲

三
著

の
輪
郭

で
あ
る
が
、
先

づ
第

一
著

『
國
家

の
幸
幅
』

に
つ
い
て
。
後

に
グ

レ
イ
自
か
ら
表
明
し
た
と
こ
ろ

に
ょ

ゆ

る
と
、

こ
の
著

は
す

で
に

一
八
〇
四
年
ー

マ
ル
サ

ス
人

口
論
第

二
版

の
翌
年
ー

に
出
版

の
準
備
成

つ
て
ゐ
た

が
事
情

に
妨
げ

2)

3)

4)
5)
6)

7)

Vgl.v.Moh1,Geschichteu.Literaturd.Staaswissenschaften,Bd.III,S.500.

Schian,DieenglischenOptimisten,S.8ff1.

Mombert,Bev61kerungslehre,S.20ア.

C£Bonar,MalthusandHisWork,P.355ff.

Cf.Stephen,TheEnglishUtilitarians,2nded・Londonlgl2,vo1・ii,P・238ff・

Cf.Gonnard,IlistoiredesDoctrinesdelaPopulation,P・311ff・



ら
れ

て
遅
れ
た
と

い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
直
接

に

マ
ル
サ

ス
読

の
攻
撃
を
そ

の
表
題

に
表

は
し

て
は
ゐ
な

い
が
、
も
し
も
そ

の
豫
定

り

わ

　

ユ

の
年

に
刊
行
さ
れ

て
ゐ
た

と
す
れ
ば
、
こ

の
著
は

ジ
ャ

ロ
ル
ド

の

マ
ル
サ

ス
答
辮
書

や

ハ
ヅ

リ
ッ
ト

の
匿
名

の

マ
ル
サ

ス
辮
駁
書

な
ど

の
出
現

に
先
立

つ
て
、

お
そ
ら
く
は
最

初

の
浩
溝
な
る

マ
ル
サ

ス
駁
論
書

と
し
て
、
よ
り
多
く

の
注
意
を

ひ
い
て
ゐ
た
か
も

知
れ
な

い
。
事
實
上
そ
れ
は

一
八

一
五
年
ー

-受

ル
サ

ス
人

ロ
論
第

五
版

の
前

々
年
i

に
現
は
れ

て
を
り
、
そ

の
前
後

は

マ
ル

サ

ス
自
身

の
側

に
お

い
て
は
か

の
穀
物
條
例
論
及
び
地
代
論
争

に
寧

日
な

き
頃
で
あ

つ
た
。
1

と
も
あ
れ
、
四

ツ
折
判

六
〇
〇

頁

に
僅
か
二
頁

の
不

足
を

示
す

に
過
ぎ
な

い
彪
大
な
る

『
國
家

の
幸

幅
』

は
、
す

で
に
形

の
上

に
お
い
て
優

に

マ
ル
サ
ス
の
主
著

(
そ

の
第

二
版

は
同

じ
く
四

ツ
折
制
、
本
文
六
〇
四
頁

)
に
匹
敵
す
る
も

の
で
あ
る
。
著
者

の
主
観

的
意
想

に
お

い
て
は
眼
中

に

マ
ル
サ
ス
な
く
、

一
世
を
風
靡

せ
し
ア
ダ

ム

・
ス
ミ
ス
の

『
國
民

の
富
裕
」

に
、
名
實

と
も

に
格
付
け
よ
う
と
す

る
に
あ

つ
た

も

の
と
も
推
察

さ
れ
る
。
事
實

上

マ
ル
サ

ス
と
は
異
な
る
人

ロ
理
論
ー

こ
の
著
者

の
場
合

に
も
然

か
呼
び
得

る
な

ら
ば
ー

を

そ

の
全
所
論

の
根
幹

に
据

ゑ
置
き
な
が
ら
、
そ

の
時
代

の
朝
野

の
論
議

の
最
尖
端

に
上
り

つ
曳
あ

つ
た

「
マ
ル
サ

ス
」

の
名
を
さ

へ

・文
申

に
引

い
て
ゐ
な

い
の
で
あ
る
。

主
観
的
意
想

の
極
め

て
高

か

つ
た

と
思
は
れ
る

『
國
家

の
幸
幅
」

は
、
か
く

て
、
次

の
八
編

よ
り
成
る
。

第

一
編

「
緒
論
」
、

第

二
編

「
Ω
円ε
冨
a

即
ち

流

通
の

物
資

に
つ
い
て
」
、
第

三
編

「
流
通
物

の
交

換
的
種
目
即
ち
貨
幣

に
つ
い
て
」
、
第

四
編

「
人

口
に
つ
い
て
」
、

第

五
編

「
食
物

に
つ
い
て
」
、

第
六
編

「
人

ロ
及
び
食
物

の
相

互
的
影
響

に
つ

い
て
」
、
第

七
編

「
歓

乏

に
つ
い

て
」
、
及
び
第

八
編

「
荒
地
即

ち
未
開
墾

地
に

つ
い
て
」
。
こ

の
う
ち
今

の
場
合
直
接

に
關
係

あ
る
如
く
見

え
る

の
は
第
四
、
第

五
、

サ
イ
モ
ン
・
グ

レ
イ
の
入
口
論

二

一

8)伊 藤 久秋 氏 著,マ7trサ ス 入 口論 の研 究,261-263頁 ・

9)加 田哲 二氏 編,マ ル サ ス入 口論 及 び経 贋學 観 關 係 丈献(三 田 學 會 雑 誌29巻

=號,昭Io年1月);及 び吉 田秀 夫氏 編,マ ル サ スに關 す ろ丈 献 集k入 口 問

題 資 料8輯)昭 江o年7月,刀 江 書 院 ・

10)[Gray,】GrayversusMalthus,prefacep.iv.



二
二

第
六

の
三
編

に
跨

が
る
人

ロ
及
び
食
物
論

で
あ
る
が
、
グ

レ
イ
の
人

ロ
學
読

の
基

礎

に
は

一
般
経
濟
學
上

の
流

通
論
乃
至
需
要
論

が
横

た
は
つ
て
ゐ
る

の
で
、
第
二
編
も
亦
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
筆
者

は
後

の
論
述

に
お

い
て

『
國
家

の
幸
幅
』

か
ら
引
用
を
爲

す
場
合

に
は
主
と
し

て
こ
れ
ら

の
四

つ
の
編

に
着

眼
す

る
が
、
な

ほ
必
要
あ
る
場
合

に
は
他

の
諸

編

の
記
述

に
も
燭
れ

て
ゆ
く

で

あ
ら
う
o

第

二
著

『
グ

レ
イ
封

マ
ル
サ

ス
」

は
前
著

よ
り
三
年
を
隔

て
玉
ゐ
る
。

そ

の
聞

に
同
類

の

マ
ル
サ
ス
反
封
者

の
陣
螢
内
か
ら
は

)

)

ビ

る

グ

レ
イ
ア
ム
の

『
人

ロ
原

理
の
研
究
』

及
び
ウ

ェ
イ
ラ

ン
ド

の

『
人

ロ
及
び
生
産

の
諸
原
理
』

の
二
著
が
刊
行

さ
れ

て
を
り

、

マ

ル
サ
ス
の
側

に
お

い
て
は
す

で
に
そ

の
主
著

の
第
五
版

が
完
.成
し
て
蕪

重
な
る
全
三
巻

の
書

物
と
な

つ
て
市

に
出

て
ゐ
る

(
一
八

一
七

年
)
。

グ

レ
イ

は

そ
れ

を
見

て
ゐ

た
筈

で
あ

る
。

然

し

グ

レ
イ

を

焦
慮

せ

し

め

、
第

三
者

の
假

面

1

..0
8
お
⑦
団
ロ
ミ
①¢.、

ー

を

被

つ
て
改

め

て

の

マ
ル
サ

ス
批

判

を

試

み

る

一
方

、

わ
れ

み
つ

か

ら

の
學

読

を

「
グ

レ
イ
氏

曰
く
」

の
形

で
極

度

に
ほ

め

稽

へ
ん
と
す
る
苦
肉

の
策

に
ま

で
駆
り
立

て
た
も

の
は

、
必
す
し
も
如
上

の
爾
陣
螢
内

の
そ
れ
ぞ
れ

の
成
長

嚢
展
と

い
ふ
・客
観
的

事
實
だ
け
で
は
な
か

つ
た

か
も
知
れ
な

い
。

マ
ル
サ

ス
の
第

五
版

は
そ

の
第

三
巻

の
終

り

に
重
要
な
る
長
文

の
附
録
を
薪
た

に
添

へ
た
。
そ

の
附
録
は
、

正
に
こ

の
前
年

に
現
は
れ
た
る
グ

レ
イ
ア
ム
及

び
ウ

ェ
イ
ラ

ン
ド

の
二
著

に
封
す

る

マ
ル
サ
ス
の
詳
密
な

る
反
批
判

で
あ

つ
た
。
だ
が
然

し
、
そ

こ
に
は
、
グ

レ
イ

の
大
作

『
國
家

の
幸
福
」

に
封
す
る

一
語

の
論

及
さ

へ
見
出
さ
れ
な

い

の
で
あ
る
。
獣
殺

に
封
す

る
苦
肉

の
策

、

か
く

て

..O
o自
σq
o
団
母
く
⑦の..
氏

は
こ

」
に

『
グ

レ
イ
封

マ
ル
サ

ス
』

の

一
巷
を

提

げ

て
顕
起

し
た
も

の
と
解

し
得
る
。

II)

12)

Jarrold,DissertationsonMan,phi且osophica1,physiologica1,andpolitical;in

answertoMr.Malthus,s``EssayonthePrincipleofPopulation,,Londonl806.

[Hazlitt,】AReplytotheEssayonPopu】ation,bytheRev.T.R.Mal-

thus.Inaseriesofletters,towhichareadded,extractsfromtheEssay;

withnotes.LondonI807.



こ
の
第

二
著

は
む

ろ
ん
第

一
著

と
比
べ
て
そ

の
根

本
思
想

に
何

の
攣

化
も
叢
展
も
示
し

て
ゐ
な

い
。
内
容

の
上
で
は
第

一
著

に

お
け
る
人

口
論

的
叙
述

の
部
分
を
基

礎
と
し
、
そ
れ
か
ら

の
多
く

の
引
用
を
爲
す

こ
と

に
よ

つ
て

「
グ

レ
イ
氏
」

の
學
読
を
整
備

し
、
以

つ
て

「
マ
ル
サ

ス
氏
」

の
學
読

と
比
較
封
照
し
な
が
ら
、
決
定
的
な
軍
配
を
前
者

に
あ
げ

よ
う
と

企
圖

し

た

も

の

で

あ

る
。
然
し
、
そ

の
爲

め
に
、

マ
ル
サ

ス
批
判

は
こ
の
第

二
著

に
至

つ
て
初

め
て
具
艦
的

、
且

つ
細

目
に
亘
る

こ
と
と
な
り

、
験

ね

て
グ

レ
イ
自
身

の
人

ロ
學
説
も
系
統
的

に
要
読

せ
ら
る

曳
こ
と
と
な

つ
て
ゐ
る
。
即

ち
本
著
は
五
編
か
ら
成

つ
て
ゐ
る
が
、
そ

の

要
目
は
次

の
通
り

で
あ
る
。
i

第

一
編

「
人

口
の
原

理
」
、
第

二
編

「
グ

レ
イ
氏

の
確
言
す
る
如
く
人

口
が
食

物
を
規
制
す
る
か
、

そ
も
叉

マ
ル
サ

ス
氏

の
主
張
す

る
如
く
食

物
が

人

口
を

規

制
す

る
か
?
」
、

第

三
編

「
入

口
は

雇
傭

に
關

し

て
供
給
過
剰
と
な
る

傾
き
あ
る
か
?
・」
、
第

四
編

「
人

ロ
は
増
加
す
る
場
合
所
得
と
富

裕
と
の
第
均
額
を
増
す
傾
き

が
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
減
す

る
傾
き

が
あ
る
か
7
・」
、
及
び
第

五
編

「
二
學
読

の
結
果
を
含

め
て

の
、
若

干

の
實
際
的
論

題
」
。
な
ほ
巻
末

に
は

セ
イ
宛

の
三

つ
の
書

簡

角

穿

。
o

一9

門2

。。

8

]≦

・
o◎
鎚

.1

日
.
O
昌

島

o

ω
o
目

8

0
幽
箕

a

g

ユ
<
。
g

。。
ω

ぎ

宕

一三

〇
賄

類
。
巴
昏

矯
憎
●
d

舟
罠
9

昌
9

島

o

肩

言
-

。
苞

・
亀

箕

。
曾

∩
身

窪
①
。・
の
樋
Q。
●
O
冨

お

8

匡

ξ

"
器

暮

⑦

。。
。
霞

8

9

嘆
。
含

鼠

く
窪

・
。・
。。
願)
そ

の
他

を

附

載

し

て

ゐ

る

。

第

三

著

『
富

の
生

産

に

つ

い

て

の

評

論

』

は

元

々

、.寄

ヨ
冒
匡
①
け
①
費
、、
(<
o
ド

図
≦

押

Z
。
・
図
寓
図
H<
u
卜。
切
も

O
・
。。
G。
α
1

自

①
)
中

の

一
論

文

で
あ

つ
た

如

く

、

マ
ル

サ

ス
宛

公

開

書

簡

の

形

を

取

り

な

が

ら

「
生

産

的

」
「
不

生

産

的

」
概

念

に
關

す

る

マ
ル

サ

ス

の
見

解
を
評
論

せ
る
も

の
で
あ
る
。
人

ロ
論
を
主
題
と
し

て
ゐ
る
わ
け

で
は
な

い
が
、
末
尾

に
注
意
す

べ
き

一
節

ー

「
食
物
主
義

及

び

反
人

ロ
主
義
學
読
」
と
題

す
る
ー

が
あ

る
。
人

ロ
の
能
働

的
な
側

面
を
依
然

と
し

て

(
一
八
二
〇
年
)

グ

レ
イ
は
こ

玉
で
も

サ
イ

モ

ン

・
グ

レ
イ
の
入

口
論

二
三

13)Grahame,AnInquiryintothePrincipleofPopulation,etc・Edinburgh

I816.

T4)'VY'eyland,TheI)rimciplesofPopulationandProduction,etc.Londoni816.



二
西

彊
調
し
績
け

て
ゐ
る

の
で
あ
る
。

さ

て
こ
れ

よ
り

、
以
上

の
三
著
を
典
擦
と
し
て
グ

レ
イ
の
人

ロ
論
を
描
出

し
て
み
る
。
但

し
原
典
は
極
度

の
稀

翻

本

な

る

爲

め
、
必
要
な
る
記

述
は
出
來

る
だ
け
詳

し
く
課
出

し
て
お
き
た

い
と
考

へ
る
。

四
、
「
流
逼
髄
」
及
び
そ
の
需
給
の
理
論

人

ロ
理
論

を
根
幹

と
せ
る
第

一
著

『
國
家

の
幸
幅
』

は

「
幸
編
」

の
概
念
、
及
び
そ

の
物
質
的
樹
象

た
る

「
流
通
膣
」

の
理
論

を
先
行

ぜ
し
め

て
ゐ
る
。
グ

レ
イ
に
よ
れ
ば

「
國
民

の
幸
幅
、
並

び
に
そ
れ
を
構
成
す
る
す

べ
て
の
個
人

の
幸
幅
は
、
若

干
言

に

概
括
し
得
る
。
即
ち
そ
れ
は
、
肉
膣
的
並
び

に
精
神
的
な
健
康

を
享
樂
す

る
こ
と
,
飲

み
食

ひ
す

る
物

や
、
氣
候

の
攣
化
か
ら
保

護

す
る
物

や
、
叉
爲
す

べ
き
物
を
有
す

る
こ
と
か
ら
成
り

立

つ
。
然

し
全
艦
を
完
成
す

る
爲
め

に
は
、
吾

々
は
、
友

人

に
恵
ま
れ

且

つ
外
敵
か
ら
防
衛

さ
れ

て
ゐ
る
こ
と
、
を
附
け
加

へ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
」

そ
し

て

と

の
幸
幅
を

維
持
す
る
爲
め

に
必

要
な

る
物
資

が
グ

レ
イ
の
謂
ゆ
る

、.。ぎ

巳
き
免
.
(
流
通
龍

)

に
外
な
ら
ぬ

の
で
あ
る
。

,「
流
通
髄
は
、
そ
れ
を

用
ふ
る
こ
と

に
よ

つ
て
、
増
大
す
る
か
若
く

は

釜

ミ
債
値

を

獲
揮
す

る
。
」

そ

し
て

そ
れ

に
携

は
る

「
流

通
者

(07
0巳
彗
o
目。。)
が
増
加
す
る

に
比
例
し

て
、

こ
れ
ら

の
流
通
者
が
分
有
す

べ
き
平
均
量
も
亦
、
薪

た
な
る
附
加
的
比
例

に
お

恥

い

て
増

加

す

る
。
」

こ

れ

ら

が

「
最

初

の
、
普

遍

的

原

理

(津

。・け
緯
&

茸

寄
o
冨
錯

箕
一昌
9

冨
巴
」

で
あ

る

。

1)HapPinessofStates,P.5.

2)正IapPinessofStates,P・25.



「
各
人
は
二

つ
の
方
向

に
お
い
て
流
通
者

で
あ
る
。
第

一
に
は
彼
れ

の
所
得

に
よ
り
、
そ
し
て
第
二

に
は
彼

れ

の
用

費

に

よ

つ

て
。
彼
れ

の
勢
働

、
熟
練

、
若
く

は
資
本

に
よ

つ
て
各
人
は
、
公
共
基
金

に
近
づ
く

こ
と
が
出
來
、
叉
は
他
人

に
支
彿
を
請
求
す

る
こ
と
が
出
來

る
。
他
方
各

人
は
螢
働
、
熟
練

、
若
く
は
資
本
を
用
費
す
る

こ
と

に
お

い
て
他
人
を
雇
傭

す
る
、
そ
し

て
勿
論

、

彼
れ

に
封
す

る
支
彿

の
請
求

に
よ

つ
て
、
他

人
を

し
て
件

の
基
金

に
近
づ
か
し
め
る
。
か
く

て
こ

の
爾
方
向

で
各

人
は
、
直
接

に

の

は
第

一
方
向

に
よ
り
、
闇
接

に
は
第

二
方
向

に
よ

つ
て
、

一
國

の
富
裕
を
増

し
加

へ
る

の
で
あ

る
。
」

然
る

に

「
流

通
腿
は
そ

の
用
役

(口
ω①)
か
ら

、
然
り
流
通
物

と
し

て
の
そ

の
存
在

は
人
間

の
欲
望
か
ら
、
出

で
來
た
る
。
吾

々

が
そ
れ

に
よ

つ
て
流
通
者
と
な
る

べ
き
物
晶
は
、
明
確

に
類

別
し
難

い
若
干

の
難
多
な
例
外
を
除

い
て

一
般

に
、
人
聞
を
養

ひ
、

着

せ
、
'
佳
は

せ
、
勤

め
遷

せ
、
統
治

し
、
敢
育

し
、
娯
樂

せ
し

め
る
物
、
及
び
病
中

に
勢
働
す

る
場
合

に
彼
等
を
全
快

に
努

め
さ

す

工
夫

、

の
諸

種
目
乃
至

は
諸
等
級

の
も

と

に
排
列
す
る

こ
と
が
出
來

る
。

こ
れ
ら
す

べ
て
の
種
類

の
流
通
艦
は
本
質
的

に
有
用

な
る
も

の
で
あ

つ
て
、
人
闇

の
幸

幅
を
作

り
出

し
若
く
は
促
進
す
る
傾
き
が
あ

る
。

こ
れ
ら

の
も

の
は

、
す

べ
て
同
様

に
、
個
人

と
し
て

の
並
び

に

一
集

團
と
し
て
の
爾
様

の
流
通
者

に
と

つ
て
の
富

裕

の
源
泉

で
あ
る
。

「
流
通
醗
は
流
通
者

に
關
し

て
、
後
者

と
同
檬

に
、

二
大
分
類

を
構
成
す
る
も

の
と
見

る

こ

と

が

出

來

る
。

即
あ
所
得
流
通
艦

(一昌
OO
H口
6
0
一「O仁
一騨
昌
傷
)
と
用
費
流
通
罷

(⑦
着
窪
集
ε
器

。ぎ

三
帥
旨
岱
)
が
そ
れ

で
あ

る
。
前
者

は

一
流

通
者
を
し

て
他
人

に
支
佛
を
請

求
す

る
を
得

せ
し
め
、
後
者
は
他
人
を
し

て
彼
れ

に
請

求
す

る
を
得

せ
し
め
る
。
そ
れ
故

に
、
前
者

は
彼
れ
に
と

つ
て

の
利
潤

の

源

泉
で
あ
る

に
封
し
て
、
後
者

は
失
費

の
源
泉

、
即
ち
彼
れ

が
前
者

に
よ

つ
て
獲
た

る
利
潤

の
う
ち

か
ら
生
活

の
必
要
晶
と
便

宜

サ
イ
毛
ン
・
グ
レ
イ
の
入
口
論

二
五

3)HapPinessofStates,P.47.



二
六

品

と
を
購
は
ん
が
爲
め

に
多
か
れ
少
な

か
れ
彿

ひ
戻
す
と
.こ
ろ

の
手
段
、

で
あ

る
。
然
し
な

が
ら

一
は
個
人

に
利
潤

を
生
ぜ
し

め

他

は
そ
れ
を
取
り
去

る
と
は

い

へ
、
爾
者

と
も
そ

の
國
民

に
利
釜
を
生

ぜ
し
め
、

そ
の
富

裕
を
増

さ
し
む
る
傾
き

が
あ
る
。
蓋

し

或

る
流
通
者

か
ら

一
時

の
あ

ひ
だ
取
り
去
ら
る

、
も

の
は

、
取
引

に
お

い
て
彼
れ

と
結

び
付

き
た
る
他

の
人

の
所
得

に
附
加

せ
ら

れ

る
わ
け

で
、
あ
ら
ゆ

る
階
級

の
流
通
者
を
通

じ
て

一
者

に
用
費
と
な
る
も

の
は
他
者

の
所

得
と
な

る
か
ら

で
あ
る
。
實
際

こ
の

め

用
費

そ

の
も

の
は
結

局
の
と
こ
ろ
流
通

の
進
行
中
に
流
通
者
自
身

の
所
得
を
恒
久
的

に
増
加

せ
し
む

る
傾
き
が
あ
る
。
L

か
く

て
、
「
流
通
膣

そ

の
も

の
の
本
質
よ
り
し
て
、」

と
グ

レ
イ
は
彼
れ

の
特
有
な

る
需
要
論

へ
と
進

み
入
る

ー

「
需
要
は
量

を
規
制
す
る
。
そ

の
限
り

で
量
は
人
聞

の
意
思

に
左
右

さ
れ
る

の
で
あ
る
。
如
何
な
る
物
口叩
も
流

通
過
程

に
持
ち
込
ま
れ
得
る
以

上

の
も

の
は
何

の
用
も
な

い
。
流

通
さ
れ

得
な

い
も

の
は
利
潤
を
生

み
出
し
得
な

い
、
而
し

て
實
際

、
用

ひ
ら
れ
得
な

い
も

の
は

存
在
せ
ざ
る
と
同
然

で
あ
ら
う
。

「
實
際
上
吾

々
は
需
要

の
規
制
力

(9
・
器
㈹
三
僧
瓜
轟

℃
。
妻
窪

。
剛
昏
・
黛
ヨ
碧
島
)
が
、
最

も
多

く
若
く

は
最

大
多
敷
者

に
よ

つ
て

用

ひ
ら
る

」
も

の
か
ら
最
も
少
く
若

く
は
最

少
籔
者

に
よ

つ
て
用
ひ
ら
る

、
も

の
に
至

る
ま

で
の
、
何
れ

の
物

口叩
に

つ
い
て
も
均

し
く
作
用
し
つ

玉
あ
る

の
を
見
る
。
例

へ
ば
、
穀
物
を
栽
培
す
る
爲

め
若
く

は
家
畜
を
飼

養
す
る
爲

め
に
開
畿

せ
ら
れ
た

る
土
地

の
面
積
は

、
穀
物
な
り
家

畜
な
り

に
封

す
る
需
要

に
よ

つ
て
規
制

せ
ら
れ

る
。
蓋

し
若
し

、
適
當
な
る
時

期
に
適
當

な
る
債
格

で

費

却
し
得
る
以
上

の
穀
物
を
産
出
す
る
な
り
或

ひ
は
家
畜
を
飼
養

し
た
り
す

る
な
ら
ば
、
そ

の
事

か
ら
果
し

て
何

の
用
役

、
何

の

利
潤

が
生
す
る

で
あ
ら
う
か
?
…
…
・利
潤
を
あ
げ
る
ど

こ
ろ
か
、

彼
等
は
彼
等

の
時

間
と
彼
等

の
貨
幣
と

の
双
方
を
失

ふ
で
あ
ら

4)HapPinessofStates,P.70。



51
。
過
剰

の
量
は
實
際

、
無

釜
よ
り
も
な
ほ
悪

い
。
そ
れ
は
現
實

に
需

要
せ
ら
れ

て
ゐ
る
量
に
つ
い
て
す

ら

債

格

を

低

落

せ

し

め
、
全
罷

に
損
失
を
及
ぼ
す

で
あ
ら
う
。

「
需
要
は
、
そ
れ
故

に
必
ら
す

、
何
れ

の
特
定

種
目

の
流
通
艘

の
量
を

も
規
制
す

る
、
從

つ
て
む

ろ
ん
、

そ
れ
を
生
産
し
若
く
は

準
備
す

る
爲
め

に
雇
傭

さ
れ

た
る
勢
働
者

の
数

を
も
規
制
す
る
。
も
し
も
何
種

か

の
物
品
、
例

へ
ば
帽
子
を

生
産

す

る

に
際

し

て
、
沿
費

が
要
求
す
る
以
上

の
多
く

の
勢
働
者

が
ゐ
た
と
す
れ
ば
、
全

部

の
勢
働
者

が
充
全
な

る
雇
傭
を
得
能
は
ざ

る
か
、

さ
も

な
く
ば
劣
悪
な

る
勢
働
者

中

の
或

る
者
が
全
然
雇
傭
を
得
能
は
ざ
る
か
に
至

る
で
あ
ら
う
。
こ

の
勢
働
者

の
過
剰
が
或

る
特

定
の

物
品

に
關
し

て
、
國
民
全
膣

中
に
、
叉
、
交
易

を
通

じ
て
そ

の
國

民
と
結

び

つ
き
た

る
國

々
に
お

い
て
存
在
し
た
と
す
れ
ば

、
全

階
級
を

通
じ

て
沈
滞

(9
一き
胆
。
N)
が
生
す

る
で
あ
ら
う
。
賃

銀
は
下
落
す
る
だ
ら
う
し
、
若

干

の
勢
働
者
は
不
振

の
階
級
た
る

こ
と
を
悟
り
、

こ

玉
を
去

つ
て
、
よ
り
榮

え
た
る
階
級

に
韓
向
す

る
で
あ
ら
う
ゆ

そ
し

て
生
産
者

と
浩
費
者

と

の
聞

の
均
衡

が
同

復
さ
れ
る

に
至
る
ま
で
は
、

こ
の
階
級

に
育

て
上
げ
ら
る

、
若

い
人

々
の
激
も
よ
り
少
く
な
る

で
あ

ら
う
。
實
際

、、
こ

の
階
級

が

不
評
判
な
階
級

と
な

つ
て
し
ま
ふ
こ
と
か
ら
、
減
少

は
績

い
て
ゆ
き
、

つ
ひ
に
は
現
實

の
需
要
を
充
分

に
み
た
す

に
さ

へ
足
ら
な

く
な

つ
て
し
ま

ひ
、
か
く

て
こ
の
階
級

は
再

び
雇
傭

の
充
分
な

る
、
得
意

の
階
級

と
な
る

の
で
あ
る
。
然

し
な
が
ら
、
も
し
も
榮

働
者

の
過
剰

が

一
都
市

、

一
教

匿
、
乃
至
は

一
地
方

に
限
ら
れ

て
ゐ
る
な
ら
ば
、
充
分

な
る
雇
傭
を
見
出
し
得
ざ

る
個

々
人

は
、

附

加
的
榮
働
者
が
同

一
部
門

で
要
求
さ
れ

て
ゐ
る
他

の
場
所

に
移
佳
し
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。

、「
供
給

と
需
要

と
の
聞

の

一
般
的
な
、
正
確
な

る
投
合
は
こ
れ

に
よ

つ
て
充
分

に
詮

明
せ
ら
れ
た
。
規

制
原
理

(9
。
器
『q
三
註

濃

サ
イ

毛

ン
。
グ

レ
イ
の
入

口
論

二
七



二
八

窟
貯
。乾

。)
は
普
遍
的

で
あ
り
、
且

つ
張
大
な
る
不
断

の
作

用
力
を
有
す

る
も

の
で
、
そ
れ

は
本
質
的

に
利
己
心
と
結
び
着

き
、
又

め

屡

々
必
要

と
さ

へ
も
結

び
着

い
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
:
・…
L

「
需

要

に
つ

い
て
の
こ
の
自
然

的
規
制
作

用
は
そ

の
結
果

に
お

い
て
極
め

て
有
利

で
、
肚
會

の
種

々
な
る

階
暦

の

幸

幅

に
役

立

つ
。

政
府

の
側

に
お
け
る
何

ら

の
干
渉
も
な
し

に
、
そ
れ
は
丁
度

必
要
な

だ
け

の
國
民
大
衆

を
雇
傭

し
、
そ
し

て
彼
等

の
生
存

と

快
適

と

に
要
求

せ
ら
れ
た

る
種

々
な

る
物
品

の
充
分
な
る
供
給
を
保
誰
す
る
。
實
際

、
供
給
者

と
消
費
者
と

の
聞

の
偶
獲
的
な
不

均
衡
か
ら
、
乃
至

は
得
意

の
理
論
的
諸
観
念

か
ら
、
干
渉
を
加

へ
ん
と
す
る
政
府

な
り
個

々
人
な
り

の

一
切

の
試

み
は
、

一
般

に

無
檬

で
あ
る
か
、
出
來
損

ひ
で
あ
る
か
を
誰
し

て
を

ゆ
、

そ
の
大
部
分
は
善

を
な
す
よ
り
も
む
し
ろ
害
を
爲
す
も

の
で
あ
る
。

全

禮

と
し

て
、
激
し

い

一
時

的
事
惰

は
干
渉

に
駆
り
立

て
る
や
う
で
は
あ
る
が
、
よ
り
良
き
策
は
分
配
を
全
然

、
需
要
と
利

己
心
の

稜
動

と
に
委
ぬ
る
に
あ
る
。
こ
れ

ら

の
事
情

か
ら
嚢

出
す

る
諸
悪

は
忽
耐
を
も

つ
て
忍

ば
ね
ば
な

ら
な

い
、
さ
う
す
れ
ば
需
要

は

め

結

局
に
お
い
て
、
種

々
な

る
様
式

と
方
向

と
で
臨
機
鷹
攣

に
増
減
を
行

ひ
な
が
ら
救
治
を
途
げ
る

で
あ
ら
う
。
」

の

需
要

に
關
す
る
右

一
連

の
理
読
を
、
グ

レ
イ
は
第

二
著

に
お

い
て
も
再
説

し
、
次

の
通
り

に
書

き

加

へ
る
。
但

し

こ

玉
で

は

「
需
要

の
規
制
力
」

が
直

ち
に

「
人
闇

の
」
、
從

つ
て

「
人

ロ
の
規
制
力
」

に
置

き
か

へ
ら
れ

て
ゐ
る

の
を
注
意

し
た

い
。

曰
く
、

「
こ
れ

に
よ

つ
て
、
食
物

の
量

が
、
衣
服
、
住
宅
、
そ

の
他

い
か
な

る
部
門

の
流
通
罷

と
も
同
檬

に
、
完

全

に
人
間

の
規
制
下

に

服

し

て
ゐ
る
こ
と
、
そ
し

て
こ
の
状
態

が

も
し
も
か

玉
る
時

期
が

い
つ
か
は
到
來

せ
ね
ば
な

ら
ぬ
も

の
と
す
れ
ば

水
陸

が
必
要
な
る
量

を
充
分

に
供
給

し
得
ざ

る
に
立
ち
到
る
ま

で
、
縫
績
す

る

で
あ
ら
う
こ
と
は
明
白

で
あ
る
。

5)
6)

7)

正lapPinessofStates,PP.78-一 一79.

HappinessofStates,pp.81..-82.

GrayversusMalthus,p.6gff.



「
人

ロ
の
規

制
力

(昏
。
器
Oq
三
9
丹ぎ
『q

℃
。≦
巽

o
{
習
窯

一鑑

§

)
は

、
需

要

の
作

用

下

に
、
種

目

と
量

と

の
双
方

に
關

し

て
何

魔

に

め

お

い
て
も
見

ら
れ
る
o
…
…
」

こ
れ
を
確
誰
し
よ
う
と
す
る

が
如
く

に
、
別

の
個
所

に
お

い
て
第

一
著
は

い
ふ
、

「
農
夫
は
、

彼
れ

の
土
壌

の
性
質

と
氣
候

と
が
ゆ
る
す
限
り
、

彼
れ

の
隣

人
な
り
若
く
は
市
場

を
見
出

し
得
る
地
方

な
り
に
お
い

て
需
要
せ
ら
れ

て
ゐ
る
食

物

の
種
類

に
よ

つ
て
、
導

か
れ
る
。

脇
し
も
主
た
る
需

要
が
小
萎

に
あ
る
と
す
れ
ば

、
彼
れ
は
彼
れ

の

注
意
を
主
と
し

て
小
萎

の
生
産

に
向
け

る
。

パ

ン
に
燕
変

が
用

ひ
ら
る

」
地
方

に
あ

つ
て
は

、
彼
れ
は
專
ら
そ
の
燕
萎

の
生
産

に

從
事
す

る
で
あ

ら
う
。
も
し
大
萎

が
パ

ン
と
し

て
食

べ
ら
れ

て
ゐ
る
か
、
或

ひ
は
も
し
そ
れ
が

ビ
ー

ル
を
作

る
爲
め

に
彼
れ

の
隣

人

に
よ

つ
て
大

い
に
需

要
せ
ら
れ

て
ゐ
る
か
す

る
な

ら
ば
、
彼
れ
は
彼
れ

の
注
意
を
格
別

に
大
変

に
向
け
る
で
あ
ら
う
。

叉
彼
れ

の
土
地
が
大
都
市

の
附
近

に
あ
る
か
、
或

ひ
は
人

ロ
の
増
加
及
び
そ

の
結
果
た

る
す

べ
て

の
階
級

に
わ
た

つ
て
の
富

裕
と
奢
修
と

の
増

大

の
爲
め

に
肉
類

の
需

要
が
増
加
し

て
來

る
の
を
見
た

と
す
れ
ば
、
彼
れ
は
む
ろ
ん
、
彼
れ

の
注
意
を
よ
り
多
く
疏
菓
類

と

家
畜

の
飼
養

と
に
韓
す

る
。

こ

の
最
後

の
場
合

に
、
も
し
も
彼
れ

の
父
な
り
或

ひ
は
そ

の
同
じ
農
圃

百

英

反

と

假

定

せ

よ

ー

を
曾

つ
て
所
有
し

て
ゐ
た
人
が
、
二
十
年
前

に
、

い
つ
も
そ

の
中

の
約

六
十
英

反
を
小
萎

そ

の
他

の
穀
物

に
振
り
あ
て
、
牧

草
用
、
乃

至
は
ク

ロ
バ
ー

や
カ
ブ

ラ
類

の
栽
培

用
に
四
十
英

反
し
か
取

つ
て
お
か
な

か
つ
た

と
す

れ
ば
、
今

や
件

の
農
夫

は
、
需

要

の
比
牽

に
適
懸
し

て
、
後
者

の
目
的

に
五
十
五
英
反
或

ひ
は
そ

0
内
外

の
面
積

を
用
ぴ
、
前
者

の
目
的

に
は
四
十
五
英

反
し
か

用

ひ
な

い
。
お
そ
ら
く
は
し
か
し
、
多
く

の
場
合

に
お

い
て
、
資
本

の
増
投
、
及
び
特
に
、

よ
り
多
く

の
家

畜
を
飼
養
す
る
こ
と

サ
イ
モ
ン
・
グ

レ
イ
の
入
口
論

二
九

8)GrayversusMalthus,P・74・



三
〇

か
ら
得
ら
れ

る
肥
料

の
増
投

に
よ

つ
て
、
彼
れ
は
四
十
五
英

反
で
も

つ
て
、
彼
れ

の
先
行
者
達
が
六
十
英

反
で
獲

て
ゐ
た
以
上

の

穀

物
を
生
産
す

る
で
あ

ら
う
。

「
か
く

の
如
く
し
て
農
夫

達
は
、
彼
等

の
先
行
者
達

に
よ

つ
て
種

々
な

る
目
的

に
用

ひ
ら
れ
た
面
積
歎

に
よ
る
彼
等

の
計
算

に
助

け
ら
れ
な

が
ら
、
及
び
彼
等
自
身

の
輕

鹸

と
支
配

的
な

需
要
に
關
す
る
観
察

と
に
基

い
て
、
供
給
を
消
費

に
適
合

す
る
黙
で
極
度

の

に

正
確

と
な
る

の
で
あ
る
。
」

か
く

て

「
吾

々
は

食
物

に
封
す

る

需
要

が
耕
作
者

の
歎
セ
調
節
す

る
こ
と
、
及

び
耕
作
者

は
、
理

性

に
導

か
れ
利

己
心

に
促

が
さ
れ

て
、
何
れ

の
他

の
種
類

の
流

通
者
或

ひ
は
供
給
者

の
場
合

に
お
け
る

と
同
檬

に
、
完
全

に
供
給

恥

を
需

要

に
適
合
せ
し
む
る

こ
と
を
見
る
。」

し
か
し
人
聞
が
如
上

の
意
味

に
お
け
る
完
全
な
る
規
制
者

で
あ
る

の
は
決

し
て
初

め
か
ら

で
は
な

か
つ
た
。

歴
史

の
諸
段
階
を

経

て
徐

々
に
さ
う
な

つ
た

の
だ
、

と
グ

レ
イ
は
論

じ
績
け
る
。

「
も
し
も
狩
猟
者

の
状
態

が
人
間

の
元

々
の
歌
態

で
あ

つ
た
と
す
れ
ば
、

こ

の
種
族
は
、
自
然

に
よ

つ
て
任
意

に
若
く

は
彼
れ

の

努
力
と
は
關
係
な
し
に
生
産
せ
ら
れ
た
る
實
際
の
食
物
量

供
給
が
需
要
を
超
過
し
て
ゐ
な
い
場
合
を
假
定
し
て
ー

に
よ
つ

て
規
制

さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
か

」
る
歌
態

の
下
で
は
人
聞
が
供
給

の
規
制
者

に
あ
ら
ざ
る
こ
と
、
獅

子
、
虎
、
若
く

は
狼
と
少
し

も
攣

ら
な

い
。
こ
れ
ら

の
野
獣
と
同
様

に
人
聞

は
全
然

、
自
然

の
氣

紛
れ
な
供
給

に
左
右

さ
れ

て
ゐ
た

の
で
あ
る
。

人
聞

が
次

の

一
段
階

に
ー

但

し
未
だ
耕
作
者

の
段
階

に
は
蓬
し
な

い
ー

に
上

つ
て
來

る
と
、

こ
の
中
間
的
な
段
階

に
お

い
て
彼
れ

は
部
分

的

に
規
制
者

と
な

る
。
但

し
依
然

と
し

て
不
完

全
な

程
度

で
あ
る
。

と

い
ふ

の
は

、
人
間
は
或

る
程
度
ま

で
彼
れ

の
保
有
す

る
動

9)HapPinessofStates,P。440

10)GrayversusMalthus,P.77、



物

の
数
を
規
制
し
得
た
け
れ
ど
も
内
そ

の
動

物

の
飼
料
た

る
や
天
然
自
然

の
生
産
物

に
左
右

さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
然

し
な
が
ら

人
間
は
、
正
規

の
耕
作
者

と
な

つ
た
時

に
完
全
な
る
規
制
者

と
な

つ
た
。
自
然

の
生
産
力

の
全
膣

は
、

一
切

の
人
爲
的
刺
戟
物
を

も

つ
て
、
人

聞

の
意

思
に
服

せ
し
め
ら
れ

た
。

か
く
し

て
家

畜

の
供
給
す

る
食
料
及
び
そ
れ
が
必
要
と
す
る
飼
料

に
關
す
る
と
、

乃
至
は
人
間

の
料

理
皿
と
胃

の
謄
と

に
適
し
た

る
他

の
種
類

の
食
物
ー

但

し
魚
類

は
除

い
て
ー

に
關
す

る
と
を
問
は
す
、
人

聞
は
そ

の
欲
望

の
量

だ
け
完
全

に
供
給

を
作

り
得
た

の
で
あ

つ
て
、
家

屋
、
衣
服
、
そ

の
他

の
流
通
物

の
供
給
す

べ
て
み
な
同
じ

で
あ

る
。
L

以
上
が
グ

レ
不
の

「
流

通
艦
」

及
び
そ
れ

に
關
す
る
需
要
供
給

に
つ
い
て
の
理
論

で
あ

る
。

こ
の
理
論

は
今

日
の
用
語
で
簡
軍

に
特
徴

づ
け
る
な
ら
ば
、

一
般
流
通
論
乃
至
債
格
論
上

の
謂
ゆ
る

「
需
給
學
読
」

の
範

躊

に
属

し

て
ゐ
る
こ
と
は
明
白

で
あ

る
。

む

ろ
ん
そ
こ

で
の
主
問
題
は
償
値

・
債

格

の
決
定
問
題

で
は
な

い
け
れ

ど
も

、
欲
望

の
増
減

從

つ
て
需
要

の
増
減
が
そ

の
ま

玉
直

ち

に
供
給

の
増
減

に
響

い
て
ゆ
き
、
供
給

の
量
は

つ
ね

に
需
要

の
量

に
均
衡
化
す
る
も

の
と
見

る
限
り
、
謂
ゆ
る

「
流
通
艦
」

の

便
値

.
債
格

の
騰
落
、
從

つ
て

「
流

通
者
し

の
獲

得
す

べ
き
利
潤

の
騰
落

も
亦
、
右

の
均
衡

化
的
乃
至
は
均
衡
掩
齪
的
な
需
要
供

給
間

の
作

用
に
介

入
し
來
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
便
値

・
債

格
の
決
定
は
結

局
そ

の
時

々
の
需
要
量
と
供
給

量
と

の
關
係

に
よ
つ

て
定
ま

る
と

い
ふ
こ
と
は
、
グ

レ
イ
自

か
ら
す

で
に
承

認
し

て
ゐ
た
と

こ
ろ
、
若

く
は
少
く
と
も
グ

レ
イ

の
所
論

か
ら
推
論
し
得

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
果
し

て
然
り

と
す
れ
ば
、
グ

レ
イ

の
所
論
は
古

典
派
諸
學
者

に
本
來
固

有

の
も

の
と
見

ら
る

玉

「
需
給
學
読
」

サ
イ
モ
ン
・
グ
レ
イ
の
入
口
論

一一二
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三
二

か
ら
如
何

に
異
な
る
特
色
を
有
す
る
も

の
で

あ
る
か
と

い
ふ

一
般
問
題

と

並
び

て
、
『
人

ロ
原
理
論
』

に
お

い
て
は

矢
張
り
こ

の

需
給
學
論

の
遵
奉
者

た
る
こ
と
を
表
明

し
て
ゐ
る
と
こ
ろ

の
當
面

の
論
敵

マ
ル
サ

ス
と
何
故

に
鋭
角
的
な
意
見

の
樹
立
を
生
す
る

に
至

つ
た
か
と

い
ふ
特
殊
問
題
と

が
、
讃
者

の
念
頭

に
俘
び
上

つ
て
來
る

に
違

ひ
な

い
。

筆
者

は
そ
れ
を
後
段

に
お
い
て
、
グ

レ
イ
所
論

の
全
般
的
反
省

の
う
ち

に
論

及
し
た

い
と
思

ふ
が
、
人
闇
肚

會

に
お
け
る
窮
困

の
恒

久
的
存

在
を
読
く
も

の
と
見

え
た

マ
ル
サ

ス
の
理
論

が
グ

レ
イ
の
目

に
、

い
か

に
不
條

理
な
も

の
と
映

つ

た

で

あ

ら

う

か

は
、
す
で
に
上
掲

の
記
述
よ
り

し
て
明
白

で
あ
ら
う
。
食
物

が
需
要

に
比
し
て
不
足
な
ら
ば
人
間
底
そ

の
供
給

を

増

す

の

で

あ

り

、
反
封

に
過
剰
な
ら
ば
人
間
は
そ

の
供
給

を
調
節

し
さ

へ
す
れ
ば

い

玉
の
で
あ
る
。
そ

の
過
不
足

の
期
間
中
に
ー

需
給

間

の

均
衡
撮
齪
中

に
ー

起
り
得
る
諸
悪

は
、
た
と

へ
有
る

と
し

て
も
、
「
忍
耐

を
も

つ
て
忍

び
」
さ

へ
す
れ

ば
事
は
濟
む

の
で
あ
る

,、

グ

レ
イ
が

「
マ
ル
サ

ス
反
封
者
」

と
し
て
登
場
し
來
た
る
根
擦

の

一
つ
は
極

め
て
明
瞭

で
あ
る
。
同
時

に
こ

の
反
封
者

が

「
…楽
観

論
者
」

然
り

極
端
な

る
樂
観
論
者

の

一
人

と
し
て
現
は
れ

る

こ
と
も
こ

」
で
明
瞭

で
あ
る
。
然

し
叉
、
他
面

に
お

い
て

グ

レ
イ
が
、
流

通
過
程
の
根
抵

に
人
間

の

「
利

己
心
」
を
見
、
こ

の
過
程

へ
の
政
府

の
干
渉
を

「
無
様

で
あ
る
か
、
出
來
損

ひ
で

あ

る
」
と
喝
破

し
去

つ
て
自
由

放
任
を
最

上

の
策
と
考

へ
な

が
ら
古
典
派
傳

來

の
自
由
主
義
思
想

の
流

れ

に
樟
し

て
ゐ
る
瓢

に
お

い
て
、
完
全

に

マ
ル
サ

ス
と

一
致
し

て
を

る
こ
と
も
興
味
な

し
と
し
な

い
。
「
自
由
主
義
者
」
「
功
利
主
義
者
」

の
特
徴
づ
け
は
所

詮
、

彼
れ
を

マ
ル
サ
ス
か
ら
匝
別

せ
し
む

る
を
得
な

い
の
で
あ

る
。

今

は
こ
れ

だ
け

の
評
註

に
止

め
て
、

い
よ

い
よ
グ

玩
イ

の
入

ロ
理
論

へ
と
進
ん

で
ゆ
く
。



五
、
人
口
原
理
論

マ
ル
サ
ス
読
の
批
判

「
人

ロ
の
原
理
」

と
題

せ
る

『
グ

レ
イ
樹

マ
ル
サ

ス
U

の
第

一
編

は
壁
頭

に

「
グ

レ
イ
氏
」

の
人

ロ
理
論

の
骨

子

を

掲

げ

て

ゐ

る
。

曰
く

、

も

も

へ

「
本

著
者

〔
グ

レ
イ
氏
〕
の
主
要
目
的
は
、
『
國
家

の
幸
幅
』

に
お

い
て
、
次

の
學
論

を
樹

立
せ
ん
と
す

る
に
あ
る
。
即
ち
人

口
の

ヘ

へ

も

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ぬ

へ

も

へ

も

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ぬ

ヘ

ヤ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

増

加
は
何
ら
鋤
剰

た
ら
ん
と
す
る
傾
向
を
有

せ
す
、
そ
れ
ど

こ
ろ
か
人

ロ
の
増
加

が
釜

ミ
急

速
と
な
り
廣

汎
と
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、

ヘ

ヘ

へ

も

も

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

も

も

も

ヘ

へ

ぬ

も

へ

も

も

へ

も

ヘ

ヘ

へ

う

ヘ

ヘ

へ

あ

も

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

あ

ヘ

へ

そ
れ
は
必
然

に
釜

ミ
完
全

に
入
聞

の
欲
望

に
慮

じ
、
釜

ζ
著
大

に
雇
傭

と
所
得

と
富
裕
と

の
平
均
額
を
増
し
、
釜

と
文
明
を
完
全

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

b

な
ら
し
め
、
か
く

て
も
ち
ろ
ん
釜

と
敷
果
的

に
萬
人

の
幸

幅
を
促
進
す

る
、
と

い
ふ
こ
と

こ
れ
で
あ
る
。
」

何
故

で
あ
る
か
?
.

こ
の
間

ひ
に
答

へ
る

の
が
、
グ

レ
イ
自
身

の
手

で

マ
ル
サ

ス
読

と
封

照
せ
し
め
な
が
ら
自

己

の

「
根
本
思

想
」
を
述

べ
る
次

の
逐
條
的

記
述
で
あ

る
。

t

「
人

ロ
の
原

理
は
食
物
、
氣
候

、
政
府
、
等

々
'と
結

び

つ
い
た
も

の
と
し

て
、
あ
ら
ゆ

る
事
情

の
下

に
お
い
て
、
人

口
は
増

加
す

る
傾
向
は
あ
る

が
然

し
過
剰

に
増
加
す
る
傾
向

は
な

い
、

と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
こ

の
増
加
は
そ
れ
自
身

で
人

ロ

の
多
様
な
る
欲
望

に
充
分

に
慮
す

る

の
力
を
運

び
來
た
る
か
ら
。

a

人

口

〔
増
加
冒

の
自
然

的
進
歩

は
、
時

間

に
ぴ
き
あ
は
せ
る
と
、
何

ら
特

定

の
比
率

に
從

つ
て
ゐ
な

い
、
却

つ
て
そ
れ

が

置

か
れ

て
を

る
檬

々
の̀
事
惰

に
よ

つ
て
左

右
さ
れ

て
ゐ
る
。
蓮
結

せ
る
地
方

叉
は
國

々
に
お
け
る
食
物

に
ひ
き
あ
は

せ
る
と
、
そ

サ
イ
毛
ン
・
グ
レ
イ
の
入
口
論

三
三

1)Grayversus]Malthus,P.4.傍 織 原 丈.



三
四

れ
は

一
様

に
食
物

〔
増
加
〕

の
進
歩
を
人

ロ
自
腿

の
進
歩

と
殆
ん
ど
同

一
な

ら
し
め
て
ゐ
る
。

a

入

ロ
の
量

は
か
く
し

て
食
物

の
量

を
完
全

に
規
制
す
る
。
同
様

に
衣
服

、
佳
宅
、
そ

の
他
意
思

に
左
右
さ
る

、
あ

ら
ゆ
る

種
類

の
流
通
罷
を
も
規

制
す
る
。

4
。

食
物

の
盗
剰
叉
は
過
度

は
産
児
力
減
退
的

及
び
人

口
減
退
的
作

用
を
爲
す
。

丘

人

口
の
増
加

は

一
様

に
、
流
通
者
聞

に
割
當

て
ら
れ

た
る
雇

傭

の
亭
均
量
を
増
加

せ
し
め
、
從

つ
て
む
ろ
ん
勢
働
者

に
封

す

る
附
加
的
需
要
を
増
加
ぜ
し
む
る
傾
き
が
あ

る
。

α

人

口
の
増
加

は
そ
れ
故

に
、
所

得
と
富
裕
と
を
増
加
す
る

一
檬

の
傾
向
が
あ

る
。

し
か
も
そ

の
増
加

た
る
や
軍

に
奮

來

の

比
率

に
從
ふ

の
で
は
な
く
、

い
は

f
流
通
者

の
歎

が
増
加
す

る
に
つ
れ

て
増
大
す
る

と
い
ふ
新

た
な
る
且

つ
蹟
大

さ
れ
た

る
比
例

に
從

ふ
の
で
あ
る
。

乳

人

口
の
増
加

に
よ

つ
て
生

じ
た
る
疾
病

と
害
悪

と
は
、
主
と
し

て
奢
修
若
く
は
過
食
か
ら
、
並
び

に
裕
福
か
ら
出

で
來

つ

恥

た
も

の
で
あ
る
。
」

右

の
う
ち
第

一
項

が
グ

レ
イ
の
謂
ふ
と
こ
ろ

の

「
人

ロ
の
原
理
」
で
あ

る
こ
と
は
、
彼
れ

が
後

に
繰
返

し

て
、
「
グ

レ
イ
氏

の
人

口
の
原
理
」

と
は

「
す

べ
て
の
普

通

の
場
合

に
お

い
て
人

ロ
は
全
艦

と
し

て
増
加
す
る
傾
向
は
あ
る

が
、
然

し
決

し

て
過
剰

に
増

の

加

す

る

傾
向

は
な

い
と

い
ふ

こ
と
」

で
あ

る
と

述

べ
、
更

に
叉

、
「
人

ロ
の
原

理

は

、

人

ロ
主

義

學
読

(島
。
弓
ε
巳
註

8

夢
8
身
)

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヤ

も

へ

も

ヘ

へ

に
從

へ
ば

、
明
白

に
自
然

の
學
読

で
あ

る
。
人

口
は

つ
ね
に
、
増
加

す
る
傾
向
は
あ
る
が
、
過
剰

に
増
加
す
る
傾
向
は
な

い
。
な

2、GrayversusMalthus,pp.Io-.12.
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り

ぜ
な
ら
ば
人

ロ
増
加
は
そ
れ
自
身

で
、
釜

ミ
敷
果
的

に
附
加
的
欲
望

に
磨
す

る

の
力
を
運
び
來

る
か

ら
。
L
と
論

い
て
ゐ
る
こ
と
に

よ

つ
て
明
か
で
あ
る
。

こ
れ
を

土
墓

と
し

て

マ
ル
サ

ス
読

に
加

へ
る
細
目
的
批

評
は
次

の
通
り

で
あ
る
。

㈲

マ
ル
サ

ス
が

「
す

べ
て
の
生
物

に
は
、
そ

の
生
物

の
爲

め
に
備

へ
ら
れ
た
る
螢
養
を
超

え
て
増
加
せ
ん
と
す
る
不

漸
の
傾

向
が
あ
る
」

と

い
ふ
た

の
に
封
し

て
ー

「
こ
の
著
者

〔
マ
ル
サ

ス
〕

は
、
動
物
は
そ

の
物

の
爲

め

に
備

へ
ら
れ
た
る
螢
養

よ
り
も
速
か

に
増
加

せ
ん
と
す

る
傾
向

が
あ
る

と

い
ふ
意
見

を
そ
こ
か
ら
引
出
し

て
來

た
事
實
を

、
述

べ
て
ゐ
な

い
。
彼
れ
は

そ
れ
を

即
座

に
與

へ
ら

れ
た
も

の
と
し
て
採

つ
て

め

ゐ
る
。
」

だ
が

「
確

か

に

反
封

の
意
見
が

自
然
秩
序

の
周
知

の
精
紳

や
配
剤

に
遙

か

に
多
く
合
致
す
る
。
動
物

に
生
を
與

へ
た
と

き
、
自
然

は
こ
れ
ら

の
物
を
養

ふ
こ
と
を
眼
申

に
置

い
て
ゐ
た
筈

で
あ
る
。
食

物
な

し
に
動
物
は
生
き
得
な

い
か
ら
だ
。
然

り
吾

吾
は
、
自
然

が
、
そ
れ

に
生
を
與

へ
た
動

物

の
必
要
と
す
る
あ

ら
ゆ
る
種
類

の
食
物
を
、
事
實

上
供
給

し
た

こ

と

を

知

つ

て

ゐ

のる
。
」

「
こ
の
問
題

で
特

に
注
意
を
佛

ふ
べ
き

こ
と
は
、
動
物
は
彼
等
自
身

で
食
物

の

一
部
を

形
成
す
る

こ
と
、
即
ち
海
中

に
棲
む
大
部

分
の
動
物
種
属
と
陸
上
に
棲
む
多
く
の
動
物
種
属

人
聞
を
含
め
て
…

が
、
全
然
か
或
ひ
は
部
分
的
に
か
動
物
に
よ
つ
て
生

き

て
ゐ
る

こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
だ
か
ら
動
物

が
釜

ミ
急
速

に
増

加
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
釜

ミ
多
く
彼
等
は
螢
養

の
量
を
増
加
す

る

ゐ

の
で
あ

る
。
」
「
大
洋

に
輻

じ
て
み
る
と
、
そ

の
廣
荘
た

る
地
帯

に
繁
殖
し

て
を
る
動
物

の
大
部
分

が
お
互

ひ
同

士
で
生
き
合

つ
て

サ
イ
モ
ン
・
グ
レ
イ
の
入
口
論

三
五

4)

5)
6)

7)

GrayversusMalthus,p.66,傍 黙 原 丈.
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三
六

ゐ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
れ
故

に
、
動
物
が
増
加
す

る
こ
と
速
か
な
れ
ば
な

る
ほ
ど

、
釜

ヒ
多
ぐ

の
食
物
を
彼
等
は
相

互
に
供
給

し
合

ふ
の
で
あ
る
。

一
般
的

に
い
ふ
て
、
動
物

が
事
實

上
増
加
し

つ
玉
あ
り
や
否
や
は
、
余

の
確

言
し
得
ざ

る
と

こ
ろ

で
あ
る
。

然

し
な
が
ら
人
間

に
よ

つ
て
彼
等

の
上

に
加

へ
ら

る

」
破
壊

の
増
大

し

つ
」
あ
る

に
も
拘
ら
す
、
彼
等
は
少
く

と
も
、
減
少
し

つ

ぬ
ノ

つ
あ
る
や
う
で
も
な

け
れ

ば
、
叉
食
物

に
訣

乏
し

て
ゐ
る

や
う

で
も
な

い
。
」

㈲

右

に
關
聯

し

て
、

マ
ル
サ

ス
の
謂
ゆ

る

「
人

ロ
の
食
物

よ
り
も
速
か

に
増
加

せ
ん
と
す

る
自
然
的
傾
向
」

に
樹

し
て
ー

「
何
庭

に
こ
の
誰
擦

が
あ
る

か
?

地
球
上

の
如
何
な
る
地
域

に
て
も
選

び
検

せ
よ
、
然

ら
ば
即
ち
、
か

製
る
自
然
的
傾
向

の
存

も

ヘ

ヘ

へ

せ
ざ
る

こ
と
を
見
出
す

で
あ
ら
う
。
大
多
撒

の
地
域
及
び
國

々
の
人

口
に
は
、
普

通

の
時

と
普
通

の
事
情

の
下

で
は
、
増
加
す

る

傾
向

が
あ
る
。
そ

し
て
食
物
は
理
性

の
指
導

と
需
要

の
規
制

と
の
下
で
、
人

ロ
自
身

の
比
率

に
鷹
じ

て
或

ひ
は
迅
速

に
或

ひ
は
綾

ヘ

ヘ

へ

漫

に
、
そ
れ
と
平
行
し

て
増
加
せ
し
め
ら
れ
る
。
衣
服
、
佳

宅
、
そ

の
他
、
人

ロ
の
必
要
と
す
る
物

品
す

べ
て
皆
同
じ
。
然
し
な

が
ら
、
理
論
家

達

の
想
像

で
は
ど
う

い
ふ
こ
と
が
あ
ら
う
と
も
、
人

ロ
は
衣
服
や
佳
宅
、
若
く
は
他

の
何
れ

の
部
門

の
流
通
膣

に

も

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

の

關

し
て
も
と
同
様

に
、
食
物

に
關

し
て
過
剰

に
増
加
す

る
不
断

の
傾
向
と

い
ふ
如
き
外
観

は
現
實

に
存
し
な

い
。
」

ω

人

口
は

「
幾
何
的

比
例
」

で
、
食

物
は

「
算
術
的
比
例
」

で
と

い
ふ

に
封

し
て

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

へ

も

へ

あ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

へ

「
時
間

に
關
は
ら
し
め

て
い
ふ
と
、

人

ロ
の
増
加

に
は
何

ら
自
然
的
な
る
若
く

は
固
定

せ
る
比
率
は
存

し
な

い
。
食
物

も
そ
れ
自

身

で
何
ら
増
加

の
自
然

的
比
率
を
有
し
な

い
。
自
然

の
歌
態

に
お

い
て
は
、
食
物

の
量

は
全
く

、
濫
暖

に
關
す
る
季
節

の
特
質

に

よ

つ
て
左
右
さ
れ

る
、
從

つ
て
地
位
を
均
ら
し

て
い
ふ
と
そ

の
額

は
、
完

全

に
と
は
云

へ
な
く

と
も
殆
ん
ど
静
止
的

で
あ
る
と
云

8)GrayversusMalthus,pp.28-2g.

9)GrayversusMalthus,PP・34-35・ 傍瀦原丈



へ
る
。

「
食
物

の
増
加
が
可
能

と
な

る
の
は
、
人
間

が
や
つ
と
彼
れ

の
勢
働

と
熟
練

と
を
鷹

用
し
始

め
て
か
ら

の
こ
と

で
あ
る
。

そ
れ
故

に
、
食
物

の
増
加
は
す

べ
て
み
な
人
爲
的

で
あ
る
。
そ
れ
自
身

で
は
食
物
は
総

じ
て
受
け
身

で
あ

る
。
増
加

の
比
傘
は
か
く

て
全

然
食
物

の
上

に
刻
印
づ
け

ら
れ
た
も

の
、
然
り
實
際

強
制
せ
ら
れ
た
も

の
で
あ
る

の
で
、
そ

の
増

大
す

る
比
率

の
如
何

に
拘

ら
す

、

人
間

の
仕
業

で
あ

つ
て
、
理
性

の
指
導

の
下

に
そ

の
欲
求

に
磨

ぜ
ん
と
し

て
働
き

つ

玉
あ

る
規
制
者

と
し

て
の
人
闇

に
よ

つ
て
、

食

物

に
與

へ
ら
る

製
も

の
な

の
で
あ
る
。
そ
れ
故

に
食
物

は

つ
ね

に
、
需
要
者

達

の
増

加

の
比
率

そ
れ
は
急
速

で
あ

ら
う
と

ゆ

緩
漫

で
あ
ら
う
と
、

ほ

f
人
聞

の
爲

し
得

る
だ
け

の
ー

に
從

つ
て
ゆ
く

で
あ
ら
う
。
」

㈹

人

ロ
の
二
十
五
年
倍
加
読

に
封

し
て
ー

「
こ

の
假

定
は
全
く
不
當

で
あ
る
。
刺

戟
的

及
び
反
作
用
的
な
事
情
を
有
す

る
或

る
状
態

に
お

い
て
は
、
こ
れ
は

〔
人

口
の
〕
進

歩

の
自
然
的
比
率
で
あ

る
だ
ら
う

が
、
ほ
か

で
は
何
塵

で
も
さ
う
で
は
な

い
。
人

ロ
に
つ
い
て
進
歩

の
自
然
的
比
率
な
ど
と

い
ふ

如
き
も

の
が
存

し
て
ゐ
た
と
す
れ
ば

、
そ
れ
は
本
來

の
自
然

歌
態

の
下

に
あ

る
人
間
、
即
ち
お
そ
ら
く
は
狩
独
種
族

の
増
加
比
率

で
あ

つ
た

ら
う
。
け
れ

ど
も
こ

の
歌
態

の
下

に
お
け

る
人

ロ
の
増
加
比
率

は
、
よ
し
ん
ば
最
初

の
も

の
で
あ

つ
た
と
し

て
も

、
た

だ
こ

の
歌
態

の
下

に
お
け
る
人

ロ
の
進
歩
比
率
た

る
に
過
ぎ
な

い
で
、
牧
畜
種
族
、
農

耕
民
族
、
若
く
は
商

工
國
民
、
若
く
は
多

か
れ
少
な
か
れ

こ
れ
ら
す

べ
て
を
結

合

せ
る
國
民

、
の
進

歩
比
率

で
は
な

い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故

に
か

玉
る
固
定

の
比
率

は
存
し

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

恥

な

い
。

人

ロ
の
自
然

的

進

歩

と

は

、

そ

の
諸

事

情

の
全

罷

か

ら

生

じ

來
る

増

加

で
あ

る
。
…
…
」

サ
イ

モ
ン
・
グ

レ
イ
の
入
口
論

三
七

Io)GrayversusMalthus,P.5i.

1正)GrayversusMalthus,PP.54-55.傍 黒岳原 文.



三
八

次

い
で
グ

レ
イ
は

マ
ル
サ

ス
に
お
け

る

「
妨
げ
」
を
攻
撃
す
る
が
、
こ
れ

は
省
略

に
附

し
て
も
グ

レ
イ
の
論
構
を
妨
げ
る

に
は

至
る
ま

い
。
た

讐
、

㈲

マ
ル
サ

ス
が
人

ロ
増
加

の

「
究

極
の
妨
げ
」

を
食
物

の
飲
乏

に
見
た
る

に
封

し
て
、
グ

レ
イ

の
加

へ
る
次

の
評
言
だ
け
は

見

遁
し
て
な

ら
な

い
。
そ

こ
に
は

、
後

に
詳
論
す

べ
き
人

ロ
増
加
將
來

の
豫
想

に
封
す

る
グ

レ
イ
の
特
有

な
る
見
地
と
、

一
つ
の

自
然
科
學

的
法
則

へ
の
依
擦

の
着
想

と
が
現
は
れ

ゐ
る
か
ら
で
あ

る
。

「
實
際

、
人

ロ
の
増
加
を
妨
げ

る
作
用
を
爲
す
も

の
は

、
食
物
主
義
學
読

(昏
。
。。口
ぴ
。。断。・8
昌
8

昏
8
叫
団)
の
想
像
す
る
如
く
、
食
物

の
不
足
で
は
な

い
。

そ
れ

の
影
響
は
、
熱
暑

の
氣

候

の
所

で
時

々
起

る
事
實

上

の
飢

鰹

の
場
合
を
除

い
て
は

、
取
る

に
足
ら

ぬ
も

の
で
あ

る
。
妨
げ

と
し
て
強
力
な
る
作

用
を
爲
す
も

の
は
食
物

の
過
多

で
あ
る
。
奢
修

、
乃
至
は
暴
飲

暴
食
は
、
不
胎
的
な

ら
し

め
、
若

く
は
出
産

の
歎
を
減
少
し
、
同
様
に
叉
す

で
に
生
れ
た
る
者

の
生
命
を
短
縮

す
る
傾
き
が
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
有
力

な
る

動

作
用
は
、
人

口
が
釜

ミ
多
激

と
な
る

に
比
例

し
て
効
力
を
増
す
や
う
で
あ
る
。
」

以
上

が
グ

レ
イ
の
試
み
た
る

マ
ル
サ

ス
批
判

の
細

目
で
あ
る
。

マ
ル
サ

ス
の
理
論

は

こ
れ
に
よ

つ
て
如
何
な
る
虚
を
衝
か
れ
よ

う

と
し
て
ゐ
る
か
、
そ
れ
は
果
し

て

マ
ル
サ
ス
の
伽
藍
を
揺
が
す

に
足
る
も
の
で
あ
る
か
、
の
反
省
は
今

こ

玉
で
筆
者

の
立
ち
入

り
得
る
逞
は
な

い
。
そ

の
理
論

の
性
格
よ
り
し

て
グ

レ
イ
の
最
も
重
覗
す

る
も

の
と
畳
し
き

マ
ル
サ
ス
批
判
は
實

は

こ
れ

か
ら
始

ま
る

の
で
あ
る
。
す

で
に
序
論
的
第
二
節

で
論

及
し

て
置

い
た
通

り
、
人

ロ
理
論

上

の
グ

レ
イ
の
立
場
は
、
人

ロ
封
食
物

の
關
係

12)GrayversusMalthus,P.65.



に
お

い
て
前
者
を
規
制
者

、
後
者

を
被
規
制
者

と
見
る
こ
と
、
從

つ
て
こ
の
逆

の
關
係
を

主
張
す
る
も

の
を

「
食

物
主
義
學
読
」

叉
は

「
反
人

ロ
主
義
學
読
」

と
し

て
斥
け

こ
れ

に
封

し
て
グ

レ
イ
自

か
ら
そ

の
決
定
的
代
表
者

と
考

へ
た
る

「
人

ロ
主
義
學
読
」

を
彊
調

す
る
こ
と
、

に
あ

つ
た
。

こ
の
根

本
的
立
場
は
、
す

で
に
上
來

の
記
述

の
中

に
も
表
明

せ
ら
れ

て
は
ゐ
る

が
、
グ

レ
イ
は

進

み
て
こ

の
勲
を
詳
述

し
な

が
ら
再
び

マ
ル
サ
ス
に
向

つ
て
攻
撃

の
双
を
擬
す
る

の
で
あ
る
。

六
、
人

口
の
食
物
規
制
論

マ
ル
サ
ス
読
批
判
の
特
論

グ

レ
イ

に
よ

れ

ば

、
「
食

物
主

義

學
読

」
の
現

代

の
代

表
者

は

マ
ル

サ

ス
で
あ

る

が

、

マ
ル

サ

ス
に
基

礎

を

與

へ
た

も

の
は

ス
テ

ユ
ワ

ア

ト

で
あ

つ
た
。
「
サ
ー

・
ジ

ェ
ー

ム
ズ

・
ス
テ

ェ
ワ

ア
ト
は

食

物

主

義

學
読

の
土
豪

を

据

ゑ

た

や

う

で

あ
る

、

然

し

マ
ル

サ

ラ

ス
氏
は
こ

の
學
読

に
現
在

の
形
態

を
與

へ
海
。
」

叉
曰
く

「
サ
ー

・
ジ

ェ
ー

ム
ズ

・
ス
テ

ユ
ワ
ア
ト
は
食

物
読
原

理
の
本
來

の
著
者

で
あ

つ
た

や
う

で
あ
る
、
…
…
む
ろ
ん
彼
れ
は

こ
の
奇
異

な
る
原

理
を
公
け

の
注
意

と
討
論
と

に
持

ち
來
す

こ
と

に
成

功
し
な

か

つ
た

が
・
彼
れ
は
彼
れ

の
分
析

に
お
い
て

マ
ル
サ
ス
氏
よ
り
も
遙

か

編

密

で
あ
㍉

」
と
・
か
く

て
グ

レ
イ
は

マ
ル
サ

ス
か
ら
そ

ヘ

へ

の

「
食
物
主
義
學

読
」

の
猫

創
を
剥
奪
し
た
と

い
ふ
如
き
勢

ひ
を
も

つ
て
、
グ

レ
イ
自
身

に
と

つ
て
は
本
格
的
な

マ
ル
サ

ス
批
判

に
進

み
入

る
。
そ
れ
は
次

の
通
り

で
あ
る
。

「
マ
ル
サ

ス
氏
は
明
か
に
、
人

ロ
に
封
す

る
食
物

の
完

全
な
る
規
制
力
、
或

ひ
は

彼
れ
自
身

の
言
葉

を
も

つ
て
す
れ

ば

『
前
者

〔
人

サ
イ
モ
ン
・
グ

レ
イ
の
入
口
論

三
九

1)GrayversusMalthus,preface,P.iii.

2)GrayversusMalthus,p,112.



四
〇

ロ
〕

を
ば
後
者

〔
食
物
〕

の
水
準

に
ま

で
引
き
抑

へ
る
』
の
力

、
を

〔
食
物

に
〕
瞬
屡

せ
し
め
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
即
ち
、
食
物

の

場
合

に
お

い
て
供
給

が
需
要
を
規
制
す
る
と

い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
蓋

し
食
物
は
人

ロ
に
關

し
て
は
供
給

で
あ
り
、
人

ロ
の
欲
望
は

の

需
要
を
形
成
す
る
か
ら
。
L

「
然

ら
ば
、
検
討

下
に
置
か
れ
た
る
主
題

の
關
す

る
限
り
、
と

の

〔
マ
ル
サ

ス
の
〕
統

計
的
研
究

の
結

果
は
ど
う

で
あ
る
か
?
・

余

は
こ

」
で
は
問
題
を
食
物

に
限

定
す
る
。
雇
傭

及
び
富
裕

に
關
す

る
問
題

は
、
後

に
詳
細

に
論

じ
た

い
。
吾

々
が
右

の
研
究

か

ら
學

ぶ
と
こ
ろ
の
す

べ
て
は
、
人

ロ
と
食
物

と
は
殆

ん
ど
相
互
の
水
準

で
保
ち
合

ふ
と

い
ふ
こ
と
だ
。

こ
の
事
實
を
確
誰
す
る
爲

め

に
は
、
家

屋
、
衣
服
等
が
人

ロ
と
水
準
を
保

つ
て
ゐ
た

こ
と
を
嚢

見
す

る
爲
め

と
同
檬

に
、
古
代
諸
國
若
く
は
近
代
諸
國

の
何

れ

か
に
も
遍

歴
を
行

ふ
必
要
は
な
か
つ
た
。

彼
れ

〔
マ
ル
サ

ス
〕

は

こ
の
目
的

の
關
す

る
限
り

で
は
、
内

に
留
ま

つ
て
ゐ

て
も
よ

か

つ
た
、
そ
れ

で
目
的
は
充
分

に
達
せ
ら
れ
た

で
あ
ら
う
。

自
然

の
大
法
則
即
ち
需
要

の
普
遍
的
規
制
力

(昏
①
口
巳
く
①
誘
薗
ξ

器
、

鵬
巳
舞
ま
㈹
u
。
類
巽

。
{
昏
㊦
号
日
彗
畠
)
よ
り
し

て
、
こ

の
均
衡
は
必
然

に
、
開
獲

さ
れ
た
る
歌
態

の

一
切

の
國

々
i

古

代

の
も

の

た
る
と
近
代

の
も

の
た
る
と
を
問

は
す
、
人

口
が
稀
薄
な
る
と
稠
密

な
る
と
を
問

は
す
ー

に
お
け
る
平
均
的
結

果

で
あ
ら
ね
ば

な
ら
な

い
o
…
…

「
地
球

に
つ
い
て
の
研
究

の
結

果
は
か

う
で
あ
る
。
即
ち
地
球
上

の

一
切

の
地
帯

け
だ
し
数

百
年

と
云
は
す
實

に
籔
千
年
を

経

過
し
た
後

で
は
如
何
な

る
廣

さ
の
地
帯
も
除

外
さ
れ
得
る
も

の
は

一
つ
も
な

い
の
で
ー

を

通
じ

て
、
人

ロ
が
生
産

可
能
な

る

食
物

の
限
度

に
少
し

で
も
近
付

い
た
と

い
ふ
如
き
地
帯
は
見
出
さ
れ

て
ゐ
な

い
、

と

い
ふ
こ
と

で
あ
る
。
然

り
と
す
れ
ば

、
人

ロ

3)GrayversusMalthus,P.82・



の
進
歩
を
妨
げ
た
も

の
が
食
物

の

一
般
的
不
足

で
あ
る
と
は
如
何

に
し

て
可
能

で
あ

る
か
?

議
論

は
簡

潔
だ
、
だ

が
そ
れ
は
完

の

全

に
決
定
的
で
あ
る
。
L

然
る

に
も

し
も

マ
ル
サ

ス
が
、
人

ロ
は
必
す
食
物

に
よ

つ
て
制
限
さ
れ

る
と

い
ふ

「
結
論

を
も

つ
て
、
た

f
人

ロ
を
養

ふ
べ
き

食
物

の
充
分
な
る
量
が
あ
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
こ
と
を
意
味

せ
し
め
て
ゐ
る

だ
け
な
ら
ば
、
こ

の
利

ロ
ぶ
つ
た
學
読

は
た

f
承
認
す

べ

し

と
述

ぶ

べ
き

に
過
ぎ
ざ

る
自

明

の
こ
と
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
も
し
も

こ
の
結

論
が
、
有
り

さ
う
な

こ
と
だ
が
、
食
物

の
事
實

上

の
量

が
入

口
の
事
實

上

の
高

さ
を
制
限
し
叉
は
規
制
す
る

こ
と
を
確

言
し
よ
う
と
意

固
さ
れ

て
ゐ
る
と
す
れ

ば
、
こ
れ
は
た

野

人

ロ
の
或
る
状
態

、
例

へ
ば
人
間

が
耕
作
者
と
な

る
以
前

の
狩
猟
者

の
状
態

、
若
く
は
事
實
上

の
飢
鯉

の
下

に
働

き

つ
曳
あ
る
或

る
國
民

の
歌
態

、
若
く
は
地
球

の
事
實
上

の
人

ロ
が
も
は
や
そ
れ
を
超

え
て
は
如
何
な

る
附
加
者
を

も
養

ひ
得
な

い
と

い
ふ

一
鮎

に
到
達

せ
る
如
き
場
合
、

に
つ
い
て
の
み
確
言

し
得
る
に
過
ぎ
な

い
。
序

で
な
が
ら
こ

の
最
後

の
場
合
は

、
普
遍
的
且

つ
不
噺

の

飢

鰹

の
歌
態

と
考

へ
て
い

玉
も

の
で
、
こ
れ

こ
そ
は
食

物
読

が
人
間

の

い
つ
も

の
状
態

で
あ
る
と
想
像

し

て
を

る
も

の
に
幾
ら
か

似

た
る
状
態

で
あ

る
だ
ら
う
。
然
し
な

が
ら
、
人
聞
が
耕
作
者

で
あ
り
、
し
か
も
ま
だ
定
員

に
は
達
し

て
を

ら
す
、
そ
し

て
若

干

の
些
細
な

る
例
外
を
除

い
て
は
そ
れ

が
地
球

の
全
地
方
を
包
含

し

て
を
る
、
と

い
ふ
が
如
き

地
帯

に
關
し

て
は
、
推
論

は
誤
り

で

あ
る
。
人

口
は
生
存

の
資
料

に
よ

つ
て
も
、
叉
衣
服

、
住
居

の
資

料

に
よ

つ
て
も
制
限
さ
れ
な

い
。
實
際

、
右

の
結
論

は
自
然

の

結

果
を
逆

さ
に
し

て
、
結

果
を

も

つ
て
原
因

と
し
た
も

の
で
あ
る
。

こ
れ

ら
す

べ
て
の
國

々
に
お

い
て
は
食

物

の
増
加
は
必
然

に

人

ロ
の
増
加

に
よ

つ
て
制
限

せ
ら
れ
る
。
規
制
力
は
後
者

の
手
申

に
あ

る
。
食
物

の
増
加
は
需
要

に
よ

つ
て
指
導

せ
ら
れ

る
も

の

サ
イ
モ
ン
・
グ
レ
イ
の
入
口
論

四

一
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四

二

で
あ
り
、
し
か
も
こ

の
需
要
は
人

ロ
の
欲
望

か
ら
成

り
立

つ
も

の
で
あ
る
。
か
く

て
こ
の
規
制

は
全
燈
と
し
て
人
聞

の
意

思
と
同

様

に
完
全

で
あ

つ
て
、
そ

の
眞

唯
申

に
獲
動
す

べ
き
多
種

多
檬

の
事
情

に
助
け
ら
れ
若
く
は

反
作
用
を

與

へ
ら
れ
な

が
ら

こ
の
規

の

制

を
作
り
得

る
の
で
あ
る
。
L

「
も
し
も
世
界
が
つ
ひ
に
そ

の
定
員

に
達
し

て
鎧
制

が
績

く
も

の
と
す
れ
ば
、

マ
ル
サ

ス
氏

が
何

の
根
擦

も
な
く
現
在
存
す
る
と

想
像
す

る
も

の
が
起
る

で
あ
ら
う
。
人

ロ
は
食
物

の
額

に
よ

つ
て
妨
げ
ら
れ

る

で
あ

ら
う
、
蓋

し
人
間

の
意
思
は
そ

の
規

制
力
を

失

ふ
て
し
ま
ふ
で
あ
ら
う
か
ら
。
需
要

が
供
給

を
規
制

す
る
と

い
ふ
自
然
法
則
は
、
か
く

て
こ

の
場
合
、
覆

へ
さ

れ

る

で

あ

ら

う
。
そ
し

て
何
か
賢
明
な
る
抑
制
が
探
用

さ
れ

る
の
で
な
け
れ
ば

、
結
果
は
、
そ

の
最
悪

の
形
態

に
お
け
る
普
遍
的
窮

困
と

い
ふ

り

恐

る

べ
き

も

の
で
あ

ら

ね

ば
な

ら
な

い
。
」

ヘ

ヘ

へ

「
然
し
な
が
ら
全
艦
と
し

て
、
余

は
」

と
グ

レ
イ
は
論

じ
績

け
る
ー

「
か

の

『
國
家

の
幸
福
』

の
著
者

の
意
見
、
即
ち
人

ロ
の

増
加
ゆ
ひ
か
即
勢
伽
引
ひ
£

蜘
的
趣
動
ゆ
卦
か
か
弁
登
か
か
緬
袖
伶
恥
を
伽
か
ひ
伽
ゆ
み
い
、
御
ゲ
つ
却
m
脚
決
い
3

艇
静

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

へ

に
そ

の
全
き
定
員

に
達
し
な

い
だ
ら
う

、
と

い
ふ
意
見
が
確

か
ら
し

い
と
思
は
ざ
る
を
得
な

い
。
自
然

が
、
人

口
増
加

に
封
す

る

産
兜
力
減

退
的
、
並
び

に
他

の
反
作

用
的
影
響

に
賦
與
し
た
と
こ
ろ
の
傾
向
が
、
人

ロ
の
増
加
す
る

に
つ
れ

て
こ
の
推
測
を
確
設

す

る
や
う

に
見

え
る
。
窮

困

に
向

は
ん
と
す
る
過
度
を
妨
げ

よ
う
と
す
る
如
上

の
様
式

は
自
然

の
普
通

の
諸
様
式

に
、
よ
り
多
く

り

合

致

す

る

も

の

で
あ

る
。
」

か

く

て
グ

レ
イ

は

こ

の
鮎

に
關

す

る

マ
ル
サ

ス
批

判

、

從

つ

て
自

説

の
要

旨

を

記

し

て

曰
く

、

5)
6)

7)
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へ

や

ヘ

ヘ

へ

も

へ

し

も

も

ヘ

ヤ

も

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

カ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「
こ
れ
を
要
約
す
れ
ば
、
次

の
諸

瓢
が
明
白

で
あ
る
。
即

ち
規
制
力
は
食
物

に
關

し
て
と
同
時

に
人
聞
に
よ

つ
て
準
備

せ
ら

る

瓦

へ

も

る

ヘ

ヘ

へ

も

も

も

ぬ

へ

ゐ

も

へ

も

ヘ

ヘ

へ

で

も

ヘ

ヘ

へ

ぬ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

他

の
何
れ

の
供
給

に
關
し

て
も
、
完

全
に
人
聞

の
所
有

に
属

し

て
ゐ
る
こ
と
、
食

物
は
結
婚

の
数
を
規
制
す

る
に
そ
れ
自
身

に
特

有

な
る
、
若
く
は
他

の
種
類

の
流
通
罷
と
共
有

せ
ざ

る
、
何
ら

の
作
用
を
も
有

せ
ざ
る

こ
と
、
全
饅

と
し

て
、
人

口
量

と
食
物
量

と

の
間

に
は
人

口
と
住

宅
と

の
闇

、
人

ロ
と
衣
服
と

の
聞

、
等
に
お
け
る
と
同
様
に
均
衡
が
存

す
る
と

い
ふ
こ
と
、
食
物

の
量

は

全
然

、
耕
作

に
從
事

せ
る
勢
働
者

の
敷

に
よ
つ
て
規

制
せ
ら
る

、
も

の
で
あ
り
、

し
か
も
こ

の
勢
働
者

の
激

は
す

べ
て
の
他

の
場

合

に
お
け
る
と
同
檬

に
人

ロ
の
需
要

に
よ
つ
て
調
整

せ
ら
る

、
も

の
で
あ
り

、
從

つ
て
食
物

は
需
要

せ
ら
れ

た
る
如
何
な
る
量

に

お

い
て
も
供
給

さ
れ
得
る
も

の
で
あ

る
こ
と
、
人

ロ
は
食
物

の
豊
富

に
從

つ
て
急

速
に
増
加
す
る
ど

こ
ろ
か
實
は
食
物

の
過
多

に

よ

つ
て
妨
げ

ら
れ

、
そ
し

て
生
活
態
度

が
釜

ヒ
節
約

的
と
な
り
且

つ
む
し
ろ
歓
乏
歌
態

に
接
近
す
る

に
比
例

し
て

一
暦
急
速

に
増

加
す

る
も

の
で
あ

る
こ
と
、

一
地
方

に
お
け

る
人

ロ
の
量
は
決
し

て
そ

の
地
方

に
生
産

せ
ら
る

」
食
物

の
量

に
よ

つ
て
規

制

せ
ら

る

玉
も

の
で
な

い
こ
と
、
人

ロ
は
た
し
か
に
そ
れ
自
身

の
中
に
矯

正
的
作
用
力
を
含

む
秀

の
で
、
こ

の
作

用
力

は
人

ロ
が

一
層
濃

密

と
な
る

に

つ
れ

て

一
暦
強
大

と
な
り
な
が
ら
、

い
つ
か
そ

の
全
き
定
員

に
達
す

る
と

い
ふ
如
き

こ
と
を
妨

げ

る

で

あ

ら

う

こ

と
、
だ
が
然

し
最
後

に
、

い
つ
か
は
そ

の
定
員

に
達

せ

孤
ば
な
ら
ぬ

に
し

て
も
か

玉
る
歌
態

に
達
す
る
ま

で
は
、
規
制
力
は
グ

レ

イ
氏

の
主
張
す
る
如
く

人

ロ
に
あ
ら

ね
ば
な
ら
す

、

マ
ル
サ

ス
氏

の
想
像
す

る
如
く
食
物

に
あ

つ
て
は
な
ら
な

い
と

い
ふ
こ
と
、

め

こ
れ

で
あ

る

。
L

ー

右
は

「
グ

レ
イ
氏

の
確
言
す

る
如
く
人

ロ
が
食
物

を
規
制
す
る
か
、
そ
も
又

マ
ル
サ
ス
氏

の
主
張
す
る
如
く
食
物

が
入

ロ

サ
イ

毛
y
・
グ

レ
イ
の
人

口
論

四
三
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四
四

を
規
制
す

る
か
7
.」
と
題

せ
る
第

二
著
第
二
編

の
結
論

で
も
あ
る
。

グ

レ
イ

の
所
見
は
、

こ
れ

以
上

い
か
ほ
ど
多

く

の
引
用
を
附

け
加

へ
る
と
も
右

に
表

現
せ
ら
れ
た
る
と

こ
ろ
以
上

に
は
出

で
得
な

い
。
た

穿
筆
者

は
更

に
次
節

に
お

い
て
紹
介
す

べ
き
グ

レ
イ

の
人

口
増
加
結

果
論

に

つ
な
が
り
を
附
け
る
意
味
を
含

め
て
、
彪
大
な
る
第

一
著

『
國
家

の
幸

幅
」

よ
り
次

の

一
節
を
引
く

こ
と

に
し
よ
う
。
即
ち
こ

の
著

の
第

六
編
第

三
章

は

「
人

ロ
が
食
物
を
規
制
す
る
か
、
そ
も
又
食
物

が
人

口
を
規
制
す
る
か

?
・」

と
題

さ

れ
て
ゐ
る
が
、
そ

の
結
論

は
か
う
で
あ
る
。

へ

も

も

う

も

ヘ

へ

ぬ

「
諸
事
惰

の
こ
の
分
析

よ
り

し
て
自

然

に
お
け

る
事
實
は
明
白

に
次

の
如
く

樹
立

せ

ら

れ

て

ゐ

る
。
即
ち
人

ロ
が
食
物
を
規

制

ヘ

へ

ぬ

も

ヘ

ヘ

へ

ゐ

リ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

う

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

し
、
食
物

が
人

口
を
規
制
す
る

の
で
は
な

い
こ
と
、
食
物

の
進

歩
は
偶
獲
的
な
不
規

則
は
例
外

と
し

て
、
人

ロ
の
進

歩

に
ょ
つ
て

へ

も

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

あ

へ

あ

へ

も

も

へ

も

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

カ

へ

も

も

ヘ

ヘ

ヘ

カ

も

ら

も

も

ヘ

ヘ

ヘ

へ

む

へ

も

も

及
び
そ

の
人

口
の
熟
練
と
勤
勉

と
に
よ
つ
て
惹

き
起

さ
れ
る
こ
と

,
換
言
す
れ
ば
食
物

の
増
加
率
を
規

制
す

る
も

の
は
、
緩
急

い

も

へ

も

ぬ

ヘ

へ

も

ヤ

ヘ

ヘ

へ

リ

ヘ

ヘ

セ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

つ
れ
た
る
を
問

は
す

人

ロ
の
増
加
傘

で
あ
る

こ
と
、
こ
れ

で
あ
る
。

反
ポ

ピ

ユ
レ
イ

シ
ョ

ニ
ス
ト
と
と
も

に
こ

の
逆
を
想
像
す
る

は
完
全

に
事
柄
を
見
誤

る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ

は
原
因
を
し

て
結

果
を

で
は
な
く
、
結
果
を
し

て
原
因
を
規
制

せ
し
め
る

こ
と

で

あ
る
。
人

ロ
の
増
加
は
原
因

で
あ
り

、
食
物

の
増
加
は
こ

の
原
因

に
よ

つ
て
作
り
出

さ
れ
た
る
結

果

で
あ
る
。
人

ロ
は
食
物
を
、

少
く

と
も
人

口
自
身
と
等
し

い
率

で
、
し
か
し

一
般

に
は
こ
れ
よ
り
も
高

い
率

で
、
推

し
進
め

て
ゆ
く
。

だ
が
食
物

は
、
も
し
何

か

の
事
情

に
基

い
て
常
な

ら
す

人

ロ
の
普
通

の
率
を
超

え
る
こ
と
が
あ

る
と
し

て
も
、
漸

次
後
者

に
低
下
す
る
で
あ

ら
う
。

「
こ

の
事

よ
り
し

て
、
そ
れ
ら

の
場
所

に
お

い
て
注
意

せ
ら
る

べ
き
多
く

の
愉
快
な
る
且

つ
興
味
あ
る
結
論

が
出

で
來

た
る
。

こ

と
で
は
右

の
こ

と
か
ら
推
論

せ
ら
れ
た
る
璽
要
な
る
政
治

的

一
眞

理
を
述

べ
る

の
が
至
當

で
あ
ら
う
。
即
ち
附

加
的

に
耕
作
を
進



め

て
ゆ
く
爲
め

に
は
、
内

地

に
お

い
て
か
或

ひ
は
諸

君
が
そ
れ

と
取
引
を
行
う

て
ゐ
る
海
外

の
地
方

に
お

い
て
か
、
そ

の
何
れ
か

の

に
お

い
て
人

口
を

換
言
す
れ

ば
消
費
者
を
-

増
加
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ

る
。
L

人

ロ
の
増
加
を
そ

の
ま

」
直

ち

に
需

要

の
増
加
、
從

つ
て
供
給

の
増
加
、
從

つ
て
叉
國

民
富
裕

の
増
大
と
考

へ
る
こ
と
か
ら
、

人

ロ
の
増

加
を
謳
歌

せ
ん
と
す

る
典
型
的
な
る
ポ

ピ

エ
レ
イ

シ
ョ

ニ
ス
ト
と
し

て
の
グ

レ
イ

の
立
場
は
す

で
に
明
瞭

で
あ
る
。
全

腱
的
評
債
は
な

ほ
こ
れ
を
後

に
ゆ
づ
り
な
が
ら
、
更

に
進

み
て
グ

レ
イ

の
人

ロ
増
加
作

用
論
、
及
び
次

い
で
は
將
來

の
豫
想
観
を

紹

述
す

る
で
あ

ら
う
。七

、
人

口
増
加

の
作
用
論

人

口
の
増
加

は
先
づ
何
故

に
富

裕

の
増
大
と
な
る
か
?

グ

レ
イ
は
そ

の
第

一
著

の
初
め

に
展
開

し
た

る
需
要
理
論

に
關
聯

せ

し
め
て
、
こ
の
間

ひ
に
次

の
通
り

に
答

へ
て
ゆ
く

。

「
人

ロ
稠
密
な

る
こ
と

の
、
及
び
増

加
し

ゆ
く
人

ロ
の
致
富
的
作

用
、
若
く

は
所
得

の
平
均
額
を
増
加

せ
ん
と
す
る

こ
れ

ら

の
も

の

の
傾
向
は
、
た

穿
に
異
な
る
國

々
を
比
較
す

る
こ
と
に
よ

つ
て
の
み
な
ら
す
、
同

じ
國

の
異
な
る
地
方

を
比
較
す

る
こ
と

に
よ

つ
て
も
見
ら
れ
る
。
人

ロ
稀
薄
な
る
地
方
は
、
若

干

の
格
別
な
る
事
情

に
あ
る
場
合

は
除

い
て
,
普
通
は
人

ロ
の
よ
り
稠
密
な
る

地
方
よ
り
も

よ
り
貧
困

で
あ
る
。
都
市
人

口
の
大
衆
も
亦
田
舎

の
大
衆

よ
り
は
富
ん

で
ゐ
る
、
或

ぴ
は
所
得

の
よ
り
大
き

い
額
を

サ
イ
モ
ン
・
グ
レ
イ
の
入
口
論

四
五

9)HapPinessofStates,PP.445-446・



四
六

分
け
合

つ
て
ゐ
る
。

か
く

て
、
他

の
事
情

に
し

て
ひ
と
し

い
限
り
、
あ
る
都
市

の
人

ロ
が
他

の
都

市

の
そ
れ
よ
り

も
よ
り
稠
密

で

あ

る
こ
と

に
比
例
し

て
、
前
者

の
人

口
は
よ
り
多
く
富

ん
で
ゐ
る

の
で
あ
る
。
…
…

「
約
言
す
れ

ば
、
人

ロ
の
増
加
は
、
よ
し

ん
ば
賞
手

の
増

加
に
な

ら
う
と
も
、
買
手

の
増
加

で
あ
る
。
從

つ
て
こ
の
本
質

よ
り
し

て
人

ロ
の
増
加
は
、
多
様
な
る
流
通
者

の
聞

に
お
け

る
購
買

の
能
力
を
減
す

る
方
向

に
向

ふ
代
り

に
、
大
衆

の
聞

に
お
け
る
そ

の

能

力
を
増
加
す
る
こ
と
に
有
力

に
作
用
す

る
。
流

通
腿
を
使
用
す

る
こ
と
は
、
そ
れ
を
減
少

せ
し
め
た
り
或

ひ
は
総
額
か
ら
控
除

し
た
り
す

る
ど

こ
ろ
か
、
断

え
す
累
進
的
比
率

で
こ
の
総

額
に
添
加
し

て
ゆ
く
。

「
か
く
し
て

一
般

に
、
人

ロ
の
各

々
の
増
加
が
全
髄

に
よ
つ
て
分

た
れ
た

る
所
得

の
平
均
額
を
増
加
す
る

に
傾
く
こ
と
は
眞
實

で

あ
る
。
然

し
こ
れ
は
、
人

ロ
の
各

々
の
均
等

の
増
加

が
流
通
艦
叉
は
富

裕

の
均
等

の
増
加
を
生
ぜ
し
む

る
こ
と
を
確
言
し

て
ゐ
る

の
で
は
な

い
。
後
者

の
増
加
牽
は
人

口
の
性
格

と
特
殊

の
諸
事
情

、
並

び

に
こ
れ
ら

の
も

の
が
交

互
的

に
與

へ
合

ふ
と
こ
ろ

の
刺

め

戟

の
量
、

に
よ

つ
て
著
し
く
左

右
さ
れ

る
も

の
で
あ
る

の
で
、
こ

の
率

は
紐
雄
数
の
攣

化
を
容
認

す
る
。
…
…
」

「
人

ロ
の
多
寡

に
從

つ
て

一
國

の
富

の
比
例

に
大
小

の
あ
る

こ
と
が
見
出

さ
れ
る

で
あ
ら
う
。

蓋
し
、
吾

々
の
見
た
や
う

に
、
流

通
者
激

に
お
け

る
増
大

の
自
然
的
傾
向
は
、
流

通
騰

の
平
均
量
叉
は
彼
等

の
闇

に
課
す
る
手
段
を
、
増
加
す

る
に
あ
る
か
ら

で
あ

る
。

但
し
こ

の
こ
と
は
、

一
國

民
の
自
然

的
事
情

と
性
格
と
が
右

の
量
を
規
制
す
る
瓢

で

一
大
作
用
を
爲
す
も

の
と
確

言
し

て
ゐ

る

の
で
は
な

い
。

「
人

ロ
の
黙

で
は
他

の
國
民

の
牛
分

叉
は
三
分

の

一
に
し
か
達
し
な

い
で
、
し
か
も
、
自

然
的
叉
は
生
得
的
な
諸
利
釜
及
び
佳
民

1)HapPinessofStates,PP.31-33.



の
よ
り
勝
れ
た
る
活
動
力
と
勤

勉
と

の
爲
め

に
、
富

の
瓢

で
は
よ
り
大
な

る
比
例
を
有

す
る
と

い
ふ
如
き
若
干

の
國

民
は
あ

る
。

だ
が
然

し
、
同

一
の
事
情

に
あ
り
且

つ
同

一
の
性
格
を
有
し
な

が
ら
、
た

f
人

口
の
黙

で
の
み
異

な

つ
て
ゐ
る
如
き
二

つ
の
國
民

を
假
定
せ
よ
。
人

口
数

の
よ
り
大
な
る
國
民

に
お

い
て
は

一
様

に
富
者

の
比
例
が
よ

り
大

で
あ
り
、

か
く

て
人

口
の
増
加

が
急
速

と
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
こ
れ

ら

の
富
裕
な

る
個

々
人

の
増
加

は
釜

ミ
急

速
と
な

る
で
あ

ら
う
。
そ

の
人

ロ
の
時
期
を
異

に
す

る
同

一
國

民
に

つ
い
て
も
事
柄
は
同
じ
で
あ
る
。

そ
れ

が
僅

か

に
四
百
萬
人
し
か
包
容
し

て
ゐ
な

い
時

に
は
、
六
百
萬
人

に
の
ぼ
つ
て

ゐ
る
時

に
比
し

て
、
富
者

は
比
例
的

に
よ
り
少
数

で
あ
ら
う
。

叉
そ
れ

が
八
百
萬

人

に
達
し

て
ゐ
る
時

に
は
、
前

に
六
百
萬
人

で

あ

つ
た
時

よ
り
も
i

比
率

の
増

大

に
從
う

て

富
者

は
な
ほ

一
暦
天

な
る
比
例
を
占
め
る
で
あ
ら
う
。
例
解

の
爲

め
に
多
数

の
例
か
ら

一
つ
を
引

い
て
來
る
と
、
國
民
数

が
四
百
萬
人
し
か
な
か

つ
た
時

に
は
、
そ

の
國

民
中

の
相
當

の
商
人
叉
は
銀
行
家

の

年

々
の
所
得

が
例

へ
ば
年
千
二
百
膀
を
超

え
な

い
で
あ
ら
う
。
從

つ
て
彼
等
は

彼
等

の
主
任
番
頭

に
年
百

五
十
確

以
上
を
與

へ
る

こ
と

が
出
來
な

い
。
〔
然

る

に
〕
八
百
萬
人

の
時

に
は
、
こ
れ

ら
の
階
級

が
以
前

の
比
例

に
從

ふ
よ
り
も

よ
り
多
数
と
な
る
ば
か
り

で
な

く
、

こ
れ

ら

の
人

々
の
平
均
的
年

所
得
も
年

三
千
膀

叉
は
四
千
膀

に
上
り
、
從

つ
て
彼
等
は
彼
等

の
主
任
番
頭

に
年
四

百
膀

叉

は
五
百
確
を
與

へ
る
、
と

い
ふ
風

に
人

ロ
の
増
加

に
從
う

て
、
増

大
し
ゆ
く

比
例

で
進
行
す

る
で
あ
ら
う
。

こ
の
後

の
時
期

に

お

い
て
は
、
商

人
及
び
銀
行
家

の
主
た
る
番
頭
達

か
ら
成
り

立
つ
と

こ
ろ

の
新

た
な
る

=
口田
裕
階
級

が
現

は
れ

る
。
そ

の
他

の
新

た
な

る
富
裕
階
級
も
掲
げ

て
よ
か
ら
う
。

と
れ
ら

の
階
級
は
そ

の
先
行
者

達

の
如
く
、
よ
り
安
贋

な
る
愉
樂

に
自
ら
を
拘
束
す

る

こ
と

の
代
り

に
、
少
し
は
奢
修

に
身
を
委
ね

る
こ
と
が
出
來

、
か
く

て
彼
等
は
流
通
艦

の
量
を

、
或

ひ
は
附
加
的
所
得

の
手
段

を
、

サ
イ
モ
ン
・
グ
レ
イ
の
入
口
論

四
七



四
八

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

増
大

せ
し
む
る
こ
と

に
助
成
す

る

の
で
あ
る
。
要
す

る
に
、
人

ロ
の
増
加
は

、
富

の
生
産

に
及
ぼ
す

そ
の
影
響
が
た

穿
飴
り

に
竜

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

へ

も

も

ヘ

ヘ

へ

わ

看

過
せ
ら
れ

て
來
た

と
は

い
へ
、
富

の
恒
久
的
増
加

の
大
な
る
、
實
際
唯

一
の
、
本
來

的
原
因

で
あ
る
。
L

然

ら
ば
人

ロ
の
増
加
は
、

マ
ル
サ

ス
の
注
意

せ
る
如
く

に
貧
困
と
結

び

つ
く
事
實
は
な

い
か
、
殊

に
十
九

世
紀
初
頭

の
イ
ギ
リ

ス
の
状
態
は
ど
う

で
あ

つ
た
か
?
・

グ

レ
イ
は
肚
會
大
衆

の
貧
困

の
事
實

に
必
す

し
も
目
を
蔽
う

て
ゐ
な

い
。
し

か
し
そ

の
読

明

す
る

と
こ
ろ
は

か
う

で
あ
る
。

「
人

ロ
の
増
加
は

必
然

に
流

通
饅

の
新

種
目
を
創
造
し
、
そ
し
て
む
ろ

ん
富

裕

の
源
泉

に
附
加
す
る
傾
向
が
あ
る

の
で
、

一
般
的

結
果

は
全
艦

と
し

て
富
裕

の
増
大

で
あ
ら
う
。
然

し
な
が
ら
流
通
禮

の
こ
れ

ら
の
新

種
目
が
人
間
を
据

ゑ
つ
け
る
と

こ
ろ

の
地
位

の
攣

化
の
檜
大
は
、
よ
り
多
く

の
流

通
者
を
失
敗

の
危
瞼

に
さ
ら
す

で
あ

ら
う
。
取
引
者

の
愼

重
さ

に
も
拘
ら
す

、
な

ほ
か
っ
、

軍
な
る
移
輻
事
件
の
よ
り
大
な
る
攣
化
が
生
す
る
で
あ
ら
う
。
流
通
者
間
に
お
け
る
性
格
の
自
然
的
相
違
1

そ
れ
は
種
々
異
な

つ
た
生
れ
つ
き

の
性
向
と
人
闇

の
心
情

に
お
け
る
元

々
の
不
等
と

に
由

來
す

る
も

の
で
、
本
質
的

に
は
攣

へ
る
こ
と

が
出
來
な

い

ー

を
考
慮

に
入
れ

る
な
ら
ば
、
吾

々
は
多
歎
者

の
間

に
お
け
る
不
謹
愼

と
、
そ
し

て
勿
論

そ
の
す

べ
て
の
結

果
と
を
豫
期
し
な

け
れ
ば
な

ら
な

い
。

こ
れ
ら

の
生

れ

つ
き
の
性
向
や
元

々
の
不
等
は
疑

ひ
も
な
く
、
全
腱

と
し

て
は
大

い
に
、
杜
會

の
幸
幅
を
促

進

す
る
傾
き
が
あ
る
、
然
し
そ
れ
は
偶
獲
的
な
諸
悪
を
も
作
り
出
す

の
で
あ
る
。

も
し
も
イ
ギ
リ

ス
が
人

ロ
と
富
裕

と
の
増
加
を

績
け

て
ゆ
く
と
す
れ
ば
、
不
蓮
な

人

々
と
不
身
持
ち
な
貧

民
と

の
爾
者

を
扶
養
す

る

の
員
憺

が
増
加
し

て
ゆ
く
こ
と
を
豫
期
し
な

け
れ
ば
な

ら
な

い
。
吾

々
は
こ

の
悪
を
部
分
的

に
抑

止
す
る
こ
と
は
出
來

る
、
だ
が

こ
れ
を
取
り
除
く

こ
と

は

決

し

て
出

來

な

2)HapPinessofStates,PP.124-125・



ハ
い

。
」

i

い
か

に
忽
耐

強
き
讃
者
を
本
稿

の
筆
者

は
初

め
か
ら

「
豫
期
」
し

つ

、
あ

つ
た

に
し

て
も
、
こ

玉
で

一
言

の
評
註
を
グ

レ

イ

の
所
論

に
加

へ
ざ
る
を
得
な

い
。
グ

レ
イ
の
眼
前

に
は

「
不
幸
」

と

「
貧
困
」

と
は
確

か

に
あ

つ
た
。
然

し
こ

の
事
實

は
彼
れ

の
目

に
は
た

f
、
「
愼
重

さ
」

の
訣
如
と
し
て
、
「
不
身

持
ち
」

の
結
果
と
し

て
の
み
映

つ
た

の
で
あ
る
。
古
典
派
諸
學
者

に
共
通

し
た
る
根
本
性
格

の

一
つ
と
し

で

の
、
多

か
れ
少
な
か
れ
杜
會
腿
制

へ
の
洞
察

の
訣
如
を
、
グ

レ
イ
は
右

の

一
丈

に
お

い
て
最
も

露

骨

に
表
は
し

て
ゐ
る
。
同
時

に
叉
、
か

Σ
る
意
味

に
お
け

る

「
諸
悪
」

の
根
絶
を
絶
望
視
し

て
ゐ
る
瓢

に
お
い
て
グ

レ
イ
は
、

後

代

の
學
論
史
家

が
彼
れ

に
冠
す

る

「
樂
槻
論
者
」

と

い
ふ
名

構

に
お
よ
そ

正
反
封

の
態
度
を
表
明
し

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
と
も
あ
れ
、
グ

レ
イ
は
右

一
文
を

記
し
込
み
た
る
第

二
著
第
四
編

i

「
人

ロ
は
増
加
す

る
場
合

所
得

と
富

と
の
平
均
額
を
増

す

傾
き
が
あ
る

か
、
そ
れ
と
も
減
す
る
傾
き
が
あ
る
か
?
」

と
題

せ
る
ー
ー
-を

次

の
記
述
を
も

つ
て
結
ん

で
ゐ
る
。

「
要
約
す
れ
ば
、
人

口
の
増
加

は
大
衆

の
欲
望
を
増

大
し
加
倍
す

る
こ
と

に
よ

つ
て
、
富
裕

の
奮
源
泉
を
擾
大
し
、
新
源
泉
を
創

造

し
、
以
つ
て
こ
の
大
衆
を
し

て
彼
等

の
欲
す

る
物
を
益

ζ
豊
か

に
獲

得
す

る
を
得

せ
し
め
る
。

そ
れ
は
新

た
な
る
諸
階
級
を
作

り
出

し
、
か
く

て
断

え
す

平
均
的
需
要
を
援

大
し

て
ゆ
く
。

そ
れ

は
漸

次

に
債
格

の

一
般

率
を

、
即
ち
事
實

上
、
種

々
な
る
階
級

の
所
得
を
高

め
る
。
人

口
の
増
加
か
ら
生
す

る
と

こ
ろ

の
富
裕

の
増
加

は
、
た

野
に
個
人
當
り

の
蕾
比
率

に
從

ふ
の
で
は
な
く
、

實

は

、
人

口
が
釜

ミ
密
集

し
そ
し

て
人
数

の
増

加
が
釜

ミ
急

速
と
な

る
に

つ
れ

て
釜

ミ
膨
脹

し
ゆ
く

が
如
く

に
見

え
る
比
例

に
從

う

て
増
大
を
績
け

る
の
で
あ
る
。
他

方

に
お

い
て
、
人

ロ
の
減
少
は
必
す

、
流
通
艦

的
力

へ
の
刺
戟
を
減
す

る
こ
と
に
よ
つ
て
沈
滞

サ
イ
モ
ン
・
グ

レ
イ
の
入
口
論

四
九

3)GrayversusMalthus,PP.266--267.



五
Q

(9
告
⑦
領
。
跳

8
)
を

惹

き
起

し

、

そ

し

て
貧

困

を

作

り
出

す

。

す

べ
て
自
然

的

た

る

と
人

爲

的

た

る

と
を

問

は
す

、

お

よ
そ

人

口

の

蓄
積

(昏
①
9。
。
2
B
三
昌

。
口
。
{
噂
ε

口
寓

隅。
昌
)
を
妨

ぐ

る
傾

き

の
あ

る
事

情

は

一
様

に
ー

そ
れ

が
効

果

的

た

る

を

示

す

限

り

は

1

富

裕

の
進

歩

を
妨

ぐ

る
傾

き
が

あ

る
。
…

…

「
こ
の
論
題

に
つ

い
て
の

『
國
家

の
幸
幅
』

の
二

つ
の
根
本

學
読

は
、
か
く

て
次

の
如
く
明
白

に
樹

立
さ
れ

て
ゐ
る
。
即
ち

一
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

あ

へ

も

ヘ

へ

リ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

あ

ヘ

ヤ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヤ

へ

も

ヘ

へ

『
人

ロ
の
増
加
は
富
裕

の
恒
久
的
増
加

の
大
な
る
、
實
際
唯

一
の
本
來
的
原
因
で
あ
る
』
こ
と
、
而
し

て
二
、
『
流

通
者

の
数

に
お

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ぬ

ヘ

ヘ

ヘ

マ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

け
る
各

々
の
増
加

は
富
裕
を
増
す
傾
き

が
あ

る
、
し
か
も
そ

の
増
加
た
る
や
軍

に
以
前

の
分
配
分

の
卒
均
量

に
從
ふ
だ
け
で
は
な

あ

へ

も

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

へ

も

へ

ね

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

あ

へ

も

へ

も

ゐ

へ

も

へ

も

ヘ

へ

く
、
新

た
な
る
人
数

に
比
例
し

て
増
大

し
た
る
新

た
な

る
平
均
量

に
も
從

ふ
の
で
あ
る
。
』
後

者
は
實
際

の
流
通
中

に
お
け
る
前
者

め
現
實
的
結

果
で
あ
る
。
人

口
の
増
加

に
お
け

る
富
裕
増
大
的
作
用
は
か
く

て

一
つ
の
明
白
な

る
自
然

原
理

(㊤
。
冨
錠

℃
ユ
幕
ぢ
冨

の

o
臨
口
彗
霞
o)
で
あ
る
。
」

一
八
二
〇
年

の
第

三
著

、
即

ち

マ
ル
サ

ス
に
宛

て
た

る
公
開
書
簡

に
お

い
て
、
グ

レ
イ
は
依
然

と
し
て
こ
の
黙

を
力
調

し
て
ゐ

る
。
併

せ
見

る
べ
き
資
料
と
し

て
、
「
食
物
主
義

及
び
反
人

ロ
主
義
學
論
」
と
題

せ
る
そ

の

一
節

を
左

に
課
出
し

て
お
か
う
。
曰
く
、

「
私

が
貴

下

〔
マ
ル
サ

ス
を
指
す
〕

の
注
意
を
仰
ぎ
た

い
と
思

ふ
の
は
、
事
實

が

一
様

に
弐

の
こ
と
を

示
し

て

を

る

こ

と

で

あ

ヘ

ヘ

へ

ぬ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

る
。
即
ち
自
然

の
大
法
則

た
る
供
給

に
封
す
る
需
要

の
規
制
力
は
、
供
給

の
如
何
な
る
他
の
部
門

に
封
す
る
と
同
様

に
完
全

に
食

物

に
及
ん
で
ゐ
る
こ
と
、
人

ロ
は
食
物

よ
り
も
速
か

に
増
加
す

る
自
然
的
傾
向
を
有
す

る
ど
こ
ろ
か
實

は
、
過
去
四
千
年

に
わ
た

ゐ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

リ

へ

っ
て
そ

の
増
加
は
後
者

〔
食
物
〕

が
増
加

せ
し

め
ら
れ
得
た
比
率

に
少
し
も
近
づ
か
す
、
お
そ
ら
く
四
二
〇
封
三
〇
ぐ
ら
ゐ

に
も

曝
4)GrayversusMalthus,PP.281-一 一282。 傍 瀦 原 丈.



達
し
な
か

つ
た

と

い
ふ
こ
と
、
更

に
人

ロ
に
は
か

」
る
傾
向
が
存

せ
ざ

る
こ
と
の
誰
擦

と
し

て
、
未
だ
開
墾
さ
れ
ざ

る
土
地
又
は

も

へ

耕
作

を
誤

ま

つ
て
を
る
土
地

に
お

い
て
附

加
的
食
物
を
供
給
す

る
爲

め
の
豊
富

な
る
資

料
が
到
る
と
こ
ろ
に
存
し

て
を
ウ
、
ま
た

あ

も

へ

食

物

の
供
給
者

の
自
然

的
不
足
が
存
す

る
こ
と
か
ら
で
は
な
く
、
耕
作
方
面

に
お
け
る
雇

傭

の
訣

乏
か
ら
田
含

よ
り
都
市

に
向

つ

て

の
普
遍
的
且

つ
不
断

の
人

々
の
移
佳

が
行
は
れ

て
ゐ
る
こ
と
、
〔
引
用
者

日
ぐ
、
こ

玉
で
は

明

か

に
農
村

に
お
け
る
雇
傭

に
比

し

て
の
人

ロ
の
過
剰
を
承
認
し
、
自

ら
は
意
識
す
る

こ
と
な
し

に
、
雇
傭

に
封
し

て
の
人

口
過
剰

は
生
ぜ
す

と

い
ふ

一
般
的
命
題

と

の
矛

盾
に
、
グ

レ
イ
は
陥

つ
て
ゐ
る
!
〕
、
及

び
食
物
供
給

の
決
定
的
確

認
と
し

て
、
干
均

し

で
全
く
需

要
と
亭
衡

を
保

つ
て
ゐ

ヘ

へ

た

の
で
、
そ

の
債
格

が
平
均
し

て
公
平

で
あ

つ
た

こ
と
、
即
ち
卒
均
牽
を
中

心
に
縢
落
相
牛
ば
し

て
ゐ
た

こ
と
、
こ
れ

で
あ
る
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「
雇
傭

と
富
裕
と

に
關
し

て
は
、
事
實

は

一
様

に
次

の
こ
と
を
誰
明
す
る

に
合

致
し
て
ゐ
る
。
即
ち
人

ロ
の
増
加

は
、
雇
傭
を
減

じ
貧

困
を
産
む

の
傾
向
を
有
す
る
ど

こ
ろ
か
、
雇
傭
と
富
裕
と

の

一
切

の
恒
久
的
増
加

の
大
源
泉

で
あ
る

こ
と
、
一
都
市

、
一
地

方

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

へ

或

ひ
は

一
國

は
、
他

の
事
情

に
し

て
等
し
き
限
り
、
人

ロ
が
稠
密
な
れ
ば
な

る
ほ
ど

一
檬

に
、
釜

ミ
不
断

に
雇
傭

せ
ら
れ
且

つ
よ

り
富

裕

で
あ
り
、
そ

し
て
以
前

の
比
率

で
計
算
し

て
み

て
種

ミ
異
な
る
人
歎
よ
り
も
よ
り
高
き
程
度

で
保
誰

す

る

で
あ

ら

う

こ

と
、
人

口
が
急
速

に
増
加
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
雇

傭
と
富

裕
と
の
増
加

は
釜

ヒ
急
速

と
な
る
に
反
し
、
人

ロ
の
静
止
歌
態

は
断

え
す

不

況
と
低
債
格
と
を
随
伴

し
、
叉
人

ロ
が
減

退
す
る
場
合

に
は
断
え
す
雇
傭
手
段
と
富
裕
と

の
減
少
、
並
び

に
商
業

的
企
業

の
破

滅

的
衰
微

が
現
は
れ
る
こ
と
、
更

に
、
人

ロ
の
最
も
稠
密
な

る
欣
態

に
お

い
て
屡

ミ
見
出

さ
る

」
貧
困

の
増
加
は
、
佳

民
稀
薄
な

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ゐ

へ

る
國

々
に
お

い
て
非
常

に
普
遍
的
な

る
貧
困

の
如
く
雇
傭
手
段

の
不
足
か
ら
護
出
す
る

の
で
は
な
く

て
、
實

は
富

裕

の
産

み
出

し

サ
イ
モ
ン
・
グ
レ
イ
の
入
口
論

五

一



五
ニ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

う

ヘ

ヘ

へ

リ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

勝

ち
な
不
身
持
ち
と
不
謹
愼
な
習
慣
か
ら
護
出

し
、
及
び
叉
か

』
る
欣
態

の
下

で
は
青
年

の
大

部
分

が
、
本
來

、
最

も
豊
富
な
る

雇
傭

が
存
す

る
歌
態

の
下
に
あ

つ
て
さ

へ
人
生

の
成
功
を
確
保
す

る

に
必
要
な
る

べ
き
謹
直
な

、
節

約
的
な
、
蓄
積
的
な
習

慣

の

形
成
を

示
さ
ん
が
爲
め

の
も

の
と
し
て
、
非
常

に
早
く

か
ら
就
職

し
且
つ
酬
は
る

曳
と
こ
ろ
非
常

に
豊

富

で
あ
る
こ
と
か
ら
獲
出

す

る
こ
と
、

こ
れ
で
あ
る
。

「
も
し
も

こ
れ
ら

の
論
鮎

が
事
實

に
基
礎

づ
け
ら
れ

て
ゐ
る
と
す
れ

ば

而
し

て
確
か

に
そ

の
通
り
基
礎

づ
け

ら
れ

て
ゐ
る
と

の
外
観
を
有
し
て
ゐ
る
が
ー

食

物
主
義
學
論
及
び

反
人

ロ
主
義

の

猫
断

は

自
然

の
配
合

原
理

(昏
①
冒
言
∩乾
①

鼠

ス
僧
言
H①
げ

錠
審
昌
㈹①
ヨ
①
三
。・)

に
矛
盾
す

る
も

の
で
あ
る
。

こ
れ
ら

の
學
説
は
そ
れ
故

に
、
人

口
の
稠
密
な

る
こ
と
が
貧
困
化
的
結
果
を
來
た

す

と
い
ふ
こ
と
に
關
す
る
貴

下

〔
マ
ル
サ

ス
〕

の
人

ロ
原

理
な
り
若
く
は
ア

ァ
サ
i

・
ヤ

ン
グ
、

シ
ス
モ
ン
デ
イ
、
そ

の
他

の
學

読

が
承
認
さ
れ
得
る
前

に
、
保

誰
し
難
き
も

の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
だ
が
然
し
、
私

の
知
る
限
り

で
は
、

い
ま

の
大
問
題

に

關
す
る
最
決
定
的
な
る
作

用
に
も
拘
ら
す

、
右

の
諸
黙
は
未

だ
曾

つ
て
貴

下

に
よ

つ
て
も
、
叉
富

裕
増
大
化
的
作

用
を

否
定
す
る

何

れ

の
他

の
著
者

に
よ

つ
て
も
、
明
確

に
考
察

さ
れ
た

こ
と
の
な
き
も

の
で
、
こ

の
作
用
こ
そ

私
が
人

口
の
増
加
と
本
質
的

に
結

の

び

つ
け
る
所
以
を
示
さ
う
と
努

め
た

の
で
あ

る
。
」

1

同

じ
論
旨
を
幾
度

び
も
反
復
し

つ

玉
あ

る
や
う

に
見

え
る

が
、
以
上

の
諸
論

述
は
す

べ
て
、
雇
傭

と
所
得
、
從

つ
て
國
民

富
裕

に
及

ぼ
す
人

ロ
増
加

の
好
影
響
に
集
中
さ
れ

て
ゐ
る
。
然

し
人

口
増
加

の
好
影
響

は
、
グ

レ
イ

に
と

つ
て
は
、
決
し

て
右

の

側
面

に
の
み
限
定

さ
れ
る
も

の
で
は
な
か

つ
た
。
そ
れ
は
更

に
、
人
聞
精
淋
を
も
改
善

し
、
實

に
あ
ら
ゆ

る
丈
明
進
歩

の
根
本
源

5)Remarksonthe

傍 職 原 丈.
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泉

で
あ

る
と
考

へ
ら
れ

て
ゐ
た
。
第

一
著

の
第

四
編
は
そ
れ
を
次

の
通
り
に
読

い
て
ゐ
る
。

「
人

ロ
の
増
加
は
土
壌

の
開

墾
を
掻
大
し
、
改
良

し
、
そ
し

て
人
闇
を
し

て
氣
候

の
攣
化

に
左
右

さ
る

玉
こ
と
を
釜

≧
少
な
か
ら

し
め
る
。
泪
費
者

の
敷
並

び
に
彼
等

の
流
通
膿

の
平
均
額
を
増
大
す

る
こ
と

に
よ

つ
て
、
人

ロ
の
増
加

は
需
要
を
掻
大
し
、
同
時

の

に
そ

の
需

要

に
慮
ず

る

の
力

を

釜

ヒ
多

く

彼

等

に
賦

與
す

る
。
・…

:
」

「合

の
増
裡

・
謬

参

谷

躍

掌

婁

壇
ぶ

ど
レ
知

謬

鐸

郵

穆

、
謬

零

総

欝

馨

。
そ
れ

へ

も

り

し

は
謄
脚
佃
静
作
用
を
有

す

る

と

同

檬

に
彊
力
な
る
、
自
然
的
な
文
明
化
的
作
用
を
有

し

て
ゐ
る
。

こ
の
文
明
化
的
傾
向
は
、
そ

れ

が
産

み
出
す
流
通
罷

の
増
加

か
ら
起
り
、
叉
人
聞
を
釜

ミ
大
衆

に
結
合
す

る

こ
と
か
ら

起
る

の
で
あ

る
。
」

か
く

て

「
人

ロ
の

わ

増
加

は
丈
明
を
増
大
す

る
正
規

の
大
原
因

で
あ

る
。
」

こ

x
か
ら
グ

レ
イ
は
撒
頁

に
わ
た
り

、
西

洋
文
明

の
進
歩

が
古

代
か
ら
如
何

に
人

口
の
増
加

と
關
聯

し

て
行

は
れ

た
か
を
叙
述

す

る
。

そ
し
て
曰
く

、

「
約

言
す
れ
ば
、
人

口
の
恒

久
的
増
加

は
文
明

の
恒

久
的
大
源
泉

で
あ
る
。

地
方

に
お
け
る
或

る
特
殊
な
る
事
情

は
、
實
際
、
そ

れ

と
共
働
し
た
り
或

ひ
は
そ
れ

に
反
作

用
を
與

へ
た
り
す

る
、
然
し
そ
れ

は
根
本
的
な
且

つ
指
導

的
な
原
因

で
あ
る
。
す

べ
て
の

時
代
及
び
す

べ
て
の
國

々
に
お
け

る
人

ロ
の
歴
史
は
、
そ
れ

が
増
加
的
な
り

し
と
、
静

止
的
な
り
し
と
、
將
た

叉
減
退
的
な
り

し

と
を
問

は
す

一
様

に
、
領

土
と
比
し

て
の
そ

の
率

、
及
び
増
加

・
静

止

・
若
く

は
減
退

に
關
し

て
の
そ

の
歌
態

が
、
文
明

の
規
制

の

者

で
あ

る

こ
と

を

誰

明

し

て

ゐ

る
。
」

サ
イ

毛
ン
・
グ

レ
イ
の
入
口
論

五
三

6)

7)
8)
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五
四

八
、
人
口
壇
加
の
反
作
用
と
將
來
観

以
上

の
人

ロ
増
加
作
用
論

に
關
聯

し
て
興
味
あ
る
グ

レ
イ

の
記
述
は
、
人

ロ
増
加
將
來

の
豫
想

に
關
す

る
も

の
で
あ

る
。
人

ロ

ヘ

へ

め
増
加
が
も
し
も
た

穿

一
方
的

に
の
み
、
即
ち
所
得

と
富
裕
と
に
、
從

つ
て
叉
全
文
明

の
進
歩

に
好
影
響
を

の
み
與
ふ
る
も

の
で

あ
る

と
し
、
そ
れ
故

に
こ
そ
人

ロ
の
増
加
を
熱
狂
的

に
謳
歌
す
る
も

の
で
あ

つ
た
な
ら
ば
、
グ

レ
イ
の
所
論

は
、
と
も
か
く
も
首

尾

一
貫
し
た

で
あ
ら
う
代
り

に
、
か

の

マ
ル
サ
ス
以
前

の
軍
純
な

る
重
商
主
義
的
ボ

ピ

ュ
レ
イ

シ
ョ

ニ
ス
ト
と
全
く
相
分

た
ざ

る

に
至

つ
た

で
あ
ら
う
。
グ

レ
イ
は
然

し
、
富
裕

の
増
加

は
や
が
て

「
奢

修
」
を
促
し
、
或

ひ
は
叉
彼
れ

の
謂
ゆ
る

「
過
食
」
と

「
不

節
制
」
と
を
促

し
、
こ
れ

に
よ

つ
て
人

口
の
増
加

は
そ

の
勢

ひ
を

「
妨
げ
」

ら
れ
る

で
あ
ら
う

こ
と
を
考

へ
た
。

こ
の
こ
と
は
す

で
に
上
來

の
記
述

の
う
ち

に
も
聞

々
散
見

せ
ら
れ
た
と

こ
ろ

で
あ

る
が
、
以
下
、
別

の
個
所
よ
り
そ

の
主
要
論
鮎
を
拾

ひ
集

め

て
、

入

口
増
加

の
好
影
響

の
反
面
及
び
將
來

の
豫
想

に
關
す

る
グ

レ
イ

の
所
見
を
描
出
す

る
こ
と
に
し
よ
う
。

グ

レ
イ
は
先
づ
人

口
増
加

の
好
影
響
を
詮

い
た
直
後

に
、
「
人

口
の
増
加

は
、
然
し
な
が
ら
、
自
然
的

に
奢
修
を
増
す
傾

き
が
あ

め

り
、
從

つ
て
暴
飲
暴
食
と
適
當
な

る
蓮
動
量

の
歓

乏
と
か
ら
獲
出
す

る
諸
悪
を
増
す
傾
き

が
あ
る
。
」
と
注
意
し

て
ゐ
る
が
、
そ
れ

を
補

ふ
詳
細

の
論
述
は
次

の
如
き
も

の
で
あ
る
。

「
今
日

で
は
多
分

、
生
産
す

る
こ
と
の
出
來
る
限
り

と

い
ふ
食
物

の
限
度

ま

で
人

口
が
繁
殖
し

て
ゐ
る
如
き
國
は

一
つ
も
あ

る
ま

い
。
地
球

上

の
莫
大
な
る
部
分

は
ま
だ
殆
ん
ど
人
聞
が
住
ん

で
ゐ
な

い
し
、
残

り

の
部
分

は
、
そ
れ
が
扶
養

し
得

る
人

ロ
の
八
分

夏)HapPinessofStates,P.334.



の

一
ま

で
し
か
繁
殖
し

て
ゐ
な

い
。

そ
れ
故

に
吾

々
は
、
か

つ
て
は
、
往
時

の
奢
修
的
並
び

に
不
生
産
的
な
諸

國

に
よ

つ
て
失

ひ

つ
」
あ

つ
た
か
も
知
れ
な

い
も

の
を

、
新

た
な
る
農
業

的
並
び
に
生
産
的
諸

國
を
以

つ
て
補
給

し
て
ゐ
た
わ
け

で
あ
る
。
然

し
な

が
ら
、

い
つ
の
日
に
か
、
地
球
上

の
隅

々
に
ま

で
人
聞
が
繁
殖
し

、
か
く

て
奮
國
を
援
助
す

べ
き
新
國
も
な
く
、

一
切

の
國

が
奢

修
的
と
な

つ
て
産
見
力
な
き
大
都
市

が
充
満
す
る
、

と

い
ふ
如
き
時

が
到
來
す
る
と
し

て
も
、
人

ロ
は
お
そ
ら
く
増
加
を

止
む

る

に
違

ひ
な

い
。
他
方

に
お
い
て
、
そ

の

一
般

の
不
健
康
な
且

つ
不
生
産
的
な
歌
態
よ
り
し

て
、
人

ロ
は
そ

の
現
歌
を
保
持
す
る

こ

と
す
ら
出
來
な

い
で
、

お
そ
ら
く

は
何
代
も

の
間
急
速

に
減
少
し
、
か
く

て
つ
ひ
に
そ

の
減
縮

せ
る
状
態
か
ら
以
前

の
如
き
増
加

の
新

手
段

が
獲
出
す

る
と

い
ふ
こ
と
に
な
ら
う
。

「
自
然
的

に
入

口
に
反
作

用
を
輿

へ
る
傾
き

の
あ

る
大
原
因
は
、
奢
修
及

び
不
健

康
な
職
業

で
あ

つ
て
、
こ
れ
ら
が
人
類

の
生
殖

力
を
減
ぜ
し
め
、
又
天
壽
を
短
縮
す
る

に
傾
く

の
で
あ
る
。

こ
れ
ら

の
原
因

は
主
と
し

て
大
都
市

に
存
し
、
若

く
は
大
都
市
か
ら

出

で
來

た
る
。
そ
れ
故

に

一
般
的

に
い
ふ
な

ら
ば
、
ま
た
増
減

の
偶
然
的
諸
原
因
が

い
ま
比
較
さ
れ

て
を

る
場
合

々
々
に
つ
い
て

ほ

Ψ
相
似
た
る
も

の
で
あ
る

こ
と
を
假

定
す

る
な
ら
ば
、
増
加

〔
一
國
人

口
の
〕

も
し
有
り

と
す
れ
ぜ
ー

が
規
制

さ
れ

る

の
は
、

一
國

に
お
け
る
大
都
市

の
人

口
が
田
舎

の
人

口
に
封
し

て
有
す
る
比
例

に
よ
る

の
で
あ
る
。
都
市
人

口
の
田
舎
人

口
に
樹

す

る
比
例
が
小
な
る
と
き
は
、
奢

移

の
普
及
と
破
壊
性

と
は
む
ろ
ん
よ
り
少

い
の
で
、
然

る
場
合
増
加
は
急
速

で
あ

る
。
前
者

の

後

者

に
封
す
る
比
例
が
よ
り
大
と
な
る

に
つ
れ

て
、
増
加
は
よ
り
緩
漫
と
な
り
、
か
く

て
あ

る
比
例
黙
を
経
過

せ
る
後

は
、
お
そ

ら
く
人

ロ
を
現
在

の
水
準

で
維
持
す

る

こ
と
す

ら
困
難
と
な
る
時
が
到
來
す

る
の
で
あ
る
。

サ
イ
モ
ン
・
グ
レ
イ
の
入
口
論

五
五



五
六

「
規
則
的
及
び
偶
獲
的

の
人

ロ
減
退
化
的
諸
原
因
は
、
吾

々
が
現
在

イ
ギ
リ

ス
、

フ
ラ

ン
ス
、
そ

の
他
大
部
分

の

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸

國

で
見

る
如
き
、
人

ロ
の
中
年

期

に
お

い
て
す
ら
非
常

に
張
力

で
あ

る
。
從

つ
て
、
よ
し

ん
ば

こ
れ

ら

の
諸
原
因
が
規
則
曲
並
び

に
偶
獲
的

の
人

口
増
加
的
諸
原
因

と
相

匹
敵
し
難

い
も

の
で
あ
る

と
は

い

へ
、
人

ロ
の
よ
り
著
し
く
前
進

せ
る

一
國

に
お

い
て
は

そ
れ
ら

が
充
分

に
匹
敵
す
る
も

の
と
な
る
こ
と
は

、容
易

に
認
め
得
る
と
こ
ろ

で
あ

る
。
人

ロ
の
本
性
よ
り

し
て
、そ

の
増
加
的
諸

原
因

は
、
人

ロ
が
領
土

に
關

し

て
そ
れ
自
身

増
加
す

る
に
つ
れ

て
ー

少
く
と
も
或
る

一
勲
を
過
ぎ

て
か
ら
は
ー

そ

の
勢

力
を

減
じ

て
ゆ
く

に
反
し
、
人

ロ
減
退
化
的
諸
原
因

は
漸
次

に
増
し

て
ゆ
く
。
そ
れ
故

に
余
は
、
人

ロ
は
そ

の
進
歩

に
お

い
て
無
際

限

で
は
な

か
ら
う
、
と
考

ふ
る
こ
と
に
強
く
傾

い
て
ゐ
る
。
生
存
資
料

に
お
け
る
何
か
の
欲
陥
を
豫
想
す

る

こ
と

な

し

に

次

の
事

柄

、
即
ち
地
球
が
定
員
人

ロ
と

い
ふ
如
き
も

の
に
逢
着
す
る
遙

か
以
前

に
、
人

口
減
退
化
的
諸
原
因

が
人

口
増
加
的
諸

原
因
を
相

殺
し
て
飴

り
あ
る
こ
と
と
な
り
、
か
く

て

一
般
的
人

ロ
を
再
び
或

る

一
黙
ま

で
減
ぜ
し
め

て
ゆ
く

で
あ
ら
う

こ
と
、
は
極
め
て
確

わ

實

で
あ

る

と
思

は
れ

る
。
」

ー

讃
ん

で
こ

製
に
到
り
、

ひ
そ
か

に
想

ひ
を
百
年
後

の
、
然
り
現
代

の

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
國

に
馳

せ
寄

す
る

人

が

あ

る

な

ら

ば
、
グ

レ
イ
の
観

察
と
洞
見

と

の
如
何

に
肯
繁

に
當

つ
て
ゐ
た
か
を
承
認

せ
ざ
る
を

得
ま

い
。
た

野
に
そ

の
將

來

の
豫
想
が
適
中

へ

し
た
ば

か
り

で
は
な

い
、
形

に
お
い
て
は
な

ほ
全
く
素
朴

な
る
域
を
脱

し
て
ゐ
な

い
と
は

い

へ
、
グ

レ
イ
は
す

で
に
、
稿
趾
と
文

明

と
の
有
す
る
人

ロ
減
退
化
的
作
用
を
洞
察
す

る

に
よ

つ
て
、
こ

玉
に
現
代
的
人

ロ
理
論

の

一
つ
ー

幅

祉
學
説
i

に

一
先
鞭

を
着

け
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
よ
り

し

て
も
、
筆
者

は
な
ほ
若

干

の
引
用
を
績

け

て
、
上
掲

の
グ

レ
イ

の
所
論
を
補

は
し

2)HapPinessofStates,PP.352--353.



む
る
必
要

が
あ

る
と
考

へ
る
。

都
市

の
不
生
産
性

に
つ
い
て
グ

レ
イ
は
更

に
次

の
如
く
読
明
す
る
。

「
都
市
人

ロ
が
田
舎

人

ロ
よ
り
も
、

い
つ
、
よ
り
少
く
生
産

的
且

つ
健
康
的
と
な
る
か
は
、
籔

で
決
め
る
こ
と
容
易

で
な

い
。
蓋

へ

も

も

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

し

こ
れ

は
特

殊
な

る
諸
事
情

に
よ

つ
て
決
定

さ
れ
る
か
ら

で
あ

る
。
す

べ
て
の
大
都
市

は
、
他

の
事
情

に
し

て
ひ
と
し

い
限
り
、

必
然

に
田
舎

人

ロ
よ
り
も
よ
り
多
く
不
生

産
的

且
つ
不
健
康

的
で
あ

る
。
と

い

ふ

の
は

大
都
市

の
氣
候

は
悪

く
、
奢
修

は
繁
茂

し
、
叉
坐
職

の
職
業

や
雇
傭

や
が

一
般
的

で
あ
る
か
ら
。
然

し
な

が
ら
都
市

の
不
健
康

は
、
そ
の
佳
民

の
現
行

の
職
業

の
性
質
並

び
に
都
市

の
場
所

に
よ

つ
て
増
減
す

る
。
雇
傭

が
主
と
し

て
室
内

の
も

の
、
坐
職
的
な
も

の
、
若
く
は
非
衛
生
的
な
室
氣
を
醸

し

出
す
材
料

の
中
で
す
る
も

の
で
あ
る
場
合

、
叉
こ
れ
ら

の
雇
傭

に
よ

つ
て
得
ら
れ
る
高
賃
銀

が
住
民
を
誘
う

て
過
度

の
食
事

や
心

身
消
耗
的
な
奢
修

や
に
耽
ら
し
む
る
場
合

、
更

に
こ
れ

に
加

ふ
る

に
、
都
市

の
場
所
が
そ
れ
自
身

で
健
康

や
活
力

に
有
害

で
あ

る

場
合

に
は
、
生
産
的
力

並
び

に
生
産
精

力
は
根
祇
的

に
害

せ
ら
れ

る
。
而
し

て
人

ロ
は
、
も

し
規
則
的

に
田
舎

よ
り
す

る
新

鮮
な

る
補
給

に
よ
つ
て
支
援

さ
れ

る
の
で
な
け
れ
ば
、
増
加
す
る
ど
こ
ろ
か
却

つ
て
急
速

に
減

少
す

る
で
あ

ら
う
。
以
上
と
反
封

の
種

類

の
雇
傭

、
生
活
様
式

及
び
場
所
は

、
む
ろ
ん
大
都
市

の
産
免
減

退
的
及
び
不
健
康
な
影
響

に
反
作
用
を
與

へ
る

に
傾
く
で
あ

ら

の
う

。
」

次

に
然

ら
ば

、
都

市

生

活

と
奢

修

に
随

伴
す

る

「
過

食

」

は
何

故

に
人

ロ
減

退

化
的

作

用

を
爲

す

の
で
あ

る
か

?
.

一
見

し

て
、

お

そ

ら

く

は
最

も
奇

異

な
も

の
と
感

ぜ

ら

る

玉
で
あ

ら
う

と

こ
ろ

の
、
グ

レ
イ

の
過

食
減

人

口
論

は

、

マ
ル
サ

ス
の
命

題

を
逆

に

サ
イ
モ

ン
・
グ

レ
イ
の
入
口
論

五
七

3)王IapPinessofStates,P.366.



五
八

し
た
も

の
と
し

て
次

の
如
く
述

べ
ら
れ

る

の
で
あ
る
。

「
食

物

の

一
定
量
は
健
康

と
生
殖
と

に
必
要
で
あ

る
。
然

し

こ
れ
は
、
す

で
に
見
た
通
り
、
ぎ
り

ぎ
り

の
生
存

を
維
持
す
る

に
必

要
な
程
度

の
量
以
上
で
は
な

い
。
夫
婦

が
こ

の
程
度
以
上

に
飲
み
食

ひ
す

る
に
比
例
し

て
、
彼
等

は
諸

病
の
種
を
蒔

き
、
そ
し

て

彼
等

の
生
殖
力
を
減
す

る
。

こ
の
誰

擦

に
、
箪
な

る
必
要
量
以
上

に
は
殆
ん
ど
出

で
な

い
程
度

の
生
活
を

し
て
を

る
各
國

の
下
暦

階
級
は
贅
澤
品

や
奢
修

品
を
消
費
し

て
を
る
階
級

よ
り
も
、
よ
り
健
康

で
、
よ
り
長
壽
を
保

ち
、
そ
し

て
よ
り
多
く

の
子
供
を
産

ん

で
ゐ
る
。
…
…

「
下
暦
階
級

の
勝
れ
た

る
健
康

は
非
常

に
顯
著

で
も
あ
り
、
周
く
承
認

さ
れ

て
ゐ
る
こ
と
で
も
あ
る

の
で
、
例
誰
を
基
げ
る
必
要

は
全
く
な
か
ら
う
。
實
際

、
生
活
上

の

一
般
的
事
實

と
し

て
次
の
こ
と
は
確

言
さ
れ

て

い
玉
。
即
ち
階
級

が
食
事

の
瓢

で
輩
な
る

パ

ン
と
水
と

に
接

近
し
て
ゆ
く

に
比
例
し
て
、

そ

の
階
級
は
よ
り
多
く
健
康
的

で
あ
り
、
叉
階
級

が
高
ま
り
ゆ
く

に
比
例
し

て
そ

れ

は
釜

ミ
少
く
健
康

的
と
な
り
、
か
く

て
つ
ひ
に
最
高

の
階
級

に
達
す

る
。

こ
の
最
高
階
級

で
は
奢
修

の
爲

め
に
生
存

が
何

か

の

種
類

の
煩

は
し
さ

の

一
蓮
績

た
ら
し

め
ら
れ

て
を
り
、
叉

こ

玉
で
は
眞
實

の
健
康
、
心

の
健
康

の
た

つ
た

一
時
間
た
り

と
も
享
有

す

る
も

の
は
少
く
、
酒
を
飲
む

と
き

か
或

ひ
は
何

か
法
外
な
幸
運

の
事
件

で
も
持
ち
上

つ
た

と
き

で
な
け
れ
ば

、
灼
熱

の
精
榊
を

持

つ
と

い
ふ
如

き
人
物
は
滅
多

に
ゐ
な

い
の
で
あ
る
。

「
叉
、
飴
り
注
意

さ
れ
な

い
こ
と
だ
が
、
種

々
な
る
階
級

が
、
主

と
し

て
パ

ン
と
水
と

に
頼
つ

た
生
活
程
度

に
接
近
す
る

に
つ
れ

て
、
よ
り
多
く
多
産
的
と
な

る
と

い
ふ
こ
と
は
眞

實

で
な

い
の
で
は
な

い
。
諸
階
級

が
こ

の
程
度
か
ら
昇

る

に
つ
れ

て
、
生
産
力



〔
生
殖

力
〕

は
減

ぜ
ら
れ

て
ゐ
る
。
吾

々
は
た

悼エ
吾

々
の
隣
人
達

の
聞
を
眺
め
渡

す
だ
け

で

い

玉
。
そ
う
す
れ
ば
、
階

級

が
よ
り

多
く
贅

澤
な
暮

ら
し
を
爲
し

て
を

る

に
つ
れ

て
子
供

の
数

が
か
な
り

一
檬

に
減
じ

て
ゆ
く

の
が
わ
か
る

に
違

ひ
な

い
。
即
ち
、
主

と
し
て
パ

ン
と
野
菓

と
水

と
で
暮

ら
し

て
を
る
人
間

の
子
供
数

十
人
乃
至
十
四
人
叉
は
そ
れ

以
上

か
ら
始
ま

つ
て
、
よ

い
暮

ら
し

を
し

て
を
る
職
人

で
の
三
人
乃
至
六
人

に
至
り
、
そ

し
て
更

に
進

み

て
は
高
級

の
紳

士
や
貴
族

で

の

一
人
乃
至

三
人

に
至

つ
て
ゐ

る
。
特
殊

な
諸
事
情
か
ら
起

る
多
く

の
例
外
は
何

れ

の
階
級

に
習

あ
る

が
、
然

し
何
れ

の
階
級

の
子
供

の
平
均
激
も
、
そ

の
階
級

ね

が
食

事

の
鮎

で
最
低
必
要
物

に
接
近
す
る

に
比
例

し

て
大
小

が
定
ま

つ
て
ゐ
る
や
う
で
あ

る
。
L

「
こ
れ
ら

の
事
實

そ
れ
は

一
切

の
他

の
國

々
、
叉
國

々
の

一
切

の
地
方

に
つ
い
て
も

、
そ

の
人

口
と
食
物

と
が
比
較

さ
れ

る

と
き

に
得
ら
る

」
事
實

と

一
致
す

る
ー

は
、
人

ロ
が
増
加
す
る

の
は
食
物

の
豊
富

に
從

ふ

の
で
は
な
く

、
實

は
或

る
黙
ま

で
は

へ

も

ヘ

へ

あ

あ

へ

も

逆

で
あ
る

こ
と
を
表

示
し

て
ゐ
る
。
普
遍
的
経
験

に
照
ら
し
て
み
て
自
然

の
事
實

は
か
う

で
あ
る
。
即

ち
人

口
の
増
加
は
、
最

低

ヘ

ヘ

へ

り

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

の
必
要
物

に
事
訣

か

ぬ
瓢
ま

で
は
、
ほ

窒
使

用
さ
れ
た
る
食

物
量

と

の
逆
比
例

に
あ
る
と

い
ふ
こ
と
。

一
定
数

の
人
民
が
平
均
し

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

て
消
費
す

る
と
こ
ろ
少

な
け
れ
ば
少
な

い
ほ
ど
、
彼
等
は
手
均
し

て
釜

ミ
速
か

に
増
殖

し
、

叉
こ
れ
と
逆

に

一
定
数

の
人
民
が
浩

め

費

す
る

と
こ
ろ
多
け
れ

ば
多

い
ほ
ど
、
彼
等

は
よ
り
緩
漫

に
増
殖
す
る
。
L

i

こ

」
よ
り
輻

じ

て
グ

レ
イ
は

死
亡
率

に
及
ぼ
す

「
過
食
」

の
影
響
を
詳
論

し
て
曰
く
、

「
そ
れ
故

に
、
も
し
も
人

ロ
稠
密
な

る
國

々
に
お

い
て
、
人
数
よ
り
生
す

る
比
例
以
上

に
多
く

の
子
供

が
死
ぬ
と
す
れ

ば
、
そ
れ

は
よ
り
大
な

る
食

物

の
訣

乏
に
基

く

の
で
は
な
く

て
、
實

は
そ
こ
で
は
食
物
が
よ
り
豊

か
で
あ
り
叉
よ
り
豊

か

に
消
費

さ
れ
る

の

サ
イ
モ
ン
・
グ
レ
イ
の
入
口
論

五
九

4)HapPinessofStates,PP.447--448.

5)HapPinessofStates,PP.454--455.傍 瀦 原 丈 ・



山
ハ
○

で
、
、部
分
的

に
は
食
物

の
よ
り
大
な

る
豊
富

に
基

く

の
で
あ

る
。

こ
の
増
加
せ
る
死
亡
率

の
由

つ
て
來

る
と
こ
ろ
は
、
か

、
る
國

國

に
お

い
て
は
非
常

に
多
く

の
爾
親

が
暴
飲
暴
食

に
耽
り
、
又
よ
り
不
健
康
な
職
業

に
從
事
し
、
從

つ
て
叉
、

よ
り
柔
弱
叉
は
病

質
的
な
る
醗
質
を
そ

の
子
供

に
遺
傳
す

る
こ
と
、
及
び
下
暦

の
家

族
が
大
都
市

に
お
け
る
狡
隆

な
小

路
の
佳
宅

に
、
よ
り
多
く
密

集

し
て
ゐ
る
こ
と
に
あ
る
。
…
…

「
貧

困
階
級

の
子
供

が
富
裕
階
級

の
子
供

よ
り
も
よ
り
多
く

死
ぬ
こ
と
は
眞
實

で
あ

る
。
だ
が
然

し
、
こ
れ

は
盟
〒に
實

数

に
お

い

て
で
あ
る
か
、
そ
れ

と
も

比
例

に
お

い
て
で
あ
る
か
?
・

下
暦
階
級
は
よ
り
多
く
軍
な
る
生
存
物
資

で
も

つ
て
生
活
し
て
ゐ
る

の

で
、
雫
均
し

て
富
裕
階
級
よ
り
も
よ
り

多
く
健
康
的
で
あ
り

、
叉
よ
り
多
く

の
子
供
を
有

し
て
ゐ
る
。
而

し
て
自
然
は
幼
兇

の
大

部
分

に
早

期
死
亡

の
種
を
植

ゑ
つ
け
た
も

の
と
思
は
れ

る
の
で
、
貧
者

は
よ
り
多
く
を
喪
失

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
か
ら
、
よ
し

彼
等
は
同

一
の
比
例

で
失

つ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な

い
と
し
て
も

、
實
歎

に
お

い
て
は
必
然

に
よ
り
多
く
を
失

ふ

こ

と

に

な

る

の

で

あ
る
。

「
…
…
然
し
な
が
ら
、
余

が
翻
察

の
機
會
を
有

し
た
限
り

で
は
、
か
く
も
多
数

の
子
供

が
死

ぬ
の
は
注
意

の

飲

乏

か

ら

で

も

な

く
、
叉
食
物
量

の
不

充
分

か
ら
で
も
な

い
。
そ
れ

は
よ
り
多
く
屡

々
、
食
物

の
過
多
と
、
注
意

の
過
多
と

に
基

い
て
ゐ
る
。
余

の

考

へ
る
と

こ
ろ

で
は
、
子
供
は
吾

々
で
は

一
様

に
、
自

然
と
彼
等
自
身
と

に
放
任

さ
れ
る

こ
と
が
少
な
過
ぎ
る
。

か

」
る
贅
澤
な

食
物

が
與

へ
ら
れ

も
し
な
け
れ

ば
叉

一
般

に
、
都
市

に
お
け

る
同

一
階
級

の
子
供

に
す
ら
與

へ
ら
る

」
程
度

の
多
く

の
注
意

が
興

へ
ら
れ

る
こ
と
も
な

い
田
舎

の
農
夫

の
子
供

の
闇

で
は
、
こ
の
死
亡
率
は
よ
り
少
な

い
。
こ

の
死
亡
傘
を
産

み
出

す
も

の
は
、
疑



ひ
も
な
く
、
自
家

の
若
く
は
乏
し

い
料
理

で
は
な
く

て
、
お
そ
ら
く
或

る
程
度
ま

で
そ

の
逆
で
あ
る
。
L

「
食
物
不
充
分

の
人

口
減
退
化
的
結

果

に
つ
い
て
は
、

理
論
家

達

に
よ

つ
て
多
く
語
ら
れ
た
。
だ
が

然
し

現
實

の
事
實

は

ど

う

か
?
・

も

し
吾

々
が
、
季
節

に
よ

つ
て
か
或

ぴ
は
人
間

の
罪
悪

に
よ

つ
て
か
生
じ
た
る
飢

鐘
を
除
外
す

る
な

ら
ば
、
食
物
量

の
不

・

充
分
か
ら
死
亡
す

る
敷
は
極

め
て
些

々
た
る
も

の
で
あ
る
。
多
分

大
ブ
リ
テ

ン
の
全
版

圖
を
通
じ

て

一
年

に
二
百
人
と
は
實
際

の

鰻
餓
か
ら
死
ぬ
ま

い
し
、
叉
多
分

二
千
人
と

は
そ
の
壽
命

を
食
物

の
不
充
分
か
ら
短
縮
す
ま

い
。
人

口
に
及
ぼ
す

こ

の
結
果

は
、

過
多

に
よ

つ
て
及

ぼ
す
結

果
に
比

べ
て
、

い
か
ほ
ど

の
も
の
で
あ

る
か
?

豊
富

の
産

児
力
減
退
的
作
用

に
よ

つ
て
年

々
生
れ
出

つ

る
こ
と
か
ら
防

止
さ
れ

て
を
る
何
千
人
も

の
外

に
、

い
か
に
多
数

の
人
間

が
事
實
上
、
毎
年

々
々
こ

の
豊
富
か
ら
死
亡
し
、
叉

そ
れ

に
何
倍

か
し
た
る
如
何

に
多
数

の
人
聞

が
そ

の
徐

々
た
る
害
毒

に
よ

つ
て
彼
等

の
天
壽

の
長

さ
を

短
縮

し
て
ゐ
る

こ
と

で
あ

め

る

か

!
」

i

か
く

て
グ

レ
イ
は

、

い
ま
右

に
紹
介

し

つ

曳
あ

つ
た

一
連

の
記
述

に
充
て
た

る
第

一
著

の
第

六
編
第
四
章

「
食
物
量

は
人

ロ
の
進

歩
叉
は
そ
の
増
加
率

に
如
何

に
影
響
す

る
か
?
・」

と
題

せ
る
ー

に
次

の
結

語
を
阻
ハ
へ
て
、
謂

ゆ
る
反
人

ロ
主
義
學

設

に
最
終
的
な
断
案
を
與

へ
ん
と
企
圏
す
る
。

曰
く
、

「
諸

事
實

の
こ
の
分

祈
よ
り
し

て
、

一
國

民

の
大
衆

が
ぎ
り
ぎ
り

の
生
存

に
よ
り
近
き
食
物
量

に
よ

つ
て
生
活
す
る

こ
と
に
比
例

し

て
、

こ
の
國

民
が
よ
り
多
く
健
康

的
且

つ
多
産
的
と
な

る
こ
と
が
明
白

と
な
る
。
反
人

ロ
主
義
學
論

が
慷

つ
て
立

つ
観
念
、
人

白

は
食
物

の
豊
富
な

る
に
慮

じ

て
増

加
す

る
と

い
ふ
観
念
は
、
そ
れ
故

に
根
擦

が
な

い
。
平
均
的
な
過
多
は
、
こ

の
學
説

が
假
定

サ
イ
モ
ン
・
グ
レ
イ
の
入
口
論

山2
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六

二

す

る
も

の
と
は
全
く

反
封
な
結

果
を
産

み
出
す
。
、
入

ロ
に
及
ぼ
す

そ
の
影
響
は
、
増
加

せ
し
む

る
こ
と
で
な
く

て
實
は
減

少

せ
し

む

る
こ
と

で
あ
る
。
大
衆

が
よ
り
少
く
健
康
的

と
な
り
、

叉
よ
り
少
き
子
供
を
産
む

の
は
、
増
加
す

る
人

ロ
が
そ

の
成
員

を
置
き

の

込

む
と
こ
ろ
の
諸
事
情

と
結

び
付
き

て
の
、
食
物

の
平
均
量

の
過
多

に
比
例
す
る

の
で
あ

る
。
L

「
こ
れ
を

要
す
る

に
、
」
-

と
グ

レ
イ
は
、
今

度
は
第

二
著

の
最
絡

編

に
お

い
て
謂
ゆ

る
封
立
的
二
學
論

の
結

果
を
含

め
て
の
若

干

の
實
際
問
題
を
取
扱

ひ
、
入

ロ
増
加
を
促
進

す

べ
き
早
婚

は
徳
操

に
も
幸

福

に
も
富
裕

に
も
有
利

で
あ
る

こ
と
、
從

つ
て
こ
れ

を
弾
劾

せ
ん
と
す

る
反
人

ロ
主
義
者

の
所
論
は
誤

り

で
あ
る
所

以
を
論
じ
來
た
り
、
そ

し
て
そ

の
結
論

と
し

て

い

ふ

の

で

あ

る

ー

「
人

ロ
主
義
學
論

は

一
方

で
は
、
自

然

の
實
際

の
配
剤

に
合

致
す
る
ば
か
り
で
な
く

、
同
時

に
愉
快
と
、
勤
勉

と
、
徳
操

の

愛

好
と
、
更

に
吾

々
の
隣
人
達

や
全
人
類

へ
の
温
情

と
、
を
鼓

吹
す

べ
き
學
読

で
あ
る
と
考

へ
ら
れ
る
。
他
方

で
は

、
食
物
主
義

學
読
は

こ
れ
ら

の
自
然

の
配
劃

に
完

全

に
矛
盾
す

る
と
同
時

に
、
意
氣
を
沮
喪

せ
し
め
、
悪
徳

と
放
逸

の
風
習

と
を
促
進

し
、
か

の

く

て
人
間
を
堕
落

せ
し
む
る
と
と
も

に
人
生

の
債
値
を
下
落

せ
し
む
る

の
傾
き
あ

る
學
読

と
考

へ
ら
れ

る
。
」

九
、
グ
レ
イ
學
読
の
論
理
的
構
造
と

マ
ル
サ
ス
批
判

の
成
敗

さ

て
、
以
上
五
段

に
分

つ
て
紹
述

せ
る
グ

レ
イ
の
所
論
を
そ

の
相
互

の
關
聯

に
お

い
て
綜
観
し

て
み
る
と
、
第

二
段

に
お
い
て

紹
介

せ
る
彼
れ

の
謂
ゆ
る
人

ロ
の
原

理
、
即
ち

8)HapPinessofStates,P・462・

9)GrayversusMalthus,P・337・



A

「
人

ロ
は
増
加
す
る
傾
向

は
あ

る
が
過
剰

に
増
加
す
る
傾
向

は
な

い
。
」

と

い
ふ
命
題
は

、
そ

の
形
態

に
お
い
て

マ
ル
サ

ス
論

と
鋭
角
的

に
封

立
す
る
と
は

い
ひ
な

が
ら
、
そ
れ
自
身

で
は
未
だ
何

の
誰
明

を
も
俘

は
ざ

る
、

い
は

f

一
つ
の
結
論

的
命
題
た

る
に
過
ぎ
な

い
。
グ

レ
イ
の
杢
論
構

に
お
い
て
こ
の
命
題

A
を
誰
明
す
る
も
の

と
見

え
る

の
は
、

B

「
人

ロ
の
増
加
は
そ
れ
自
身

で
附
加
的
欲
望

に
懸
す

る

の
力
を
運

び
來

た
る
。
」

と

い
ふ
命
題

で
あ

る
。

こ
れ
は
叉
、
グ

レ
イ
に
お

い
て
は

「
需

要

の
増
加
は
供
給

の
増
加
を
随
伴
す
る
、
」
と
い
ふ
形
態

に
置

き
か

へ
ら
れ

る
。
何
故
な

ら
ば
、
人

ロ
の
増
加

は
そ

の
ま

曳
需
要

の
増
加

で
あ
り
、
需
要

の
増
加

は
生
産

活
動

を
刺
戟

し

て
必
要
な

る

供
給

を
作
り
出

さ
し
む

る
も

の
、
と
考

へ
ら
れ

て
ゐ
る
か
ら

で
あ
る
。
從

つ
て
、
吾

々
が
前
掲
第
三
段

の
記
述

に
お

い
て
見

た
る

C

「
食
物

が
人

ロ
を
規
制
す
る

の
で
は
な
く
、
人

ロ
が
食
物
を
規

制
す

る
。
」

と

い
ふ
命
題
は

、
グ

レ
イ

の
全
學
論
を
し

て

「
人

ロ
主
義

學
説
」

と
さ

へ
自
稻

せ
し
め
た
程

の
重
要
且

つ
特
異
な

る
も

の
で
は
あ

つ
た

が
、
彼
れ

の
論
理
系
統

に
お
い
て
は
、
實
は
右

の
B
命
題

を
言

ひ
か

へ
た
も

の
、
或

ひ
は
少
く
と
も
B
命
題
よ
り
推
論

せ
る

一
つ
の
派
生
的
命

題

で
し
か
な

い
や
う

に
思
は
れ
る
。
何
故
な

ら
ば

、
グ

レ
イ
に
お

い
て
は
、
人

口
は

「
需
要
」

の
数
的
表
現

で

あ
り

、
食
物
は
衣
服
、
佳

宅
、
等

々
と
と
も

に
謂
ゆ
る

「
流
通
艦
」

の

一
種
目
、
即
ち

「
供
給
」

の

一
つ
に
外
な

ら
な

い
の
で
あ

つ
て
、
人

ロ
封
食
物

の
關
係

は
よ
り

一
般
的
な
る
需
要
封
供
給

の
關
係

の

一
つ
の
獲

現
形
態

と
解

せ
ら
れ

て
ゐ
る
か

ら
で
あ

る
。

こ
れ

に
よ
つ
て
見
る

と
、
グ

レ
イ
の
所
論
に

お
け

る
基

礎
的
な
も

の
は

、
こ
と
さ
ら

マ
ル
サ

ス
読

と

の
封

立
に
お
い
て
表

現

せ

サ
イ
毛
ン
。
グ
レ
イ
の
入
口
論

六
三



六
四

ら
れ
た

る
A
命

題

で
も
な
け
れ
ば
、
C
命

題
で
も
な
く
、
實

は
B
命
題

に
表

現
さ
れ
た
る
思
想

で
あ

る
こ
と
が
分

る
。
「
人

ロ
の
増

加

が
そ
れ
自
身

で
附
加
的
欲
望

に
慮
す

る

の
力
を
運
び
來

た
る
」
こ
と
、
略

言
し

て

「
需

要
の
増
加

に
供
給

の
増
加

が
随
伴
す
る
」

こ
と
無
し

に
は
、
「
人

ロ
は
食
物

に
比
し

て
過
剰

に
増
加
す

る
傾
向
な
し
」
と
も

云

ひ
得
な
け
れ
ば

、
進

み
て

「
人

口
は
食
物
を
規

制
す

る
」
と
も
主
張
し
得
な

い
筈

で
あ
る
。
更

に
叉
、
上
掲

の
第

四
段

の
記
述

に
お

い
て
吾

々
の
瞥
見
し
た
る
人

口
増
加

の
作
用

論
、
即
ち

一
言

に
し

て

D

「
人

ロ
の
増
加
は
所
得

と
富
裕

と
凡
ゆ
る
文
明
と

の
根
本

源
泉

で
あ

る
。
」

と

い
ふ
命

題
は
、

一
面
歴
史
的
事
實
と

の
照
合

に
お

い
て
読

か
れ

て
は
ゐ
る
が
、
グ

レ
イ
の
論
構

に
あ

つ
て
は
矢
張
り
右

の
B
命

題

に
そ

の
理
論
的
根
猿
を
持

つ
も

の
で
あ

る
。
何
故
な
ら
ば
、
グ

レ
イ
に
お

い
て
國
民
富
裕

の
具
禮
的
内
容
を
形
成
す

る
も
の
は

そ

の
肚
會

の
流
通
過
程

に
持

ち
込
ま
れ
た

る
謂
ゆ
る

「
流
通
膿
」

の
総
額
即
ち
供
給

の
総
量

で
あ
り
、
從

つ
で
こ

の
供
給
量
を
増

加
せ
し
む
る
も

の
が
ー

B
命
題

に
從

つ
て

需
要

の
増
加
即
ち
人

ロ
の
増
加

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人

ロ
の
増
加

は
結

局
國
民

富
裕

の
源
泉

で
あ
る

(
D
命
題
)

と

い
ふ
こ
と

に
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
か
ら
で
あ

る
。

か
く

て
詮
す

る
と
こ
ろ
グ

レ
イ
に
あ

つ
て

は
、
そ

の
主
要
な
る
殆

ん
ど
す

べ
て
の
命
題
が
B
命
題

に
、
即
ち
吾

々
が
第

一
段

に
お
い
て
解

明

せ
る
グ

レ
イ

の
需
給

理
論

に
、

潮
宗

し
て
ゆ
く
も

の
と
思
は
れ

る
。

そ
こ
で
今

、
彼
れ
の
需
給

理
論

を
振
り
返

つ
て
眺
め
、
今

日
の
用
語

に
表

現
し
直

し
て
み
る
と
、
…
…

一
國

民

の
福
祉
を
決
定

す

る
そ

の
肚
會

の
富
が
利
潤

を
目
宛

て
に
流

通
過
程

に
持
ち
込
ま
れ
た
る
凡
ゆ

る
種
類

の
商
品
堆
積

か
ら

成
り

立

つ
も

の

で

あ



り

、
こ
れ

ら
の
商
品

が
商
品
と
し

て
そ
こ

に
在
り
得
る

の
は
そ

の
商
品

の
保
有

す
る
用
役

、
從

つ
て
人
間

の
欲
望

・
需
要
が
そ
れ

に
向

つ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
り
、
か
く

て
凡
ゆ
る
商
品
が
需
要

に
向

つ
て
の
み
供
給

せ
ら
る

玉
も

の
で
あ
る
限
り
、
供
給

の
量
は

つ

ね

に
必

ら
す

需
要

の
量

に
投
合

・
均
衡
化

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
も

の
で
あ
り
、
よ
し
ん
ば

こ
の
需
給
聞

の
均
衡

が

一
時

的

に
掘
齪

せ
ら

れ

て
商

品

の
債
格
、
從

つ
て
利
潤
が
不
當

に
下
落
し
た
り
騰
貴
し
た
り
す

る
こ
と
は
是
れ
あ
り

と
し
て
も
、
人
闇

が
理
性

の
判
断

と
利

己
心
に
基

く
計
慮

と
を
有
し

て
ゐ
る
限
り
、
そ

の
商
品

の
供
給

の
増
加
な
り
減

少
な
り
を
臨
機
慮
攣

に
行
う

て
絡

局
的

に
は

必

ら
す
需
給
間

の
均
衡
を
同
復
し

て
ゆ
く

で
あ
ら
う
、

さ
れ

ば
こ
そ
人
間
は
商
品
を
し

て
商

品
た
ら
し
む
る
欲
望

の
、
需

要

の
一

持
主

で
あ
る
と
と
も

に
、

そ
れ

に
向

つ
て

の
供
給
を
完
全

に
調
節

す
る

器
σq
巳
9
8
H
で
あ
る
、
…
…
と

グ

レ
イ

は

論

じ

た

の

で

あ

る
。

需
給

に
關
す
る
右

の
所
論

が
、
今

日

の
用
語

に
お
い
で

一
般

に
流

通
論
上
、
乃
至
は
債
値

・
債
格
論

上

に
お
け

る

「
需
給
學
読
」

の
範

聴

に
属
す
る

こ
と
、
そ
し

て
そ

の
限
り

に
お
い
て
グ

レ
イ
が
古
典
派
経
濟
學

の
本
流

の
上

に
樟

し
て
ゐ
た
も

の
で
あ
る

こ
と

は
、
す

で
に
筆
者

の
、
第

一
段

の
叙

述
申

に
指

摘
し

て
置

い
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
は
十
九

世
紀
初
頭

の
イ
ギ
リ

ス
経
濟
學
界

を
完
全

に
支
配
し

て
ゐ
た

ア
ダ

ム

・
ス
ミ
ス
の
著
作

に
遡

つ
て
見
る
ま
で
も
な

い
こ
と
で
あ
る
。

ス
ミ
ス
と
は
云
は
す
、
グ

レ
イ

が
以

つ
て
當
面

の
論

敵
と
し
た
る

マ
ル
サ

ス
自
身

で
す
ら
、
そ

の
當
時

は
グ

レ
イ
と
同
じ

「
需
給
學
読

」

の
地
盤

の
上

に
人

口
原

理

の
展
開
を
進

め

つ

玉
あ

つ
た

の
で
あ
る
。
そ
し

て
こ

の
窯
は
す

で
に
日
本

に
お
け
る
諸
家

の
繰
り
返
し

て
指
摘
す

る
と

こ
ろ
で

も
あ
る
。
筆
者

」自
身

の
側

に
あ

つ
て
は
、
こ
の
黙

に
關
す

る

マ
ル
サ

ス
の
叙
述
を
非
常

に
重
観
し
、
彼
れ

の
理
論

に
お
け
る
二

つ

サ
イ
モ
ン
・
グ

レ
イ
の
入
口
論

六
五

1)例 へば吉甲秀夫 氏著,経 濟學説研 究,282頁 以下;堀 樫夫氏稿,経 濟學 史

上 に於 け るマルサXの 地 位(小 樽高商研究 室編,マ ルサ ス研究,昭9年)

34頁 以 下,等 謬照.



六
六

の
原

理
i

規

制
原
理
と
増
殖
原

理

の
交
互
作
用
か
ら
成
り

立

つ
と
こ
ろ
の
人

口
搦
動

の
理
論
を
讃

み
と
る

べ
き
鍵
と
し
て

わ

ゐ
る
。

譲
者
も
し
上
掲

の
グ

レ
イ

の
所
論
を
も

つ
て
例

へ
ば
次

に
示
す

べ
き

マ
ル
サ

ス
の
所
論

に
比
照
せ
し
め
ら
る

曳
な

ら
ば
、

何
故

に
前
者

が
後
者

に
封
す

る

「
反
封
者
」

と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
か

つ
た
か
を
さ

へ
疑
は
る

玉
に
違

ひ
な

い
。
即
ち

マ
ル
サ

ス
は

一
七
九
八
年

の
初
版

以
來
、
数
字

の
訂

正
と
表
現
上

の
若

干
の
修

正
の
ほ
か
は
本
質
的

に
何

の
攣

化
も
與

へ
な

い
で
、
人

ロ
封
食

物

の
關
係
を

と
ほ
し

て
グ

レ
イ

の
意
昧

に
お
け
る
需
要
と
供
給

と
の
均
衡
、
均

衡
擁
齪
、
及
び
そ

の
自
働
的
な

る
回
復

の
歌
を

、

い
と
も
克
明

に
、
全

六
版
を
通
じ

て
書

き
績
け

て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
曰
く
、

「
吾

々
は
先
づ
、
或

る

一
國

の
生
存
資
料
が
、
そ

の
國

の
住
民
を
安
易

に
扶
養

し
得

べ
き
分
量

と
正
に
等
し

か
つ
た
と
假
定
し

よ

う
。
然

る
に
、
最

も
悪
徳
な
る
肚
會

に
お

い
て
さ

へ
な

ほ
獲
動

す

べ
き
、
か

の
人

ロ

〔
増
殖
〕

へ
の
不
断

の
努

力
は
、
生
存
資
料

が
増
加

せ
ら
る

」
前

に
、
こ

の
國

の
人
民
数
を
増
加

せ
し
め
る
。
か
う
な
れ

ば
、
前

に
例

へ
ば

一
千
百
萬
人
を
支

へ
て
ゐ
た
食
物

は
、
今

や
例

へ
ば

一
千
百
五
十
萬
人

の
間

に
分
配
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な

る
。
そ

の
結
果

、
貧
民

の
生
活
は

釜

ヒ
悪

化
し
、

彼
等

の
多
く

は
猛
烈
な
る
困
厄
裡

に
投
げ
込
ま
る

」
に
違

ひ
な

い
。
螢
働
者

の
数
も
亦
、
す

で
に
市
場

に
お
け

る
仕
事
と

の
比
例

を
超

え
て
ゐ
る
の
で
、
榮
働

の
債
格

は
必
す

や
低
落

す
る

に
至
る

べ
く
、
し
か
も
食
糧

の
便

格
は
こ
れ

と
同
時

に
騰
貴
す

る

に
至

る

で
あ

ら
う
。

こ

玉
に
お

い
て
か
勢

働
者
は
、
前

に
得

て
ゐ
た

の
と
同
額

の
も

の
を
稼
ぐ
た
め

に
は
、
よ
り
多
く

の
仕
事
を
爲

さ

ね
ば

な
ら
な

い
。

こ
の
困
厄
期

の
闇

、
結

婚

へ
の
失
意

と

一
家

扶
養

の
困
難

と
が
極
め

て
大

で
あ
り
、
從

つ
て
人

ロ

〔
増
加
〕

a

進
歩

が
阻
害

せ
ら
れ

る
。
さ
る
程

に
、
勢

働

の
安
便

と
螢
働
者

の
豊
富

と
、
更

に
は
彼
等

の
間

に
お
け
る
勤

勉

増

加
.の

必

要

と

後に拙著2)拙 稿,マ ル サ スの 入 口理 論(上 掲 マ ルサ ス研 究)i74頁 以 下.

入 口理 論 と入 口問 題,200頁 以 下.



は
、
農
夫

を
刺
戟
し

て
彼
等

の
土
地

に
、
よ
り
多
く

の
勢
働
を
投
ぜ
し
め
、
新

た
な

る
土
壌
を
開

墾
せ
し
め
、
そ
し

て
叉
既
耕
地

を

、
よ
り

一
暦
完
全

に
施

肥
し
且

つ
改
良

せ
し
め
、
か
く

て
つ
ひ

に
生
存
資
料
は
、
人

ロ
に
封

し
て
、
吾

々
が
最

初
出
襲
し
た
る

G

時

期

に
お
け

る
と
同

一
の
比
例

、
を
有

す
る
に
至
ら
う
。
か
う
な

る
と
、
叉
も

や
、
勢
働
者

の
状
態
が
可
な
り

に
快
適
な
も

の
と

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

な

る

の
で
、
人

口

〔
増
殖
〕

へ
の
抑
制

は
或

る
程
度
弛

め
ら
れ
て
來
る
。
さ
う
し

て
、
短
期
間

の
後

に
は
、
幸

幅

に
關
す
る
、
此

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

の

の
同
じ
逆
輻

及
び
進
輻
運
動

が
、
反
復
せ
ら
れ

る
の
で
あ

る
。
L

か
く
て

マ
ル
サ

ス
も
亦
、
究

極
的
に
は
食
物

に
封
す

る
人

口
の

「
需
要
」
が
そ
れ

に
向

つ
て
行
は
る

玉
食
物

の

「
供
給
」

と
均

衡
化
す

べ
き

こ
と
、
否
な
更

に
進

み
て
は
、
か

の

「
需
要
」

の
増
加

が
こ

の

「
供
給
」

の
増
加

を
促
進
す
る

一
面

の
あ
る
こ
と
を

さ

へ
、
明
白

に
縷
述
し

て
ゐ
る

の
で
あ

る
。
た

罫
然
し
な
が
ら
、

マ
ル
サ

ス
に
お

い
て
は
h

こ
の

「
供
給
」

に
封
す
る

か

の

「
需

要
」

の
働
き
か
け
は
決

し

て
グ

レ
イ
に
お
け
る
が
如
く

、

つ
ね
に
敷
果
的
且

つ

一
方
的

で
あ
る

わ
け

で
は

な

か

つ
た
。
「
需
要
」

(
人

口
)

の
増
加
は

「
供
給

」
(
生
産
)

の
増
加

に
駆
り
立

て
は
す

る
が
、
後
者

の
増
加
は
結

局

の
と

こ
ろ
土
地
の
有
す
る
自
然

の

制

限

に
衝
き
當
ら
ざ
る
を
得
な

い
し
、
前
者

の
保
有

者
た
る

「
人

ロ
」
は
不
噺

に
増
加
し
て
或

る
時

瓢

に
與

へ
ら
れ
た
る

「
供
給
」

と

の
均
衡
歌
態

を
掻

き
齪

さ
う
と
す
る
。

い
は

野
人

口
は

マ
ル
サ
ス
に
お

い
て
は
、
生
存
資

料
の
需
給

闇

に
均
衡

化
的
と
、
及
び

ヘ

ヘ

へ

ゆ

均
衡
撮
齪

的
と

の
、
實

に
爾
面

の
作
用
を
爲

す
も

の
で
あ

つ
た
。
し
か
も

マ
ル
サ
ス
に
あ

つ
て
は
、
グ

レ
イ

に
お
け
る
と
は
異

な

つ
て
、
か

」
る
意
味

の
均
衡
化
が
絡

局
的

に
は
達

せ
ら
れ

る
と
見
る
だ
け

で
、
決
し

て
問
題

が
絡

る

の
で
は
な
か

つ
た
。
均
衡

化

は

い
か
に
し
て
果

さ
る

玉
か
、
そ
れ

は

い
か
な

る
悪

を
人
聞
杜
會

に
生

ぜ
し
む

る
か
、
i

然

り
グ

レ
イ
が

「
忍
耐
を
も

つ
て
忍

サ
イ

モ

ン

・
グ

レ
イ
の
入

口
論

六

七

3)Malthus,AnEssayonthePrinclpleofPopulation,Isted.PP.29-一 ・31;
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六
入

ぺ
ば
事
は
濟
む
」

と
考

へ
た
均
衡

擬
齪
時

の
状
態
そ

の
も

の
ー

が

マ
ル
サ

ス
に
と

つ
て
は
問
題

で
あ

つ
た
。

い
は

野

マ
ル
サ
ス

の
問
題
は
グ

レ
イ
に
お
け
る
問
題

の
絡

る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る

の
で
あ
る
。

同
じ
需
給
學
読

の
地
盤

の
上

に
立
ち
な

が
ら
何
故

に
グ

レ
イ
が

マ
ル
サ

ス
と
は
全

く
相

反
す
る
が
如
き
結
論

に
走
り
ゆ
か
ね
ば

な
ら
な
か

つ
た
か
は
、

こ

玉
か
ら

一
つ
の
読
明
を
見
出
し
得
る
。

グ

レ
イ
に
お
け
る
最

根
本
的
な

る
も

の
は
、
筆
・者

の
見

來
つ
た

と

こ
ろ

で
は
、
結
局
そ

の
特
有

な
る
需
給

理
論

に
蹄
着
す

る
。

こ
の

一
本

の
柱

に
し

て
倒
さ
る

」
な
ら
ば
、
彼
れ

の
全
學
論
は
次

次

に
崩
壊

し
ゆ
く

の
外
は
な

い
。
彼
れ

の

マ
ル
サ

ス
批
判

の
細

目
も
多
く
は

こ
の
見
地
か
ら
出
獲
す
る
も

の
で
あ

る
限
り

、
そ

の

成
敗
も
亦
右

の
根
本
見

地

の
成
敗
と
運
命
を
共

に
す
る
と
見

て

い
玉
で
あ
ら
う
。
然

ら
ば
右

の
根
本

見
地

需
要
萬
能
論
ー

は
こ
れ
を
如

何
に
評
贋
す
ぺ
き

で
あ
る
か
?

先
づ
何

人

の
目
に
も
顯
は
な

る
グ

レ
イ
の
謬
見
は
、
「
入

口
」
の
増
加

が
そ

の
ま

玉
直

ち

に

「
需
要
」
の
増
加

と
見
ら
れ

て
ゐ
る

ヘ

ヘ

ヘ

へ

鮎

で
あ

る
。
人

ロ
の
増
加

が
欲
望

の
増
加
を
俘

ふ
こ
と
、
而
し

て
後
者

が
或

る
程
度
ま
で
叉
需
要

の
増
加

に
皮

映
す

る
こ
と
は
確

か

で
あ
る
。
然

し
な

が
ら
軍
な
る
欲
望

が
、
直
ち

に
供
給

に
働

き
か
く
べ
き
需
要

で
あ
り
得
ざ

る
こ
と
は
、
前
者

か
ら
匠
別
し

て

ラ

特

に
後

者
を

「
有
飲
需

要
」

と
名
付
け
た

ア
ダ

ム

。
ス
ミ
ス
以
來

一
般

に
知
れ
渡

つ
た
事
柄

で
あ
傷
。
グ

レ
イ
に
お

い
て
は
何
よ

り
も
先
づ
、
需
要

の
概
念

に
結

び

つ
く

べ
き
購
買
力

の
概
念

が
落
ち

て
ゐ
る

の
で
あ

る
。
購
買
力

の
俘

は
ぬ
欲
望

は
、
從

つ
て
そ

み

の
保
持
者

た
る
人

ロ
は
、

い
か

に
増
加
し
た

と
て
、
ま
さ
に
グ

レ
イ
が
そ

の
眼
前

に
見

て
ゐ
た
如
き
流
通
杜
會

に
お

い
て
は
些
か

も
需
要

の
総
額
を
増
す

に
は
至
る
ま

い
。
,む
ろ
ん
需

要

の
内
容

は
ー

た
と

へ
購
買
力
を
伴
は

ぬ
欲
望

で
あ

つ
て
も
人

口
の
増
加

5)Cf.Sniith,VVealth

P.58.)

ofNations,Bk.1,Chvii.(McCulloch,sed.reprinted,



に

つ
れ

て
増
し
ゆ
く
場
合

に
は
i

攣
り
得

よ
う
、
例

へ
ば
快
適

品
の
需
要

が
減

じ
て
生
活
必
需
品

の
需
要

が

増

す

と

い
ふ

風

に
。
然
し
か
う

い
ふ
仕
方

で
は
到
底

、
人

口
の
増
加
が
需

要

の
増
加

と
な
る
と
は
論
す
る
を
得
な

い
筈
で
あ

る
。

こ

の
謬
見
は
叉
、

一
國

の
富

の
増
加

が
そ

の
ま

、
直
ち

に

「
雇
傭
」

の
増
加

と
な
る
と

い
ふ
見
解

に
も
現
は
れ

て
ゐ
る
。

こ
の

鮎

で
は
然

し
、
グ

レ
イ
は
と
り
た

て

」
非
難
さ
る

玉
に
當

ら
な

い
か
も
知
れ
な

い
。
何
故
な
ら
ば
、

ア
ダ

ム

・
ス
、、、
ス
で
さ

へ
も

こ
の
黙

で
誤
ま

つ
て
ゐ
た

の
だ
か
ら
。
而

し
て
こ
の

ス
ミ
ス
の
謬
見
を
指
摘
し

て
、
富

の
増
加
、
資
本

の
増
加

は
そ

の
ま

」
直
ち

に
勢
働
者
を

「
雇
傭
」

す

べ
き
賃
銀

の
増
加

と
な
る
も

の
で
は
な

い
と
論

じ
出

で
て
カ
ー

ル

.
マ
ル
ク

ス
的
所
論

に

一
先
鞭
を
着

の

け
た
も

の
が

マ
ル
サ

ス
そ

の
人

で
あ

つ
た
こ
と
は
、
筆
・者

が
往
年

の

一
著
作

で
逸
早
く
論

明
し
た
と

こ
ろ

で
あ

る
。

グ

レ
イ
の
犯
し

て
を

る
次

の
誤

り
は
、
供
給

の
増
加

が
何

の
制
限
も
な
く
需
要

の
増
加

に
慮
じ
得
る
と

の
見
解

に
横
は

つ
て
ゐ

る
。

な
る
ほ
ど
グ

レ
イ
は

一
農
夫

に
例
を
探

つ
て
、
彼
れ

が
そ

の
父
叉
は
同
じ
農
圃

の
以
前

の
所
有
者
達

が
行

ふ
た
面
積
割
當

て

の
計
算

に
助
け

ら
れ
、
叉
彼
れ
自
身

の
経
験

と
市

場

へ
の
不
断

の
注
意
と

に
基

い
て
、
こ
の
農
夫

が
如
何

に
賢

明

に
そ

の

「
供
給
」

を

「
需
要
」

に
適
合

せ
し
む
る
か
を
、
詳

し
く
論
明
し

て
は
ゐ
る
ゆ
然

し
な

が
ら
こ
れ
は
ま

だ

全
禮

と
し
て
購
買
力

の
増
さ

ぬ
欲
望

の
増
加

が
僅

か

に
需
要

の
方

向
を
攣
更
す

る
に
止
ま

つ
て
需
要
総
額
を
少
し
も
増

さ
し
め
得
な

い
こ
と
と
同
様

に
ー

農

産
物
供
給

の
方
向

の
攣
更
を
示
す

に
止
ま

つ
て
、
何
故

に
供
給

の
総
量

が
増
す
か
を
示
し

て
は
ゐ
な

い
。
實

の
と

こ
ろ
グ

レ
イ
に

ヘ

へ

も

あ

つ
て
は
、
供
給

の
増
加
は
飴
り

に
軍
純

に
考

へ
ら
れ
過
ぎ

て
ゐ
る
。
人

ロ
の
増
加
は
欲
望

の
増
加

と
な

る
反
面

に
螢
働
力

の
増

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

加

と
な

り

、
勢

働

力

の
増

加

は
そ

の
ま

、
生
産

の
増

加

と
な

る

と
考

へ
ら

れ

、
そ

こ

で
は
資

本

が

、
そ

し

て
更

に
は
自

然

贅

源

が

、

サ
イ

モ
ン
・
グ

レ
イ
の
入
口
論

六
九

6)拙 著,人 口法 則 と生存罐論,昭3年 同丈館,235-237頁 塗照・



七
〇

考
慮

の
中

に
入
れ
ら
れ

て
ゐ
な

い
の
で
あ

る
。

こ
の
黙

に
グ

レ
イ
の
全
所
論
の
根

本
歌
陥
を
見

、
そ

の
非
を
指
摘
し
た
最
初

の
人

ほ

、
お
そ

ら
く

モ
ー

ル
で
あ

つ
た

ら
う
。
即

ち

モ
ー

ル
は

い
ふ
、
「
こ
の
見
解

の
正
し
く
な

い
こ
と
は
明
瞭

で
あ

る
。
新

た
な
る
債

値

の
造
出

の
爲
め

に
は
軍

に
勢

働
だ
け
が
必
要

で
あ
る
ば

か
り
で
な
く
、

い
か
な
る
場
合

に
お

い
て
も
、
適
當

の
資
本

も
必
要

で

あ
り
、
更

に
は
よ
り
廣

き
土
地
と
か
或

ひ
は
生
産
品

の
新

た
な
る
販
路

と
か
が
必
要

で
あ

る
。

こ
れ

ら
す

べ
て
の
條

件
は
人
聞
激

の
増
加
と
は
決
し

て
必
然
的

に
關
聯

す
る
も

の
で
な
く
、
却

つ
て
全
く
違

つ
た
法
則

に
服
す

る
と

い
ふ
こ
と
は
誰
明
を
侯

つ
ま

で

り

も
な

い
。
生
存
資

料
と
人
朋
数

と
が
必
す
平
衡
を
保

つ
と
は
、
そ
れ
故

に
、
言
ふ
ご

と
が
出
來
な

い
、
」
と
。

か
く
見
來

つ
て
、
そ

の
最
も
根
本

的
な

る

べ
き
部
分
ー

B
命
題

i

に
さ

へ
容

易

に
指
摘

し
得

べ
き
諸
歓

略

の
伏
在
す

る

の

を
突

き
と
め
る
な

ら
ば
、
今

更
な
が
ら
人
は
グ

レ
イ

の
全
學
詮

が
極
め

て
薄
弱
な

る
基
礎

の
上

に
立

つ
て
ゐ
る

こ
と
を
肯
く

で
あ

ら
う
。
そ

の
う

ヘ
グ

レ
イ

の
所
論
に
は
、
交
中

に
す

で
に
筆
者

の
註
記
し

て
お

い
た
通
り
前
後

矛
盾
す
る

と

こ

ろ

も

見
受

け

ら

れ
、
歴
史
的
事
實

に
封
す
る
極
め

て

一
面
的
な
襯
察
も
織
り
成

さ
れ
て
ゐ
る
。
然

し
そ
れ
ら

に
も
拘

ら
す

、
本
稿

の
筆
・者

が

マ
ル

サ
ス
學
説

と

の
關
聯

に
お
い
て
こ

製
に
特

に
注
意
し
た

い
と
思

ふ
の
は
、
グ

レ
イ

の
人

口
學

詮
が
、
よ
か
れ
あ
し
か
れ

一
つ
の
維

濟
學
的
流
通
理
論
か
ら
獲

足
し
て
ゐ
る
と

い
ふ
黙

で
あ

る
。

マ
ル
サ

ス
の
學
読

は
普
通

に
、
多
分

の
農
業

的
性
質
を
有
す
る
も

の
め

と
謂
は
れ

て
ゐ
る
、
從

つ
て
叉
、

マ
ル
サ

ス
の
見
た
る
人

口
問
題
は
む
し
ろ

一
つ
の
生
産
問
題

で
あ

つ
た
と
も
解

さ
れ

て
ゐ
る
。

然

る

に
グ

レ
イ
は
最
初
か
ら
ー

專
ら
と

い
ふ
て
よ

い
程
度

に

経

濟
生

活

の
流
通
過
程

に
着

眼
し
た
。
彼
れ

の

「
流
通
艦
」

の
理
読

は
、
な

ほ
極

め
て
素

朴
な
る
形
態

を
と

つ
て
を

る
と
は

い

へ
、
「
所
得
流

通
禮

」
と

「
用
費
流

通
髄
」

と
に
分
ち
な
が
ら
総

7)

8)

v.Mohl,GescIlichteundLヱteraturderStaatswissenschafttrn,111.Bd.Er-

1angenI858,S.5co.
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て

の
経
濟
者

、
彼
れ

の
謂

ゆ
る

「
流

通
者
」

が

こ
の
二
側
面

に
お

い
て
相
互

の
交
渉

に
入
り
込

み
、

一
者

の

「
用
費
」

は
や
が
て

他
者

の

「
所
得
」
を
成
り
立
た
し
む
る
所

以
を
読

い
て
ゐ
る
。
グ

レ
イ
は
す

で
に
現
代
學
者

の
謂
ゆ
る

経

濟

生
活

の
循

環

を

読

き
・

こ

玉
よ
り

彼
れ

の
特
異
な
る
需
要
萬
能
論

へ
と
進
ん
だ

の
で
あ
る
。
從

つ
て
グ

レ
イ

に
と

つ
て
の
問
題
は
、
人

口
と
食
物

と

の
比
較
速
度

と

い
ふ
意
味

に
お
け

る
生
産
問
題

で
あ
る
よ
り
も
、
む

し
ろ

「
流

通
鎧
」
を
緯

つ
て

の

「
用
費
」

と

「
所
得
」
、
「
需

要
」

と

「
供
給
」

と

の
、

一
つ
の
流

通
問
題

で
あ

つ
た

の
で
あ
る
。

右

の
如
く
解

せ
ら
れ
た
る
グ

レ
イ
學

読

の
理
論
的
性
格

が
そ
れ
自
身

と
し

て
、
叉
そ

の
時

代
と

の
關
聯

に
お

い
て
如
何

に
見

る

べ
き
か
は
、
な

ほ
後

に
鰯

れ
る

こ
と

に
し
よ
う
。

こ

製
で
は
、
な

ほ
も
う

一
つ
グ

レ
イ
學
読

の

一
骨
格

を
成
す
記
述
、
即
ち
本

稿

に
お
い
て
グ

レ
イ
読

の
第

五
段
と
し

て
紹
介

せ
る
人

口
増
加

の
反
作
用
論
及
び
そ
れ

に
關
聯
し

て
の
人

ロ
増

加
將

來

の
豫
想
観

に

読

き

及
ん

で
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ

の
黙

に
關
す
る
グ

レ
イ

の
所
論
は
、

こ
れ

を
簡
略

に
し
て

E

「
人

口
の
増
加

に
俘

ふ
富
裕

の
増
加

は
奢

修
と
過
食

と

に
導
き
、

こ
れ
が
叉
逆

に
人

ロ
に
減

退
的

反
作

用
を
與

へ
る
。
」

と

い
ふ

一
句

に
要
約

し
得
る
で
あ

ら
う
。
グ

レ
イ
が
そ

の

「
隣
人
達

の
聞

へ
の

一
瞥
」

か
ら
し
て
、
人
間

の
生
活

が
そ

の
最

低
必

要
度

に

「
パ

ン
と
水
」

と

の
生

活
に

接
近
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
産
見
力
は
釜

ミ
高
ま

つ
て
來

る
と
主

張
す
る
場
合

、

い

ま
だ
確
固

た
る
科
學

的
基
礎

の
上

に
立

つ
て
ゐ
な

か

つ
た

こ
と
、
從

つ
て
そ
れ
は
局
部
的
襯

察
に
由
來
す
る

一
つ
の
猫
断

で
し
か

無

か
つ
た

こ
と
は
誰
れ

の
目

に
も
明
か

で
あ
る
。
然

し
グ

レ
イ
は

こ
の
記
述
を
通
し

て
、
謂
ゆ
る
文
明

の
進
歩

が
人

口
増
加

に
減

退
的

反
作
用
を
及
ぼ
す

と

い
ふ
、
よ
り
近
代
的
な

る
人

ロ
理
論

に
夙

に

一
つ
の
先
鞭
を
着
け

て
ゐ
る

の
で
あ

つ
て
、
こ

の
黙

は
前

サ
イ
毛
ン
・
グ
レ
イ
の
入
口
論

七

一



七
二

に
筆
者

の
指

摘
し
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
更

に
叉
、
グ

レ
イ
の
記
述

の
申

に
は
、
こ
れ
を
仔
細

に
槍

す
れ
ば
後

に
登
場
し
來
た
る

ス

ペ

ン
サ
ー
學
読

の
根
本
命
題

に
ま

で
磯
展
す

べ
き
思
想

の
繭
芽

さ

へ
見
出

さ
れ
る
。
即
ち

シ
ア

ン
の
既

に
指
摘

せ
る
通
砺
・
グ

レ

イ
は
そ

の
第

二
著

の
申

で
次

の
如
く

云
ふ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
「
一
般

に
、
肉
膿
的
勢
働

は
生

殖
的
特
質
を
有

し
、
精
棘
的
勢
働

は

恥

そ

の
反
封

の
作

用
を
有
す

る
と
確
言
し

て
よ
ろ
し

い
」

と
。
こ

の

一
句
は
グ

レ
イ
學
読

の
全
讃
明

に
と
つ
て
は
全
く
附

随
的

で
し

か
な

い
け
れ
ど
も
、
す

で
に
ご

、
に
新

興

の
自
然
科
學

の
影
響
を
示
し

て
ゐ
る
脇

の
と
云

へ
る
。

だ
が
筆
者

が
今

こ

玉
で
問
題

に

し
よ
う
と
思

ふ

の
は

、右

に

い
ふ
E
命
題

は
前
掲

の
諸
命
題
特

に
C
命

題

と
論

理
的

に
如
何

に
關
係
す
る
か
と

い
ふ
こ
と

で
あ
る
。

C
命
題

に
よ
れ
ば

、
「
食

物
が
人

ロ
を
規

制
す

る

の
で
は
な
く

て
、
逆

に
人

ロ
が
食

物
を
規
制
す

る
」
の
で
あ

つ
た
。
食
物

の
存

在
量

.
供
給

量

の
大
な

る
か
小
な
る
か

に
從

つ
て
そ
こ
に
生
存

し
得

べ
き
人
聞
激

の
大
小
が
定

め
ら
れ
る

の
で
は
な
く

て
、
實

は

人
間
藪
が
大

と
な
る

か
小
と
な

る
か

に
從

つ
て
そ

こ
に
供
給

せ
ら
る

べ
き
食

物
量

の
大
小

が
定
め
ら
れ

る
と

い
ふ
に
あ

つ
た
。
そ

れ
故

に
ご

玉
で
は
、
食
物

は
飽
く
ま

で
も

冨
。。ω
一く
⑦
な
も

の
、
人

ロ
は
飽
く
ま

で
も

9
2
貯
。
な
も

の
で
あ

つ
た
。
然

る

に
今

、
E

命
題

に
至

つ
て

「
食
物

の
豊
富

が
人

口
に
減
退
的
作
用
を
及

ぼ
す
」

と

い
ふ
思
想
を
探

つ
て
み
る
と
、
た
と

ヘ
マ
ル
サ
ス
と
は
逆

な
方
向

と
異
な
る
仕

方
と

に
お

い
て
で
は
あ

つ
た

に
せ
よ
、
な

ほ
か

つ
グ

レ
イ

に
は
、
食
物
を

碧
牙

・
と
し
人

ロ
を

冨
ω

。。凶く
⑦
と

す
る
見
方
が
存
す
る

の
で
は
な

い
か
?
.

然
り

と
す
れ
ば
こ

の
見
方
は
前

の
C
命
題

と
矛
盾
す
る
。
食

物
は
人

ロ
を
規
制

せ
す

と

の
命
題
を

一
貫
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ

の
食
物

の
豊
富
が
人
間
を
不
胎
的
な

ら
し
め
る
と
も

、
叉

そ
の
歓

乏
は
多
産
的
な
ら
し
め

る
と
竜

云
ひ
得
な

い
筈

で
あ
る
し
、
逆

に
叉
E
命
題

の
如
く
食
物
量

の
大
小
が
人

聞
の
生
殖
力

に
影
響
す

る
こ
と
を
承
認
す
る
と

g)Schian,DieenglischenOptimistenill
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せ
ば
、
食
物

は
人

ロ
を
規
制

せ
す
と

の
C
命
題

は
論

理
的

に
は
成
り

立
た
ぬ
筈

で
あ

る
。
而
し

て
E
命
題

が
産
見
数

に
關
す

る
彼

れ

の
日
常

の
観

察

に
基
く
も

の
で
動

か
し
難

い
も

の
で
あ
る
と
し
、
叉
C
命
題
が
彼
れ

の
流

通
理
論

に
基
礎
を
置

い
た

B
命
題

よ

り
派
生

せ
る
も

の
で
同
様

に
拒
否
し
難

い
も

の
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
彼
れ

は
高

々
、
C
命
題

を

「
食
物
は
入

口
を
規
制

せ
す
」

と

い
ふ
代
り

に

「
人

口
は
食
物
を
規
制

し
、
逆

に
叉
食
物

は
人

口
を
規
制
す

る
」
.
即
ち

「
爾
者
は
交

互
作
用

の
關
係

に
あ
り
」

と
の

み
表

現
し
得
た
筈

で
は
な

か
ら
う
か
。

マ
ル
サ

ス
は
時

に
、
物
質
的
な
る
生
存
資
料

の
存
在
量
を
も

つ
て
人

口
の
大
小
を
左
右
す

る
規
制
者
と
見
る
根
本
見
地

に
立
脚

恥

し

て
ゐ
た
限
り

、

い
は

野

一
つ
の
物

質
的

歴
史
槻

の
把
持
者

で
あ

つ
た
と
稽

せ
ら
れ

て
ゐ
る
。
通
俗
的

に
い

へ
ば
、
そ
れ
は
食
物

中
心

の
歴
史
観

で
あ

つ
た
と
も
謂

ひ
得
よ
う
。

グ

レ
イ
は

こ
れ

に
封

し
て
人

口
申

心
の
史
観
を
極
度

に
高

調

し

た
。

こ
れ

彼

れ

が
、
謂

ゆ
る

マ
ル
サ

ス
の

「
食
物
主
義
學
読
」

に
封

し
て
自
論

を

「
人

ロ
主
義

學
読

」
と
稽

へ
た
所

以
で
あ
る
。
然
し

グ

レ
イ
は

結

局
、
人

ロ
増
加
の
反
作
用
を
承
認
す
る

こ
と

に
お

い
て
、
自
か
ら
は
意
識
す

る
こ
と
な
し

に
牛
ば

マ
ル
サ

ス
的
史
観

の
軌
道

に

從

ふ
結

果
と
な

つ
た
と
見
る

こ
と
が
出
來

る
。

一
〇
、
グ
レ
イ
及
び

削
般
人

ロ
主
義
學
読
の
歴
史
的
並
び
に
理
論
的
慧
義

ナ

で

に
設

け

る

と

こ

ろ

よ
り

し

て
、

人

口
學

読

史

上

に
グ

レ
イ

の
占

む

べ
き

地
位

は

次

の
通
り

に
概

括

し
得

ら
れ

る
。

サ
イ

モ
ン
・
グ

レ
イ
の
人
口
論

七
三
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七
四

生
存
資
料

に
封
す

る
人

ロ
の
過
剰
増
加
を
信
ぜ
す

、
人

ロ
多
け
れ
ば
多
き
ほ
ど
生
存
資
料

の
多

々
釜

々
増
加

し
ゆ
く

べ
き
を
信

す

る
貼

に
お

い
て
、
グ

レ
イ
は
先

づ
確

か
に

「
樂
襯
論
者
」

で
あ
つ
た
。
然

し
こ
の
特
徴
付
け

は
、

エ
ル

ス
タ
ー
そ

の
他

の
記
す

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

と
ほ
り

「
將
來

へ
の
期
待
」

を
グ

レ
イ
が
抱

い
て
ゐ
た
と

い
ふ
意
味
か
ら
で
は
な

い
。
グ

レ
イ
は
現
在

に
つ
い
て
、

人

ロ
封
生
存

資
料
間

の
調

和
を
信
す

る
樂
観
論
者

で
あ

つ
た

の
で
あ
る
。
そ
し

て

「
將
來

へ
の
期
待
」
は
グ

レ
イ
に

お

い

て
は

む

し

ろ

反
封

ヘ

ヘ

ヘ

へ

に
、
か
な
り
濃
厚
な
る
悲
襯
論
的
見
解

と
な

つ
て
現
は
れ

て
ゐ
た
。
富

裕

の
増
加
、
奢
修
生

活

の

一
暦

の
普

及
化

に
つ
れ

て
、
人

口
減
退
化
的
諸

原
因
は
釜

ミ
加
は
り
ゆ
き
、
か
く

て
つ
ひ
に
こ
れ
ら

の
諸
原
因
は
人

口
檜
加
促
進

的
諸
原
因

を

凌

駕

す

る

に

至

り
、
人

ロ
増
加

の
停

止
歌
態
乃
至
減
退
状
態

の
出
現
さ

へ
可
能

と
な
ら
う
と
考

へ
た

の
で
あ

る
。

こ

の
意
味

に
お

い
て
、
グ

レ
イ

は
十
九

世
紀
前
葉

に
輩
出
し
た
る
多
く

の
樂
観
論
者

か
ら

但
し
明
確

に
將
來

に
お
け
る

「
不
生
殖
黙
」

の
到
來
を
豫
想

せ
る

わ

ウ

ェ
イ

ラ

ン
縞
等
を
除

い
て
ー

部
分
的

に
自

か
ら
を
匝
別

せ
し
め
得
る

で
あ
ら
う
。

経
濟
諸
過
程

の
根
祇

に
人
闇

の
利
己
心
を
見
、
國
家

の
政
策

的
干
渉
を
無
用
有
害
と
し

て
斥
け
た

る
黙

に
お

い
て
、
グ

レ
イ
は

叉
、
た
し
か
に

「
自

由
主
義
者
」

で
あ
り

「
功
利
主
義
者
」

で
あ

つ
た
。
然

し
彼
れ
は
、
こ

の
黙

に
お

い
て
は
決

し
て

モ
ム
ベ

ル

ト
そ

の
他

の
爲

す
如
く
は
そ

の
論
敵

の

マ
ル
サ

ス
か
ら
も

、
叉

、
反

マ
ル
サ

ス
陣
螢
内

の
爾
鯨

の
者
か
ら
も
、
彼
れ
自

か
ら
を
匝

別

せ
し
め
得
な

い
。

こ
れ
ら

の
者

か
ら
匿
別
し
、
彼
れ
自

か
ら
の
學
読

の
特

徴
を
最
も
よ
く
浮
出

せ
し
め
得

る
名
稻

は

「
ポ
ピ

ユ

レ
イ

シ
ョ

昌
ス
ト
」
(
人

ロ
主
義
者
)

の
外
に
な

い
○

ポ

ピ

ユ
レ
イ

シ
ョ

ニ
ス
ト
と
し

て
グ

レ
イ
は
、
そ

の
當
時

す

で
に
、

同

じ

反

マ
ル

サ

ス
陣
螢

の
内
部

か
ら
同
種
意
見

の
人

々
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パ

グ

レ
イ
ア

ム
、
ウ

ェ
イ

ラ

ン
ド
等
)
を
見
出
し

て
ゐ
た
。
然
し
筆
者

の
今

迄

の
詮
索

の
限
り

で
は
、
経
濟
學
的
基
礎

理
論

か
ら

出
獲

し
て
グ
レ

イ
ほ
ど
大
謄
に
且

つ

一
方
的

に
、
謂
ゆ
る
人

ロ
主
義
學
読
を
展
開
し
よ
う
と
試
み
た
者

は
他

に
存

し
な

い
。
グ

レ

イ
學
説

の
偏
局
性
は
最

も
多
く

こ

の
側
面

に
見
出

さ
る

べ
き
も

の
で
あ
る
と
同
時

に
、

一
つ
の

マ
ル
サ

ス
批
判

並
び
に
學
読
そ
れ

自
膿

と
し

て
の
特
殊
性
も
亦
主
と
し
て
こ

玉
に
存
す

る
と
云

へ
る
で
あ

ら
う
。

マ
ル
サ

ス
批
判

と
し
て
の
グ

レ
イ
學
読

の
成
敗
は
す

で
に
明
確

で
あ

る
。

マ
ル
ザ

ス
の
問
題
は
事
實

に
お

い
て
、
グ

レ
イ

の
問

題

が
絡

る
と
こ
ろ
か
ら
獲
足
す
る

の
で
あ

つ
た
。

だ
が
然

し
、
グ

レ
イ
の
所
論

は
、
こ

の
故

に
全
く
消
極
的
た
る
意
義
を
し
か
有

し
な

い
の
で
は
な

い
。

聰
明

に
も
す

で
に

シ
ア

ン
の
指

摘
せ
る
通
り
、
グ

レ
イ

の

「
論

述
は
何

ら
論

理
的
構
造

を
有

せ
ざ

る
諸
命

題

で
は
あ

る
が
、
人

口
問
題

の
考
察

に
お
い
て
全
く
新

た
な
る
見
地
を
曳
き
入
れ

た
と

い
ふ
功
績

を
有
す

る
、
即
ち
人

ロ
に
及

ぼ

鋤

す
既
存
食
物

の
影
響
と

い
ふ
こ
と
に
封
し

て

一
度

ぴ
そ

の
裏

返
し
が

行

は
れ

た

の
で
あ
る
」
。

そ
れ
は

必
す

し
も

「
全
く
新

た
な

る
見
地
」
で
は
な

か
つ
た
か
も
知
れ
な

い
。

マ
ル
サ

ス
以
前

に
は
、
多
く
、
か

」
る
見

地
が
横

行
し

て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。

マ
ル

サ

ス
自
身

は
彼
れ
以
前
及

び
そ

の
當
時

に
お
け

る
こ

の
種

の
見

地
を
論
破
す
る

に
努
め
た
。
然

し
な

が
ら
、
別

の
機
會

に
お

い
て

筆
者

の
解
明
せ
る
通
り

、
人

口
増
加

の
有
す

る

碧
江
器

な
側
面
を

マ
ル
サ
ス
自
身

も
否
定
し

て
ゐ
る
の
で
は
な
か

つ
た
。
た

璽

そ
れ
を
前
景

に
立
た

し
め
得
ざ
り
し
事
惰

の
爲
め
も

あ

つ
て
、

つ
ひ
に
人
類

歴
皮

の
全

書
面
を
濃
き

陰
曙

の

一
色

で
塗
り

つ
ぶ
し

助

て
し
ま

ふ
結

果
と
な

つ
た

の
で
あ
る
。

グ

レ
イ
は
今
、

マ
ル
サ

ス
に
隙
れ
終

つ
た

る
人

口
の
こ
の
側

面
を
前
景

に
持
ち
出

し
た
、

し
か
も
そ

の
論
擦
を

マ
ル
サ
ス
の
主

と
し

て
着

眼
せ
る
も

の
と
は
異
な

つ
た
る
経
濟
生

活
の
流

通
過
程

の
法
則

に
置

か

う

と

し

サ
イ
モ
ン
。
グ

レ
イ
の
入
口
論

七
五
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六

た
。
ー
ー

筆
者

は
こ

の
黙

に
、
人

ロ
學
設
史
上

に
お
け
る
グ

レ
イ
論

の
特

殊
な

る
意
義
を
見
よ
う
と
す

る
も

の
で
あ
る
。

こ
の
黙

に
比
す
れ
ば

、
彼
れ
が
人

口
増
加

に
及
ぼ
す
丈
明
諸
要
素

の
影
響
を
説
き

て
謂
ゆ
る
瀟
趾
學
読

へ
の

一
先
鞭
を
着

け
た

勒

る

こ
と
、
都
市

人

ロ
の
減
退
的

傾
向
を
指
摘

し

て
田
舎

人

ロ
よ
り
す

る
不
断

の
補
給
を
論
明
し
謂
は

穿
後
代

の

ハ
ン
ゼ

ン
的
見
解

へ
の

一
近
似
を

示
せ
る
こ
と
、
等

々
は
左
程
と
り
立

て

㍉
彼
れ

の
所
論
を
評
債
す

る

に
は
當

る
ま

い
と
思

ふ
。
事
實

に
お

い
て
グ

ゆ

レ
イ
は
後
代

に
與

へ
た
る
影

響
よ
り
も
、
む

し
ろ
そ

の
時
代
か
ら
受
け

た
影
響

の
方

が
大
き

か

つ
た

で
あ
ら
う
。
彼
れ
は
そ

の
人

口
學
読
を
経
濟
墨

上

の
需
給

理
論

に
基
礎
を
置

き
は
し
た
が
、

マ
ル
サ

ス
學
読

と

の
封
立
に
お

い
て
彼
れ

の
高
揚

せ
る
問
題
は
依

然

と
し

て
人

ロ
と
食
物
と

の
優
位
問
題

に
外
な

ら
な
か

つ
た
。
十
九

世
紀
前
葉

に
績

々
と
し
て
登
場
し
來

た
る

マ
ル
サ

ス
批
判
者

は
、
僅

か
な

る
例
外

(
ダ

ブ
ル
デ

イ
及
び

ス
ペ

ン
サ
ー
)
を
除

い
て
、
そ

の
殆

ん
ど
す

べ
て
が
、

マ
ル
サ
ス
の
用

ひ
た
る
範

疇

に

お

い
て

「
人

口
問
題
」

を
取
扱

ふ

の
で
あ
る
。

の
み
な
ら
す

、
グ

レ
イ
は
人

口
の
増
加

が
そ
の
ま

玉
生
産

の
増
加

に
結

果
す
る
と

考

へ
、
人
聞
技

術
に
お
け
る
無
限

の
進
歩
を
假
定
せ
る
黙

に
お

い
て
、
明
白

に
、
十

八
世
紀
末
よ
り

十
九

世
紀

初
頭

に

か

け

て

の
、,
か

の
史

上
に
比
類

な
き
イ
ギ
リ

ス
産
業

の
熱

狂
的
獲
展

に
魅

了

せ
ら
れ

て
ゐ
る
。
眼
前

に
な
ほ
、
無
際

限

に
展
開

し
ゆ
く
と

見

え
た
人
聞
勢
働
力

の
進

歩
、
産
業
技
術

の
躍
進

は
、
彼
れ

を
し
て
深
き
洞
察
を
生
産

の
側
面

に
、
況
ん

や
そ

の
自

然
的
制
約

の

探

索

に
向
く

る
こ
と
を
妨
げ
、
需
要

の
増
加
は
必
す
供
給

の
増
加
を
件

ふ
と

の
獅
…察

に
追

ひ
込
ん
だ
も

の
と
解
せ
ら
れ

る
。

こ
の

観
察
は

又
、
入
間

の
意
思

に
よ
る
完

全
な
る
自
然

の
支
配
と

い
ふ
こ
と
で
も
あ

つ
た

の
で
あ

る
。
か
く

て
こ
の
イ
ギ

リ

ス
産
業

の

比
類
な
き
爽
展
期

に
、
グ

レ
イ
學
読

の
擦

つ
て
成
り
立

つ
肚
會
経

濟
史
的
根
篠

が
あ

つ
た
と
謂

ひ
得

る
で
あ

ら
ケ
。
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最
後

に
然

ら
ば
、
グ

レ
イ
の
學
読

及
び
同
時

に

一
蓮

の

「
人

ロ
主
義

學
論
」

は
如
何
な

る
理
論

的
意
義

を
有
す
る
も

の
で
あ

る

か
?
・

筆
・者

は
今

、
こ
の
問

ひ
に
、
た

f
次

の
如
く
答

ふ
る

に
と

ど
め
る
。

そ
れ

は
、
こ
の
苑

大
な
る
論
稿

一
篇

を
結

ぶ
の
言
葉

と
し

て
は
輕

き
に
過
ぐ
る
か
も
知
れ
な

い
。
だ

が
、
よ
り
具
艦

的
、

よ
り
包
括
的
な

る
同
答
は
、
こ

の
篇

に
績
く

べ
き
諸
論

稿

の

完
結
を
侯

ち

て
の
み
、
否
な
更

に
は
わ
れ

み
つ
か
ら
螢

み
上
ぐ

べ
き

一
人

口
理
論

鎧
系

の
中

に
お

い
て
の
み
、

正
當

に
果
さ
れ
得

べ
き

も

の
な

る

こ

と
を

、
筆

者

は

よ

く
知

つ

て

ゐ
る

か

ら

で
あ

る
。
1

お
よ
そ
人

ロ
理
論

進

み

て
は
そ
れ
を

一
部
門

と
し
て
内

に
包
容
す
る
人

口
學

は
、
よ
し

ん
ば

マ
ル
サ
ス
的
意
味

に
お

い
て
人

口
封

生
存
資
料

の
關
係

か
ら
護
足
す
る

こ
と
は
無

い
に
し

て
も
軍

に
人

口
そ
れ
自
膣

の
考
察

か
ら
で
は
な
く

必
す

や
人

ロ

を
何
ら
か

の
封
手

筆
者

は
今
そ
れ
を

「
経
濟
」

と
見
る

モ
ム
ベ

ル
ト
的
立
場

以
上

に
は
出

で
て
ゐ
な

い
ー

と

の
關
係

に
お

い
て
取
扱

は
な
け
れ
ば
な

ら
す
、
そ
し

て
然

る
限
り

こ
の
理
論

は
、
今

の
假
定

に
基

い
て
定
式
化

し
て
云

へ
ば
正

に
人

ロ
封
繧
濟

の
關
係
を
理
論
的
並

び
に
歴
史
的

に
如
何
な

る
も

の
と
し

て
樹
立
す
る
か
、

即
ち
グ

レ
イ
の
立

言
様
式

に
な
ぞ
ら

へ
て
い

へ
ば
、

果

し

て
経
濟

が
人

口
を
規

制
す

る
か
或

ひ
は
逆

に
人

口
が
経
濟

を
規
制
す

る
か
、
そ
れ
と
も
又
雨
者

の
間

に
は
相

互
作
用

の
關
係

が
存
す

る
か
と

い
ふ
問
題

を
、
そ

の

一
つ
の
重
要
な
る
課
題
と
し

て
果
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
表
現

の
様
式

こ
そ
異
な
れ
兎
も

角
も

マ
ル
サ
ス
は
こ

の
重
要
な
る
課
題

に
基
礎

工
作
を
加

へ
た

の
で
あ
り
、
叉

そ

の
反
封
者

の

一
群

ポ
ピ

ユ
レ
イ

シ
ョ

ニ
ス
ツ
は

正

に
封

角
的
な
見
地
よ
リ

マ
ル
サ

ス
の
牙
城

に
迫

ら
う
と
し
た

の
で
あ
る
。

こ
の
意
味

に
お

い
て
ポ
ピ

ェ
レ
イ

シ
ョ

ニ
ス
ツ
よ
り

す

る

マ
ル
サ
ス
論

争

の

一
戦
線
は

た

と

へ
そ

の
内
容

は
如
何

に
室
疎

で
あ

つ
た
と
し

て
も

確

か
に
人

ロ
理
論

上

の

一
つ

サ
イ
モ
ン
・
グ
レ
イ
の
.入
口
論

七
七
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の
焦
黙

に
は
燭
れ

て
ゐ
た

の
で
あ
る
。

(
一
九

三

山ハ
●
九

●
山ハ
)




