
記

念

論

文

日
本
人
口
論
壇
昭
和
初
十
年
史

南

亮

一

β良

豫

定

目

次

に

し

が

き

第

一
章

日
本
入
口
問
題
の
諸
論
議

第

二
章

「
産
め
よ
殖
え
よ
」
の
入
口
論
孚

第
三
章

入
口
問
題

・
入
口
理
論
の

一
般
研
究

第
四
章

特
殊
人
口
問
題
及
び
入
口
理
論
の
研
究

第
五
章

マ
ル
サ
ス
人
口
理
論
の
研
究

第
六
章

入
口
思
想
史
及
び
諸
學
説
の
研
究

第
七
寧

欧
米
入
口
丈
献
の
翻
露

・
紹
介

む

す

び

日
本
人
口
論
壇
昭
和
初
十
年
史

一



二

 

は

し

が

き

本
稿

は
商
學
討
究

の
十
巻
完
成

に
因

み

て
そ

の
嚢
刊

の
年

(
大

正
十
五
年

・
昭

和
元
年
)

か
ら
昭
和
+
年

十
二
月

に
至

る
満
十

ヶ
年

間

の
日
本
人

口
論

壇
を
同
顧

し
、
こ

の
間

に
嚢
表

せ
ら
れ
た
る
主
要
人

口
文
献
を
手
探
り

に
如
何

な
る
人
が
、

如
何

な
る
問

題
を
、
如
何

に
取
扱

ふ
て
來

た
か
を
編
述
し
な
が
ら
、
昭
和
初
十
年
間

の
研
究
所
産

と
そ

の
動

向
と
を
描
出

し
よ
う
と
す

る
に
あ

る
。
本
稿

は
先
づ
筆
者
自
身

の
興
味
と
、
限
ら
れ

た
る
準
備
期
間

に
於
け
る
個
人
努
力

の
制
約

と
の
た
め
に
、
飾

に
か
け

る

べ
き

問
題
を
可
な
り
狭

い
範
團

に
限
定
せ
ね
ば
な

ら
な
か

つ
た
。
讃
者

は
こ

の
範
園
を
前
掲

の
豫
定

目
次

で

一
覧

せ
ら

れ

た

で

あ

ら

う
。
次

い
で
筆
・者

は
、
こ

の
稿
を
草
す
る

に
當

り
、
纏

ま

つ
た
著
書

や
翻
課
書

に
つ
い
て
は
多
く
自
家

所
藏

本

に
擦

つ
た
け
れ

ど

も
、
雑

誌
論

文

の
槍
索

に
つ

い
て
は
小
樽
高
商

圓
書

館
及
び
東
京
商

大
圖
書

館
を
利
用
し
、
な

ほ
足
ら
ざ
る
も

の
は
慶
慮
義
塾

固

書
館

と
上
野

の
帝
國
圖
書
館

と
に

つ
い
て
補

ふ
と

い
ふ
順
路
を
採

つ
た
に
も
拘
は

ら
す

、
そ
れ

で
も
な
ほ
資
料
を
霊
く
し
得
な
か

つ
た

こ
と
を
自
白

せ
ね
ば
な

ら
な

い
。
要
す

る

に
、
か
う

い
ふ
作
業
を
短
期
間

に
完

了
す

る
こ
と
は
個
人
の
力
を
超

え
た

こ
と
で

あ
り
、
叉
あ
ら
ゆ
る
文
献
を
淺
り
な
く
検
索

す
る
と

い
ふ
こ
と
は
特

に
日
本

の
諸
雑
誌

に
不
備
な
現
在

の
學
校
圖
書

館

の
三

つ
や

四

つ
を
騙
け
め
ぐ

つ
て
も
殆

ん
ど
不
可
能

に
近

い
と

い
ふ
こ
と

に
な

る
の
で
あ
る
。
ー

そ

こ

へ
持

つ
て
來

て
、
机
上

に
堆
積

さ

れ
た
雑
多
な
資

料
を
何
う
整

理
し
た
ら
よ

い
か

が
、

ひ
ど
く
筆

者
を
悩
ま

せ
た
。
問
題
は
可
な
り
…狭
い
範
園

に
限
定
し
た
と
は

い

ふ
も

の

瓦
、
何
分

に
も

十
ヶ
年

に
わ
た
る
諸
家

の
、
思

ひ
思

ひ
の
角
度

か
ら
す

る
、
幾

つ
と
も
数

へ
切
れ
な

い
ほ
ど

の
著
書
論

文



で
あ

る
。
そ

の
畳

え
書

き
を
机
上

に
堆
積

し
た
ま

」
私
は
荘
然
と
し

て
旬

日
を
過

ご
し
た
。

そ
し
て
途

に
、

た

讐

一
つ
の
執
筆

責

任
感
が
筆
者
を

こ

の
稿

に
騙
り
立

て
は
じ

め
た

の
は
、
約

束
の
期
日
を
過
ぎ
る
幾

日
か
後

の
こ
と
な

の
で
あ
る
。

だ
が
筆

者
は
、
さ
う

い
ふ
事
情

に
も
拘

は
ら
す
、
本
稿
を
も

つ
て
無
駄
な
勢
作

と
は
思

ふ
ま

い
。
出
來

上
ら
な

い
先

か
ら
筆

者

に
は
、

こ

の
稿

が
勢
力
徒

ら

に
多
く

し
て
そ

の
割
り

に
効
果

の
上

が
ら
な

い
も

の
だ
と

い
ふ
見
透
し
は
明
か

に
つ
く
け
れ
ど
も
、

今

ま
で
知
ら
な
か

つ
た
熱
心
な
研
究
家
を

知
り
、
思

ひ
も
設
け

ぬ
か
く
れ

た
る
榮
作
を
堀
り
出
し

て
知
見
を
廣

め
得
た

こ
と
は
、

筆

者

に
と

つ
て
何

よ
り
も
仕
合
は

せ
な

こ
と
で
あ

つ
た
。
そ

の
代
り

に
又
、
今
ま

で
に
編
ま
れ
た
幾

つ
も

の
人

ロ
文
献
目
録

の
中

に
何
度

も
繰

り
返

へ
し
記
録

せ
ら
れ
た
る
論
文

が
全
く

愚

に
も

つ
か
ぬ
も

の
で
あ

つ
た
ウ
、
目
録

の
上

で
は
論

文
と
し

か
受
取
れ

ぬ
悉

の
が
事
實

上
は
外
國
丈
献

の
邦
課

で
あ

つ
た
り
し

て
、
筆
者
を

い
ら

だ
た
せ
た

こ
と
も

一
再

に
止
ま
ら
な
か
つ
た
。
謂
ゆ
る

文
献

目
録

が
、
今

ま

で
多
く
さ
う

で
あ

つ
た
や
う

に
、
軍

に
雑
誌

の
表
紙

を
見
て
筆

者
名
と
論

題
と
を
韓

記
す
る
程
度

の
も

の
で

あ

る
と
す
れ
ば
、
後

の
研
究
者

に
ど
れ

だ
け
禍

ひ
を

の
こ
す
か
知
れ
な

い
。
本
稿
は

こ
の
窯
出
來

る
だ
け
周
到
且

つ
親
切

で
あ
り

た

い
と
思

ふ
。
ー

か
く

て
先

づ
筆
者

は
、
本
論
を
、
昭
和
初
十
年
間

の
日
本

人

口
問
題

の
諸
論
議

か
ら
始

め
る

で
あ
ら
う
。

第

嗣
章

日
本
人
口
問
題
の
諸
論
談

學
問
研
究
の
刺
戟
な
り
動
機
な
り
が
現
實
生
活
の
直
接
の
問
題
か
ら
燭
稜
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
例
し
は
決
し
て
勘
く
な
い
。
日
本

に
於
け
る
人
ロ
問
題

・
人
ロ
理
論

一
般
の
研
究
が
直
接
に

「
日
本
の
人
口
問
題
」
に
關
す
る
諸
論
議
の
獲
展
に
員
ふ
て
を
る
部
分

日
本
入
口
論
壇
昭
和
初
十
年
史

三



四

が
可
な
り

に
大
き

い
。
昭
和
元
年

(
大

正
十
五
年
)
は
第

二
同
國
勢
調
査

の
施
行

せ
ら
れ
た
翌
年

で
あ

つ
て
、

こ
の
頃
か
ら
し

て

漸
く

日
本

人

ロ
の
正
確
な

る
増
加

の
姿

を
見
る
こ
と

が
出
來

る
や
う
に
な

つ
た
。
政
治
家

は
慌

て
た
、
學
者

は
捻
り
出
し
た
、
ヂ

ヤ
ー

ナ
リ

ズ

ム
は
そ
れ

を
、

い
や
が
う

へ
に
も
焚

き

つ
け
た
。
昭
和
勢
頭

の
爾

三
年
間
は
、
日
本
人

ロ
問
題

は
政
治
的
、
學
問
的

に
最
も
大

き

い
流
行
問
題

の

一
つ
と
な

つ
た

の
で
あ
る
。

「
人
ロ
問
題
は
決
し
て
今
年
の
新
問
題
で
は
な
い
。」
ー

と
矢
内
原
敦
授
は
昭
和
二
年
七
月
襲
表
の

一
論
文
で
書
い
て
ゐ
る
ー

「
大

正
十
三
年

の
人

口
自
然
増
加

が
七
十
四
高

三
千

人
と
獲
表

せ
ら
れ
た
時
も
、
大

正
十
四
年

の
そ
れ

が
八
十

七
高
五
千
人
と
稜

表

せ
ら
れ
た
時
も
、
世
人
は
そ
の
實
歎

の
大
な
る

に
驚
か

さ
れ

て
人

口
問
題

の
論
議

が
頓

に
や
か
ま
し
く
な

つ
た
。
殊

に
大

正
十

四
年

の
人

ロ
増
加

が
八
十
萬
蔓
を
突
破

せ
る
こ
と
が
稜
表

せ
ら
れ

て
以
來
、
即
ち
昨
年

〔
昭
和
元
年
∪

こ
の
方
、

人

口
問
題
は
火

急

の
問
題
と
し

て

一
暦

徹
底
的

に
世
人

に
意
識

せ
ら
れ
、
そ

の
神

経
を
刺
戟

し
た
。
前
内
閣

〔
若
槻
内
閣
〕
も

人

ロ
食
糧
調

査
會

の
設
置
を
決
定
し
た
。
雑
誌

と

い
ふ
雑
誌
、
論
客

と

い
ふ
論
客

に
し
て
人

ロ
問
題
を
論
ぜ
ざ
る
も

の
は
な

い
有
様

と
な

つ
た
。
」

し
か
し

「
そ
れ

は
昨
年

の
問
題

で
あ
り
し
如
く
又
今
年

〔
昭
和
二
年
〕

の
問
題

で
あ

る
。
甲
論
乙
駁
し

て

一
年

を
過
ぎ
た
。
而
し

て
昨
年
度

〔
昭
和
元
年
〕

の
人

ロ
糟
加
百
萬
人
と
聞

き
て
、
世
人
は

ア

レ
ヨ
く

と

い
ふ
間

に
燃
え
損

が
れ

る
火

の
手
を
見

る
が

わ

如
く

に
思

は
な

い
だ
ら
う
か
。
」

人

ロ
問
題

が

「
燃

え
損

が
れ
る
火

の
手
」
と

い
ふ
や
う
な
形
容
は
少
し
く
大

袈
裟

に
響
く
か
も
知
れ

な
い
が
、
時

人

の
心
に
映

つ
た
問
題

の
重
大

さ
を
率
直

に
表

現
し

て
面
白

い
。
ま
さ

に

「
ア

レ
ヨ
く

と

い
ふ
間

に
、」
矢
内
原
氏

の
論

文
も
書

か
れ

た

の
で

1)矢 内原 忠雄,時 論 としての入 口問題 『中央公論 』42年7號(昭 和2年7月)

34-・3S頁 。



あ

る
。
同
じ
年

の
十

一
月

に
は
、
少
し
く
毛
色

の
鍵

つ
た
も

の
と
し

て
、
別

の
筆
者

が
か
う
も
書

い
て
ゐ
る
。

「
最

近
人

ロ
問
題
が
し
き
り

に
喧

し
く
唱

へ
ら
れ
、

こ

玉
に
解
決

さ
れ

ね
ば
な
ら

ぬ
我
國

の
諸
枇
會
問
題

の
最
も
根
本
的
な
或

は

少
く

と
も
最
も
重
要
な
る
も

の

、

一
が
横
は

つ
て
ゐ
る
か

の
如
く
吹
蕪
す
る
者

さ

へ
あ
る
。
政
府

に
於

て
も
既

に
本
年

〔
昭
和

二

年
〕
初

め
若
槻

内
閣

の
時
代

に
人

ロ
食
糧
調
査
委
員
會
な

る
も

の
が
設
け
ら
れ
、
之
を
引
き
織

い
だ
政
友
會

〔
田
中
〕

内
閣
は
更

に

一
居

『
積

極
的
』

に
、

一
暦
根
本
的

に
之
を
解
決

せ
ん

と
意
氣

込
ん

で
ゐ
る
と

い
ふ
話

で
あ
る
。
殊

に
さ
る

五
月
十
九

日
、
嵐

の
様
な
金
融
恐
慌

、
二
十
日
間

の

モ
ラ
ト
リ
ウ

ム
で
、
財
界

の
混
齪
、
生

活
破
綻
者

の
績

出

の
眞

只
中

に
於

て
、
下
條
内
閣
統
計

局
長

が
、
突
如

と
し
て
、
昨
年
度

〔
昭
和
元
年
〕

の
人

口
増
加
百
萬
を
突
破
す
る
と
傳

へ
た
る
に
、
さ

ら
ぬ
だ
に
肚
會

的
不
安

に

お
び
え
て
ゐ
る
人

々
の
注
意

は

一
暦
切
實

に
此

の
問
題

に
集
注
さ
れ
た
か

に
見

え
る
。
更

に
叉
當
時
新

聞
紙

上

で
喧
し
く
傳

へ
ら

れ
た
國
際
経

濟
會
議

(
五
月
四

日
-

二
十
三
日
)

に
於

て
、
日
本

の
代
表

が
專
ら
強
調
し
た
問
題
も
亦

こ
れ

で
あ

つ
た

。
日
本

の

わ

代

表

は
、
『
人

ロ
過
剰

の
我

に
資

源
を
供
給

せ
よ
!
』

と
叫

ん
だ
。
」

か
う

い
ふ
わ
け
で
當
時

の
人

ロ
論

文
は
非
常
な
分
量

に
上

つ
て
ゐ
る
。
雑
誌
と

い
ふ
雑
誌
、
論
客

と

い
ふ
論

客
は
殆

ん
ど
総
動

員

の
形

で
あ

つ
た
。

こ
れ
ら

の
主
要
所
産

は
後

の
諸
章

に
も
分
類
し

て
記
録

せ
ら
る

玉
で
あ
ら
う

が
、
今
特

に
日
本

の
問
題
を

の

み
取
扱

つ
た
文
献

の
う
ち
特
色
的
な

も

の
を

一
わ
た
り
探
ぐ

つ
て
み
る
と
、
先

つ
目

に

つ
く

の
は
、

の

高

田
保
馬
氏

「
産

め
よ
殖

え
よ
」

で
あ
る
。
掲
載
誌

の

『
維
濟
往
來

』

は
随
筆
專
門

の
雑
誌

と
し
て
こ

の
年

〔
昭
和
元
年
〕

の

三
月

に
創
刊
せ
る
も

の
で
あ
る

が
、
そ

の
七
月
號

に
は
特

に

「
人

口
問
題

の
封
策
」

と

い
ふ
特
輯

欄
を

設
け

て
右
高

田
博
士

の
外

口
本
入
ロ
論
壇
昭
和
初
十
年
史

五

2)淡 徳 三耶,入 口論,『 杜會科學 』3巻4號(昭2年11月),63頁0

3)『 経濟往 來』 互巻5號(昭 和 元年7月),15・ 一一17頁。 後 に随筆論 丈集 『入 口

と貧 乏』go--95頁 に牧録o



六

に
高

畠
素
之
、
鶴
見
蕨
輔
、
北
澤
薪

次
郎

、
田
川
大
吉
郎

、
山
川
均
、
小
村
欣

一
の
計

八
氏

の
随
筆

短
丈
を
か

」
げ
、

さ
ら

に
毬

頭

に
は
末
廣
巖
太
郎
氏

の

「
毛
鑓

の
人

口
問
題
」

な
ど
と

い
ふ
も

の
を

飾

つ
て
ゐ
る
始
末

で
あ
る
。
高

田
博
士

の
も

の
も
六
號

活

字

で
僅

か
二
頁

あ
ま

り

の
随
筆
的
小
論

で
あ
る
が
、
人
ロ
増

加
問
題
な

ど
で
騒
ぐ

の
は
愚

の
至
り
だ
と
し
、
「
眞

の
問
題
は
來

る

べ

き
出
生
率
の
減
少
ー

人
ロ
増
加
の
止
む
こ
と
を
如
何
に
し
て
防
止
す
べ
き
か
に
あ
る
。
而
も
此
大
な
る
潮
流
の
水
先
は
既
に
大

へ

ぬ

ヘ

へ

都
市

の
知
識
階
級

に
押

よ
せ
來

つ
玉
あ
る
。
人

口
の
増
加

は
何

等
問
題

で
は
な

い
、
此
水
先

の
あ
と
に
ほ
う
ば

い
た
る
流

の
み
な

の

ぎ
り
迫

ら
む
と
す
る

こ
と
が
問
題

で
あ
る
。
」
と
指
摘
し
出

で
た

と
こ
ろ
に
特
色

が
あ

つ
た
。
け
れ
ど
も
そ

の
結
論

は
又
右

の
所
論

以
上

に
異
彩
を
放

つ
て
ゐ
た
。

曰
く
、
「
私
は
信
す

る
。
た

穿
産

め
よ
殖
え
よ
。
姑
息
な

る
救
濟
策
な
ど

に
頼

ら
な
く

て
も
事

は
す

む
。
窮
す
れ
ば
即
ち
通

ぜ
む
。
殖

え
さ

へ
す
れ
ば

、
而
し

て
之

に
懸
じ

て
す

べ
て
の
丈

化
的
活
動

こ
と
に
維
濟
的

活
動

が
盛
ん

に

な
れ
ば
、
國
内
は
な
ほ
く

多
歎

の
人
ロ
を
養
ひ
得
る
飴
地
が
あ
る
。
商
工
業
立
國
の
基
礎
の
確
立
し
得
な
い
の
は
生
活
費
の
不

の

相
臨

に
高
き
が
故

で
あ

る
、
國
民

の
努
力

乏
し
き

が
故

で
あ
る
、
而

し
て
こ
れ
は
人

ロ
の
増
加

の
足
ら
ざ
る

が
故

で
あ

る
」

と
。

も

し
も

こ

玉
に
河
上
肇
と
い
ふ
篤
學
者
が
京
都

大
學

に
ゐ
な
か

つ
た
と
す

れ
ば

、
昭
和
壁
頭

の
日
本

人

ロ
論
壇
は
今

吾

々
が
同

顧

し
て
さ
う
思
ふ
ほ
ど
華

々
し

い
も

の
で
は
あ
り
得
な
か

つ
た

に
違

ひ
な

い
。
少
く

と
も
高
田
博
士

の

一
随
筆
は
然
か
く
世
人

の

注
意
を
受
け
す

し

て
過
ぎ
去

つ
た

で
あ

ら
う
。
だ
が
、
そ

こ
に
、

マ
ル
ク

ス
的
理
論

の
武
器
を
鍛

へ
直

し
て
河
上
博

士
が
待
ち
構

へ
て
ゐ
た
。
翌
月

の
八
月

に
二
冊
連
績

し
て
刊
行

せ
ら
れ

た
河
上
博

士

の
個
人
雑
誌

『
肚
會
問
題

研
究
』

は
次

の

三

丈

を

載

せ

,
て
、
世
上

に
流
布
す

る

「
俗
論

」
を

次

々
に
薙
ぎ

倒
し
て
行

つ
た
。
ー

4)高 田保 馬著,入 口 と貧 乏,昭 和2年11月,

5)同 上94--95頁o

日本評論肚 刊,91頁o



の

「
資
本
主
義
末
期
の
一
症
歌
と
し
て
の
人
口
過
剰
の
う
め
き
1

人
ロ
過
剰
の
原
因
お
よ
び
封
策
に
關
す
る
世
論
の
批
判
」

わ

「
鈴

木
文
治
氏

の
人

ロ
制
限
論

(
人

ロ
問
題
批
判

拾
遣

の

一
)
」

「
生
活
難
の
事
實
を
言
葉
の
上
で
否
認
す
る
こ
と
に
よ
り
之
を
解
決
せ
ん
と
す
る
、
高
田
、
氣
賀
二
博
士
の
意
見
-

資
本
主
義

り

辮
謹

論

の
現
象
形
態

の

一
つ
と
し
て

の
曾

侶
的
扮
装

(
人

口
問
題
批
判

拾
遺

の
二
)
」

「
燃

え
援

が
れ
る
火

の
手
」

は
河
上
博
士

の
鮮

か
な

る
手
法

に
よ

つ
て
確

か
に

一
杯

の
冷
水
が
注
ぎ
か
け
ら
れ
た
形

で
あ
る
。
火

は
泪

え
た

の
か
と
観
衆
は
片
唾
を
呑

ん
だ
。
當

の
批
判
を
受
け
た

「
世
論
」

の
代
表
者

達
も
、
或

ひ
は
時
利
あ
ら
す

と
し

て
か
或

ひ
は
自
家
所
論

の
不
備
を
悟

つ
て
か
、
し
ば
し
河
上
博

士

の
論
鋒

に
立
ち
向

ふ
も

の
定
も
見

え
な
か

つ
た
。
深

い
瘡

痩
を
幅
岡
に

養

ふ
た
の
ち
や
が

て
高

田
博
士

が
宿

敵

に
向

つ
て
論
陣
を
張
り
直
し
始

め
た

の
は
翌
昭
和
二
年

の
秋

の
こ
と
で
あ
る
。
吾

々
は
そ

の
経
緯
を
次

の
章

下
で
詳
し
く

語
る

で
あ

ら
う
。
こ

、
で
は
論
職

を
離
れ

て
の
猫
立

の
諸

文
献
を
取
扱

は
ね
ば
な
ら
な

い
。

し
か

め

し

昭
和
元
年

に
は

こ
の
外

に
目
星
し

い
論

文
も
見
當

ら
な

い
。

八
木
仲

一
氏

「
人

ロ
問

題
」

と

い
ふ
の
が
目

に
燭
れ

た
が
、

こ
れ

は
學
生

の
論
文
ら

し
く
、
人

ロ
問
題

の
解
決
は

フ

レ
ッ
チ
ヤ
ー
氏

咀
囎
法

に
よ

つ
て
、
食
物

を
節
す
る

に
あ
り
な
ど
と
論
結

し
て

ゐ
る
。

昭
和
二
年
か
ら
三
年

に
か
け

て
上

田
博
士
主
幹

の
雑
誌

『
企
業

と
肚
會
』

は
若

干

の
注

目
す

べ
き
論
文
を
掲
げ
た
。
筆
者

は
次

の
二

つ
を
例
示
し
た

い
。

の

土
田
貞
次
郎
氏

「
我
國

の
人

ロ
及
食
糧
問
題
」

日
本
人
口
胎
壇
昭
和
初
十
年
史

七

6)『 杜會 問題研 究』73冊(昭 元年8月1日),r-32頁 。

7)『 杜會 問題 研究』74冊(昭 元年8月Io日),18-34頁 。 因みに これ ら諸丈 に

昭和2年 叢 丈閣 より、『入口問題 批列』 と題 す る軍冊 子 に纏 めて 出版 され†:0
8)大 倉高商経 濟研 究會登行 『商業糧濟研究』1號 〔昭元年12月)173--187頁 。

9)後1こ 同氏箸 『新 自由主義 』昭2年7月,同 丈館刊,297・ 一・324頁に牧線。



λ

イ
ー

・
エ
フ

・
ベ

ン
ロ
ー

ズ
氏

「
人

ロ
食
糧
問
題

の
数

的
親
察

ー

観

近
四
十
七
年
間

に
於

け
る
日
本
農
産
物

の
實
数
量

に
就

期

い
て
」

上

田
博
士
は
こ

玉
で
す

で
に
、
「
日
本

の
人

ロ
問
題
は

日
本
人
だ
け

の
問
題

で
な
く
し

て
、
世
界

の
文

明
國

が
協
力

し
て
解
決
し

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
國
際
的

の
大
問
題

で
あ
る
」
所

以
を

指
摘
し
、
し
か
し
若
し

「
外
國

が
人
種

の
統

一
を
保

つ
た

め
に
我
國
人

の
移
佳
を
好
ま

な

い
な

ら
ば
必
す

し
も
移
佳

の
自
由

を
要
求

し
な

い
で
も
宜
し

い
。
そ

の
代
り

に
我
國

内
に
お

い
て
多
く

の
人

ロ

が
維
持

さ
れ

る
や
う
に
外
國

の
安

い
原
料
や
食
糧
を

充
分

に
分
配
し
、
且
我
國

の
製

品

に
封
し

て
門
戸
を
開
放
し

て
も
ら
は
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
吾

々
は
人
力

を
外
國

へ
逡

つ
て
直
ち

に
其

天
然
資
源
を
利
用
す
る
代
り

に
外
國

の
天
然
力
を
商

品

の
形

に
直

し
て

自
國

に
取
寄

せ

て
お
い
て
之

に
人
力

を
加

へ
る

で
あ
ら
う
。

か
く

し

て
職
業

が
多
く
得
ら
る

瓦
な
れ
ば
必
す

し
も
人

ロ
の
多
き
を

憂
ふ
る
必
要
は
な

い
。
是
が
我
國

外
交

の
大
方
針

に
な
ら
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
と
私
は
思

ふ
」
。
「
然

る
に
現
在

の
日
本

の
経
濟
政
策

は
此
根
本
方
針

と
背

馳
し
て
外
國

の
原
料
及
食
糧

の
輸
入
を
制
限

せ
ん
と
し
て
ゐ
る
。
…
…
日
本

の
貧

し
き
天
恵
を
守

つ
て
國
産

自
給
を
企

て
つ

玉
、
此
既

に
稠
密

に
し

て
又
釜

々
稠
密
に
な
の

つ

玉
あ

る
所

の
人

口
を
よ
く
養

ひ
、
よ

く
衣
せ
、
よ
く
元
氣
あ
ら

し
む
る

こ
と
は
明
か
に
不
可
能

で
あ
る
と
す
れ

ば
、
吾
人
は
外
國

に
向

つ
て
門
戸

開
放
を
求
む

る
と
同
時

に
日
本

の
門
戸
を
も
開

功

放
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
」
と
論
じ

て
ゐ
ら
れ
る
。
こ

玉
で
護
者

は
五
年

の
後
ー

昭
和
七
年
秋

頃
よ
り
す
る
上
田
博
士

の
本
格
的

研
究

の
出
現
を
銘

記
せ
ら
れ
た

い
。

勒

ペ

ン

ロ
ー
ズ
氏

の
日
本
人

口
問
題

研
究
は
昭
和
九
年

に
纏
ま

つ
た

一
著
と
な

つ
て
現
は
れ

る
こ
と
に
な
つ
た
が
、
前

掲

の
論
文

=o)

ロ)

12)

13)

『企 業 と1辻 會 』24號(昭3年3月 特 輯 現 代 日 本 號)lo5・ ・-n8頁 。

『新 自 由 主 義 』302頁 。

『新 自 由 主 義 』303-305頁 。
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は
氏

が
日
本

に
滞
在
中
か
ら
懐
持

し

て
ゐ
た
抱
員

と
猫
自
の
研
究

方
法

と
の
閃

き
を
見

せ
る

も

の

で

あ

る
。
冒
頭

に
記

し
て
目

く
、
「
刻
下

の
日
本

に
於

て
、
経

濟
學
者

及
び
就
會
學
者

の
論

争

の
最
申

心
黙
は
蓋
し
人

口
食
糧
問
題

を

除

い
て
他

に
求
め
得
な

い
。

日
本

の
將
來

の
禧
祀

を
左

右
す

る
こ
と
こ

の
問
題
に
ま

さ
る
も
の
亦
た
絶
無

で
あ
ら
う
。
然

る

に
此

の
種

の
問
題
は
元
來
数

量

的
性

質
を
帯

び
て
居
り
、
從

つ
て
数
的
智
識
を
訣

い
て
は
之

が
研
究
到
底
全
き
を
望
み
得
な

い
。
利
用
し
得

べ
き
数
的

材
料
に

し

て
増
加

せ
な

い
限
り
、
如
何

に
机
上

に
論
議
を
闘
は
し
、
紙

上

に
美
罐
を
蓮
ね
る
も
、
何
等

研
究

の
深
化
を
計
り
得
な

い
の
で

恥

あ

る
」

と
。
か

墨
る
抱
員

と
見

地
か
ら
筆
者
は

明
治
十
二
年

か
ら
大

正
十
四
年

に
至
る
過
去

四
十
七
年
間

に
わ
た
る
日
本

の
農
産

物
激
量
指
激

を
算
出
し
、

こ
れ
と
人

口
指
激

と

の
比
較
を
行

は
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ

の
結
果

に
基

づ
き
筆
者

の
注
意
す
る

の

は
次

の
二
瓢
で
あ

る
。
1

第

一
、
明
治
十
二
年
以
來
食

用
農
産
物

の
産
出
は
大
に
増
加

し

て
來
た
が
、
そ

の
増
加

は
な

ほ
全
農
産

物

の
増
加

ほ
ど
著

し
く

は
な

い
。

第
二
、
最
近

の
数
年
聞

(
但
し
大

正
十
四
年

は
除
く
)
生
産
特

に
食
糧

品

の
生
産

は
増
加

の
傾
向

が
止
ん
だ
が
、
人

ロ
は
之

に

封
慮
し

て
停
止
せ
す
、
む
し
ろ
増
加
し

て
ゐ
る
。
此

の
如
き
停
止
歌
態
は

一
時

的

で
あ
ら
う
か
。
或

は
永
久
的

の

も

の

だ

ら

う

か
。
ま

た
日
本

の
農
業
生
産
は
既

に
飽
和
鮎

に
達
し
た

の
で
あ
ら
う
か
。
之

は
日
本

に
と

つ
て
の
死
活
問
題

で
あ
り
、
そ

の
解
答

如
何
は
頗
る
重
大

で
あ
る
。
今
は

私
に
取

つ
て
未
だ
決
定
的
解
答
を

な
す

べ
き
時
機

で
は
な

い
が
、
來

る

べ
き
数
年
聞

に
於
け
る

粉

激

字

こ
そ
甚

だ
重

要
で
あ

ら
う
。
ー

か
く

て
、
も

し
も
日
本
が
既

に
、
或

ひ
は
近
き
將
來

に
、
十
九

世
紀

の
イ
ギ
リ

ス
が
そ
れ

日
本
人
口
論
壇
昭
和
初
十
年
史

九

叫)『 企業 と冠 曾 』24號,Io5頁0

15)同 上116・ 一一117頁o



一
〇

に
遙

せ
る

が
如
き
農
産
物
増
加

の
停
止
歌
態

に
至
つ
た
も

の
、
或

ひ
は
至
る

で
あ
ら
う
と
す
れ

ば
、
そ

の
進
路
は

「
自
由

貿
易
政

紛

策
」

の
ほ
か
な
し
、
と
読

い
て
、
掲
載
誌

『
企
業

と
肚
會
』

の

一
般
的

政
策
思
潮

に
合

一
す

る
趣

き
を

示
し

て
ゐ
る
。

こ
れ

よ
り
先
き

昭
和

三
年

一
月

に
は
日
本
肚
會
學

會
編

『
祉
會
學
雑
誌
」
第

四
十
五
號

が

「
人

口
食

糧
問
題
研
究
號
」

と
銘
打

つ
て
出

で
た
。
こ
れ
は
そ

の
前
年

十

一
月
に
ひ
ら
か
れ
た
る
同
會
第

三
同
大
會

の
講

演
速

記
を
牧
載

せ
る
模
様

で
あ
る
が
、
戸
田

貞
三
氏

「
自
然

の
人

ロ
と
人
工
の
人

口
」
、
佐

伯
矩
氏

「
榮
養

と
繁
殖

と
の
關
係
」
、
矢
内

原
忠
雄

氏

「
人

ロ
食
糧
問
題
と
肚
會
制

度
」
、
今

井
時
郎
氏

「
我
國

生
活
難

の
本
質
及
其
打
開
策
」

の
四
文
を
牧
め
、
本
邦
人

ロ
食
糧

問
題
研
究
文
献

を
附
載

し
て
ゐ
る
。

前

の
三
文
は
後

に
燭
れ
る

と
し

て
こ
玉
で
直
接

の
關
係
あ
る

の
は
今
井
氏

の
論
文

で
あ
る
。
氏
は

こ

玉
で
次

の
如
き
方
程
式

を
立

て
る
。熔

議
漕

訟
鱒
購
攣
r
壽
婁
蜜
餅
煎
護

右

の
う
ち
分
子
は

「
人

口
給
養
力
」
を

示
し
、
下

の
分

母
は
右

の
人

口
給
養
力

に
封
し

て
給
養
を
要
す
る
人
衆

〔
?
〕

生
活

の

量
及

び
質
を
指
す

、
云
ひ
か

へ
れ
ば

「
左

項
分
歎
式

の
分
子
は
肚
會

の
生
産
及
生
産

の
ポ
テ

ン
シ
ヤ
ル
を
、
分

母
は
肚
會

の
消
費

恥

及
漕
費

の
ポ
テ

ン
シ
ヤ
ル
を
指

示
す
る
も

の
」

で
あ

る
。
從

つ
て
資
源

少
き

日
本

は
生
活
が
苦

し
く
な

る
道

理
で
あ
る

が
、

こ

ム

に
更

に
介
入
す
る

の
は
生
活
資
料

に
封
す

る

「
分
配
率
」

で
あ
る
と
し
て
、
次

の
式

に
書

き
改

め
る
。

倫

譲

潮
)菰

)漁
樵

灘

麟
鎧

)(浅

憐
)
豊

〉
肇

黙

書

か
く
て
曰
く

「
現
實
経
濟
生
活
上
所
謂
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
階
級
に
分
配
牽
の
比
較
的
大
で
あ
り
、
無
産
階
級
に
比
較
的
小
で
あ
る
と

16)同 上118頁o

=7)『 批 倉 學 雑 誌 』45號,68頁 。



励

す

る
な
ら
ば
、
無
産

大
衆

の
生
活
難

は
殊
更
痛
切
な
る
も

の
あ
る

こ
と
明
白

で
あ
る
。
」
然

ら
ば
そ

の

「
解
決
策
」

は
?

筆
・者

は

こ
れ

を
移

民
に
見
る

が
如

し
。

ゆ

移
民
と

い

へ
ば

こ

曳
に
永
井
亨
氏

の

一
論
文

「
人

ロ
問
題

と
移
民
問

題
」

が
あ
る
。

日
本

の
封
策
と
し

て
は
人
間

の

「
移
民
」

よ
り
も
生
産

力
増
加

の

「
移
民
」

を
目
指
せ
と
主
張
す

る
。

こ
れ
は
よ
き
見
方
だ
。

曰
く

「
人

口
問
題

を
解
決

せ
ん
た
め

に
移
民

に
よ
る
人

口
数

の
減

少
を
期
さ
う

と
し

て
も
實

効
は
墨
ら
す
、
生
産

力

の
増
進
を
期

せ
ん
た
め

の
移
民

で
あ

る
こ
と
に
着
眼
し
な

鋤

け
れ
ば
な
ら
ぬ
」

と
。
だ
が
次

の
結
句

は
讃
者

を
悩

ま
さ
ね
ば
な

ら
な

い
!

曰
く

「
今

や
日
本
が
恰
も

一
見

イ
タ
リ
ア

の
如
き

環

境

に
置
か
れ

て

ム
ッ
ソ
リ

昌
の
降
臨

を
希

ふ
徒
輩
も
亦
決
し

て
少
く
な

い
と
察

せ
ら
れ
る
け
れ
ど
も

、
先

に
も
読

い
た
如
く
人

口
問
題

は

一
國

の
肚
會
叉
は

一
禮

と
し

て
の
就
會
そ

の
も

の

曳
生
産
力

の
問
題

で
あ

り

そ

の

生
産
額

の
問
題

で
あ
り
資

源

(
天

然

)

の
問
題

で
あ
り
能

率

(
心
理
)

の
問
題

で
あ
り
統
制

(
組
織
)

の
問
題

で
あ
り
、
更

に
そ
の
國

の
人

口
数

の
問
題

で
あ
り
出

生
率
及
び
死
亡
率

の
問
題

で
あ
り
生
活
程
度
叉
は
標
準

の
問
題

で
あ

り
、
更

に
又
生
活
資

料

の
分
配

の
問
題

で
あ
り
消
費

の
問
題

で
あ
り
貯
蓄

の
問
題

で
あ
り
、
國
民

が
そ

の
事
を
自
覧

し
そ

の
問
題
を
解
決
す

べ
く
努
力
す

る
の
で
な

け
れ
ば
ー

ム
ッ
ソ
リ

ニ

助

や

レ

ニ
ン
の
出

現

せ
ざ
ら

ん
こ
と
を
希

ふ
や
う

に
な

る

の
で
な
け
れ
ば
f

日
本

の
人

口
問
題
は
解
決

さ
れ
な

い
。
」

さ

て
も

こ

の
六
つ
か
し

い
読
話
を
な
す
永
井
博
士

は
他

に
ど
う

い
ふ
論
著
を
出
さ
れ
た

の
で
あ

る
か
?
・

物

永
井
博
士

の
論
著

は
多

い
。
け
れ
ど
も

こ

玉
で
爆

示
す

べ
き
代
表
的
著

作
は
昭
和
四
年

一
月
刊
行

の

『
日
本
人

ロ
論
』

で
あ
ら

う
。

こ
の
書

に
は
附
録

と
し

て
高

田
、

那
須

、
矢
内
原
、
河
上
諸

氏

の
所
論

に
封
す

る
批

評
が
牧
め
ら
れ

て
を
り
、
内
容
的

に
も

口
本
人
口
論
壇
昭
和
初
十
年
史

一
一

r8)同 上69頁0

19)『 外 交 時報 』556號(昭3年2月1日),24'-32頁 。

20)同 上30頁0

21)同 上32頁0

22)巖 松 堂書 店 刊,菊 剣424頁 。
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一
ニ

ヒ
れ

ら
諸
家

の
所
論
を
離
れ

て
は
理
解

に
不
便

で
あ

る
が
、
特

に
日
本

人

口
論

と

い
ふ
限
定
さ
れ
た
標
題

に
從

つ
て
こ

」
で
論
旨

の

一
班
を
鮎
出

し

て
置

か
う
。

「
我
國

の
今

日

に
學
者

の
読
く
人

ロ
論

は

一
般

に

マ
ル
サ

ス
か

マ
ル
ク

ス
か
そ

の
何
れ
か

の
人

口
論

に
囚
は
れ
或

は

マ
ル
サ
ス
と

マ
ル
ク

ス
と

の
何
れ
も

の
人

口
論

に
捉

は
れ

て
ゐ
る
、
」

と

『
日
本

人
口
論
」

の
著
者

は
先

づ
喝
破
す
る
ー

「
し
か
も

マ
ル
サ
ス

の
人

ロ
論
を
排

し

つ
玉
そ
れ

に
囚
は
れ

、
叉

マ
ル
ク

ス
の
人

口
論
を
斥
け

つ
玉
そ
れ

に
捉
は
れ

て
ゐ
る
も

の
が
甚

だ
勘
く
な

い
」
。

け
れ

ど
も

「
世

の
知
る
如
く

マ
ル
サ

ス
の
人

口
論
は
食
糧
論

で
あ
り
貧
窮
論

で
あ

つ
た
」
し
、
「
マ
ル
ク

ス
の
扱

つ
た
人
,ロ
問
題
は

鋤

職
業

問
題

で
あ
り
失
業

問
題

で
あ

つ
た
」
。
し

か
し

「
人

口
問

題
は
そ

の
性
質
上
食
糧

問
題

で
も

な
け
れ

ば
職
業
問

題
で
も
な
く
そ

の
雨

つ
な

が
ら

を
合

し
た
問
題

で
も
な

い
。
過
剰
人

口
は
そ

の
本
質
上
貧

窮
人

口
で
も
な
け

れ
ば
失
業

人

ロ
で
も
な
く
そ

の
爾

つ

鋤

な
が
ら
を
併
せ
た
人
ロ
で
も
な
い
」
。
實
は

「
人
ロ
問
題
は
肚
會
の
生
産
力
が
在
來
の
分
配
比
率
の
下
に
人
ロ
激
を
牧
容
し
得
す
、

同
時
に
叉
從
來
の
生
活
標
準
の
上
に
人
口
蝕
を
支
持
し
得
な
い
と
こ
ろ
に
稜
生
す
る
。
或
る
分
配
比
率
の
下
に
置
か
れ
た
る
肚
會

の
生
産
力
と
、
或
る
生
活
標
準
の
上
に
置
か
れ
た
る
人
ロ
数
と
の
間
に
均
衡
を
失
す
れ
ば
過
剰
人
口
が
生
じ
、
人
口
問
題
が
生
す

る
」
。
か
く
て
問
題
は

「
枇
會
の
生
産
力
と
人
口
の
増
殖
力
と
の
封
比
」
に
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
「
そ
れ
が
即
ち
肚
會
科
學
的
人
ロ

法
則
で
あ
り
、
肚
會
學
的
乃
至
肚
會
心
理
的
人
口
法
則
で
あ
つ
て
、
肚
會
主
義
的
人
ロ
法
則
で
も
な
け
れ
ば
自
然
法
則
的
人
ロ
法

鋤

則

で
も

な

い
」

と
。

ヒ
玉
か
ら
し
て
著
者
の
人
口
政
策
も
規
定
せ
ら
れ
る
i

「
さ
れ
ば
人
ロ
問
題
を
解
決
せ
ん
た
め
に
は
天
然
資
源
を
開
襲
し
國

23)
24)
25)

永井享著 『日本入 口論 』,に しが き4-5買 。

同上,は しが 春S-一一6頁o

同上,本 丈18-1g頁o



民
心
理
を
啓
嚢
す
べ
き
は
勿
論
な
る
が
、
肚
會
組
織
の
改
革
的
進
化
と
階
級
的
協
働
と
民
主
的
統
制
と
を
期
す
る
は
今
日
の
急
務

で
あ
り
、
就
中
経
濟
組
織
の
合
理
的
改
革
と
民
主
的
協
働
と
杜
會
的
統
制
と
を
期
す
る
は
時
代
の
要
務
で
あ
ら
う
。
そ
こ
に
人
ロ

問
題
の
解
決
策
が
あ
る
。」

そ
し
て
こ
れ
が
著
者
の
謂
ふ

「肚
會
科
學
的
人
ロ
法
則
に
基
づ
く
砒
會
政
策
的
人
口
封
策
」
で
あ
つ

鋤で
、
本
書

は
ま

さ

に
、
「
か

玉
る
肚

會
科
學
的
見

地
よ
り

叉
肚
會
政
策
的

立
場
よ
り
現
代

日
本

の
人

ロ
問
題
を
扱

は
う
」

と
す

る
も

の
で
あ
る
。
中

に
は

「
世
界

の
入

口
論

よ
り

日
本

の
人

ロ
論

へ
」
(
第

三

・
四
章
)
と
い
ふ
や
う
な
、
文
献
史
上
曾

つ
で
な
き

ス
ト

ラ
イ
キ

ン
グ
な
、
し
か
し
そ

の
實
吾

々
に
は
何

の
こ
と
だ
か
未

だ

に
意
味
不
明

の
章
な

ど
が
牧
め
ら
れ

て
あ
る
。
「
世
界

の
人

口
論

よ
り
日
本

の
人

口
論

へ
」

?
・

も
う
駄

目
に
な

つ
た
と

い
ふ

「
世
界

の
人

ロ
論
」

と
は

マ
ル
サ

ス
と

マ
ル
ク

ス
と
の
人

ロ
論

で
あ

る

ら
し
く
、
そ
れ
を
離
脱
し

て
濁
自

の
地
歩

を
高
揚

せ
ん
と
す

る

「
日
本

の
人

ロ
論
」
と
は
高

田
、
那
須

、
矢
内
原
三
氏

の
人

ロ

論

で
あ
る
ら
し

い
。
少
く

と
も
こ

の
三
氏

の
所
論

の
批
評
的
考
察
が

「
日
本

の
人

ロ
論
」

の
主
要
部
分
を
占
め

て

ゐ

る

の

で

あ

る
。
讃
者
が
荘

然
自
失
す

る
と
は
言

ひ
過
ぎ

で
あ
る
か
も
知
れ

ぬ
が
、
右

の
三
氏
は
過
分

の
待
遇

に
珈
か
共
笑

を
禁

じ
得
な

い
も

の
が
あ
ら
う
。

越

え
て
昭
和
五
年
五
月

に
は
雑
誌

『
経
濟
史

研
究
』
第

七
號

が

「
人

口
食
糧
問
題

の
研
究

」

と

い
ふ
特
輯
號

を
出

し
た
。
菅

野

和
太
郎
氏

「
我
國
古
代

の
人

口
増
加
」
、
本

庄
榮

治
郎
氏

「
徳

川
時
代

の
人

口
論
」
、
山

口
正
太
郎
氏

「
近
世
伊
太

利
人

口
論
考
」
、

高

田
保
馬
氏

「
食
糧
問
題

の
杜
會

性
」
外
七
篇

を

牧

め

た

る
、
主

と
し

て
日
本

人

ロ
及
び
食
糧

の
歴
史
的
研
究

で
あ
る
。

こ

の

幼

分
野

に
於
け
る
本
庄
博

士

の
研
究

は
後

に
間
も
な
く

『
人

ロ
及
人

口
問
題
』

と
い
ふ

一
著
と
な

つ
て
現
は
れ
た
。
内
審

は
上
古
中

E
本
人
ロ
論
壇
昭
和
初
十
年
史

一
三

26)同 上,本 丈27頁 。

27)四 六 剃258頁,昭54P12月, 口本詳論赴刊。



一
四

世

の
人

ロ
、
徳
川
時
代

の
人

ロ
、
徳

川
時
代
人

口
の
都
市
集
中
、
徳

川
時
代

の
人

口
制
限
、
徳
川
時
代

の
人

ロ
論
、
明
治

の
人

ロ
、

の
六
章

よ
り
成

る
も

の
で
、
書

名
は
む
し

ろ

『
日
本
人

ロ
の
史
的

研
究
』

と
で
も
附
す

べ
き
も

の
で
あ

つ
た
や
う
に
思

ふ
。
本
庄

)

)

ど

の

ウ
　

ゆ
コ

氏

の
そ

の
後

の
研
究

に
は

「
笠
間
藩

の
人

ロ
政
策
」
あ

り
、
土
屋
喬
雄
氏

の

「
諸
代
官

の
人

口
政
策
」
等
と
併

せ
て
日
本

人

口
思

想
史
上

に
注
意

せ
ら
る

べ
き
文
献

と
な

つ
て
ゐ
る
。

か
く

て
時
代
は

昭
和
六
、
七
年

の
頃

へ
と
移

つ
て
行

つ
た

が
、
振
り
返

つ
て
見
れ
ば

昭
和
初
年

に
於
け

る
日
本
人

口
問
題

の
諸

論
議
は
結

局
次
章

で
詳
述
す

る

「
産

め
よ
殖

え
よ
」

の
論

戦

に
花

嘆
か
せ
た

だ
け
で
、

日
本
人

口
そ

の
も

の

曳
基
礎

的
研
究

は
ま

だ
地

に
着

い
て
ゐ
な

か

つ
た
。
纏

ま

つ
た
研
究

は
日
本

の
學
者

よ
り
も
む
し

ろ
欧
米

の
學
者

に
よ

つ
て
果
た
さ
れ

て
ゐ
た
。
満
洲

事
攣

の
必
然

不
可
避
を
豫
言
す

る
人

ロ
學
者

さ

へ
歌
米

に
績

々
と
現
は
れ

て
ゐ
た
。

昭
和

六
年
九

月
、

つ
ひ
に
そ

の
事
攣
は
現
實

と
な

つ
て
現
は
れ

た
。

こ

の
事
攣
は

い
ろ
く

の
深

い
刺
戟
を
學
者

に
與

へ
た
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
日
本

の
人

口
問

題
研
究
者
を

刺
戟
し
た
。
昭
和
二
年
の
春
、
夙
に
日
本
人
ロ
問
題
の
國
際
的
危
瞼
性
を
看
破
す
る
と
こ
ろ
あ
つ
た
上
田
貞
次
郎
博
士
は
、
そ
の

周
團
の
熱
心
な
る
若
き
研
究
者
と
共
に

「
日
本
経
濟
研
究
會
」
を
組
織
し
日
本
人
ロ
の
基
礎
的
探
査
に
着
手
せ
ら
れ
た
の
は
、
ま

さ
に
こ
の
満
洲
事
攣
の
勃
襲
を
契
機
と
す
る
も
の
と
聞
い
て
ゐ
る
。
『
肚
會
政
策
時
報
』
昭
和
七
年
十

一
月
號

(
百
四
十
六
號
)
所

載
の

「
我
國
現
下
の
失
業
と
人
口
問
題
」
を
手
始
め
に
、
上
田
博
士
及
び
そ
の

一
團
の
人

々
が
稜
表
ぜ
る
勢
作
は
實
に
多
歎
の
分

量
に
上
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
主
要
成
果
は
今
日
ま
で
既
に
二
巻
の
論
文
集
と
な
つ
て
現
は
れ
た
。
上
田
貞
次
郎
編

『
日
本
人
ロ
問
題

ラ

ノ

釦

31

研
究
』
第

一
輯

、
及
び
同
第

二
輯

が
そ
れ

で
あ
る
。
第

一
輯

の
主
題
は
日
本

人

ロ
將
來

の
豫
測

で
あ

つ
て
、
詳

密
な

る
人

口
統

計

28)

29)

30)

3夏)

『樫 濟 史研 究 』37號(昭7年ITJI).1-13頁 。

『杜 會 煙 癬 史學 』4巻2號(昭9年5月),8z--94頁o

菊 判3翫 頁,昭8年7月,協 調 會 刊o

菊 剣495頁,昭9年IO月,協 調 會刊 。



的

推
算

か
ら
、
來

る

ぺ
き
二
三
十
年
間

に
於
け

る
日
本

人

口
の
増
加

を
表
出
す
る

に
至

つ
た
。
第

二
輯
は
更

に
進

み
て
日
本
人

ロ

動
態

の
現
状
、
特

に
出
生
率

の
攣
動

と
、
我
國
民

の
所
得

の
源
泉
た

る
職
業

の
増
加

及
び
そ

の
種
類

の
攣
化

と
、

こ
の
二

つ
の
問

題
を
研
究

の
焦
窯
と
し

て
ゐ
る
。

上

田
博
士

の
研
究

は
日
本
人

口
問
題

研
究

に
新

た
な
る
、

そ
し
て
恐
ら
く
最
も
張
固
な

る
礎

石
を
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
劃
期
的
業

績
と
構

へ
ら
れ
て
よ

い
。

そ
し

て
こ

の
研
究
は
女

の
十
年
間

に
更

に
大
き

い
實

を
結

ん

で
ゆ
く

で
あ
ら
う
。

日
本

人

口
の
統
計
的

研
究
は

こ
玉
か
ら
最

も
多
く
を
期
待

さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ

に
つ
け
て
も
筆
者

の
興
味
を
特

に
ひ
く

の
は
、
入

口
統
計

鋤

的

研
究

に

一
段
落
を

告
げ
た
最

近

の
上
田
博

士

に

「
我
國

の
人

ロ
問
題

と
人

ロ
理
論
」

と

い
ふ

一
論
文

の
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
博

士
は
こ

曳
で
人

口
統
計
的
研
究

と
経

濟
理
論
的

研
究

と

の
平
行

の
必
要
を
読

き
、
最

近
に
於
け

る
理
論
的
研
究

の

一
般
傾
向
を
指

摘

し
、
謂
ゆ
る
オ
プ

チ

マ
ム
理
論

に
疑
を
懐

き
な

が
ら
結

局
ビ
ヴ

ア
リ
ッ
ヂ
読

に
着

か
う

と
し

て
ゐ

ら
れ
る
。

こ

の
前
年

に
執
筆

さ
れ

た

「
マ
ル
サ
ス
と
現
代

の
人

口
問
題
」
(
後

出
)
と
併

せ
て
博
士

の
理
論

傾
向

の

一
班
を
物

語
る
も

の
で
あ

る
。

日
本

人

口
問
題

の
諸
論
議

が
な

ほ
次
章
以
下
に
取
扱

ふ
で
あ

ら
う

や
う
な
諸
多

の
過
程
を
経

て
如
上

の
研
究

團
盟

の
出
現
を
見

る

に
至

つ
た
こ
と
は
喜
ば
し

い
限
り

で
あ
る
が
、

こ
れ

と
相

前
後

し

て
出
現
し
た
今

一
つ
の
常
設
研
究
機
關

の
あ

る
こ
と
を
附
言

せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
内
務
省
就
會
局
内

に
設
置

さ
れ

た

「
財
團
法
人

・
人

ロ
問
題

研
究
會
」

が
そ
れ

で
あ
る
。
こ

の
會

の
設
立
は

昭
和
八
年

十
月
、

そ

の
活
動

は
早
く
も

同
年
十
二
月

の
第

一
回
公
開
講
演
會

(
出
演
者

上
田
貞
次
郎
、
下
村
蜜
、
永
井
亨

三
氏
)

か

ら
始

ま
ρ
、
爾
來

昭
和
十
年

十

二
月
ま

で
に
編
纂

刊
行
す
る

「
人

口
問
題
資

料
」
第

十
六
輯

に
及
び
、

昭
和
十
年

二
月

に
は
機

日
本
入
口
論
壇
昭
和
初
十
年
史

一
五

32)河 津敦 授還 暦親賀 認念 『経 濟學 の諸 問運』 昭lo年5月 有斐 閣 刊,2z--50頁
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一
六

關

雑
誌

『
人

ロ
問
題
』
を
褒
刊
し
た
。
想

ひ
か

へ
せ
ぱ

「
燃

え
損

が
る
火

の
手

」

に
呼
慮

し

て
時

の
政
府

が

「
人

口
食
糧
調

査
委

員

會
」

を
組
織

し
て
そ

の
第

一
回

の
會
合
を
開

い
た

の
は
昭
和
二
年
七
月

二
十
日

の
こ
と

で
あ
り

、
幾

つ
も

の

「
答

申
」
を
提
供

し
た
學
句
、
結

局
常
設

の
研
究
機
關

の
設
置
を
要
望
し

て
同
委
員
會

が
姿
を
消

し
た

の
は

昭
和
五
年

の

こ
と
で

あ

つ
た
。
「
人

ロ

問
題

研
究
會
」

は

こ
の
要
望

に
慮

へ
て
出
來

た
も

の
で
あ

る
。
そ

の
活
動

は
瞠
目
に
値

ひ
す

る
。

研
究
所
員

の
熱

心
さ

に
も
心
打

た
れ

る
。
し
か
し
今

日
ま

で
の
と

こ
ろ
、

こ
の
研
究
會

の
活
動

に
は
中

心
題
目
が
な

い
。
東

北
人

ロ
の
調
査
を

や
る
か
と
思

へ
ば

マ
ル
サ

ス
記
念

の
講
演
會
を
や
り
、
日
本

人

ロ
問
題

の
解
決
方
針
と

い
ふ
懸
賞
論
文
を

募
集
す
る
か
と
思

へ
ば

支
那
人

口
問
題

の

著
書
を
編
纂
す
る
。
績

女
と
し

て

「
資

料
」

の
刊
行
さ
れ

る
の
は
嬉

し

い
限
り

で
あ

る
が
、
そ

の
聞

に
何

の
連
絡
も
な
き
山
な
す

「
資
料
」
と
論

文

の
前

に
立

つ
て
吾

々
は
、

こ
の
會

は

一
髄
何
を
研
究

し
よ
う
と
す

る

の
で
あ
る
か
と

い
ふ
疑
念
を
懐
か
ざ

る
を

得
な

い
。
特

に
機
關

雑
誌

の
出
來
榮

え
は
心
あ

る
者

の
正
覗

に
堪

え
ざ
る
も

の
さ

へ
あ
る
。
研
究
會
責

任
者

諸
氏

の
内
省
を

求
め

て
已
ま
な

い
。

第
呂
章

「
産
め
よ
殖
え
よ
」
の
人
口
論
争

こ
の
論
事
は

「
産
め
よ
殖
え
よ
」
と
い
ふ
高
田
博
士
の
前
掲
随
筆
に
封
す
る
河
上
博
士
の
鋭
き
批
判

に
よ

つ
て

昭
初
元
年
の

八
月
に
そ
の
ス
タ
ー
ト
を
切
つ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
相
似
た
る
論
事
は
矢
内
原
忠
雄
氏

「
人
ロ
過
剰
に
關
す

る

若
干

の
考

　

の　

察
」

に
封
す
る
大
内
兵
衛
氏

の
批
判

「
人

ロ
論

に
お
け
る

マ
ル
サ

ス
と

マ
ル
ク

ス
の
交

錯
」

で
あ
る
が
、
こ
の
論
争
は
矢
内
原
氏

1)『 裡濟 摯論集』4餐2號(知4年 毘1月),1-43頁 。

2)『 絶濟學論集 』4巻3號(昭 元年2月),3翼 一72頁o



の
沈
獣

に
よ
り
凱
歌
は
大
内
氏

の
側

に
起

る
が
如
き
結

末
を
見
せ

て
、
何

の
爽
展
も
見
る

こ
と
な
く

し
て
絡

つ
て
し
ま

つ
た
。
こ

れ

に
ひ
き
か

へ

「
産

め
よ
殖

え
よ
」

の
論

孚
は
同
じ
年

の
夏

に
端
を
襲
し
た
が
、
そ
の
飴
燈
は

昭
和
八
年

の
春

に
ま

で
及

ぶ
ほ
ど

の
執
拗

さ
を
も

つ
て
織
績

さ
れ
た
。
む
ろ
ん
河
上
博

士
は
鮮

か
な
る
批
判

の
演
技
を
見

せ
た
あ
と

で
、
さ

つ
さ
と
、
滴
る
血
を
拭

ふ
て
鋒
を

お
さ
め
て
し
ま

つ
た
。
高

田
博

士
が
編
岡

に
兵
を
畢
げ
た

の
は
翌
昭
和
二
年

の
秋

の

こ
と

で
あ
る
。
「
人

ロ
問
題

の
反

の

批
判
」

が
そ

の
主
職
場

で
あ

つ
た
。
観
戦
記
者

の

一
人
は

そ

の
當
時
、

こ
ん
な

こ
と
を
書

い
て
ゐ
る
。
ー

「
一
寸
注
目
す

べ
き

こ

と
は
、

河
上
博

士

の
批
評

の
襲
表

と
高

田
博

士

の
反
批
判

の
嚢
表

と
の
間

に
約

一
ケ
年

の
時

日
が
経
過
し

て
居

る
と
云
ふ
こ
と

で

あ
る
。
論
争

の
裏
面
観

、
穿

ち
過
ぎ
る
と
誤
解

に
な
る
が
、
経
濟
往
來

に
あ

ら
は
れ
た
随
筆
は
、
後

に

「
反
批
判
』

に
解
明

せ
ら

れ
た

や
う
な
鮮
明
な
立
場

か
ら
出

で
た
も

の
で
は
な
く

し

て
、
寧

ろ
河
上
博
士

の
批

評

に
答

ふ
る
爲

め
に
、
右

の
随
筆
を
後
か
ら

わ

強

ひ

て
系
統

づ
け
た

の
が
、
『
反
批
判
』

に
あ

ら
は
れ
た

人

口
理
論

で

あ
る

の
で
は
な

か
ら
う
か
」

と
。
と
も
か
く
も

こ

」
で
高

田
博

士

の

「
人

口
理
論
」

が
整

備
さ
れ

た
形

で
學
界

に
登
場
し
た
。
そ
し

て
そ

の
随
筆

や
論
文
を

一
書

に
纏
め
た
も

の
が
同
年
十

め

一
月

に
刊
行

さ
れ
た

『
人

ロ
と
貧
乏
』

な

の
で
あ
る
。

の

反
響

は
直
ち

に
現
は
れ
た
。
そ

の
魁

を
な
す
も

の
は
清
澤
洌
氏

「
高
田
保
馬
氏

の
人

口
論

の
矛

盾
と
不
用
意
」

で
あ

ら
う
。
け

れ
ど

も
こ

の

一
文
は
論
争

の
相
手
を
選

ぶ
こ
と

の
上
手
な
高

田
博
士

の
目

に
止
ま

ら
な
か

つ
た
。
と

こ
ろ
が
そ

の
前
後

か
ら

「
人

わ

口
食
糧
問
題
の
今
昔
」
そ
の
他
に
よ
つ
て
人
口
論
壇
の

一
角
に
立
ち
現
は
れ
た
那
須
皓
博
士
が
同
年
十
二
月
に

「
河
上
高
田
爾
博

の

士

の
人

口
論
を
評
す
」

と

い
ふ

一
石
を
投

ぜ
ら

る

」
に
至
る
や

「
産

め
よ
殖

え
よ
」

の
論
争
は

こ

、
に
新
た
な
る
活
力
を
得
來
た

H
本
入
口
論
壇
昭
和
初
十
年
史

一
七

3)『 改造 』g巻g號 一IO號(昭2年9月,IO月)

4)荘 閑 筆入,高 田河上爾i專士 入口論戦(學 界観 戦記2),『 裡 隣 往來』3巻9
號(昭3年9月),98頁0

5)四 六判260頁,日 本羅論 祉刊0
6)『 脛濟 往來 』2tSlo號(昭2年 ω月),但 し筆 昔未 見。

7)『 煙濟征 來』2巻5號(昭2年5月),瓢 一ユ6頁。



一
入

の

る
。
那
須
博
士
の
論
文
及
び
批
評
文
は
時
を
移
さ
ナ

『
人
口
食
糧
問
題
』
と
い
ふ

一
著
と
な
つ
て
現
は
れ
た
。
こ
れ
に
封
す
る
高

勒

田
博
士
の
答
文

「
私
の
人
ロ
理
論
-

那
須
博
士
の
批
評
に
答

へ
て
」
が
現
は
れ
た
の
は
翌
昭
和
三
年
の
九
月
で
あ
る
が
、
那
須

博
士
の
所
論
は
こ
れ
よ
り
も
前
に
新
た
な
る
批
評
家
の
反
批
刹
を
蒙
つ
た
。
四
宮
恭
二
氏

「
人
口
過
剰
と
は
何
か
ー

那
須
博
士

助

の
所
論
に
つ
い
て
の
疑
ひ
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
越
え
て
昭
和
四
年
及
び
五
年
に
は
吉
田
秀
夫
氏
の
批
評
丈

「
牧
穫
逓
減
の
法
則
の

拗

顛
落
1

そ
れ

に
よ
る

マ
ル
サ

ス

『
復

位
』

の
批
制

の
豫
備
的
階
梯
」
及
び
そ

の
績
篇

「
牧
穫
涯
減

の

『
法

則
』
1
ー
『
法
則
』
を

勒

中
心
と
し
て
人

ロ
論
を

那
須
博
士

に
學

ぶ
」

が
二
年

が
か
り

で
現
は
れ
た
り
し
て
、
那
須
博
士

の
投
じ
ら
れ
た

一
石

は
期

せ
ざ
る

波
紋
を
學
界

に
ひ
き
起

す
こ
と
に
な

つ
た
。

こ

」
で
筆
者

は
し
ば
し

「
産

め
よ
殖

え
よ
」

の
論
孚

の
本
流

か
ら
離
れ

て
、
那
須
博

士

の
所
論

と
そ

の
批
判

と
を
瞥
見

し
た

い
と
考

へ
る
。

那
須
博
士

の
理
論
上

の
立
場
は
そ

の
代
表
作

『
人

ロ
食
糧
問
題
』

の
巻
頭

に
置

か
れ
た

一
文

「
人

口
食
糧
問
題

の
今
昔
」

に
簡

明

に
表
出

せ
ら
れ

て
ゐ
る
。
氏
は

曰
く

、

マ
ル
サ

ス
の

「
人

口
論

は
今
日
多
数

の
人

々
に
よ
り

て
甚

し
く
疑
は
れ

て
居
る
。
或

は

云
ふ
、

マ
ル
サ
ス
の
人

口
論

は
今
日

に
於

て
は
死
し
た

る
も

の
で
あ
る
と
。
果

し

て
さ
う

で
あ
ら
う
か
。
非
難

の
聲

は
或

ひ
は
統

計
的
数

字
を
根
擦

と
し

て
、
或

ひ
は
生
物
學
的
見
解

に
基

き

て
、
或

ひ
は
國
際
貿
易

の
事
實

に
よ
り

て
、
或

ぴ
は

マ
ル
キ

シ
ズ

ム

の
理
論

の
上
に
立
ち

て
各
方
面
よ
り
學
げ

ら
れ

る
。
嘗

て

一
世
を
風
靡
し
た

マ
ル
サ

ス
の
所
論
も
今

や
果
敢
な
き
絡

焉
を
告
げ

た

④

か

の
如
く
見
ゆ
る
。

マ
ル
サ

ス
は
果
し

て
今

日
何

の
意
味
を
も
持
た
ぬ

で
あ
ら
う

か
。
」
著
者

の
答

は
、
然
ら
す

と

い
ふ
に
あ
る
。

こ
の
た
め
に
な
す
所
論
は
次
の
通
り
で
あ
る
i

8)『 纒 濟 往來 』2巻12號(昭2離12月)
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第

一
、
土
地
生
産
力

と
人

ロ
と

の
關
係

に
つ
い
て

の

マ
ル
サ

ス
読

は
、
「
其

の
後

、
土
地
牧
穫
漸
減

の
法
則

が
嚢
見

せ
ら
る

、
に

鋤

及
ん
で
、

彼
れ

の
読

は
鼓

に
有

力
な
る
支
持
を

受
く

る
に
至

つ
た

の
で
あ
る
」
。
第

二
、
「
内
外

の
生
物
學
者

や
統
計
學
者
な
ど

の

中

に
は
、
過
去

の
人

ロ
統
計

に
依

り

て
人

ロ
増
殖
率

が

一
種

の
曲

線
を
ゑ
が
く
趨
勢

あ
る
を
見
出
し
之
を
以

て
生
物
學
的
法
則
な

り
と
看
徴
す
人
も
あ

る
け
れ
ど
も

(
バ
ー

ル
激

授

や
宮
島
幹
之
助

、
稻

垣
乙
丙
氏
等
)
、
此
等

の
敷
字
は
人
間

の
生
理
的
状
態

の
攣

蓬

に
基

か
す
し

て
寧

ろ
就
會
的
歌
態

の
攣
遷

に
基
く

こ
と
大
な

ら
す
や
と
も
想
像

せ
ら
れ

る
。
故

に
之
を

以
て
生
物
學

的
法
則
存

在

の
誰
擦

と
な
す

こ
と
を

得
な

い
」
。

從

つ
て

「
此

の
疑
は
し
き

生
物

學
的
法
則

に
よ
り

て

マ
ル
サ

ス
の
人

ロ
論

を
撃

破
」
す
る

励

こ
と
は

「
當

ら
な

い
」
。
第

三
、
「
入

口
が
増
加
し

て
も
商

工
業

に
從
事
し

て
外
國
よ
り
食
糧
を
購
入
す
れ
ば
差
支

へ
な

し
と

の
読

は
、
」
「
マ
ル
サ

ス
読

の
補
充

で
あ

つ
て
其

の
全
然
た

る
否
定
で
は
な

い
。
叉

一
歩
を
進

め
て
考

ふ
れ
ば

、
外
國

の
農
業

そ
れ
自
身

恥

が
聴

て

マ
ル
サ

ス
読

及
び
土

地
牧
穫
漸
減

の
法
則

の
力
を
感
じ

て
行
詰
る
時
あ

る

べ
き
を
忘
れ
た
る
論

で
あ
る
」

と
。
最
後

に

マ

ル
ク

ス
の
人

口
論
を
批
判
し

て
曰
く
、

ヘ

へ

も

カ

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「
特
定
の
枇
魯
経
濟
制
度

(
S
)
は
、
生
産
に
關
す
る
人
間
の
知
識
技
能

(
1
)
の
嚢
達
並
び
に
該
制
度
下
に
於
て
働
く
所
の
勢

も

ヘ

ヘ

ヘ

へ

働
力

の
分
量

(
」
)

に
封

し

て
種

々
の
影
響
を
與

ふ
る
も

の
で
あ
り
、
而
し

て

(
1
)
及
び

(
L
)

が
天
然
資

源

(
N
)

に
封
し

ヘ

ヘ

ヘ

へ

し

へ

も

ヘ

へ

ぬ

も

て
働
き
か
け
て
生
す
る
所
の
生
産
額

(
P
)
が
、
肚
會
経
濟
制
度
と
相
侯
つ
て
該
肚
會
に
於
け
る
生
活
程
度

(
M
)
や
人
口
総
数

へ

も

ヘ

へ

(
B
)
を
決
定
す

る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
生
活
程
度

(
M
)
及
び
人

口
総
数

(
B
)
の
特
定
な
る
關
係

に
命
名

せ
る
過
剰
人

口

(
U
)

な
る
概
念
は
、
決

し
て
肚
會

経
濟
制
度

と
全
然

無
關
係
な
る
も

の
で
は
な

い
。

此
等

、
(
S
、
1
、
L
、
N
、
P
、
M
、
B
、
U
)

日
本
入
口
論
壇
昭
和
初
十
年
史

一
九

3)
4)

5)
6)

7)

『大 倉學 會 誌 』3巻3號(昭5年12月),35・ 一・・66頁。

『入 ロ食糧 問 題 』18頁 。

同上23頁 。

同上26頁 。

同 上27-一 ・28頁o

 

う



二
〇

励

は
各

々
其

の
相
互
間

に
於

て
複
雑
微
妙
な

る
影
響

の
交
換
を
な
す
も

の
で
あ
る
」
。
と

こ
ろ
が

「
マ
ル
ク

ス
は
專

ら
S

に
着

目
し
、

ヘ

へ

リ

へ

ぬ

へ

も

も

も

ヤ

之
が
産
業

豫
備
軍
即

ち

マ
ル
ク

ス
流

の
過
剰
人

口
R
に
封
し

て
決
定
的
な
る
原
動
力
な
る
を
唱

へ
た
。
S

と
R
と

の
關
係
を
設
く

限
り
彼
れ

の
読

は
差
支
な

い
が
、
更

に

一
歩
を
進

め
て
U
と
R

と
を
混
同
し

て
、
S

が
U
を
も
全
部
決

定
す
る
と
彼
れ

が
考

へ
た

も

の
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
誤
り

で
あ
る

と
云
は
ざ

る
を
得
な

い
。
R
は
U

の
中
に
含
ま
れ

て
居
る
け
れ

ど
も
、
U
は
R
以
外

の
も

の
を
も
含
む

こ
と
が
あ
る
し
、
叉
R
を
含
ま
す
し

て
R
以
外

の

も

の

、
み
を

含
む

で
居
る
場
合

を

考

へ
得
る
」
。

か
く

て

「
か

、

る
際

の
過
剰

人

口
U
が
假
ウ

に

マ
ル
ク

ス
流
過
剰
人

口
R

の
外

に
侮
T
な
る
分
子

を
含

む
と
す
れ
ば
、
即
ち

d
11

国
+
臼

な
り

と
す
れ
ば
、
肚
會

経
濟
制
度
を
攣
革
す

る
こ
と

に
ょ
り

て
R
は
之
を
消
滅
せ
し
め
得

と
す
る
も
、
T

は
倫
淺

存
す

る
を
冤
れ
な

い

恥

で
あ
ら
う
。
」

か
く

て
著
者
は
結
論

に
目
く
、
「
マ
ル
ク

ス
の
人

ロ
論

は

マ
ル
サ
ス
の
過
剰
人

ロ
の
内
容
を

分
析
し

て
現
代

に
於
け

る
其

の
重

要
な
る

一
部
を
摘
出
せ
る
も

の
で
あ
り
、
此

の
意
味

に
於

て

マ
ル
サ

ス
に
封
す

る
大
な

る
補
充

で
あ
る
が
、
然

も

マ
ル
ク

ス
は

マ

鋤

ル
サ

ス
を

全
然
顛
覆
し
去
り

て
之
を
無
意
義
な

ら
し

め

了

つ
た

の
で
は
な

い
」

と
。
「
而
し

て

今
日

の
日
本
及
び
世
界

に
於

て
人

口
問
題

が
熾

烈
を
加

へ
來
り
し
は
、
多
く

の
國

々
に
於
て

マ
ル
ク

ス
的
人

口
論

に
読
く
第

一
種
過
剰

人

ロ
の
歴
迫
を
感
す

る
と
共

に
、
特

に
日
本
、
伊
太
利
等

の
人

口
稠
密

に
し
て
天
然
資

源
乏
し
き
國
に
於

て
は

マ
ル
サ
ス
的

な
る
第
二
種
過
剰

人

ロ
の
歴
迫
を

鋤

も
漸
く
感
ナ

る
に
到

つ
た
か
ら
、

叉
は
到
ら
む
と
し

て
居
る
か
ら

で
は
な

い
か
と
思
は
れ

る
。
」

と

い
ふ

の
で
あ
る
。

か

、
る
立
場

か
ら
那
須
博
士
が
高

田
読
を
如
何

に
評
し
、
後
者

が
又
前
者

に
如
何
な
る
慮
酬
を
な

し
た
か
は
、
こ

、
で
左
程
大

18)同 上

Ig)同 上

20)同 上

21)同 上

35-一・36頁,傍 鮎 原 丈0

36--37頁,傍 殿 同噺 。

38頁 。

39頁o



き

い
問
題

で
は
な

い
。
問
題
は
む
し
ろ
、
か

玉
る
立
場

に
あ
る
那
須
博

士
が
相
次

い
で
二
人

の
論

客
か
ら
如
何
な

る
批

判
を
受
け

た
か
で
あ

る
。
先
づ
前
掲

四
宮
氏

の
論
文
は
、
那
須
博
士
が

モ
ム
ベ

ル
ト
に
從

つ
て

「
李
均
的
生
活
程
度
」

の
低
下
を
人

口
過
剰

の
象
徴

と
考

へ
ら
れ

た
と

こ
ろ

に
論
鮎
を
集
ホ
し
、
次

の
三

つ
の
疑
問
を
提
出
す
る
。
1

(
A
)

那
須
博

士
は
、
人

ロ
過
剰

の
事

實

の
決
定
的
標
準

を
、
李
均
的
生

活
程
度

に
求
め
ら
る

」
が
、
そ

の
平
均
的
生
活
程
度

と
は
、
如
何
な
る
も

の
を
指

し
て
云
ふ
の

か

。
(
B
)
那
須
博
士
は
、
人

口
増
加

の
結
果

、
此

の
平
均
的
生
活
程
度

が
低
下
す
れ

ば
、
人

口
過
剰
が
考

へ
ら
れ
る

と
云
は
れ
る

が
、

一
盟

ど

の
位
低
下
す
れ
ば
考

へ
ら
れ
る

の
で
あ
る

か
。
(
C
)
結
論

と
し

て
、
博

士
は
、
人

ロ
過
剰

の
現
象

が
問
題
と
な

る

の

は
、
必
す

し
も
常

に
、
下
暦
階
級

に
於

て
の
み
で
は
な
く
、
そ

の
他

の
階
級

に
於

て
も
亦
同
檬

に
問
題
た
り
得
る
と
云
ふ
。
果

し

働

て
さ
う
で
あ

る
か
。
私

の
疑

ひ
は
結
局
、
之

で
あ
る
、
と
四

宮
氏
は
論
じ

て
ゐ
る
。
本
稿

の
筆
者

は
思

ふ
、
こ
の
論
丈
は
翠

に
那

須
博
士
設
批
判

と
し
て
で
は
な
く

、

モ
ム
ベ

ル
ト
的
見
解

一
般
に
封
す

る
深

い
批
判
を
含

ん

で
ゐ
る
。
含

蓄
多
き
も

の
と
し

て
護

ま
れ
ね
ば
な

ら
な

い
。
「
凡

そ

砒
會
科
學

の
領
野
に
於

て
は

、
肚
會
關
係

を
輕
硯
し

て
把
握
し
得

べ
き

一
つ
の
現
象
も
存

し
な

い
。

人

口
問
題

の
場
合

も
亦
さ
う

で
あ
る
。
人

口
過
剰
と
云

ひ
人

ロ
過
少
と

い
ふ
、
そ
れ

は
決
し
て
、
動
物

の

一
属
類

と
し
て
の
人
類

頭
藪
の
過
不
足
を
藻

す
る
も
の
で
は
盗

・
實
に
一
定
の
肚
會
關
係
の
下
に
於
け
る
審

成
最

の
業

足
の
魑

で
あ
歯

と
。

こ
れ

は
尤
も
な
所
設

だ
。

だ
が
績

い
て

「
マ
ル
サ

ス
人

ロ
法
則

の
過
誤

が
、
か

玉
る
認
識

の
訣
如

に
因
由

せ
る
こ
と
は
、
吾

々
の
既
に
周
知

の
事
實

で
あ
る
」

と
…断
す
る

と
き
、
こ

の
筆
・者
も
亦

マ
ル
サ

ス
理
論

の

「
認
…識
の
訣
如
」

を

示

し

て

ゐ
る
。
「
枇

も

も

へ

も

ら

ぬ

へ

會

關
係
」
「
階
級
關
係
」

は
、
「
吾

々
の
周
知

の
」
如

く
は

マ
ル
サ

ス
自
身

の
無
覗
し
た
と

こ
ろ

で
は
な

い
の
で
あ
る
。

日
本
入
口
臨
壇
昭
和
初
十
年
史

二
一

22)『 彦根 高 商論 叢 』4號(昭3年3月),ZI3頁 。

23)同 上119頁 。



ニ
ニ

次

い
で
吉

田
秀
夫
氏

の
前

掲
批
評
文
は

那
須
氏

『
人

ロ
食
糧
問
題
』

申

の
所
読

に
關
聯

し
て
、

マ
ル
サ
ス
人

ロ
論

と
牧
穫
逓
減

の
法
則
と

の
交
渉
如
何
を
論

ぜ
ん
と
す

る
も

の
で
あ
る
が
、
第

一
丈

で
は
牧
穫
遽
減

の
法
則
は

「
法
則
」
た
り
得
な

い
こ
と
を
断

す

る
。
但

し

「
傾
向
」

は
あ

る
と

い
ふ
。
同
時

に

マ
ル
サ
ス
人

口
論

に
は
こ

の
法
則

の
確
認
な
し
と
読

い
て
ゐ
る
。
進

み

て
第

二

文

で
は
那
須
氏

の
諸
著

に
散
見

せ
ら
る

瓦
こ

の
法
則

の
読

明
を
批
判

し
、

一
方

そ

の
不
當
を
指
摘
す

る
と
共

に
、

マ
ル
サ

ス
人

ロ

論

は
そ
れ

に
よ

つ
て
毫
も
救

は
れ
得
な

い
こ
と
を
論
断
す
る
。
結
論

に
曰
く
、
「
ー

博

士

〔
那
須
氏
〕
の
諸
著

に
於

い
て
は
、
牧

穫
逓
減

の
法
則

は
理
論
的

に
死
滅
し

て
ゐ
る
、
淺

る
も

の
は
た

穿
こ
の
法
則
を
救
濟

せ

ん

と

す

る

博
士
の

『
意

圖
』

の
み
で
あ

る
。
從

つ
て
、
ま
た
博
士

の
諸
著

に
於

い
て
は

マ
ル
サ
ス
人

口
論
は
理
論

的

に
死
滅

し

て
ゐ
る
、
淺

る
も
の
は
た

野

マ
ル
サ
ス
を

幼

救
濟

せ
ん
と
す

る
博
士

の

『
希

望
」
の
み
で
あ

る
、
L
と
。
か
う

い
ふ
批
判
家

に
か

曳
つ
て
は

『
人

口
食
糧
問

題
』

の
著
者

の
出
足

が
挫

か
れ

て
し
ま

ふ
。
賢

明
な

る
方
法

の

一
つ
は
黙

殺
に
附
す
る

こ
と
に
あ
る
ら

し

い
。

那
須
博
士

は
・ー

或

る
批
評
家

の
言
葉

を
借

り
れ

ば
ー

河
上

・
高

田

の
論
争

に

「
横
槍
的
批
判
」
を
加

へ
た
ま

、
、
さ

つ
さ
と
職
塵
を
掃
ふ

て
書

齋

に
蹄
ら
れ

た

の
で

あ
る
。

叙
述

の
筆
は
少
し
く
前
後
す

る
が
吾

々
は

こ

、
で
再
び
昭
和

二
、
三
年

頃

に
立
戻

つ
て
、
河
上
博

土
読
が
ひ
き
起

し
た
別

の
方

助

面
か
ら

の
二
三
の
反
響
を
読

か
ね
ば
な

ら
な

い
。
そ

の

一
つ
は
淡
徳

三
郎
氏

の

「
人

ロ
論
」

で
あ

る
。

こ
れ
は
河
上
博
士

の
人

ロ

問

題
観

の
批
判
か
ら
始

ま

つ
て
、
高
橋
魑

吉

、
猪
股
津
南
雄
諸
氏

の
右

に
か
ら
ま

る
所
論
を
吟
味

せ
し
も
の
で
、
根

抵
的

に
は
河

上
博

士
の
線

に
は
添

ふ
て
ゐ
る
が
、

こ
れ
を
批
剰
し

て
次

の
如
く

に
云
ふ
。
1

24)『 大 倉學 會雑誌』3巻3號(昭5年12月),66頁0

25)『 杜會科 學』改造 紅刊行雑誌,3巻4號 「マル〃ス主 義全解特輯 」(昭2年

II月),63-82頁o



ラ

「
河
上
博

士
は
何
を
誰
明

し
た
か
?
・

そ
れ

は
唯

次

の
藪

箇

に
霊
き
る
、
即

ち
、

一
人

ロ
過
剰

は
資
本
主
義
機
構
そ

の
も

の
に
起

(

　

ラ

因
す

る
疾
患

で
あ
る
事
、
二
而
し
て
そ
れ

は
資
本
主
義

の
援
大
獲
展

に
つ
れ

て
深
刻

と
な
る
、
三
從

つ
て
そ
れ

は
現
代
特
有

の
問

(

(

ラ

　

題

で
も
な
く

、
四
我
國
特
有

の
問
題

で
も
な

い
。

五
そ
れ
は
唯
資
本
主
義
機
構
そ

の
も

の
を

×
x
す
る
事

に
よ

つ
て
の
み
解
決
出

(

(

ラ

ラ

來

る
。
i

以
上
五
箇

の
命
題

の
申

、

一
、

二
及
び
五

の
命

題
は
正
し

い
。
然

し
三
及
び
四

の
命

題
は
、
荷

多
く

の
問
題
を
未
解

(

(

決

に
残

し
て
ゐ
る
。
第

一
、
博
士
は
、
人

ロ
過
剰

の
問
題
は
現
代
特
有

の
問
題

で
は
な

い
と

い
は
れ

、
叉
最

近
殊
に
此

の
問

題
が

瀕
り

に
喧
傳

さ
れ
る
所
以
を
、
唯
資
本
主
義

の
矛
盾

が
よ
り
援

大
嚢
展

し
た
と

い
ふ
瓢

に
求

め
ら
れ

る

の

で

あ

る

が
、
然

し
乍

ら
最

近

に
於
け

る
資
本

主
義

の
矛
盾

の
稜

展

が
如
何
な
る
性
質

の
も

の
で
あ
る
か

に
つ
い
て
の
分
析

が
全
然

訣

け

て

ゐ

る
。
第

二
、
博

士
は
、
人

口
問
題
は
我
國
特
有

の
問
題

で
は
な

い
と

い
は
れ

る
が
、
博

士

の
引
照
し

て
ゐ
ら
れ

る
如
く

、
人

ロ
密
度

は
各

國

同

一
で
は
な

い
し
、
資

本
主
義
的
磯
展

の
性
質
も
、
ア

メ
リ
カ
、

イ
ギ
リ

ス
、

日
本

と
で
は
大

い
に
異

な
る
は

疑

ひ

な

い

事

で
あ
る
。
博

士

の
所
読

は
、
資
本
主
義
的
機
構

の
同

一
性
を
固

執
す

る
に
と

讐
ま

つ
て
、
そ

の
特
殊
性
を
没
却

す
る
も

の
で
は
な

い
か
?
・i

要
之
、
河
上
博
士

の
人

ロ
論

の
最
大
飲
陥
は
、
現
代

の
特
殊
性
、

日
本
資

本
主
義

の
特
殊
性
を
全
然

没
却
し

て
ゐ
る

所

に
あ

る
。
而

し
て
こ
れ

は
博

士
の
所
論

が
、
翠

に

マ
ル
ク

ス
読

の
公
式
的
適
用

に
と

讐
ま
り
、
之
を
具
艦
的

に
襲
展
さ

せ
る
事

も

も

へ

も

も

ぬ

も

を
知
ら
な

い
鮎

に
基
く
。
公
式
主
義
は

マ
ル
ク

ス
の
言
葉

の
紹
介

と
し
て
は
意
味

は
あ
る
が
、
決

し
て
現
象

の

マ
ル
ク

ス
主
義
的

鋤

理
解
た
り
得
な

い
の
で
あ
る
。
」

ヒ

曳
か
ら
し

て
筆
者
は
、

日
本
資

本
主
義

の
具
禮

的
分
析

に
は
高
橋
氏
読
を
大

い
に
重
覗
す

べ
き
も

の
と
し
、
な

ほ
積
極
的

に

日
本
入
口
論
壇
昭
和
初
十
年
史

二
三

26)同 上68頁,傍 踏原丈o



二
四

ヘ

へ

も

も

ヘ

へ

は
日
本
農
村
の
過
剰
人
口
問
題
を
提
示
し
て
ゐ
る
。
筆
者
の
言
葉
を
も
つ
て
す
れ
ば
、結
局
本
丈
は

「
生
活
難
の
問
題
か
ら
人
口
問

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ぬ

も

ヘ

へ

う

題
を
経

て
職
箏
論

に
駆
り
立

て
る
偽
隔
を
曝
く

と
共

に
、
民
衆
を

こ

玉
迄
騙
り

た

て
る
事

に
よ

つ
て
巧
に
人

ロ
問
題
を
國

防
ー

職

争
準
備
問
題

に
す
り
か

へ
る
猜
さ
を
看
破

し
、
同
時

に
人

口
問
題

の
此

の
焚
展

、
否
、
す
り

か

へ
の
手
品
を
理
解
」
せ
し
む
る

に

助

役
立
て
よ
う

と
す

る
の
で
あ

つ
て
、

こ
の
黙

で
は
む

ろ
ん
高

田
博
士
読

へ
の
間
接
的

批
判

を
も
含

ん
で
を
る
も

の
と
見

て
よ

い
。

そ
の
二
は

『
法
文
論
叢
』
所
載
の
早
佳
義
雄
氏

「
資
本
主
義
制
度
に
於
け
る
人
口
過
剰
問
題
ー

ス
テ
ル
ン
ベ
ル
グ
に
よ
る
問

鋤

題

の
提
出
」

で
あ
る
。
こ

の
掲
載
誌

は
九

州
帝

大
法
文
學
部
内

・
法
文
會
學
藝
部

の
襲
行

に
か

玉
る
も

の
で
、
學

生

の
雑
誌

ら
し

い
。
し
か
し
本
論
文
は
、
マ
ル
ク

ス
設
批
判
を
申

心
と
せ
る
高

田
博
士

の
所
論

に
答

へ
つ

義
、
別

に

ス
テ
ル

ン
ベ

ル
グ

の
方
法

に
よ

つ

て
資
本
主
義
砒
會

に
於
け

る
人

口
過
剰

の
現
象
形
態
を
歴
史
的

に
分

析
し
よ
う
と
意
圖
せ
る
熱

心
な

一
研
究

で
あ

る
。
筆

者

に

よ
れ
ば
、
ω
人
口
の
自
然
的
増
加
、
②
資
本
の
有
機
的
組
成
の
高
度
化
の
結
果
機
械
に
よ
る
勢
働
者
の
放
逐
、
ー

以
上
二
つ
が

入
口
過
剰
の
内
部
的
要
因
ー

③

螢
利
的
申
等
階
級
の
牧
奪
化
、
㈲

田
園
か
ら
の
農
民
移
動
、
㈲

國
外
移
佳
、
⑥

資
本
の
膨
脹

ー

以
上
四
つ
が
外
部
的
嬰
因
f

で
、
「資
本
主
義
の
歴
史
は
、
こ
れ
等
の
要
因
の
何
れ
に
偏
重
す
る
か
の
観
鮎
の
下
に
書
か

鋤

れ

ね
ば
な
ら

ぬ
」

と
述

べ
て
ゐ
る
。
こ

の
観
瓢
は
聰
明

で
あ
る
。
本
論

が
未
完

に
絡

つ
て
ゐ
る

の
は
惜

し
い
氣

が
す
る
。

鋤

そ

の
三
は
東
浦
庄
治
氏

の

「
人

口
理
論
鱈
見
」

で
あ
る
。

河
上

・
高

田

・
那
須
論
争

に
關
す

る
意
見

だ
が
、
氏

の
立
場
は

マ
ル

ク

ス
読
擁
護

に
あ
る
。
從

つ
て
、
高

田
読

に
も
、

那
須
氏

の
折
衷
読

に
も

不
滴
を

表

明
し

て
ゐ
る
。
「
我
々
は

人

ロ
問
題

に
就

い

て
の

マ
ル
ク

ス
理
論

の
克
服
を
期
せ
ん
に
は
、
猫
多
く

の
努
力
を
要
す
る

こ
と
を
明
か

に
し
得

た
と
思

ふ
」
。
「
最
後

に
今
日
我
が

27)

28)

29)

30)

同上82頁,傍 貼 同断o

『法丈論叢』2巻1號(昭3年3月),42-57頁 。

同上56頁 。

『帝國農 會報雌18巻7號(昭3年7月),52-64頁q



國

に
於

て
喧

し
き
産
業

合

理
化
蓮
動

に
就

い
て
見
る
も
、
そ
れ

が
資
本

の
組
成
を
攣
更
し
、
可
攣
資
本
分

の
減

少
を
來
し
、

一
居

一
時
的
失
業
問
題
を
起
す

こ
と
あ
り
得

る
は
明
か
で
あ
ら
う
。
而

し
て
こ
の
豫
備

軍

の
増
大

が

一
時
的
勢
賃

の
減

少
と
し

て
表

健

鋤

れ

る
こ
と
は
言

ふ
ま

で
も
な
く
、
資
本
主
義

肚
會

の
畿
展

は

こ
の
蓮
動

の
連
績

で
は
あ
る
ま

い
か
L
と
読

い
て
ゐ
る
。

鋤

な

ほ
本
論
争

に
つ
い
て
は
、
前

に
引
用
し
た
通
り
荘
閑
塵

人

「
高

田
河
上
雨
博

士
人

口
論
戦
」

と
い
ふ
や
う
な
も

の
も
あ
り
、

永
井
享
博
士
も

こ
れ

に

一
役

を
買

つ
て
出
ら
れ

た
こ
と
は
そ

の
著

『
日
本
入

ロ
論
」

の
附
録
諸

文
が
傳

へ
て
ゐ
る
。
し
か
し
本
稿

謝

の
筆
者

が
こ

」
で
特

に
異

彩
あ
る
も

の
と
し
て
傳

へ
た

い
の
は
室
伏
高
信
氏

「
人

ロ
問
題

の
交
明
批
評
」

で
あ

る
。

「
入

口
問
題

は
今

日
の
流
行

問
題

で
あ
る

の
か
。
わ
れ

く

は
今

日
は
こ
の
問
題
を
語
る
こ
と
な
く
し
て
は
時

代
を
語
る
こ
と
は

で
き
な

い
の
で
あ
る
か
。
」

と
室

伏
氏
は

書
き
出

し

て
ゐ
る
。

こ
れ
も

時
代

が
生

ん
だ

一
つ
の
人

ロ
論
文

だ
。
し
か
し
所
論
は
仲

麦
面
白

い
。
結
局
、
今

日
の
人

口
問
題

の
意
義
を
資
本
主
義
文

明
の
渡
落

と
關
聯

せ
し
め

て
理
解
し
よ
う
と
す
る

に
あ
る
。

こ

」

か
ら
し

て
筆
者
は
先
づ

マ
ル
ク

ス
主
義
者

が
、

十
九

世
紀
後
牛

の
輕
濟
事
情
を
背
景
と
し

て
造

り
上
げ
た

理
論
を
以

て
今
日
の
時

代

に
も
當

て
は
ま

る
も

の
と
し
て
、
議
論

の
む
し
返

へ
し
を

行

ふ
て
ゐ
る
愚
を

指
摘
し

て
曰
く
、
「
エ
ン
ゲ

ル
ス
が

先
づ
笑

ひ
、

カ
ウ

ッ
キ
イ
が
績

い
て
笑

ひ
、
そ
し

て
日
本

の

マ
ル
ク

ス
主
義

の

一
團
が
今

日
は
笑

つ

て
ゐ
る
。

河
上
肇

が
そ

の
代
表
的
な

一
人

で
あ
る
。

彼
は
高

田
保
馬
を
、
鈴

木
文
治

を
、
若
槻
前
首
相

を

、
大
阪
朝

日
、
毎

日
を
み
な
笑

つ
て
し
ま

つ
た
。
そ
れ
は
た
し
か

に
笑

ふ
に
慮

し

い
の
で
あ
る
。
笑

ふ

ぺ
き

ほ
ど

の
人

口
論
し
か
わ
れ
く

は
鵡
か
さ
れ

て
は
ゐ
な

か

つ
た

の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も

日
本

に
お

い
て

の
人

ロ
論

が
如
何

に
笑

ふ
べ
き
も

の
で
は
あ
る
に
し

て
も
、
そ
れ

は
今

日
も
笑

つ
て
濟
ま
さ
れ

る
と
こ
ろ

の
も

の

日
本
入
口
論
壇
昭
和
初
十
年
更

二
五

3r)同 上64頁0

32)『 糎 濟 往 來 』3巻9:號(昭3年9月),96--103頁 。
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二
六

で
あ
る

の
か
。

エ
ン
ゲ

ル

ス
が
笑

つ
た
時

の
ご
と
く
、
わ
れ

く

の
時

代
は
笑

つ
て
濟
ま

し

て
ゐ
る
こ
と

の
で
き

る
時
代

で
あ
る

鋤

の
か
L
。

そ

の
う

へ

「
こ
の
天
下

の
物
笑

ひ
を

笑

つ
て
ゐ
る

砒
會
主
義
者

、
本
物

の
肚
會

主
義
者
は
如
何
な
る

立
派
な
識
見
を
示

し
た
か
。

マ
ア
ク

ス
か
ら

の
ク
オ

テ

エ
シ
ョ

ン
。
そ

の
論

明
。
皮
肉
を
笑

ひ
。
そ
し

て
何
が
淺

つ
て
ゐ
る
か
。
牛
世
紀
も
前

に
死

鋤

ん
だ
人
間

の
學
読
を

掘
り
出
し

て
く

る
よ
り
ほ
か

に
今

日
の
問
題
を
解
繹
す

る
こ
と
は

で
き
な

い
の
で
あ
る
か
。
」

「
皮
肉

な
笑

ひ
」

を
笑

つ
た
河
上
博

士
は
、

こ

玉
で
ま

た

「
皮
肉
な
笑

ひ
」

を
浴
び

せ
ら
れ
た
。
だ
が
、
そ

の
論
敵

の
高
田
博
士

も
手
嚴

し
い
批
判

を
受
け

る
。

こ
の
批
判
は
何
は
措

い
て
も
傾
蕪

に
値

ひ
す

る
。
即
ち
人

口
問
題
封
策

と
し

て
の
商

工
業

主
義
を

批
刹
し

て
筆
者

は
云
ふ
、
「
わ
れ
く

の

日
本

に
お

い
て

の
十
九
世
紀

の
遣
物

が

如
何

に
多

い
こ
と
で
あ
る
か
!

政
治
家

は

い

ふ
、
先

づ
商

工
業
を

働
漿

せ
よ
と
。
人

口
食
糧
問
題

の
調
査
委
員

の
諸
君
は

曰
く
、
先

づ
商

工
業
を

振

作

せ

よ

と
。

肚
會
學
者

鋤

(
高

田
保
馬
)
も
ま
た
そ

の
尻
馬

に

つ
い
て
曰
く
、
人

口
問
題

の
解
決
は
商

工
業

を
盛

ん
に
す
る

の
ほ
か
は

な
い
の
だ
と
」
。

だ
が

彼
等
は
工
業
主
義

が
す

で
に
そ

の
破
綻
を

示
し

て
ゐ
る

こ
と
に
氣
付

か
な

い
。

マ
ル
サ

ス
や
ジ

エ
ポ

ン
ス
は
そ

の
必
然

的
行
詰
り

の
法
則
を
示
し
た
。
そ
し

て
今

や

「
商

工
業

主
義

の
総
決
算

の
時

が
き
た
。

あ

の
よ
ろ
め

い
て
ゐ
る
大
英
帝
國

の
足
も
と
を
見
る

が

い
玉
。
あ

の
嚢
頽
し

つ

玉
あ
る
英
國

の
紡
績
業

に
つ

い
て
見

る
が

い
、
。
あ

の
産
業
的
衰

頽
と
階
級
的
混
齪

と
民
族
的
分
裂

の

最
後

の
痛
ま
し

い
光
景

に

つ
い
て
見
る
が

い

、
。
だ
が
英
國

だ
け
が
過
去

で
あ
る
と
思

つ
た

ら
大
き
な
間
違

ひ
だ
。
英

國
は
兆
候

だ
。
英
國

が
過
去

で
あ
る
と

い
ふ
よ
り
は

工
業

主
義

が
過
去

で
あ
る
。
総

じ

て
商

工
業
主
義

が
過
去

で
あ
る

と
い
ふ

こ
と

に
氣
付

鋤

い
た
も

の
で
な
く

て
は
、
今

圓
は

世
界

の
縛
機

を
、
そ

の
最
高

の
秘
密

に
お

い
て
語
る

こ
と
は
で
き
な

い
の
で
あ

る
。
」

34)
35)
36)

37)

同上37頁 。

同上36頁 。

同上46頁 。

同上47頁 。



で
は
何
故

に
工
業

主
義

に
破
綻

が
生
す

る
か
。
そ
れ
は

=
百
に
し
て
、

工
業
は
自
存
し
う
る
も

の
で
は
な

い
か
ら

だ
。
そ
れ

は

常

に
農
業

の
上

に
立

つ
。
「
増
加
し
た

英

國

の
人

ロ
は

鐡
と
石
炭

と
を
食

べ
て
ゐ
た

の
で
は
な
く

し
て
外
國

の
農
産
物
を
食

べ
て

ゐ
た
」

の
で
あ

る
。
「
こ

玉
に
重
大
問

題

が
あ

る
。

こ

玉
に
人

ロ
問
題

に
お

い
て
の
最
高
解
決

が
あ
る
。
1

と
筆
者
は
叫
び
績
け

る
i

人

ロ
の
限
度
は
商

工
業

に
依
存

し

て
は
ゐ
な
か

つ
た

と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
ま
た
そ
れ

は
常

に
農
業

の
う

へ
に
依

存

し

て
ゐ
た

と

い
ふ
こ
と

で
あ

る
。

…
…
商

工
業

の
勃
興

が
人

ロ
の
増
加
を
支

へ
て
來
た

の
で
は
な
く

て
、
農
業

の
檜
大

が
實

に

そ
れ
を
支

へ
て
き
た
。
そ
し

て
農
業

の
増

大
だ
け
が
そ
れ
を
支

へ
て
も
き
た

し
、
支

へ
る
力
を
も

つ
て
も

ゐ
た

の
だ
。
資
本

主
義

的
生
産
方

法
が
封
建
杜
會

に
お

い
て
の
過

剰
人

ロ
を
解
決
し
た
と

い
ふ

の
は

た

讐
便
宜
上

の
言
葉

で
あ

る
。
資
本
主
義
的
生
産
方

法

が
過
剰
人

口
を
解
決

し
た

の
で
も
な
く

、
若

く
は
世
界

の
増
加

し
ゆ
く
人

口
を

支
持
し

て
き
た

の
で
も
な

い
。
増
大
し

て
き
た

農
業

の
力

だ
け
が
こ
れ
を
解

決
し
た

の
だ
。
主

と
し

て
新
大
陸

の
農
業

が
。
…
…
近
代

に
お
け
る
人

ロ
増
加
は
、

こ

の
農
業

の
穫

展

の
結
果

で
も

あ
り
、
ま
た
農
業
獲
展

の
限
度

に
お

い
て

讐
も
あ
る
。

男
魯
ヨ
碧

。
暮

言
臼
。
器
o
鑑

僧
αq
Hげ
ロ
犀
旨
。
匹
婁
9誘

$
島
。
。。

ぎ
。器
器
a

℃
暑

菖
舞
ご
昌
の
o
ヨ
。
ミ
げ
窪
。
ー

わ

れ

く

は
再

び

マ
ル

サ

ス
を

讃

む

べ
き

で
あ

る
。

マ
ル

サ

ス
は

凡

て
を

語

つ

て
ゐ

る
。
世
界

の
商

工
業

主
義
者

は

マ
ル
サ

ス
を
讃

む

ぺ
き

で
あ
る
。

マ
ル
サ
ス
こ
そ

彼
等

の
夢
を
破
る
と
こ
ろ
の
明
確
な
法
則

を
世

界

に
示
し
た

の
だ
。
あ

ら
ゆ
る
商

工
業

主
義

の
必
然
的
行
詰
り

の
法
則
が
彼

に
よ

つ
て
示
さ
れ
、
そ
し

て
百
飴
年

の
歳
月
は

こ
れ

鋤

を

世
界

の
現
實

の
う

へ
に
誰
明
し
た

の
で
あ

る
。
」

右

の

一
文

は
今
吾

々
の
主
題
と
せ
る
人

口
論

争
に
直
接
参
加
し
た
も

の
と
は
云

へ
な

い
が
、
畢
寛

こ

の
論
孚

に
よ

つ
て
鰯
嚢

さ

日
本
人
口
論
壇
昭
和
初
十
年
史

二
七

)同 上 網頁。



二
入

れ

た
も

の
で
あ

つ
て
、
そ
れ
は

こ
の
論
孚

に
封
す

る

一
側

面
親
を
成
す

と
共

に
、

日
本
人

口
問
題

の
封
策
と
し

て
繰

り
返

し
主
張

せ
ら
れ

た
る
謂
ゆ
る
商

工
業

主
義

の
虚
を
衝
か
う
と
す
る
鋭

い
批
判
を
含

ん
で
ゐ
る
。

こ

の
意
味

で
は
本
文
は
む

し
ろ
前
章

の
日

本

人

口
問
題

の
諸
論
議
中

に
學

示
す
る

の
が
至
當
で
あ

つ
た

か
も
知
れ

な

い
。
ー

と
も
あ
れ
、
吾

々
は
今

や
、
以
上
幾
多

の
派

生
的
批

評
文
を
横

ぎ

つ
て
、
漸
く

「
産
め
よ
殖
え
よ
」

の
論
争

の
本
流

に
戻
り
得
る
こ
と

に
な

つ
た
。
本
流
と
は
何

で
あ
る
か
?

河
上
博

士
去
り
、

那
須
博

士
退

い
て
の
ち
、
飴
燵
消

え
や
ら
ぬ
論
壇

に
恰
好

の
敵
も
あ

ら
ば

と
待
ち
構

へ
た
る
、
た

つ
た

一
人

の
騎

士
が
あ

つ
た
。
高
田
博
士
が
そ
れ

で
あ

る
。
時

は
昭
和
四
年
、
春
か
ら
夏

に
か
け

て
、

二
人

の
新

人
が
そ

の
前

に
立
ち

現
は

れ

る
。
そ

の

一
人
は
禮
を

厚
う
し

て
高
田
博
士

に
云
ふ
、
「
乞

ふ
、
學
界
、
殊

に
肚
會
學
界

の
大
先
輩

に
封
す

る
私

の
非
謹
を
許
さ

鋤

れ

よ
」

!

そ
れ

は
ま

が
ひ
も
な
き
向
坂
逸

郎
氏

「
貧
乏

と
人

ロ
ー

高

田
教
授

『
人

ロ
と
貧

乏
」

を
讃
む
L

で
あ

つ
た
。
今

一

人

の
人
物
は
、
立
ち
向

ひ
ざ
ま
高

田
博
士

に
云
ふ
の
で
あ

る
。
あ
な
た

の

「
正
膣
を
洗

つ
て
見
れ
ば
、
檜
侶

マ
ル
サ

ス
の
代
辮
者

に
過
ぎ
な
か

つ
た

の
だ
!
」

こ
の
若
き
圖
士
こ
そ
、

二
ヶ
年

が

曳
り

で
那
須
博

士
に
も
喰

つ
て
か

玉
ら
う

と

す

る

吉
田
秀
夫
氏

鋤

「
高

田
博
士
と

マ
ル
サ

ス
」

に
外

な
ら
な

い
。

さ
て
こ

の
二
人

の
新

人
と

の
交
職

は
ど
う
落
ち

つ
い
て
ゆ
く
か
?
・

謹
者

は
今
、

「
産
め
よ
殖
え
よ
」

の
長

い
論
争

が
第

三

の
、
而
し

て
幸

に
も
最
後

の
、
局

面

に
進
み
ゆ
く

の
を
見

ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

高
田
博
士
の
磨
職
は
そ
の
時
を
隔
つ
る
四
年
ー

昭
和
八
年

一
月
に
至
つ
て
果
た
さ
れ
た
◎
「
人
ロ
に
關
す
る
小
論
i

向
坂

蛸

逸

郎
氏

の
批
評

に
答

ふ
」

が
そ
れ

で
あ
る
。
本
文
は
し
か
し
實
質
的

に
は
、
か

つ
て

「
企

て
」
ら
れ

た

「
一
の
試
論
」
に
つ
き

「
そ

の
要
領

を
再
読
す
る
と
共

に
、
再
考
を
加

ふ
べ
き
も

の
は

再
考
を
加

へ
よ
う
」

と
し
た

も

の
で
、

「
産
め
よ

殖

え
よ
」

の

一
随
筆

39)『 杜會科 學』5巻1號(昭4年3月),31-57頁 。 因み に本 丈 は、 改渣肚 版樫

濟學全集26巻 「マル 〃ス経濟學訊 の螢展 」(昭4年6月 刊)に 牧 め られ ☆ る

向坂氏 の論稿 「入 口理論 」576頁 以下t:、 「極 めて僅 かの獲 更な 除⇔ば」 そ
の まNt:「 再 録 」 され てゐ る0

40)『 新興科學 の旗 の もと1:』2巻7號(昭4年7月),S3・ 一一78頁。

41)『 煙濟論叢 』36巻1號(昭8年1月),23--37頁 。



か
ら
始

ま
る
と

こ
ろ

の
過
去

八
ケ
年

に
わ
た

る
高
田
博
士

の
激
多

き
論
争
文

に
結
末
を
與

へ
る
と
共

に
、
そ

の
思
想

の

一
慮

の
最

絡
形
態

を
示
す
も

の
と
見

る
こ
と
が
出
來
る
。
依

つ
て
吾

々
は
こ

ム
で
、

こ

の
論
文

に
從

ふ
て
高
田
博
士

の
人

口
理
論
を
描

い
て

み
る

の
が
便
利

で
あ
ら
う
。

ま
つ
そ

こ
に

「
人

ロ
の
静
的
法
則
」
を

示
す
有
名

な
る

「
人

口
方
程
式
」

が
あ
る
。

目
く

「
杜
會

の
低
き
階
級

の
人

口
を
B
と

し
、
其

生
活
標

準
を
S

と
す
る
。

又
其

枇
會

の
生
産
力
を
P
と
し
、
此
階
級

に
封

し
て
生
産
力

に
ょ
つ
て
生
産

せ
ら
れ
た
る
生
産

物

の
う
ち
か
ら
、
此
階
級

に
與

へ
ら
る

、
割
合
を
示
す

と
こ
ろ

の
係
数
、
即
ち
分
配
係
数
を
d
と
す

る
。
さ
う
す
る

と
、
人

口
と

生

活
標
準
と

の
積

は
分
配
係
数

と
生
産
力

と
の
積

に
等
し

い
。
此
關
係

は
家

の
方
程
式
を
以

て
示
さ
れ
る
。

鋤

切
・
o自
H
侮
㌔

」
c

し
か
し
こ
れ
は
均
衡
歌
態

を
示
す
も

の
で
、
「
人

回
増
加

の

傾
向

は

不
断

に
此
均
衡
を
か
き
み
だ
さ
う

と
す

る
。
然

ら
ば
均
衡

は
如
何

に
し

て
同
復

せ
ら
る

玉
か
、

こ
れ
は

人
ロ
の
動
態

に
關
す

る
問
題

で
あ
る
。
此
均
衡

の
恢
復

は
生
活
標
準

の

一
般
的
低
下

に
よ

つ
て
、
分
配
係
敏

の
攣

更

に
ょ

つ
て
、
生
産
力

の
増
加

に
よ

つ
て
、
實

現
せ
ら
る

」
こ
と
が
出
來
る
は
す

で
あ

る
。

け
れ

ど

も
、
生

活
標
準

の
低
下

は
容
易

の
こ
と

で
は
な

い
。
分
配
係
数

の
攣
更
も
急

速

に
は
行

は
れ

ぬ
。
そ
こ
で
、
人

ロ
過
剰

の
傾
向
は

大
艦

に
於

て
生
産
力

の
増
加

に
よ

つ
て
打

ち
か
た
れ

て
ゐ
る
」
。
そ

こ
で

「
此
生
産
力

の
増
加

が
何

に
よ

つ
て
促

さ
る

」
か

罫

一
の

鋤

重
要
な

る
問
題
と
し

て
残
る
。
」

こ
の
生
産
力

の
増
加

は

「
生
産
技

術

の
墜
化
」

か
ら
起

る
。

け
れ

ど
も

「
そ
れ

を
産
業

の
中

に
と
り
入
れ

、
生
産

力

の
増
加

と

日
本
入
口
論
壇
昭
和
初
十
年
史

二
九

42)同 上23頁 。

43)同 上23-24頁o



三
〇

し

て
實

現

せ
し
む
る
も

の
は
、
常

に
産
業

的
活
動

に
於

て
能
動
的

地
位
を
占
む
る
人

々
L
「
企
業
者
」

の
こ
と
で
あ
る
。
「
此
等

の

階
級

に
於

て
も
人

ロ
は
、
就
會

の
特

別
な
る
禁
塵
が
な

い
限

り
、
人

口
は
増
加
し
よ
う
と
す

る
。
而

も
そ
れ

は

つ
ね

に
腿

面

の
維

持
、
嚢

揮
を
困
難
な
ら
し
め
よ
う
と
す
る
。

こ
と

に
兜
孫
を
し

て
同
様

な
る
肚
會
的

地
位
を
保

た
し
め
よ
う
と
考

ふ
る
限
り
、

さ

う

で
あ

る
」
。
そ

こ
で

「
前

の
方
程
式

に

つ
い
て

云

へ
ば
、
B

が
増
加

し
よ
う
と
す
る
ば
か
り
で
は
な

い
、
S

も
ま
た
上
昇

し
よ

う

と
す

る
」
。

し
か
し

S

の
上
昇

は

「
人

口
増
加

の

間
接
な
る

結
果

に
外

な
ら
ぬ
。
人

口
増
加

に
も
と
つ
く
紅
會
的
事
情

に
よ

つ

て
促

さ
る

」
も

の
で
あ
る
。
人

口
の
増
加

の
璽
迫

か
ら
艦

面
が
維
持

さ
れ

が
た
く
な
る

か
、
そ
れ

で
な
く

て
も
、
艦

面

の
要
求
を

強
く
満

足

せ
し
め
よ
う
と
す

る
爲

に
、
企
業

者

の
手

に
よ

つ
て
肚
會

の
生
産
力

が
増
加

せ
ら
れ

て
ゆ
く
」
。
か
く

て
生
産
力

は

「
人

翰

口
の
直
接

な
る
、
又
は
間
接
な
る
作

用

に
よ

つ
て
前
方

に
押
し

や
ら
れ

る
」

と

い
ふ
の
で
あ

る
。

と
こ
ろ
で
、

こ
の
生
産
力

の

「
増
加

は
人

口
増
加

よ
り
も
か

へ
つ
て
大
な
る

が

故

に
、

〔
本
論

文

で
は
そ
の
論
設

は
な

い
〕

徐

々
で
は
あ

る
が
、
低

い
階
級

の
生
活
標
準

が
不
断

に
高

め
ら
れ

て
ゆ
く
。

も
と
よ
り
分
配
係
数

が

つ
ね
に
愛
革

さ
る

、
傾
向

が
あ

る
。
け
れ
ど
も
、

そ
れ

は
む
し
ろ
肚
會

の
階
級
組
織
そ

の
も

の

」
愛
革

と
し

て
行
は

る

、
も

の

で
あ
る
」
。

か
く

て
人

ロ
方
程
式

上

の
憂
動
を

ひ
き
起

す

「
根
本
的
な

る
も

の
は

人

口
の

自
動
的

増
加

で
あ

る
」
。

こ
れ
を

「
更

に

一
暦
立
入

つ
て
云

ふ
な
ら
ば

、

人

口
増
加

の
結
果

と
し

て
、
杜
會
組

織

の
姿
が
決
定

せ
ら
れ
、
此
肚

會
組

織

に
決

定
せ
ら
れ

て
成

立
し
た
る
盟
面

の
爲

の
競
争

が

生
産
力
を
増
加
せ
し
め
、

一
方

は
此
壇
加

、
他
方
は
就
會
組
織

に
よ

つ
て
定
ま
れ

る
分
配
係
数

の
共

同
作
用

に
よ
つ
て
低

き
階
級

に
與

へ
ら
る

、
生
産
物

総
量

が
定
ま
る
。
此
総
量
は
生
活
標
準

の
若

干

の
向
上
を
許
し

つ

玉
、
人

ロ
増
加

の
限
度
を
た

え
す
か
ぎ

44)同 上25--27頁 。



り

つ
」
あ

る
。
生
産
力

に
よ
る
人

ロ
増
加

の
制

限
は
人

ロ
自
ら

の
闇
接
的

な
る
自

己
制
限

で
あ
る
。
肚
會

に
於

て
自

己
運
動

を
螢

働

む
も

の
は
人

ロ
の
外

に
あ
り
得
な

い
。
」

以
上
が
、
「
再
考
を

加

ふ

べ
き

も

の
は
再
考
を

加

へ
よ
う
」

と
し
た
高

田
博
士

の
理
論

の
骨

子
を
成
す
。
順
序
は
少
し
く
前
後

す
る
が
、

六
年
前

の
同
氏
論
文
集

『
人
口
と
貧

乏
』

に
含
ま
れ
た
る
積

極
的
主

張
に
封

し
て
向
坂
氏

が
加

へ
た
る
批
評
は
、
大
づ

か
み

に
云
ふ
て
三
黙

に
關
し

て
ゐ
た
。
そ

の

一
は
、
か

の
人

口
方

程
式

の

「
爾
項
、
鮎
●男

及
び

ロご
'
g。

が
何
等

〔
か
〕

の
意
味
を

有
す

る
の
は
、
恐
ら
く

d
が

一
に
等

し

い
場
合
、
即
ち
就
會

に
於
け
る
分
配

が
李
等

で
あ
り
、
從

つ
て
叉
生
活
標
準
が
軍

一
で
あ

る
場
合

の
み
で
は
な

い
か
?
・」
然

る

に
現
實

の
肚
會

に
見
ら

る

、
如
く

「
階
級

の
存
在
を
前
提
と
す
る
限

り
、
從

て
又
不
等
な
る

絢

生

活
標
準

の
存
在
を
前
提

と
す

る
限
り
、

か

玉
る
式

は
意
味
を
有

し
得
な

い
、
」
と

い
ふ
こ
と
、
そ

の
二
は
、
謂
ゆ

る
人

ロ
の
静

的

法
則
が
そ
の
均
衡
を
破

る
場
合

の
読

明
は
、
資

本
主
義

肚
會

に
關
す
る
限
り

一
貫

し

て
ゐ
な

い
と

い
ふ
こ
と
、
即
ち
高

田
教
授

は

資
本
主
義
杜
會

に
於

て
は

「
必
す
し

も
人

口
の
歴
力
を
ま
た
す

、
主
と
し

て
利
潤
獲

得

の
競
孚

に
基

き

て
、
生
産
力
が
急
激

に
増

物

加
す
る
、
」
と

い
ふ
て
を
る
け
れ
ど
も

、
「
こ
れ

は
つ
ま
り
、
そ

の
入

口
法
則

が
資

本
主
義
砒
會
で
は
姿
當

せ
ぬ
こ
と
を
意
味

せ
ざ

お

カ

　

る

る
を
得
ぬ
」

と

い
ふ

の
で
あ

る
。
そ

の
三
は
、
高

田
敏
授

の
方

程
式

に
は

「
失
業
者
」
の
存
在

が
脱
落
し

て
ゐ
る
と

い
ふ
こ
と
で
、

結

局
高
田
敢
授
は

「
資

本
主
義

的
枇
會

の
歴
史
的
性
質
を
人

ロ
理
論

に
取
り
入
れ

る
事

に
よ
り

て
、
此

の
就
會

に
於
け
る
人

口
問

励

題

の
枇
會
的
性
質
を
充
分

に
展
開

さ
れ
な

か

つ
た
、
」

と

い
ふ

の
で
あ
る
。

右

の
批

詳
に
封
す
る
高

田
博

士

の
前
掲
答
辮

の
う
ち
注
意
す

べ
き
貼

は
第
二
顯

で
あ

つ
て
、
資
本
主
義
砒
會

に
於
け

る
動
力
も

H
本
入
口
論
壇
昭
和
初
十
年
史

三

】
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三
二

ま
た
人

口
増
加
で
あ

る
と
明
言
す
る

に
至

つ
た

ζ
と

で
あ
る
。

こ
れ
は
高

田
博

士

の
前

掲
引
用
文

に
も
示
さ
れ

て
ゐ
る

が
、
博
士

は
重
ね

て
、
「
此
利
潤
獲
得

の
競
争

に
よ

つ
て

生
産

力
が

増
加
す

る
に
し

て
も
此
競
争

の
張
さ
が
企
業
者

た
ち

の
階
級
内
部

に
於

け
る
生
活

の
璽
迫
、
人

口
増
加

の
墜
力

に
基

く

こ
と
は
、
前

に
述

べ
た

る
通
り
で
あ
る
。

私
は
す

で
に
生
産
力

の
増
加

が
利
潤
獲

恥

得

の
競
争

に
ま

つ
こ
と
は
、
や
が
て
そ
れ

が
人

ロ
の
墜

力

に
ま

つ

こ
と

で

あ
る
こ
と
を

詳
論

し
た
、」

と
述

べ
て
ゐ
ら
れ

る
。
こ

れ

は
可
な
り

に
苦
し

い
答
瑠

で
あ
る
、
し
か
し
博
士

の
所
読

は
こ
れ

で

一
貫
す
る
と

と

に
な

つ
た
。
但

し
他

の
二
鮎

に
つ

い
て
は

論

争

の
爽
展

は
見

ら
れ
な

い
。

吹

い
で
然

ら
ば
吉
田
秀
夫
氏

の
批
判
は
何

を
目
指

し
た
も

の
で
あ

つ
た
か
?

そ

の
論

題

「
高

田
博

士
と

マ
ル
サ

ス
」

が
聯
想

せ
し
め
る
や
う
に
、
高
田
博

士
が

『
人

口
と
貧

乏
』

そ
の
他

に
於

て
口
を
極
め

て
叫
ば
る

、

マ
ル
サ

ス
批
評
が
無
根
擦

の
も

の
で

あ
り
、
彼
れ

の
理
論
と
別

の
も

の
と
し
て
高
揚

せ
ら
る

曳
博

士

の

「
理
論
」

こ
そ
實

は
翼
實

の

マ
ル
サ

ス
と
程
遠
か
ら
ぬ
も

の
、

「
そ
れ

は
大
綱

に
於

い
て

マ
ル
サ

ス
読

の
縮
小
再
生
産

で
あ

る
」

所
以
を
指
摘
し

よ
う
と
し
た
も

の
で
あ
る
。

曰
く
、

「
博

士
が

大
童

に

な

つ
て

切
り
込

ん
で
居

ら
れ
る

マ
ル
サ
ス
は
不
幸

に
し
で
實

は

マ
ル
サ
ス
で
も
何

で
も
な
く
博
士

の

頭

眠

の
申

に
博
士
自
身

に
よ

つ
て
作

り
出

さ
れ
た
幻

の

マ
ル
サ

ス
で
あ
り
、
博
士

が
大
上
段

に
構

え
ら
れ
た
大
太
刀

こ
そ

マ
ル
サ

ス
が
百
年

の
昔

に
鍛

え
上
げ

て
置

い
た
も

の
で
は
な

か

つ
た

か
?
・
そ
れ

と
も
又
何
庭

か
に

マ
ル
サ
ス
と

い
ふ
同
名
異
人

が
居

て
、

爾

こ
の
吾

々
に
は
身
許
不
明

の

マ
ル
サ

ス
を

博
士
は
英
國
人

の
牧
師

マ
ル
サ
ス
を
典
擦

と
し
て
討
伐
さ
れ

る
と
で
も

云
ふ
の
か
?
」

又

目
く
、
「
博

士
の
事

々
し

い

『
人

口
方
程
式
」
乃
至
は

『
天
秤
毫
』

は
決
し

て

マ
ル
サ
ス
を

否
定
す
る
も

の
で
は
な
く
、

か

へ
つ

5=)『 系垂濟扇禽叢 』36巻r號,34頁0

52)『 新興科學 の旗 の もとに』2巻7號,77頁o



鋤

て

マ
ル
サ

ス
の
再
生
産

で
あ
り
、
そ
れ
を
超

え
て

一
歩

の
前
進
も
な

い
の
で
あ
る
。
L
「
こ
れ

で
も
博

士
は

こ
り
性
も
な
く

わ
が
天

励

秤
壷
こ
そ
は
天
上
天
下
唯
我
猫
尊
也
と
呼
號
し
績
け
ら
れ
る
で
あ
ら
う
か
?
」
1

等

々
々
、
舌
端
は
蓬
つ
て

「
學
界
の
大
先
輩
」

を
嘉
な
し

に
し

て
し
ま

つ
た
形

で
あ
る
。

高

田
博
土
も
流

石
に
こ
れ

に
は
腹

が
立

つ
た
ら
し

い
。
向

坂
氏

へ
の
前
掲
答
文

の
末
尾

に
於

て
博

士
は

こ
れ

に
燭
れ
た

が
、
吉

田
氏

の
評
文
は

「
極
め

て
杜
撰

に
し

て
學
問
的

に
無
債
値

の
も

の
で
あ
る
」

と

の
理
由

を
も

つ
て

「
正
面
か
ら
之
を
批
評
す
る
意

狗

志
を
も
た

ぬ
、
」

と
し
て
突

つ
放

し
、
「
其
杜

撰

で
あ

る
こ
と
の
誰
撮
」
を

一
つ
二

つ
指
摘
し
た
だ
け
で
、
「
こ
れ
以
上
読
く
ま

い
。

鋤

た

穿
、
盲

目
蛇
を
恐
れ
ざ
る
其
勇
氣

に
驚
く

の
み
で
あ

る
、
」

と
切
り

捨

て

玉
し
ま

つ
た
。

か
う
な

つ
て
み
る
と
、
吉

田
氏
も
ま

助

た
無
念

で
あ

つ
た
ら
う
。
時
を
移
さ
す
吉
田
氏
は
重

ね
て

「
高

田
博
士
と

マ
ル
サ

ス
再
論
」
を

書

い
た
。
丈
末

に
高
田
博

士

の
毒

舌

(
?
)
を
引

い
て
、
更

に
毒
舌
を
附
加

て
し

曰
く

、
「
そ

の
意
は
恐
ら
く
、
私

は

マ
ル
サ

ス
に
關

し

て
は
盲
目

で
あ
り
、
博
士

は

蛇

の
如
く

有
能
俊
敏

で
あ

る
と
い
ふ
の
だ
ら
う
。
盲

目
に
も
拘

ら
す

私
は
蛇

の
執
念
を
眞
似

て
繰

返
し
て
云
ふ
。
博
士

の

マ
ル
サ

ス
に
關
す

る
理
解
は
依
然

と
し

て
奮

の
如
く
、
從

つ
て
博

士

の

マ
ル
サ

ス
は
本
物

の

マ
ル
サ

ス
と
は
似

て
も
似

つ
か
ぬ
も

の
で
あ

鋤
る
、
」

と
。

か
く

て
昭
和
元
年

の
夏
八
月
、
室
伏
高
信
氏

の
評
言
を

も

つ
て
す
れ
ば
河
上
博

士

の

「
皮
肉
な
笑

ひ
」
に

ス
タ
ー

ト
を
切

つ
た

「
産

め
よ
殖
え
よ
」

の
人

ロ
論
争
は
、
入
れ
代

り
立
ち
代

つ
て
の
諸

闘
士

の
混
職

の
後

に
、

つ
ひ
に
昭
和
八
年

の
春
三
月
、
「
蛇

の

執
念
」

の
泥
仕

合

ひ
で
結
末
を
告
げ
た
わ
け

で
あ

る
。
今
、
振
り
返

つ
て
こ
の
論

争

の
跡
を
眺

め

て
み
る
と
、
可
な
り
に
多

い
副

日
本
入
口
論
壇
昭
和
初
十
年
史

三
三
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三
四

産

物
も
見
ら
れ
、
叉
全
饅

と
し
て
人

ロ
理
論

の
研
究

に
與

へ
た
刺
戟

も
砂
少

で
は

な

い
が
、
論
争

そ
れ
自
髄

の
中

か
ら
成
長
し
た

主
産
物

は
結
局
、
高

田
博
士

の

「
人

ロ
理
論
」

に
蹄
す
る
と
云

へ
る
か
も
知
れ
な

い
。

こ
の
人
ほ
ど
熱

心
に
、

し
か
も
氣
長
く
、

敵
手
を
選

ん

で
は
切
り
込
ん

で
、
た
え
す
自
家

の
理
論
を
鍛
え
て
行

つ
た
人
は
な

い
。
だ
が
し
か
し
、
そ

の
理
論

は

一
髄
何
程

の

凋
自
性
を
主
張
し
得
る
も

の
で
あ
る
か
、
と

い
ふ
疑
念

は

一
部

の
謹
者

の
頭

臓
を
去
來
す

る
で
あ

ら
う
。
眞
實

の
と

こ
ろ
、
吉

田

氏

の
批
評
は
最

も
痛

い
と

こ
ろ
を
衝

い
た
も

の
で
あ

る
。
不
幸

に
し

て
そ
れ

は
事

も
な
げ

に

一
蹴
さ
れ

て
は
し
ま

つ
た
が
、「
高

田

博

士
と

マ
ル
サ

ス
」

と
が
何
う

い
ふ
交
渉

を
も

つ
も

の
で
あ

る
か
、
博

士

の
読

は

マ
ル
サ
ス
か
ら
ど
れ

ほ
ど
隔

つ
た
も

の
で
あ
る

か
、
と

い
ふ
根

本
問
題
は
少
く
と
も

マ
ル
サ
ス
を
眞
實

に
研
究

せ
る

も

の
玉
等
し
く
感

ぜ
ざ
る
を

得
な

い
と
こ
ろ

で
あ
る
。

こ
の

ラ

ラ

お

60

蕪

は
か

つ
て
那
須
博

士
も
氣

付
か
れ
た

と
と
で
あ

つ
た
と
記
憶
す

る
が
、
面
白

い
こ
と

に
は
高

田
博
士

は
そ
れ

に
封
す
る
答
文

に

於

て
、
「
私
は

マ
ル
サ

ス
を

否
定
す
る
、

マ
ル
ク

ス
を

否
定
す
る
」
と
繰
り

返
し
な

が
ら
、

那
須
氏
自
身

の
所
読

こ
そ

マ
ル
サ

ス
読

だ
か
ら
、

こ

、
に
根
本
的
な
見
方

の
相
違

が
あ
る
、
と

い
ふ
風

に
論
を
進
め

て
行

か
れ

た
こ
と
で
あ
る
。
高

田
博
士

の
自
信
は
彊

い
。
そ
し

て
そ
れ

は
吉
田
氏

の
極
言

せ
ら
る

、
や
う
に
必
す
し
も
全
部

が

「
マ
ル
サ

ス
読

の
縮
小
再
生
産
」

で
な

い
こ
と
も
、
事

實

で
あ

ら
う
。
だ

が
し
か
し
、

疑
念
は
依
然

と
し

て
第

三
者

の
頭

か
ら
去
ら
な

い
。
高

田
博
士

に
と
つ
て
は
、

そ
れ

は
む
ろ
ん
、

ど

う
で
も
よ

い
こ
と

で
あ

ら
う
。

し
か
し
理
論

の
稜
展

を
絶

え
す
眼
中

に
置

く
も

の
に
は
重
要
な

問
題

で
あ
る
。
序

で

な

が

ら

『
人

ロ
思
想
史
論
』

の
著

者

玉
井
茂
氏
も

、
あ
る
機
會

に
高

田
博
士

の
人

ロ
方

程
式

に

つ
い
て
云

ふ
た
こ
と

が
あ
る
。

こ
の
方

程

式

は

「
從
來
他

の
多
く

の
學
者

の
つ
と

に
熟
知
し
、
且

つ
他

の
言
葉
を

以

つ
て
言

ひ
表

は
し
て
居
た
も

の
を
数
學
的
公
式

の
形

に

59)『 脛濟 往來』昭2年12月 號 所載批詳文。 その著 『入 口食糧 問題 』t:第 五篇 と

して牧録 。

60)『 経 濟 往來』昭3年9月 號 所載 「私 の人 口理論 」。etl:そ の著 『慣格 と掲 占』

に歌録O



曲

表

現
し
改
め
た
も

の
に
過
ぎ
な

い
、
」

と
。
1

但

し

『
十
年
史
』

の
筆
者

に
は
こ
れ
以
上
を

云

ふ
構
限
も

義
務

も

な

い

で

あ

ら

う

o附

言
す

る
が
、
高

田
博
士

に
は
な
ほ
次

の
二

つ

の

一
般
的
人

口
論
文
が
あ
る
。

昭
和
五
年
五
月

の

「
食
糧
問
題

の
枇
會
轡

と
、

働

十
年

六
月

の

「
人

口
政
策

の
訣

乏
」

で
あ
る
。
前
者

は
食
糧
問
題

の
意
義
を
探
ぐ

つ
て

「
所
謂
人

口
問
題

と
此
問
題
と

の
差
異

、

聯

絡
」
を
読

か
う
と
す
る
も

の
、
後
者

は

日
本

に
於
け

る
人

口
政
策

の
訣
如
を
指
摘
し
、
政
策

の
樹
立
、
し
か
も
砒
會
政
策

と
結

び

つ
け
た
る
人

ロ
政
策

の
樹
立
を
、
提
唱

せ
る
も

の
で
あ

る
。
即
ち
日
く
、
「
日
本

の
人

ロ
政
策

は
た

f
生
る

玉
も

の
に
、
詳

し
く

い

へ
ば
、
生
れ

ん
と
す

る
胎
兜

に
、
生
き

よ
と
號
令
を
か
け
る
だ
け

で
あ
る

〔
所
謂
堕
胎

の
嚴
禁
〕
。

し
か
も
彼
等
は
な

に

、
よ
つ

て
生
き
う
る

の
で
あ
る
か
。

よ

つ
て
生
く

べ
き
生
活
資
料
は

こ
れ
を

、
身
を
資
本

主
義
経
濟

と

い
ふ
混
齪

の
た

y
申

に
投
す

る

こ

鋤

と

に
よ

つ
て
、

つ
か
み
取
ら

ね
ば
な
ら

ぬ
。
號
令

の
か
け

つ
ぱ
な
し

で
、
そ
れ
以
上

の
人

口
政
策

を
講

じ
な

い
。
」

叉
曰
く
、
「
今

日

の
日
本

の
な
す

と

こ
ろ
は
、
た

野
生
れ
よ
生
き
よ
と
號
令
す

る
ば

か
り

で
あ
る
。
號
令

し
た
る
も

の
は
よ
ろ
し
く

、
生
活

を
保

鋤

謹

せ
ね
ば
な

ら
ぬ
で
あ
ら
う
」

と
。
本
論

は
傾
聴
す

べ
し
、
但

し

『
十
年
史
』

の
筆
者

は

こ
れ
を
手

に
し

て
、
ひ
そ

か
な
る
微
笑

を
禁
じ
得
ざ
る
も

の
が
あ

つ
た
。
「
産

め
よ
殖
え
よ
」
の
論
争

の
酎
は
な
り
し
頃
、
筆
者

は

ひ
と
り
退

い
て
如
上

の
提
案

に
内
在
す

る
問
題
を

理
論
的

に
取
り
あ
げ
、
「
人

ロ
法
則

と
生
存
槽
論
』

の
述
作

に
耽
り

つ
、
あ

つ
た
わ
け

で
あ
る
。
ー

こ

玉
で
吾

々
は
漸

く

に
し
て
、
八
年

が
か
り

の
論
争

の
同
顧

か
ら
筆

を
洗

ふ
て
、
或

ひ
は
こ
の
論
孚

と
無
關
係

に
、
或

ひ
は
こ

の
論
争

に
刺
戟

さ
れ

て
、
成
長
し

つ

玉
あ

つ
た
人

口
理
論

の

一
般
的

及
び
特
殊
的
研
究

の
叙

述
に
向

ひ
得
る

一
段

に
到
達
し
た

の
で
あ
る
。

口
本
人
口
論
壇
昭
和
初
十
年
史

三
五

6z)
62)
63)
64)

65)

春 秋 社 版 『大 思 想Xyサ イ 〃 ロペヂ ア』 第20巻,昭4年7月 刊,178頁o

『経 贋 史研 究 』7號(昭5年5月),172-187頁 。

『エ コ ノ ミス ト』13年16號(昭lo年6月 ユ日),22-一 ・24頁。

同 上22頁 。'

同上 忽 頁 。



第
三
章

人
口
問
題

・
人
ロ
理
論
の

廟
般
研
究

三
六

こ

、
で
人

ロ
問
題

・
人

口
理
論

の

一
般
研
究

と

い
ふ
の
は
、
あ

る
特
定

の
人

の
學
読
な
り
特
定

の
國

の
問

題
な

り
を
主
題

と
し

た
も

の
で
な
く

て
、

一
般
的

に
人

口
問
題

の
理
論

的
研
究

を
目

指
し
た
る
論
著
を
指
し

て
ゐ
る
。
從

つ
て
例

へ
ば

マ
ル
サ

ス
や

マ

ル
ク

ス
の
人

口
理
論

の
研
究

と
か
、
漱

米

の
出
産
率
滅
退

の
問
題

と
か
を
主
題
と
し
た
も

の
は
除
外

し
て
、
こ
れ
を
後

の
章
下

に

譲

つ
て
行

か
う
と
考

へ
る
。

む
ろ
ん
人

口
理
論

の

一
般

研
究

と
銘

打

つ
た
と

こ
ろ

で
、

こ
れ
ら

の
人

々
の
學
読

や
個

々
の
國

の
事

賞
問
題
を
全
く
離
れ

て
成
り
立
た
う
筈

は
な

い
の
で
あ

つ
て
、

か
う

い
ふ
分
類

の
仕
方

に
は
非
常
な
無

理
と
不

正
確

と
が
潜
ま
ざ

る
を
得
な

い
の
で
あ
る
が
、

そ
れ

だ
け

の
了
解
を
豫

め
乞

ふ
て
置

い
て
、
翠
行

の
著
作

は
後

で
、
論
文
を
先
に
、

と

い
ふ
順
序

で

始
め
る
こ
と
に
し
ょ
う
。

先
づ

こ

、
に
二

つ
の
學
生
論
交

が
あ
る
。
筆
者

が
學
生

で
あ
る
と

い
ふ
こ
と
を
知
り
得
た

の
は
、
む

ろ
ん
そ
の
論
文
を
讃
ん

で

め

か
ら

の
こ
と
で
、
論
題
名

や
雑
誌
名
か
ら
は
判
り
得

る
筈

が
な

い
。

そ

の

一
は
中
村

正

一
氏

「
人

ロ
論

の
序
読
的
研
究
」
、
そ

の
二

わ

は
坂
根
哲
夫
氏

「
過
剰
人
口
小
論
ー

主
と
し
て
基
礎
理
論
を
中
心
と
し
て
」
で
あ
る
。
前
の
筆
者
は

「現
今
世
界
を
通
じ
、
人

口
研
究

の
盛
ん
な
る
、
又
我

図
諸
先
輩

の
論
議
漸
く
旺
ん
な
り

と
雌

へ
ど
も
、
何
人
も
共

の
部
分
的
見
解
よ
り
各

々
自
設

の
彊
制

的
首
肯
を

敢

へ
て
求

め
ん
と
試
み
る
も

の
あ

る
の
み

に
て
、
未

だ
共

の
完
全
な
る
組

織
的

研
究

に
就
き
、
嚢
表

に
接
し
た
る
こ
と

の

な
く

、
或

ひ
は
世
界
を
通

じ
て
さ

へ
殆
ん
ど
之
無
し
と
聞

き
て
は
、
吾

人
は
途

に
驚

か
ざ
る
を
得
す
」

と
な
し
、
「
今

日
、
自

ら
人

1)
2)

3)

拓 殖 大 學 『拓 殖 丈 化 』32號(昭2年 翼2月),14g-176頁 。

山 口高 商 『商學 研究 雑 誌 』S巻(昭5年L2月),IOI-IIg頁 。

『拓 殖 丈 化 』32號,150頁 。
●



口
を
論
す

る
者
も
、
徒

ら
に
自
設
を

張
り

て
、
恰
も
其

の
全
髄
を
認
識

せ
ざ
る
も

の

」
如

し
。
彼

の
河
上
博
士

の
如
き
、
將

叉
、

高

田
博

士

の
如
き
、
共

に
其

の
正
鵠

を
失

し
た
る
も

の
と
す
。
樹
彼

の

寓
騨
員

と

]≦
巴
仔
器

の
人

ロ
概
念

は
、
全
然
之
れ
を
別

の

個

の
も

の
な
り

と
断
す

る
を
得

べ
し

と
雌

へ
ど
も
、
吾
人

は
斯

る
議
論

の
前

に
、
忠
實

な

る
基
礎
的

研
究

の
必

要
を
感
じ
、」
こ

蕊

に

「
吾

人
は
、
大
謄

に
も

『
人

ロ
學
』

の
提
唱
を
以

つ
て
、
吾
人
と
共

な
る
先
輩

の
意
志
を
織
承
せ
ん
と
す

る
も

の
で
あ
る
」

と

論

じ
起
し

て
ゐ
る
。

そ

の
志

や
批

と

い
ふ

べ
し
。
本
論

は
主

と
し
て

「
人

ロ
論

の
科
學
的
性
質
」

を
吟
味
し

て
、
人

口
論

と
経
濟

學
、
政
治
學
、
生
物
學

、
肚
會
學
、
統
計
學

と
の
關
係
を
論

じ
、
結
局
人

ロ
論

は
そ

の
何
れ

の
學
科

に
て
も
蔽

ひ
つ
く
し

が
た
く
、

別
個
猫
立

の
地
位
を
有
す

べ
し
と
読

か
う
と
す

る
。
即
ち
曰
く

、
「
人

ロ
問
題

の
科
學

的
研
究

は
其

の
何
れ

を
以

つ
て
す

る
も
完

全

な

る
読

明
を
爲
す
事
を
得
す
。
即
ち
概
問
題

は
何
れ

の
學

問

に
も
專
属

せ
し
む

べ
き
性
質

の
も

の
に
非
ら
す
。
寧

ろ
猫
立

の
學

問

の

と
し

て
の
人

口
學

の
建
設
を
要
求
す
」

と
。
徒
ら
な
る
論
争

に
奔
命

し

て
組
織
的
、
艦
系
的
な
る
研
究
を
等
閑

に
附
し

て
ゐ
た
日

本

の
學
者

こ
そ
静
思
す

べ
き

で
あ

つ
た
ら
う
。

卜
坂
根
哲
夫
氏

の
論
文

は

「
向
井
敏
授
校
閲
」
と
な

つ
て
ゐ
る

が
、
「
過
剰
人

ロ
」
の
意
義
か
ら

マ
ル
サ

ス
人

ロ
論

と

マ
ル
ク

ス
人

ロ
論

と
を
封
照
的

に
吟
味

し
よ
う
と
す
る
。

マ
ル
サ

ス
か

マ
ル
ク

ス
か
、
或

ひ
は
叉
高

田
か
那
須

か
河
上
か
と
、
混
迷

の
申
に
た

」
す
む
可
憐
な
る

一
學
究

で
こ

の
筆
者
も
亦
あ

つ
た

の
で
あ
る
。
次

の
結
語
は

い
つ
は
ら
ざ
る
告
白

で
あ
る
。
-

「
二
十
世
紀

の

來

る

や

マ
ル
サ

ス
を

つ
な
げ

る
鎖
を
放

せ
る
経
濟
學

界

は
時
代

の
流
れ

に
つ
れ

て
更

に

マ
ル
ク

ス

へ
、
又
進

み

て
は

マ
ル
サ

ス
か

幣
ル
ク

ス
か
乃
至
は
他

の
人

口
法
則

か
、

又
更

に
進
ん

で

マ
ル
サ

ス
と

マ
ル
ク
ス
と
更
に
他

の
人

口
法
則
、
と
云

つ
て
人

口
論

は

口
本
入
口
論
壇
昭
和
初
十
年
史

三
七

4)

5)
6)

同上 巧1頁 。

同上152頁 。

同上161頁 。



三
八

絶

え
す
新

し
き
思
潮

の
流
れ
を
見
た

の
で
あ

る
が
、
而
し

て
之
等

の
急
潮

は
互
に
自
詮

の
永
遠
性
を
見

出
さ
ん
と
す

る
。
之
等

の

流
れ
は
大

い
な
る
破
紋
を
描
き

つ

、
甕
く
る
所
な
く
績
け
ら
れ

て
ゐ
る
。
吾

人
は
之
等

の

一
論

一
駁

に
直
面
し
、
右

す

可
き
か
左

わ

す

可
き

か

の
十
字
街
頭

の
迷

ひ
を
感
ぜ
ざ

る
を
得
な

い
」

と
。
そ
れ
は
た

し
か
に

「
十
字
街
頭

の
迷

ひ
し

で
あ

つ
た
ら
う
!

め

さ
て
學
者

の
研
究
論
文
と
し

て
先

つ
目

に
つ
く

の
は
小

泉
信

三
教
授

の

「
人

ロ
詮
」

で
あ
る
。

こ
の
論
丈

の
掲
載
誌

『
財

政
経

濟
時
報
』

は
東

京
商

大

に
鉄
號

の
た

め
態

々
慶
慮
義

塾
圖
書
館
を
訪

ふ
て
探
ぐ

り
得
た
も

の

玉

一
つ
で
あ
る
が
、
筆
者
名

と
論

題

と
か
ら
豫
想

し
て
ゐ
た
も

の
と

は
聯
か
異
な

つ
て
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
職
後

最
初

の

マ
ル
サ

ス
畳
醒
者

と
し

て
知

ら

れ

た

る

ケ
イ

ン

ズ
、
及

び

マ
ル
サ

ス
反
封
者
た

る
オ
ッ

ペ
ン

ハ
イ

マ
ー
、

の
二
氏

の
所
論

を
簡

翠
に
紹
介

し
、

そ
れ

に
短
評
を
加

へ
た
も

の
で
あ

つ
た
。
筆
者

の
態
度

が

マ
ル
サ

ス
理
論

の
眞

理
性

の
支
持

に
終
始

傾

い
て
ゐ
る
こ
と
は
周
知

の
事
柄

で
あ
る
が
、
な
ほ
そ

の
黙
は

マ
ル
サ

ス
研
究

の
章
下

で
取
扱

ふ
こ
と
に
し
よ
う
。

同
じ
年
、
同
じ
慶
慮
の
人
i

今
は
立
敏
大
學
教
授
と
き
く
ー

竹
村
豊
太
郎
氏
は

「
経
濟
學
に
於
け
る
過
剰
人
口
論
の
不
可

の
能
」
を
獲
表
し

て
ゐ
る
。
こ

の
人
は

昭
和
初

め

の
爾

三
年
間

に
、
な
ほ
後

の
諸
章

に
於

て
學
示
す

る
や
う
な
注
目
す

べ
き

二
三

の

勢
作
を
襲
表
し
た
が
、
特

に
本
論
交
は
人

ロ
論

の
経
濟
學
的
性
格

を
究
明
し
よ
う
と
し
た
鮎

で
、

こ
の
十
年
聞

に
、
あ
と

に
も
先

に
も
な

い
出
色

の
丈
字
を
成
し

て
ゐ
る
。
今
は
沓

と
し

て
人

ロ
論

壇
か
ら
消
息
を
絶

つ
て
ゐ
る
の
は

『
十
年
史
』

の
筆
者

の
み
寂

塞
を
感
す

る
と
こ
ろ
で
は
あ

る
ま

い
。
ー

そ

れ
は
と
も
あ
れ
本
論

丈
は
、
経
濟
學

は
慣
値
増
殖
を
目
標
と
す

る
経
濟
生
活

の
主

髄
た
る

「
人

ロ
」
を
取
扱

ふ
ぺ
き
も

の
で
あ

る
、
從

つ
て
こ
の
見

地
に
支
配

せ
ら
る

」

「
人

口
」

に
は
過
剰
は
理
論
的

に
起
り
得

7)『 商 學 研 究 雑 誌 』8巻,Irg頁 。

8)『 財 政 脛 濟 時報 』r4巻8Ut(昭2年8月),27・-31頁0

9)『 三 田學 會雑 誌 』21巻11號(昭2年II月),131-一 一162頁9



卜

ナ

、
経

濟
生
活

の
主
艦

た
る
人
間
は

「
生
殖
」
を

前
以

つ
て
規
制
す
る
、

と

い
ふ
主
張
を

一
貫
せ
し
め

て
ゐ
る
。
即
ち
先
づ
筆
者

に
ょ
れ

ば
、
「
人

ロ
過
剰

と
は

あ
る
國
民
経

濟
内

の
全
人

ロ
が
平
均
し
て

從
來
慣

熟

の
代
償

に
よ

つ
て
は
從
來
慣

熟

の
物
質
的
欲

助

望

の
満

足
を
行

ふ
こ
と
が
出
來
な

い
で
居
る
現
實

の
歌
態

を
云

ふ
」

の
で
あ

る
が
、

こ
の
事
實

上
は
起
り
得

べ
き
、
叉
起

つ
た

と

こ
ろ

の

「
人

ロ
過
剰
」

が
何
故

に
経
濟
學
上
は
不
可
能
と
な

る
か
、
と

い
ふ
論
詮

は
次

の
通
り

で
あ
る
。

O

「
輕
濟
行
爲
は
嘗
て
経
濟
原
則
と
稻
せ
ら
れ
た
合
理
原
則
、
即
ち
最
小
の
犠
牲
に
よ
つ
て
最
大
の
敷
果
を
獲
得
せ
ん
と
す
る
の
主

義
に
よ
つ
て
指
導
さ
れ
る
」。
む
ろ
ん
事
實
上
は
必
す
し
も

こ
の
原
則
通
り
に
は
ゆ
か
す
、
全
く
反
封
の
結
果
を
生
む
こ
と
さ

へ

あ
る
。
し
か
し
科
學
は
そ
の
智
識
の
組
…織
艘
系
た
る
本
質

の
ゆ

ゑ
に
、
こ
の
多
様
な
る
事
實
に
選
揮
を
加

へ
る
。
如
何
に
し
て

か
?

「
維
濟
學
が

一
の
文
化
科
學
と
し
て
丈
化
債
値
な
る
綜
合
的
な
目
的
を
成
就
せ
ん
が
爲
に
そ
の
特
殊
な
る

一
面
と
し
て
の
経

濟
債
値
の
獲
得
を
意
志
し
或
は
そ
の
喪
失
忌
避
を
意
志
す
る
に
於
て
成
立
す
る
以
上
、
経
濟
行
爲
に
於
け
る
犠
牲
と
敷
果
と
の
比

較
上
種
々
に
起
る
場
合
の
う
ち
経
濟
學
と
し
て
の
本
態
は
犠
牲
が
敷
果
よ
り
小
で
あ
る
こ
と
に
於
て
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
維
濟
學

が
文
化
科
學
と
し
て
考

へ
ら
れ
る
限
り
其
の
封
象
と
な
る
経
濟
行
爲
の
積
極
的
意
義
は
軍
に
合
理
法
則
に
指
導
さ
れ
る
と
云
ふ
ば

か
り
で
な
く
、
更
に
進
ん
で
最
も
多
く
よ
り
少
な
る
犠
牲
に
よ
つ
て
最
も
多
く
よ
り
大
な
る
敷
果
を
獲
得
す
る
こ
と
、
即
ち
最
大

助

の
饒
剰
債
値

獲
得
、
を
目
標

と
す
る

に
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら

ぬ
」
。
然
る

に
他
方

「
経
濟
學

に
於

て
人

口
が
閲
題

の
材
料

と
な
る

の
は
そ
れ

が
経
濟
行
爲

の
主
饅

た
る
爲

で
あ
り

、
そ
し

て
然

る

の
み
で
あ
り
、
從

つ
て
こ
の
場
合

人

口
は
経
濟
行
爲
者
集
團
と
し

て
常

に
饒
剰
債
値
獲
得
を
、
而
し

て
出
來
る
な
ら
ば
最
大

の
飴
剰
債
値
獲

得
を
途
げ

つ

曳
あ
る
を

以
て
本
態
と
す
る
。
…
…
最
大

日
本
人
口
論
壇
昭
和
初
十
年
史

三
九

10)同 上 叫7頁o

T1)同 上147-一 一148頁o



四
〇

の
と
云
は
ナ

と
も
筍
く
も
翠

に
饒
剰
債
値
獲
得
を

さ

へ
途

げ

つ

玉
あ
る
限

り
の
人

ロ
の
支
配
す
る
富

の
総
量

が

減

少

す

る

こ

と

は
、
絶
封

に
あ
り
得
な

い
。
富

の
総
量

が
減
少

し
な

い
な
ら
ば
、
生

活
程
度
降

下
を
意
味

す
る
人
口
過
剰
現
象
は
、
人

口
増
加

に

よ

ら
ざ
る
限
り
、
起

ら
な

い
。
而
し

て
同
様

に
、
経
濟
力

の
本
態

も
亦
減
少

せ
ざ
る

に
あ
る
か
ら
、
経
濟
力
そ
れ
自
身
は
経
濟
理

論
的

に
は
人

ロ
過
剰
現
象

の
原
因

と
な

ら
な

い
」
。
「
富

の
総
量

の
減

少
即
ち
維
濟
力

の
退
化

に
ょ
る
人

ロ
過
剰
は
可
能

な
る
叉
屡

物

々
實

現
し
た
事
實

と
し

て
経
濟
史

の
問
題

で
は
あ
る
が
、
積
極
的

に
理
論

の
問
題

と
な
る

こ
と
か
ら
は
除
か
れ
る
。
」

そ

こ
で
、
人

口
過
剰

は

「
維
濟
力

の
退
化
」
か
ら
離
れ

て
人

ロ
の
増
加
か
ら
起
り
得
る

こ
と
が
考

へ
ら
れ
る
。
即
ち

「
人

ロ
は

維

濟
力

に
無
關
係

に
且

つ
こ
れ
を
超
過

し
て
増
加
す
る
恒
常

の
生
物
學

的
傾
向
を
持
ち

、
而
し

て
人

ロ
が
も
し

一
た
び
か
く
経
濟

力

に
無
關
係

に
増
加

(
或
は
減

少
し

て
さ

へ
も
)
す
れ
ば
そ
れ

が
必
然
的

に
牧
穫
遽

減
法
則

の
作
用
を
促

し
、
其
結
果
と
し

て
人

口
成
員
個

々
に
割
當

て
て
計
算

し
た
富

の
干
均
量

の
減
少
が
不

可
避

で
あ

る
こ
と
確
實

で
あ
る
か
ら

に
は
、
人

ロ
過
剰

が
起
り
得

べ
き
事
實
た
る

こ
と
叉
今
ま

で
に
も
起

つ
て
來

た
こ
と
は
承
認
さ
れ

る
」
。
「
然
↓
事
實

と
し

て
起
る
だ
け
な
ら
経

濟
力

の
悪

化
を

原

因
と
す

る
人

口
過
剰
さ

へ
同
様

で
あ

つ
た
。
問
題

は
、
そ
れ

は
果

し

て
、

正
統
派
経
濟
學
を

申
心
と
し

て
維
濟
學
界

の
大
部
分

の
論
断

で
あ
る
や
う

に
、
経
濟
學

の
封
象

と
し

て
の
人

回
の
本

質
で
あ

つ
て
、
経
濟
行
爲

を
螢

め
る
人

ロ
が
到
蓮
す

べ
き
必
然
的

方
向

で
あ
る

の
か
、」
と

い
ふ
こ
と
に
集

中
す

る
。
け
れ
ど
も

「
以
上

の
假

定
が
事
實

可
能

で
あ

る
に
は

、
か

』
る
場
合
人
類

が
常

に
生
活
程
度

の
保
持

が
不
可
能

と
な
る

の
を
顧
み
ナ

に
生
殖

に
ょ

つ
て
人

ロ
増
加
を
途
行
す

る
こ
と
を
選

ぶ
に
相
違
な
け
れ

ば
な

励

ら
な

い
。

こ
れ

は
、
少
く
と
も
経
濟
的
考
慮

が
働

く
場
合

の
人
間

に
は
、
明

に
あ
り
得

べ
か
ら
ざ
る
選
揮

で
あ
る
」
。

12)同 上149-150頁o

I3)同 上i54-r55頁o



か
く

て
筆
・者

は
結
論

的
部
分

に

於

て
云

ふ
、
「
殆

ん
ど

全

て

の
人

口
論
者

の

考

へ
の
中

に
あ

る
、
人

口
増
加

が
あ

つ
て
後

に
耕

地
が
損
張
さ
れ
或

は
技
術

や
産
業

進
化
が
あ

つ
た

と
云
ふ
歴
史
観
は
天
動
読

と
同
じ
や
う

に
因
果
を
顛
倒

し
た
も

の
で
あ
る
。
そ

れ

は
生
活
す
る
人
が
先
づ
現
は
れ

て
後

に
生
活
程
度

を
維

持
す

る
物
質

の
供
給

の
生
じ
た

こ
と
で
あ
り
、
生
活

の
な

い
先

に
人

ロ

の
存
在
を
肯
定
す

る
暴
論

で
あ

る
。

し
か
も
新

に
増
加
し
た
人

ロ
は
十
鍛
年
を
経
な
け
れ

ば
自

ら
生
活
を
行

ふ
能

力

を

持

た

な

い
。
否
、
不
思
議

に
も

、
彼
等

が
よ
り
明
瞭

に
云

ふ
や
う
に
食

料

の
あ
る
以
前

に

人

ロ
は
あ
り

得
な

い
の
だ
」
。
む
ろ

ん
人
は
性

慾

に
促
が
さ
れ

て
生
む

で
あ
ら
う
が
、
生
活
低

下
の
恐
れ
か
ら
生
児
墜
殺
、
堕
胎
、
禁
交

、
猫
身

、
晩
婚
等

の
風
習
と
な

つ
て
、

そ
れ

が
阻
害
さ
れ

る
。

こ
れ
は

「
人
類

が
そ

の
経
濟
生
活

に
あ
る
限

り
其
終

局
的
目
標
達
成

の
爲

に
自

己

の
本
能
的
慾
望

の

一
つ

或

は
其

満
足

の
結
果
を
否
定
す
る

こ
と

が
最
有
利

で
あ

る
こ
と
を
知

つ
て
居
る
か
ら

で
あ
る
。
人
類

は
其
生
活
條
件
を
無
視
し

て

生
殖

を
行

は
な

い
。
其

の
生
活
程
度

が
維
持
さ
れ
向

上
さ
れ

る
時
だ
け

に

生
殖
が
行
は
れ
、
從

つ
て
人

ロ
の

増
加

が
起

る
」
。

か

く

て

「
人

ロ
は
本
質
と
し

て
決
し

て
過
度

の
増
加
を
も
な
さ
な

い
し
從

つ
て
か

」
る
傾
向
を
も
持
た
な

い
。
故

に
経
濟
學

が
人

ロ

を

以

て
過
剰
な
ら
ん
と
す

る
傾
向
を
常

に
持

つ
が
如
く

に
論
断

す
る

の
は
誤
の

で
あ
り
、
…
…
其

の
常

に
持

つ
傾
向
を

云

々
せ
ん

と
す
る
な

ら
ば
、
む
し
ろ
其

反
封

に
、
人

ロ
は
過
剰

な
ら
ざ

ら
ん
と
す

る
傾
向
を
常

に
持

つ
と

云
ふ
べ
き

で
あ

る
。
人

ロ
は
自

ら

調
節

し

て
適
度

た
ら
ん
と
す
る
の
傾
向
を
常

に
持

つ
。

過
剰

た
ら
ん

と
す

る
傾
向

が
人

ロ
の
本
質

で
あ
る
と
云

ふ
意
味

の
人

口
過

粉

剰
論

は
維
濟
學

に
於

て
は
不
可
能

で
あ
る
。
」

以
上
、
紹
介

が
甚

だ
長
く
な

つ
た

が
、
本
論

文

の
示
す
特
色

が
そ
れ

を
敢

へ
て
せ
し
め
た

の
で
あ
る
。
筆
者
竹

村
氏

の
行
論

に

日
本
人
口
論
壇
昭
和
初
十
年
史

四

一

叫)同 上 巧8-161頁o



四
二

は
な
ほ
嚴

密
な
る
検
討

を
加

ふ
べ
き
饒
地
が
淺

さ
れ

て
ゐ
る
や
う

に
思

ふ
が
、

と
も

か
く
も

こ
の

一
文

は
人

ロ
論

の
経
濟
學
的
取

扱

の
上

に

一
つ
の
異
読
を
投
げ
か
け
、
反
省

の
機
會
を
與

へ
た
も

の
と
云
は
ね
ば
な

ら
な

い
。
爾
來

八
年
間
、
人

口
文
献
は
山

の

如
く
出

て
ゐ
る
が
、
右

の

一
丈

に
燭
れ

た
も

の
を
見
出
し
得
な

い
の
は
、
日
本

の
學
者

が
如
何

に
自
國

の
丈
献

に
冷
淡

で
あ

る
か

の

一
誰
左

と
云

へ
る
で
あ
ら
う
。

励

雑
誌
論

文
と
し

て
は
な
ほ

こ
の
外

に
、
昭
和
三
年

に
は
乾
精
末
氏

「
國
際
問
題
と

し
て
の
適
度

人

ロ
」
と
中
島
九
郎

氏

「
人

ロ

)

)

　

　

問
題

の
考
察
」

が
あ
り

、
越

え
て
昭
和
七
年

に
は
菊

田
貞

雄
氏

「
『
理
想
人

口
』

に
關
す
る

一
考
察
」
、
同
九
年

に
は
岡
崎
文
規

氏

)

)

　

　

「
人

ロ
問
題
序
設

(
一

・
未
完
)
」
、
同
十
年

に
は
井
森
陸

平
氏

「
人

ロ
小
論
」

な
ど
が
出

て
ゐ
る
。
乾
精
末
氏

(
當
時
東

京
商

大

英

語
科
講
師
)

は
そ

の
前
年

の
國
際

人

口
會
議

に
列
席
し
た
人

で
あ
る
が
、
本
文

は
そ
の
會

議

に
焚
表

せ
る

フ
ェ
ア
ー

チ
ャ
イ

ル

ド
氏

の
所
読
を
紹
介

し
、
適
度
人

ロ
を
確

定
す
る
こ
と

の
困
難
な
る
諸
事
情
を
指
摘

し
な
が
ら
、
し
か
も
よ
く
今
後

の
研
究

に
示

唆
的
な
所
見
を
述

べ
て
ゐ
る
。
短
文
平
易

の
も

の
な
れ
ど
も
有
釜

で
あ

る
。

曰
く

「
一
國

の
適
度

人

口
は
有
無
相

通
す

る

の
世
界

経
濟

の
上
に
立
脚
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思

ふ
。
幼
稚
な

る
工
業

に
し

て
而
も
前
途
有
望
な
る
も

の
は
除
外
例

と
す
る
も
、
全
然

保
護

に
椅

ら
ざ
れ
ば
立

つ
こ
と

の
出
來
な

い
産
業

等
を
保
護

し
、
何
時

惹
起

す
る
か
解

ら
な

い
職

争
を
見
越
し

て
自
給

自
足
を

高

調
力
詮
す
る
が
如
き
は
、
職
争
を
全
然

無
覗
す

る
も

の
と
等
し
く

、
國
家

の
人

ロ
問
題
解
決

上
、

一
暦
之
を
混
齪
紛
糾

せ
し
む

る

劾

も

の
で
あ
る
」

と
。
同

じ
問
題
を
よ
り
學
術
的

に
取
扱

ふ
た

の
は
菊

田
貞
雄
氏

ヤ(
明
治
學
院
高
商
敷

授
)

の
長
論

文
で
あ

ら
う
。

「
こ
の
小
文

の
目
的

は

『
理
想

人

ロ
』

の
史
的
考
察
及
び
検
討

を
な

す
こ
と
、
『
理
想

人

口
』

の
内
容

は
不
可
攣

、
劃

一
的

の
も

の

IS)『 外 交 時 報 』555號(昭3年1月15口)Ir6-125頁 。
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鋤

に
非
Lア
し

て
、

可
攣

、

多

様

な

る

を
述

べ

る

こ

と

で
あ

る
し
。

一
と

わ
た

り

o
噂
島
日
ロ
ヨ

冠
$

の

「
史

的
考

察

」

が
意

圖

さ

れ

て
ゐ

る

。
但

し
典

擦

は
極

め

て
貧

弱

で
、
叙

述

叉
頗

る
簡

略

で
あ

る
。

近

時

の
論

者

と

し

て
も
僅

か

に
ウ

ナ

ル

フ
、

フ

ェ
ア

チ
ャ

イ

ル

ド
、

ト

ム

ソ

ン
に
燭
れ

る

に
過

ぎ
な

い
。

し

か
し

何

よ

り

も
悪

い

こ
と
は

、

宗

…敏
的
熱

情

が

理
論

を

妨

げ

て

ゐ
る

こ
と

で
あ

る
。

物

曰
く

「
理
想
人

口
と
は
廣
義

に
於
け
る
個
性

の
完
成

と

民
族

の
進
化

に
最
も

適
す

る

人

口
で
あ
る
」
。

ガ

ン
デ
イ
は
印
度

民
族

の

鋤

更
生

の
た
め

に

「
性

慾

の
抑
制
」
を
読

い
て
ゐ
る
、
「
同
檬

に
日
本

に
は
日
本
猫
自

の
理
想

人

ロ
が
あ
る

で
あ
ら
う
」
。
「
結
論

と
し

て

『
理
想
人

ロ
」

と
は
肚
會
を
進
化

せ
し

め
る

モ
オ
テ
イ
ヴ

・
パ

ワ
ア
で
あ
る
個

人

の
生
命
力
を
成

長

・
嚢
達

せ
し
め
、
個

人
並

鋤

び
に
民
族
生

活
の
充
實

と
繁
榮
を
計
る

に

最
も
適
す

る

人

口
な
り

と

我
等
は
信
す

る
L
。
然

ら
ば
日
本

の

「
理
想
人

口
は
何
千
萬

か
?
・

こ
れ

は
何
人
も
答

へ
得
な

い
問
題

で
あ
る
。
若

し

『
理
想

人

ロ
』

が
あ
り
得
る
と
し
て
も

、
そ
れ
は
頗
る
漠
然

た
る
も

の

鋤

で
あ
る
」

と
筆

者
は
云
ふ

の
で
あ
る
。

中
島
九
郎
博
士

の
論
文

は
人

口
問
題

の
歴
史
、
近
代

に
於
け

る
人

ロ
現
象

の
特
異
性

,
人

口
過
剰
問
題

と
其
野
策

、

の
三
項
よ

り
成

つ
て
ゐ
る
。
歴
史

の
項

下

で

マ
ル
サ

ス
を

紹
介

し

て

曰
く
、

「
マ
ル
サ

ス
の

人

ロ
論

に
封

し

て
は
幾
多

反
封

の
聲

が
墾
げ

ら

れ

る
が
、
其

の
多
く
は
枝
葉
末
節

の
非
難

に
過
ぎ
す

、
共
大
本

に
至

つ
て
は
永
久

亡
び
ざ
る
眞

理
を
藏

す
る
こ
と
を
認

め
ね
ば
な

ら

ぬ
。
時
勢

の
攣

遜
上

ア
ダ

ム

・
ス
ミ

ス
は

マ
ル
ク

ス
に
よ
り

て
其
影
を
薄

ら
ぐ

こ
と
が
あ

ら
う
け
れ
ど
も
、
猫
リ

マ
ル
サ

ス
は

鋤

殆
ん
ど
他

に
競
争
者
な
く
超
然

と
し

て
陸

離
た
る
光
彩
を
斯
界

に
放

つ
で
あ

ら
う
」

と
。
力
強

い
こ
と

で
あ
る

!

因

み
に
筆
者

は
北
海
道
帝

大
農
學
部
敷
授

で
あ
る
。
農

學
部

と
云

へ
ば
井
森

陸
卒
氏
も
鳥
取
高
農

の
人
だ
が
、
こ

の
人

の
論

文

は

人

口

の
理

日
本
人
口
論
壇
昭
和
初
十
年
史

四
三

20)

21)

22)

24)
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四
四

論

、
欧
米
諸

國

の
人

口
問
題
、
我

が
國

の
人

ロ
問
題
、

の
三
項
よ
り
成
り
、

マ
ル
サ

ス
理
論

の
親
黙
を
根
幹

と
し
て
ゐ
る
。
即
ち

一
方
生
活
資

料
を
人
間

の
手

に
よ

つ
て
獲
得
せ
ら
る

」
限
り

の
も

の
と
し
、
他
方
人

ロ
の
増
加
を
欲
望

の
増
進

、
生
活
程
度

の
向

上

と
結

び
つ
け

て
考

へ
、
か
く

て

「
人

口
に
、
そ

の
欲
望
、
生
活
程
度
を

も
含

め
て
考

へ
る
時

に
は
、

一
見
過
剰

に
見
え
る
生
活

資

料
も
悉
く

の
人

の
欲
望
を
満
足
せ
し
め
る
に
は
足
ら
す
、
こ

の
意
味

に
於

て
、

マ
ル
サ
ス
の
人

口
法
則
は
人
類

の
蓮
命
を

支
配

助

す

る
鐵
則

と
し

て
依
然

そ

の
作
用
を

止
め

な

い
で

あ

ら
う
」
。

從

つ
て

欧
米
諸
國

に
於
け
る
人

口
減

退

の
兆
も
、
決
し

て

マ
ル
サ

ス
的

理
論

と
矛
盾
す

る
も

の
で
な
く

て
、
た
だ

「
高
度

の
丈
明
生
活
か
ら
醸

し
出

さ
れ
た
る
、
人

ロ
増
加

へ
の
悪
影
響
を
考
慮

の

外

に
お
く
な
ら
ば
、
現
時

の
欧
洲
人

ロ
の
停
頓
は
、
そ

の
生
活
資

料
が
猴
人

々
の
理
想
と
す

る
生

活
程
度
を
充
た
す

に
は
足
ら
な

い
、
と

い
ふ
事
實

に
起

因
す
る
と
言

は
ね
ば
な
ら
な

い
。
さ
れ
ば

こ

の
限
り

に
於

て
は
、
生

活
資
料

が
人

ロ
を
制
約
す

る
、

て
ふ

劾

マ
ル
サ

ス
の
人

口
法
則
は
依
然
と
し

て
通
用
を
失
は

ぬ
も

の
と
言

へ
よ
う
」

と
論

じ

て
ゐ
る
。

マ
ル
サ

ス
理
論
を

現
代
的

に
解

繹

し
よ

う
と
す
る
瓢
に
苦

心
が
認
め
ら
れ

る
。
な

ほ
岡
崎
文
規
氏

(
彦
根
高
商
敬
授

)

の
論
文
は

「
圭

と
し
て
、

]≦
o
ヨ
げ
窪
計

男
二

国
。く
α
一冨
2
昌
σq
ψ『
穿
。・

切
`
「σq
象
「津
き

国
二

U
器

頃
・
〈
α
洋
。
『毒

σQ
紹
3
匡
§

を
滲

考

に
し

て
書

い
た
も

の
で
あ

る
」
と
附
記
さ
れ

て
ゐ
る
。
人

口
統
計
學

に
浩

詣
ふ
か
き
こ

の
筆
者
か
ら

「
人

口
問
題
序
読
」
を
き

く
こ
と
は
嬉
し

い
が
、
遺
憾
乍
ら
本

文
は
未
完

の
ま

玉
に
絡

つ
て
ゐ
る
。
取
扱

は
れ

て
ゐ
る
範
園
も
人
爲
的
幽
産
制
限

の
問
題

が
主

で
、
筆

者

の
態
度

は
、
そ
れ
は
民
族

の
自
殺

で
あ
る
と

い
ふ
に
傾

い
て
ゐ
る
。

さ

て
こ
れ

よ
り
軍
行

の
薯
作
類

で
あ

る
。

こ

、
で
は
論

文
集

は
勿
論

の
こ
と
、
昭
和
初
年

に
百
河

の
決
す

る
が
如
き
勢

ひ
も

て

27)井 森 氏前掲論 丈195頁0
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刊
行
さ
れ
た

『
全
集
』
『
叢
書
』
類
中
の
纏
ま
つ
た
論
稿
を
も
便
宜
上
含
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。
す
る
と
先
つ
目
に
止
ま
る
の
は
昭

鋤

和
元
年
五
月
に
出
た
大
西
猪
之
介
著

『
人
口
と
國
力

(
評
論
集
)』
で
あ
る
が
、
こ
の
著
者
は
不
幸
天
折
し
て
昭
和
年
代
の
室
氣
を

呼
吸
し
得
な
い
人
で
あ
つ
た
。
本
書
の
首
篇

「
人
口
と
國
力
」
は
も
と
も
と
大
正
八
年
に
執
筆
嚢
表
さ
れ
た
も

の
に
属
し
て
ゐ

る
。
人
口
論
者
と
し
て
の
大
西
敬
授
の
面
目
は
む
し
ろ

『大
正
年
史
』
ー

も
し
も
誰
れ
か
が
そ
れ
を
書
く
と
す
れ
ば
ー

に
躍

鋤

動

す

る
も

の
と
し

て
描

か
る

べ
き

で
あ

ら
う
。
然
る

と
き
、

こ

の
章
下

に
學
ぐ

べ
き

昭
和
初
十
年
間

の
全
所
産

は
、
刊
行
年

順

に

し

て
次

の
通
り

で
あ
る
。

南
亮

三
郎
著

『
人

口
法

則
と
生
存
構
論
』
菊

判
三
九

三
頁

、
昭
和
三
年

一
月
、
同
文

館
。

矢
内
原

忠
雄
稿

『
人

ロ
問
題
』
(
『
肚
會

脛
濟
盟
系
』
第

十
五
巻

、
二
七

一
ー

三
〇

七
頁
)

昭
和
三
年
二
月
、

日
本
評
論
枇

。

矢
内
原

忠
雄
著

『
人

口
問
題
』

四
六
判

二
三
二
頁
、
昭
和
三
年
二
月
、
岩
波
書

店
。

失
業
勢
働
者
同
盟
失
業

樹
策
同
志
會

編

『
人

口
問
題
集
』

(
失
業
問
題
叢
書

第

三
巻
)
四

六
判

二
三
八
頁

、
昭
和
三
年

八
月
、

失
業
問
題
叢
書

刊
行
會

。

・
下
村
宏
著

『
人

口
問
題
講

話
』
(
朝

日
常
識
講
座
第

一
巻
)

四
六
判

三

=

頁

、
昭
和
三
年
十
月
、
東
京

・
大
阪
朝
日
薪
聞
就
。

清
水
静

文
著

『
人

ロ
問
題

の
研
究
』
菊
判

二
八
七
頁
、
昭
和
四
年

六
月
、
文
啓

杜
書

房
。

玉
井
茂

稿

「
人

口
問
題
』

(
『
大
思
想

エ
ン
サ
イ
ク

ロ
ペ
ヂ

ア
』
第

二
十
春
、

哺
七

噌
ー

二

一
六
頁
)
昭
和
四
年

七
月
、
春
秋
肚
。

・
藤
井
萬

三
郎
稿

『
人

口
理
論
』
(
『
経

濟
學
全
集
』
第

七
巻

「
経
濟
學
特
殊
理
論
」

下
、
三
四
七
ー
四
七
二
頁
)

昭
和
四
年

十
二

日
本
入
口
論
壇
昭
和
初
十
年
史

四
五

2g)東 京寳丈館刊。

30)こ れについてに拙稿,大 西教授 と入ロ論一 逡著 『人口と國力』な讃みて。
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び宮田喜代藏氏稿,大 西教授 「脛濟原論」の出獲綴 としての入ロ。『國民脛

濟雑誌』4`Pke3號 所載(大 西猪之介全集第U巻 に牧録)な 峯照。



四
六

月
、
改
造
肚
。

永
井
亨
稿

『
人

口
論
』
(
『
現
代
維
濟
學

全
集
』
第

二
十
二
巻
、

一
四

一
ー

二
八
六
頁
)
'昭
和
六
年
五
月
、
日
本

評
論
肚
。

寺
尾
琢
磨
著

『
人

口
食
糧
問
題
』
(
「
世
界
維
濟
問
題
講
座
』
第

四
部

「
世
界
経
濟
政
策
」

中

の

一
冊
)
菊
判

一
〇

三
頁

、
昭

和

七
年

十

一
月
、
春

秋
肚

。

南
亮

三
郎
著

『
人

口
理
論

と
人

口
問
題
』

菊
判

四
三
三
頁

、
昭
和
十
年
五
月
、
千
倉
書
房
。

以
下
順
次
に
簡
箪
な
る
解
読
と
評
註
と
を
加

へ
て
行
か
う
。1

先

づ
拙
著

『
人

口
法
則

と
生
存
模
論
』

で
あ

る
が
、

こ
れ
は
大

正
末
年

よ
り
昭
和
初
年

に
か
け

て
の
論
文
集

で
、
人

口
法
則

と

生
存
樒
論
、
人

ロ
法
則

と
産
業

豫
備
軍

の
學

論
、
入

口
法
則

と
吐
會
組
織
、
人

ロ
法

則
と
杜
會
問
題

、
『
人

ロ
論
』

の
杜
會

政
策
、

行
き
悩
め
る
日
本

の
人

ロ
問
題
、
人

ロ
文
献
批

評
、

の
七
篇

に
、
人

口
行
脚

ほ
か
三
文

の
附
録

、
を
牧
め

て
ゐ
る
。
主
と
し

て

マ

ル

サ

ス
及
び

マ
ル
ク

ス
の
入

口
理
論

に
題
材
を
探

つ
た
も
の
で
あ

る
が
、
人

ロ
問
題

と
肚
會
問
題
と

の
理
論
的
交
渉
を

マ
ル
サ
ス

の
線

に
浩
ふ

て
掘
り

下
げ

て
行
か
う
と
す
る
と
こ
ろ

に
筆
者

の
意
圖
は
あ

つ
た
。
但

し
評
註

は
自
分

で
出
來
な

い
の
で
、
勝
手
な

が
ら

こ

玉
で

=

一
の
所
感
を
附

記
す
る
。

山

口
高
商

の
雑
誌

に
松
岡
進

氏

「
マ
ル
サ

ス
と
ゴ
ド
イ

ン
の
論
孚
を
申

心
と
し

て
見

た

鋤

る
個
人
主
義

と
砒
會

主
義

の
人

口
問
題
観
」

と

い
ふ

の
が
あ

る
。
學

生
の
論
文

で
あ

る
ら

し
い
。
ふ
と
見
付
け

て
讃
み
出

し

て
み

る
と
、
何
だ
か
十
年
前
の
筆
者
自
身
が
書
い
て
ゐ
る
や
う
な
氣
が
し
出
し
た
。
眞
實
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
ー

烏
濤
が
ま
し
い
言

ぴ
分
で
は
あ
る
が
ー

『
人
口
法
則
と
生
存
構
論
』
が
當
時

一
部
の
學
徒
に
ど
ん
な
感
銘
を
與

へ
て
ゐ
た
か
を
想
像
せ
し
む
る
に

3r)山 ロ高商 『商學研究 曾雑 誌』6雀1號(昭3年lo月)25-4置 頁。



充
分
で
あ
る
。
又
最
近
三
重
縣
下
に
在
佳
の

一
友
人
が
三
重
高
農
の

一
雑
誌
を
逡
つ
て
來

て
く
れ
た
が
、
そ
れ
に
は
田
中
稔
氏

鋤

「
人

ロ
、
食
糧
問
題
を
観

る
」

と

い
ふ

一
論

文
が
出

て
ゐ
る
。
披

い
て
み
る
と
そ

の

「
序

言
」

は
か
う
談
ま
れ
る
ー

「
世
に
生
を
享
け

て
自

ら
生
命
を

支

へ
得

ざ
る
時
、
肚
會

に
向

つ
て
其

の
保
誰
を
主
張
し
得

る
椹

利
あ
り

や
。
現
今

の
制
度

は
之

を

否
定
し
、
哀
れ
む
べ
き
貧
者

の
生
命

は

只
餓
死

へ
と
自
由

に
身
を
委
ね
る
。
ダ
ァ
ー

ウ
イ

ン
は
自
然
陶
汰

の
大
旗
を
騎

し
て
ゐ

る
。
自

然

の
盛

ん
な

る
饗
宴

に
彼
等
は
察
席
を
見
出

し
得
な

か
つ
た

の
で
あ
る
。

マ
ル
ク

ス
は
生
存
灌
を

否
定
す

る
。

そ
れ
は
人

口
が
食
糧

の
増
加

以
上

に
増
加
す
る

と
言

ふ
根
本
問
題

の
避
け
難
き
麟
結

で
あ

つ
た
。
生
存
櫃

を
承
認
せ
ん
か
、
當
然

の
結
果
と

し

て
私
有
財
産
制
度
は
否
定
さ
れ

る
。
私
有
財
産
制
度

に
見

る

『
結
婚

と
産

見

の
自
由

の
抑
制
』

は
此
庭

に
撤
去

さ
れ
、
驚
く
べ

き
人

口
増
加
を
誘
稜
す
る
。
か
く
し

て
到
達
す
る
所

は
、
大
衆
を
率

ひ
て
貧

窮

の
楷
梯
を
昇
る
こ
と

で
あ

つ
た
。
然

ら
・ず
ん
ば
出

産

椹

の
否
定

で
あ
る
。
生
存
構

の
否
定
か
出
産
櫨

の
否
定
か
、
將
た
叉
貧
窮

か
。
驚

嘆
す

べ
き
人
類
繁
榮
時
代

を
劃
し
科
學
を
誇

鋤

・り
丈
明
を
稔
…揚
す

る
。

さ
れ
ど
人

口
問
題

の
波
濤

依
然

と
し

て
荒
れ

狂

ふ
の
で
あ

る
」
と
。
そ

し

て

(
「
生
存
橿
封
人

口
法
則

の
問

題
」
を
讃
み

て
)

と
附

記
さ
れ

て
ゐ
る
。

丈
中

の

「
マ
ル
ク

ス
」

は
む
ろ
ん

「
マ
ル
サ

ス
」
の
誤
植

で
あ
る
。
『
人

ロ
法
則

と
生
存
槽

論
』

の
著
者

は
、
は
か
ら
す

も
、

こ

、
で
も
ま

た
無
名
學
徒

の
知
己
を

見
出

し

て
ゐ
る

の
で
あ

つ
た
。
な
ほ
失
業

勢
働
者

同
盟
失
業
封
策
同
志
會
編

『
人

口
問
題
集
』

に
は
第

一
編
と
し
て
、
人

ロ
法
則
と
産
業
豫
備
軍

の
法
則

(
南
亮

三
郎
)
、
人

口
問
題

と
現
代
図
家

の
矛

盾

(
長
谷
川
萬
次
郎
)
、

人
口
増
加
と
肚
會
進
歩
ー

人
口
學
読
史
小
観

(高
橋
誠

一
郎
)
、
第
二
編
と
し
て
資
本
主
義
末
期
の
人
口
過
剰

(河
上
肇
)
、
我

日
本
人
口
論
壇
昭
和
初
十
年
史

四
七

32)三 重 高農 『佼 友會雑誌」7號(昭4年3月)7-26頁 。
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四
八

國

の
過
剰
人

ロ

(
野
田
信
夫
)
、
本
邦
人

ロ
過
剰
問
題

(
高

野
岩
三
郎
)

の
六
文
を
牧

め
て
ゐ
る
が
、
本
稿

の
筆

者
自
身
は
當

時
海

外

に
あ
り

て
自
分

の
論

文
が
か
う

い
ふ
と

こ
ろ

に
、
し

か
も
先

輩
諸
學
者

と
肩

を
並

べ
て
牧
載

さ
れ

て
ゐ
よ
う
と
は
知

ら
な

か

つ

た
。
上
野
圖
書
館

で

の
最

近

の
楡
索
が
そ
れ

を
初
め
て
知

ら
し
て
く
れ
た

の
で
あ

つ
た
。

次

に
矢
内
原
教

授

の
、
同
じ
年
同
じ
月

に
出
た
二
著

で
あ
る
が
、
先

づ

『
肚
會
経
濟
艦
系
』
に
牧
め
ら
れ
た
論
稿

『
人

ロ
問
題
』

は

、
問
題

の
所
在

、

マ
ル
サ
ス
人

口
論

、

マ
ル
ク

ス
の
人

口
論

、
人

口
問
題

の
封
策
、

の
四
章

か
ら
成

る
簡
潔
な
述
作

で
あ

る
。

著
者

の
見

る
と
こ
ろ
で
は

「
結

局
人

口

〔
問
題
〕
は
人

口
支
持
難

の
問
題

に
属
す
る
。
生
活
難

、
貧
困

の
問
題

こ
そ
人

口
問
題

の

實

饅
を
成
す
。
人

ロ
問
題

の
解
決
策

と
は
、
從

つ
て
生
活
難

の
解
決
策

で
あ

る
」
。
そ
し
て
こ
れ

に
封
す
る
二

つ
の
代
表
的
洞
察

は

マ
ル
サ

ス
と

マ
ル
ク

ス
と
に
よ

つ
て
與

へ
ら
れ
た

の
で
、
「
人

口
問
題

理
解

の
鍵

は

結

局

マ
ル
サ

ス
の
人
口
論

と

マ
ル
ク

ス
の
人

鋤

口
論
、
及
び
爾
者
交
錯

の
問
題

に
蹄
す

る
」
。

か
く

て

次

の
本
論

的
部
分

に
於
て

こ

の
雨
者

の
人

口
論
を

述

べ
る

と
い
ふ
順
序

を

と

つ
て
ゐ
る
。
こ

」
で

の
著
者

は

マ
ル
サ
ス
の
所
読

に
よ
り
多
く

の
眞
理
性
を
認

め
る

に
傾

い
て
ゐ
る

や
う
に
思
は
れ

る
。
即
ち
、

マ
ル
ク

ス
の
人

口
論
を
述

べ
た
る
後

で

「
マ
ル
ク

ス
の
人

ロ
論

と

マ
ル
サ

ス
の
人

ロ
論

と
は
相
交

錯
し

つ
」
爾
者
共

に
生
き

て
居

る
」

こ
と
を
認
め
、
特

に

マ
ル
サ

ス
の
所
読

に
つ
い
て
は

「
生

活
資
料

の
枇
會

的
生
産

の
縛
量

と
、
分
配
を
受

く

べ
き
人

ロ
の
総

数

と
が
、
各
人

の
富

の
程
度

に
影
響
を
持
た

ぬ
筈
が
な

い
。
各
階
級

各
個
人

の
貧
富
は
直
接

に
は
分
配

の
歌
態

に
依
存
す
る
け
れ

ど

も
、
生
産

総
量

及
人

ロ
総
量
は
分
配

の
限
度
を
形
成
す
る
」

と
し

て
、

マ
ル
サ

ス
読

が

マ
ル
ク

ス
読

と
並
び
生
き
る

こ
と
を
読

き

、
な
ほ
①
人
間

の
構

造
及
土
地

の
性
質

に
關

す
る
自
然
法
則

に
基
く
貧

困

の
論

明
、

②
個
人
責

任

の
高
調
、
㈹

肚
會

上
政
治
上

34)『 杜會縫濟髄 系』15巻,274-275頁o

駒



制
度

の
改
革

に
よ
る
人
類
完
全

化

の
否
定
、

の
三
鮎

に
つ

い
て

マ
ル
サ
ス
論

の
重
要

さ
を
指
摘
し

て
ゐ
る
。
特

に
右

の
第

】
瓢

に

つ
き
て
は

曰
く

「
蓋

し
肚

會
は
自
然

に
働
き
か
く
る
と
共

に
叉
常

に
自
然

の
内

に
生
活
す
る
。
土
地

の
面
積
及
生
産
力

の
有
限
な

る

こ
と
は
人

口
増
殖

の
自
然
的
傾
向

と
相
侯

ち

て
、
人
類

に
と
り
、
殊

に
限
ら
れ
た
る
面
積
を
有

す
る
或

る

一
國

に
と
り

て
、

マ

ル
サ

ス
人

口
論
を
ば
現
實

の
問
題

た
ら
し
め
る
。
人
類
は
そ
れ
自
艦
が
自

然

の

一
部

で
あ
り
、
肚
會

と
自
然
と
は
相
互
的
影
響

に

鋤

立

つ
以
上
、
画人

口
論

の
自
然
法

則
的
読

明
も
亦
意
義

を
保

つ
」

と
。

同
じ
著
者

の
翠
行
書

『
人

ロ
問
題
』
は
、
よ
り
包
括
的

、
よ
り
組
織
的
な
述
作

で
あ

つ
て
、
こ

の
人

の
代
表
作

と
見

ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。
人

ロ
と
肚
會
、
人

口
問
題

の
歴
史
、

マ
ル
サ
ス
の
人

口
論

、
人

口
の
増
加
、
食

糧

の
供
給
、
人

口
と
失
業
問
題
、
人

口
問
題

と
肚
會
制
度

、
人

口
聞
題

と
國
際
關

係
、

の
八
章
か

ら
成

り
、
個

々
の
章

の
記
述
は
非
常

に
よ
く
整
備

さ
れ

て
ゐ
る
。
け

れ

ど
も
そ

の
理
論
的
部
分

は
、
綜
観

し
て
纏
ま
り

の
つ
か
な

い
も

の
と
し

て
讃
者

の
騰
裡

に
淺
る
。

と

い
ふ
の
は
、
1

理
論

の

中

心
部
分
は
矢
張
リ

マ
ル
サ

ス
読

と

マ
ル
ク

ス
読

と
が
占
め

て
ゐ
る
の
で
あ
る

が
、
著
者

が
こ

」
で
意
識
的

に
左
祖
す
る

の
は

マ

ル
ク
ス
論

で
あ

る
。
即
ち
著
者

は
、

現
實

の
問
題

は

「
食

糧
訣

乏

で
は
な

い
。
食
糧

を
購

ふ

べ
き
所
得
、
所
得

の
源
泉
た
る

べ
き

鋤

仕
事

の
不
足
若
く

は
鉄
乏
で
あ
る
」
と
云
ひ
、
「
人

ロ
問
題
を
論
す

る
多
く

の
者

は
依
然

と
し

て

マ
ル
サ
ス
に
微

ひ
、
人

口
増
加
率

と
生
活
資
料

の
供
給

と
を
論
講

の
申

心
と
爲
し

て
居
る
。
…
…
併

し
乍
ら
現
實

の
肚
會

苦
は
生
活
資
料

の
鋏

乏
で
は
な
く
し

て
産

鋤

業

の
不
振

で
あ
り
、
人

口
増
加
率

で
は
な
く
し

て
失
業
者

の
壇
加

で
あ
る
」

と
も
云
ふ

て
ゐ
る
。
然

ら
ば
人

口
封
食

糧
と

い
ふ
意

味

の

マ
ル
サ
ス
的

人

口
問

題
は
問
題

と
な

つ
て
ゐ
な

い
か

と
い
ふ
に
、
こ

の
親
貼
は
本
書
申

に
於

て
非
常

に
大

き
な
役
目
を
演
じ

口
本
人
口
論
壇
昭
和
初
十
年
史

四
九

35)

36)

37)

同上290-292買 。
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五
〇

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
特
に
絡
章
の

「
人
口
問
題
と
國
際
問
題
」
な
ど
は
專
ら
こ
の
見
地
か
ら
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。
目
く

「
人
口
問

題
は
國
際
的
解
決
を
必
要
と
す
る
。
國
際
的
人
口
問
題
の
申
心
は
各
國
家
間
の
人
口
と
天
然
資
源
分
配
の
不
均
衡
に
存
す
る
。
人

ロ
の
國
際
的
分
布
、
土
地
の
國
際
的
利
用
、
原
料
品
食
糧
品
の
國
際
的
管
理
、
生
産
物
の
國
際
的
交
換
が
合
理
的
に
行
は
れ
る
の

で
な
け
れ
ば
、
國
際
的
人
口
問
題
は
根
本
的
解
決
に
到
逡
し
な
い
。
こ
の
必
要
は
各
國
民
の
杜
會
組
織
が
資
本
主
義
た
る
と
肚
會

鋤

主
義
的
と
な
る
と
を
論
じ
な

い
」
と
。
け
れ
ど
も

、
も
し
も

「
人

ロ
問
題
」

が
、
然
り

「
現
實

の
肚
會
苦
が
生
活
資
料

の
訣
乏
で

は
な

い
」
と
し
た

ら
、
そ

の

「
國
際
」
的
側
面
も
ま

た
異
な

つ
て
來
は
し
な

い
か
。
少
く
と
も

「
天
然
資
源
分
配

の
不
均
衡
」

な

ど
は
、
そ

の
場
合
直
接

の
問
題

と
は
な
り
得
な

い
や
う
に
思
は
れ

る
。
1

要
す

る
に
本
書

に
は
、
見

地
の
無
意
識
的
混

同
が
見

ら
れ
る
。
前
論
稿

と
は
反
封

に
、
む

し
ろ

マ
ル
ク

ス
を
前
景

に
立
た

せ
る
や
う

に
見

え
て
、
し
か
も

マ
ル
サ

ス
の
観
鮎

が
背
後

に

嚴

存
し

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
著
者
が
結

末
に
於

て
、
「
か
く
し
て

人

ロ
問
題
は

困
難

と

そ

の
克
服
を
通
じ
て
人
類
襲
展

の
榎
秤

と

鋤

な

る
。
而

し
て
人

の
爲

し
能

は
ざ
る
癩

を
紳
は
必
す
爲
し
途
げ
給

ふ
で
あ
ら
う
」

と
云

ふ
と

こ
ろ
な
ど
は
、
ど
う
見

て
も

マ
ル
サ

ス
の
、
し
か
も
第

一
版

時
代

の

マ
ル
サ

ス
を
聯
想

せ
し
む
る

に
充
分

で
あ

る
。
し
か
し
、
本
書
は
先
づ
全

艘
と
し
て
好
著

だ
。
初

學
者

入
門

の
書

と
し

て
最
適

の

一
つ
で
あ
ら
う
。
序

で
な
が
ら
、

ゴ
ツ
ド
ウ

ィ

ン
の
著

『
研
究
者
』

が
出
版

せ
ら
れ
た

の
は

一
七

ゆ

九

八
年

だ
と

い
ふ
記
述
は
、

一
七
九

七
年

の
誤
記
乃
至
は
誤
植

で
あ
る
。
な

ほ
こ
の
著
者

に
は
昭
和
三
年

に

「
人

ロ
食
糧

問
題

と

①

肚
會

制
度
」

と

い
ふ

一
文
が
出

て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は

「
人

口
食
糧
問
題

と
就
會
制
度
と

の
關
係

に
つ
い
て
、
人

ロ
食
糧
問
題
が
就

會
制
度

に
よ
つ
て
如
何

な
る
影
響
を
受

け
て
居
る
か
」
を
歴
史
的

に
述

べ
た
も

の
で
、
人

口
問
題

の
史
的
叙
述

と
し

て
護

ま
る

ぺ

38)

39)
40)

41)

同 上230頁 。

同上232頁 。

同上84頁o

『肚 曾 學 雑 誌 』45號(昭3年1月)41--60頁 。



き

も
の
で
あ

る
。

下
村
差
博
士

の

『
入

ロ
問
題
講
話
』

は
第

一
章

地
球

と
人
類

、
か
ら
始
ま

つ
て
第

十
章
人

口
問
題
大
観

、
に
至
る
ま

で
豊
富

な

時

事
的
資
料
を
織
り
込

ん
で
書
き
流
さ
れ
た
書

物

で
あ
る
。
そ

の
自
序

の
末
尾

に
題
言
風

の
言
葉
を
記
し

て

曰
く

、
「
食
糧
問
題

憂

ふ
る
に
足
ら
す
、
人

ロ
問
題

憂
ふ
べ
し
。
人

口

の
増
加

憂

ふ
る
に
足
ら
・ず
、
盟
質

の
低
下
憂
ふ

ぺ
し
。
麗
質

の
低
下
憂

ふ
る
に

足
ら
す
、
精
紳

の
頽
腹
眞

に
憂

ふ

べ
し
」

と
。
以

つ
て
著
者

の
精
紳
を
示
し
得

べ
き
か
。

清
水
翻
文
氏

(
慶
大
敏
授
)

の

『
人

ロ
問
題

の
研
究
」

は
、
概
論

、
人

ロ
攣
動

の
地
理
的
原
因
、
人

ロ
塗
動

の
肚
會
的
原
因
、

人

ロ
の
攣
動
、
人

ロ
に
封
す
る
思
想

と
政
策
、
我

國

の
進
路
、

の
六
編
二
十
六
章
よ
り
成
り
、
附
録

と
し

て

「
河
上
肇
博
士

の
批

刺

を
批
判
す
」
を
載

せ
て
ゐ
る
。
筆
者

は
當
時

こ
れ
を
海
外

に
あ

つ
て

一
護
し
た
が
、
あ
ま
り
興
味

を

ひ
か
な

か
つ
た
も

の
か
書

込

み
も
殆
ん
ど
な
く
、
印
象
も
殆

ん
ど

残

つ
て
ゐ
な

い
。
序

文
を
披

い
て
み
る
と
か
う
書
か
れ

て
ゐ
る
ー

「
政
治
、
外
交

、
経

濟

、
肚

會
、
思
想
等

に
關
す
る
諸
問
題

の
根
底

に
横
は
る
普
通

〔
?
・〕
的
性
質
を
有
す
る
人

口
問
題

に
付

て
根

本
的
國
策
を
樹
立

し

、
而

し
て
後

此
大
方
針

に
随

つ
て
諸

般

の
改
造
を
實
施
す

べ
き
も

の
で
あ
る
。

政
府
も
人

ロ
食
糧
調
査
會

を
設
け
て
其
封
策
を

樹

立
し
や
う
と
し
て
ゐ
る
が
、
如

何

に
も
微
温
的

で
あ
る
。
國
家

百
年

の
大
計

の
上
よ
り
見

て
、
此
問
題
は
最

重
大
な
る
も

の
な

る
が
故

に
、

一
大
輿
論

を
喚
起
し

て
國
是

を
確
定
す

る
必
要
が
あ

ら
う
。

珈
こ

の
要
求

に
資
す

る
こ
と
を
得
」

た

い
、
と
。
本
書

の
性
格

一
般

は
こ
れ
か
ら
察

せ
ら
れ
る

か
も
知
れ
な

い
o

吹

に
進

み
て
玉
井
茂
氏

(
明
大
教
授
?
)
の
論
稿

『
人

口
問
題
』
。

こ
れ
は
人

口
問
題

の
意
義

、

マ
ル
サ

ス
人

口
論

、

マ
ル
ク
ス

ロ
本
入
口
験
壇
昭
和
初
十
年
更

五

一



五
コ

絵
剰
人

口
論

、
人

ロ
の
増
加
力
、
人

口
制
限
と
生
活
資
料

、
勢
働
人

口
と
相
封
的
人

ロ
過
剰
、
オ
プ
テ
ィ
マ
ム
・
ナ
ム
バ
ー

(
結
論
)
、

種

々
の
人

口
問
題
解
決
策

の
批
評
、
の
八
章
よ
り
成
る
。

こ
の
人
は
後
章

に
詮
く
通
り

、
は

じ
め
て
人

ロ
思
想
史
論
を
書

い
た
人

で
、
『
大
思
想

エ
ン
サ
イ
ク

ロ
ペ
ヂ
ア
』
が

こ

の
人
を
捉

へ
來

つ
た
の
は
至
極
適
當

で
あ

つ
た
ら
う
。
さ
う

い
ふ
こ
と
も
手
傳

ふ
て

本
稿

の
筆
者

も
右

の
論
稿

『
人

口
問
題
」

に
注
意
を
佛

ふ
た
。

さ
て
著
者

は
初

め
に
人

ロ
問
題

の
意
義
を
明
か

に
し
、
次

い
で

マ

ル
サ
ス
及
び

マ
ル
ク

ス
の
吟
味
を

行

ふ
た
後

に
曰
く
、
「
予

は

マ
ル
サ

ス
及
び

マ
ル
ク

ス
の
各

々
が
提
出
し
た
人

口
問
題

の
存
在

を
認

め
る
。
然
し
乍
ら
彼
等
各

々
の
指
示
し
た
解
決

に
は
満
足
し
な

い
。

マ
ル
サ

ス
読

と

マ
ル
ク

ス
読

と
は
彼
等

の
読
く

が
如
く

に
し

て
は
お
互
に
矛
盾
相
容
れ
ざ
る
も

の
で
あ
る

が
、
前
者

に
よ

つ
て
提
出

せ
ら
れ
た
絶
封
的
人

口
問
題
、
及

び
後
者

に
よ

つ
て

指
摘

せ
ら
れ
た
相
封
的
人

口
問
題
は
、
之
れ
を

他

の
方
法

に
よ

つ
て
吟
味

す
る
時

に
は
、
互

に
併
存

し
得
る
問
題
と
し

て
、
調

和

的

に
共

の
各

々
の
理
論

を
立

て
る
こ
と
が
出
來

る

の
で
あ
る
。

マ
ル
サ
ス
的
結
論

と

マ
ル
ク

ス
的
結
論

と
は
矛
盾
す
る

が
、

マ
ル

働

サ
ズ
的
問
題

と

マ
ル
ク

ス
的
問
題
と
は
調

和
し
得

る
。
是
れ

が
本
論

文

の
立
場

で
あ

る
」

と
。
而

し

て

「
最
後

の
結
論
」
は
、
「
要

す

る
に
抽
象

的
論
議

〔
マ
ル
サ
ス
的
意
味

に
於
け

る
〕

の
結
論

と
し

て
は
、
人

口
増
加
力

と
生
活
贅
料
生
産
力

と
の
關

係
は
色

々

に
愛
化
す
る
も

の
で
あ

る
、
と
嚢
ふ
以
上

の
法
則
を
立
て
る
こ
と
は
出
來
な

い
」
。
然

る
に

「
具
髄
的
な

現
代
肚
會

に
於
け

る
人

口

と
生
活
資
料

の
封
立
は
、
特

色
的

に
勢
働

人

口
と
勢
働
需
要

の
封

立
と
し
て
具
現
し

て
居

る
。
而
し

て
此

の
前
者

の
増
加
割
合

は
、

資
本
圭
義
経
濟

の
影
響

の
下

に
、
後

者

の
増
加

割
合

よ
り
も
大

で
あ
る
。
其

の
結
果

は
、
相
封
的
生
活
資
料
不

足
、
資
本

主
義

的
過

剰
人

ロ
、
即
ち
勢

働
失
業

人

口
と
な

つ
て
現
れ

て
居
る
。

…
…
要
す

る

に
現
代
枇
會

に
關
す

る
具
艦
的
論
議

の
結
論
と
し

て
勢

働

42)「 大 思 想 工yサ イ 〃 ロペ ヂ ア』20巻,191頁 。



人
口
の
代
表
す
る
勢
働
供
給
の
壇
加
割
合
は
、
資
本
主
義
経
濟
の
影
響
の
下
に
、
勢
働
需
要
の
増
加
割
合
よ
り
も
大
で
あ
る
、
と

ラ

コ

ラ

な

れ

鼓

ふ
法
則
を
立

て
る
こ
と
が
出
來

る
」
。

そ
し

て

こ
れ

が
著
者

の
謂

ゆ
る

「
眞

の
相
封
的
人

ロ
理
論
」

な

の
で
あ
る
。
な

朦
著

者

は

「
人

口
問
題

の
解
決

は
、
肚
會
と
人

口
と

の
爾
方
面
か
ら
圖
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
」
と
し

て
、
「
オ
プ
テ
ィ

マ
ム
、
ナ

ム
バ

ー

、

イ

ン
、
オ
プ
テ
ィ

マ
ム
、

ソ
サ
イ

エ
テ
ィ

(o
旨
日
ロ
日

昌
錫
B
ぴ
窪

ぎ

o
弓
ユ
ヨ
信
日

肋o
o
冷
信
)
。

適
當

の
肚
會

に
適
度

の
人
口
。

ご
れ

が
最
も

正
し

い
解
決

の
途

で
あ

る
し
と
述

ぺ
、
こ

の
意
味

に
於
け
る
人

ロ
調
節

思
想

の
起
源
た
る
ギ

リ

シ
ア
哲
學
者

に
な
ぞ

ら

へ
て
、
自
論
を
ば

「
人

口
論

上
の
新

ギ
リ

シ
ア
主
義
叉
新

プ

ラ
ト
ー
主
義
」
と
呼
ん

で
ゐ
る
。
着
想

に
は

充

分

の
薪

味

が

あ

紛

る
。
序

で
な
が
ら
こ

の
著
者

に
は
な
ほ

「
人

口
理
論

の
再
韓
同
」
そ

の
他

の
論
文

が
あ
る

や
う
だ
が
、
掲

載
誌
審
易

に
手

に
入
ら

・ず
し

て
筆

者
は
ま
だ
目
を
通
し

て
ゐ
な

い
の
で
あ

る
。

藤

井
萬
三
郎
氏

(
當

時
横
濱
商
專
敷
授
)

の

『
人

ロ
理
論
』

は
緒
論
、
人

口
思
想

の
史
的
爽
展
、
人

ロ
の
攣
動
及
そ
の
構
成
、

人

回
と
経
濟
と

の
關
係

、
人

口
理
論

上

の
異
読
、
結
論

、

の
六
章

よ
り
成

つ
て
ゐ
る
が
、
著
者

は

「
此

の
小
篇

に
於
て
ω

人

口
攣

動

の
事
實

、
②

人

口
と
経
濟

と

の
關
係

の
本
質
、
⑧
近
代
資

本
主
義
國

に
於
け
る
人

口
問
題
、
㈲

我
國

に
於
け

る
人

口
問
題
を
究

明

す
可
く
努

め
た
」
と
自
序
し

て
ゐ
る
。
蓋

し
本
著

に
於

て
最

も
特
色
的
な

こ
と
は
、
右

の
第

二
貼
i

人

ロ
と
経
濟
と

の
關
係

に
着

目
し
、
そ

の
相

互
依
存

の
關
係

を
歴
史
的

及
び
理
論
的

に
考
察
し
よ
う
と
試

み
た
所

に
あ
ら
う
。

著
者

は
先

づ
、
「
我

々
の
経
濟
活
動
は

一
方

に
於
て

活
動

の
主
髄
た

る
人
と
、
他
方

に
於

て
そ

の
客
髄

と
も

云
ふ
べ
き
経

濟
財

と
を

前
提

と
す

る
。
此

の
経
濟
財

の
生
産

、
分
配

の
量
及
び
方
法
如
何

は
主
髄
た
る
人

の
歎

の
増
減

に
最

も
直
接
的
な
る
影
響

を

日
本
人
口
論
壇
昭
和
初
十
年
史

厳
三

43)
44)
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五
四

及
ぼ
し
、
叉
人

ロ
の
増
減
、
構
成
其
他
凡
ゆ
る
攣
化
は
同
時

に
維
濟
財

の
憂
動

に
重
要
な

る
關
係
を
持

つ
。
か
く

て
人

口
と
経
濟

(
維
濟
財

を
申
心
と
す

る
凡
ゆ
る
経
濟
行
爲
及
維

濟
組
織

の
総
稻
)

と

の
間

に
は
密
接
な
る
相

互
關
係

が
成
立
す

る
」

と
読
き
起

し

て
ゐ
る
が
、
著
者

に
よ
れ
ば

正

に
こ
の

「
二
者

の
關
係
が
人

口
理
論

の
封
象

で
あ
る
と
云
ひ
得
る
。
故

に
人

ロ
理
論

の
封
象

は

之
を
二

つ
の
方
面

か
ら
考
察
す

る
を

要
す
る
。

一
は
種

々
の
経
濟
的
肚
會

的
事
情
を
受
け

つ

曳
あ
る
事
實
的
人

口
の
増
減
構
成
等

を

明
確
な
ら
し
む
る
こ
と
で
あ
り
、
他
は
人

ロ
増
減
と
経

濟
獲
展

と
の
關
係

を
糾

明
す

る
こ
と
で
あ
る
」
。
か
く

て

「
今
問
題
と

す

効

る
人

口
理
論
は
経

濟
學

の
野
象

と
し

て
の
人

ロ
に
關
す
る
理
論

で
あ

る
、
」

と

い
ふ
の
が
、
著
者

の
根
本
的
態
度

で
あ
る
。

と
こ
ろ

が
本
著

は
そ

の
最
も
特
色

的
な
る

「
人

口
と
維

濟
と

の
關
係
」

を

取
扱

ふ
第

四
章

に
於

て
、
最
も
粗
雑

に
し

て
生
硬

な

る
論

述
に
満
ち

て
ゐ
る

の
が
見

ら
れ

る
。

一
例
を
學

げ
る
と
、
こ

の
章

の
第

四
節

「
人

ロ
と
肚
會
組
織
」

で
、
就
會
組
織

の
攣
動

は
人

ロ
組
成

の
攣
動
を
意
味
す

る
が
、
然
ら
ば
人

ロ
組
成

の
憂
動
は

何

に
よ

つ
て

起
る
か
と

の
問
を
立

て
」
曰
く
、
「
と
は
畢
寛

カ

ぬ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

う

ぬ

ヘ

へ

も

ぬ

へ

も

へ

も

ぬ

へ

も

へ

も

ヤ

ヘ

ヘ

へ

史
観

の
問
題

で
あ

る
。

マ
ル
ク

ス
の
唯
物
史
観

が
人

ロ
を
重
覗
し
た

こ
と
は
言

ふ
迄
も

な

い
。
然
し
乍
ら

マ
ル
ク

ス
の
唯
物
史

観

①

は
史
槻

の
本
質

よ
り
見

て
も
叉
高

田
博
士

の
第

三
史
観

の
立
場

よ
り
し
て
も
容
易

に
否
定

せ
ら
れ
得

る
」
と
。
借

問
す
、

マ
ル
ク

ス
の
唯
物
史
観
は
人

ロ
を
重
覗
し
た
?
・

こ
れ
は
ま
た
珍
ら
し

い

「
マ
ル
ク

ス
の
唯
物
史
観
」
悉
あ

つ
た
も

の
だ
。

そ
し

て
そ

の

唯
物
史
観

は

「
史
親

の
本
質
よ
り
見

て
も
叉
高

田
博

士
の
第
三
史
観

の
立
場

よ
の
し

て
も
容
易

に
否
定
せ
ら
れ
得

る
」
?
.

面
白

い

「
否
定
」

の
仕
方
も
あ

つ
た
も

の
で
あ
る
。
次

に
叉
同
じ
章

の
第

五
節

「
過
剰
人

ロ
の
意
義

及
び
種
類
」

は
本
著

の
性
質
か

ら

云

ふ
て
も
重
要
な
節

で
あ
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
が
、
こ
れ
な
ど
頗
る
生
硬
で
あ

る
。
生
硬
と

い
ふ
よ
り
も
文
意
が
全
く

と
れ
な

い
個
所

46)『 縫濟學全集 』第7雀 の下,351-352頁 。
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さ

へ
あ

る
。
著
者

は
こ

玉
で
、

一
國

の

「
人

ロ
包
容

力

と
は
あ
る
人

口
数
を

一
定

の
生
活
標
準

に
於

て
支

へ
得
る
経
濟
力

の
限
度

を
意
味
す
る
」

と
規
定
し

て
次

の
通
り

に
記
述
す
る
。
1

こ
の

「
人

口
包
容
力

の
限
度

と
す
る
激

を
超

へ
て
人

ロ
が
増
加
す

る
時
過
剰
人

ロ
は
移

佳

に
よ

つ
て
整

理
せ
ら
る

」
か
叉
は
若

し
移
住

が
不
可
能
な

ら
ば
螢
養
不
足
、
貧
窮

、
飢
餓
等

の
人

口
抑
璽
力

が
作
用
し

て
死
亡
率

が
増
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
此

の

意

味

に
於
け
る
過
剰
人

ロ
を
相

封
的
及
び
絶
封
的

の
二

つ
に
分

つ
こ
と
は
多
く

の
學
者

に
よ

つ
て
な
さ
る

」
所

で
あ
る
。
相
封
的

も

も

ヘ

へ

ぬ

ヘ

へ

も

ヘ

ヤ

渦
剰
人
ロ
と
は
考

へ
得
可
き
最
も
好
都
合
な
る
條
件
の
下
に
於
て
可
能
な
る
最
大
限
度
を
超
過
し
た
る
人
口
激
で
あ
り
、
絶
封
的

ヤ

も

へ

あ

も

も

過
剰
人
ロ
と
は
與

へ
ら
れ
た
る
條
件
の
下
に
於
て
可
能
な
る
最
大
限
度
を
超
過
し
た
る
人
口
数
で
あ
る
。
而
か
も
人
ロ
包
容
力
を

決
定
す
る
所
の
自
然
的
経
濟
的
肚
會
的
文
化
的
關
係
は
自
由
に
攣
更
し
得
る
も
の
で
な
い
が
故
に
絶
封
的
過
剰
人
口
は
何
等
の
意

味
を
有
し
な
い
こ
と
玉
な
る
。
從
つ
て
過
剰
人
ロ
と
云
ふ
は
必
す
相
封
的
意
味
に
於
て
野
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち

一
國
の
人
口

包

容
力

の
限
界
内

に
於

て
與

へ
ら
れ
た
る

一
定

の
歌
態
、
叉
は
限
度
が
標
準

と
な
る
。
f

〔
以
下
注
意

せ
よ
!
〕
ー

そ
は

一
図

の
経
濟
的
關
係

、
即
ち
國
民

の
扁
祉

の
關
係
が
最
好
都
合
な

る
如
き
人

口
敬

の
限
度

で
あ

る
。
換

言
す
れ
ば
人

ロ

一
人
當

り

の
経

濟

的
棉
祉

が
最
大
な
る
が
如
き
人

ロ
歎

で
あ
る
。
之
を
最

上
限
度

(○
"
瓜
ヨ
目
日
)
と
呼

ぶ
な
ら
ば
絶
樹
的
人

口
過
剰

の
限
度
は
最

大
限
度

(】≦
碧
剛§
鑑
ヨ
)
と
呼

ぶ
可
き

で
あ
る
。
最
大
限
度
は
前
述
の
人

口
包
容
力

即
ち
固
有

の
資
本
と
勢
働

と

(
土
地
は
そ

の
生

薩

物

が
資
本
勢
働

の
生
産
物

と
交

換

せ
ら
れ
得

る
が
故

に
是
を

あ
ぐ
る
を
嬰

し
な

い
)

が
正
に
賄

ひ
得
る
人

口
藪

で
あ
る
。
而
し

鋤

て
最
大
限
度
即
ち
人
口
包
容
力
は
自
然
的
経
濟
的
、
肚
會
的
政
治
的
文
化
的
關
係
の
攣
動
と
共
に
愛
動
す
る
去
々
」

日
本
人
口
論
壇
昭
和
初
十
年
史

・

五
五

48)同 上446-447頁,傍 瓢 原 丈。



五
六

こ

の

一
節
な

ど
誠

ん
で
解
し
得
る
人
が
あ

ら
う
か
?
・
、
嘗
葉

が
六
つ

か
し

い
と

い
ふ

の
で
は
な

い
、
行
論

に
喰
ひ
違

ひ
が
起

つ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
か
う

い
ふ
記
述

が
大
衆
向

き

の

『
経
濟
學

全
集
』

に
飛

び
出
し

て
來

る

の
だ
か
ら
、
㌧た

ま

つ
た
も

の
で
は
な

ヨ

の

い
。

よ
く
考

へ
て
み
る
と
,
右

の
記
述
は

ア
モ

ン
の

『
國
民
編
祉
學
原
論
』

か
ら

の
粗
雑
な
無
断
借
用
な
の

で
あ

る
。
右

の
記
述

で
は
、
人

ロ
の

○
弓
ユ
ヨ
鎧
ヨ

は

「
相
封
的
過
剰
人

ロ
」
を
指

し
、
人

口
の

]≦
毅
冒
鍔
ヨ

と
は

「
絶
封
的
過

剰
人

口
」
を
指
し

て

ゐ
る
や
う
に
讃
み
取
ら
れ

る
。
し
か
し

ア

モ
ン
の
原
文

で
は
、
過
剰

人

ロ
は
常

に
相
封

的
過
剰
人

口
で
あ
る
か
ら
人

口
の

】≦
"
苧

凶臼
帽
ヨ

表

々
は
相
鍬
的
意
味

に
於

て

「
一
國

が
養

ひ
得
る
」
限
り

の
人

ロ
を
指

し
、
そ
し

て
こ
の
意
味

の

竃

畏
幽B
ロ
日

と
、
謂
ゆ

も

も

カ

も

る

O
℃
ユ
ヨ
轟
日

と
を
匿
別
し

て

「
○
℃
帥冒

=
ヨ

は
原
則

と
し

て

竃

畏
凶ヨ
属
日

よ
り
小
さ

い
」

と
読

い
て
ゐ
る

の
で
あ

る
。
「
絶
封

的
過
剰
人

ロ
」

の

「
最
大
限
度
」

な
ど
そ
こ
で
は
何
れ

の
場
合

に
も
問
題

に
な

つ
て
ゐ
な

い
。
問

題
は

「
相

封
的
過
剰
人

ロ
」

の

ヘ

へ

限
度

と
、
そ
れ

よ
り
も

一
歩
手
前

の
と

こ
ろ
で
観
念

せ
ら
る

べ
き
人

ロ
の
最
適
度
数

(O
旨
ヨ
賃
ヨ
)
と
の
匝
別

な

の
で
あ
る
。

し

か
し
何
よ
り
も
解

し
難
き
は
次

の
第

六
章

の
結
論

で
あ
る

か

も

知

れ

な

い
。
そ

こ
で
著
者

は
日
本

の
人

ロ
問
題
を
取
扱

ふ

が
、
「
我
國

の
人

ロ
問
題

の
特
殊
性
」
は
欧
米
諸
國

に
反
し

て
生

活
標
準

の
上
昇
と
人

ロ
増
加
率
と
が

「
相
平
行
し

て
進

み
つ

曳
あ

る
」
こ
と
だ
と
し
て
、
そ

の
封
策
を
論

じ
て
云
ふ
、
「
人

口
問
題
解
決

の
最

も
根
本
的
な
る
道
行
と
し
て
生
活
標
準

の
低
下
が
考

へ

ら

れ
る
所
以
は

こ

墨
に
あ
る
。
而

か
も
我
國
経
濟

の
不
景
氣

の
救
は
る

」
道

は
生
活
標
準

の
低
下
に
あ

る
に
於

て
を

や
で
あ

る
」

と
。
さ
う
か
と
思

ふ
と
績

い
て
曰
く
、
「
か
く

て
我
國
資
本
主
義

経
濟
を

稜

展
せ
し
む
る

こ
と
が
人

ロ
問
題
解
決

の
唯

一
の
方
法

ゆ

で
あ
る
」
。
さ
う
か
と
思
ふ
と
又

曰
く
、
「
渦
剰

人

口
を
救

ひ
得
る
も

の
」

と
し

て

「
残

る
所
生
活
標
準

の
低
下

の
み
」

と
。

か
な
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り
混
魁

し
て
ゐ
る
が
、

一
言
に
し
て
、
民
衆

の
暮

ら
し
向
き
を
引
下
げ

た
ら

「
我
國
経

濟

の
不
景
氣
」
は
救
は
れ
、
「
資
本
主
義
維

濟

は
稜
展
」

し
、
そ

し

て

「
人

口
問
題

は
解
決
」
さ
れ

る
、
と

い
ふ

の
で
あ

ら
う
。

た

野

一
人
、
『
第

三
史
観
』

の
提
唱
者

、

『
人

ロ
と
貧

乏
』

の
著
者

だ
け

は
、
意
外

の
と

こ
ろ

で
知

己
を
見
出

し
た
わ
け
で
あ
る
。

も
し
も
こ

、
ま

で
讃

み

つ
罫
け

て
呉
れ

る
讃
者

が
あ

つ
た

と
す
れ

ば
、
右

の
論
述
は

『
十
年
史
』

の
筆

者

に
許
さ
れ
た
橦
限

を

盤

り

に
越

え
た
も

の
と
思
は
れ
る
か
も
知
れ
な

い
。
だ

が
し
か
し
、
著
者
病
申

の
作

で
あ
る
と
附
記
さ
れ

て
ゐ
た

に
掬

は
ら
す
、

そ
れ

に
つ
い
て
長

い
叙
述
を
費
し

て
、
く

ど
く

と
難
瓢
を
指
摘
し

て
來
た

と
い
ふ
の
も
、
實

は
こ

の
著

が
人

ロ
と
維

濟
と

の
關

係

に
着

目
し

て
そ
れ
を
組

織
的

に
研
究

し
よ
う
と
し
た

日
本
最
初

の
異

彩
あ

る
文
献

で
あ
り
、
著
者
藤
井
敏
授

ま
た
春
秋
に
富

め

る
篤
學

で
あ
る
や
う

に
見
受
け
ら
れ
た
か
ら

で
あ
る
。
序

で
な
が
ら
、
同

じ
改
造
就

の
こ
の
全
集
中

に
は
向
坂
逸
郎
氏

の

『
人

ロ

鋤

理
論
』

が
あ
る
が
、

こ
れ

は
後

に

マ
ル
ク

ス
學
設

の
研
究

の
個
所

で
取
扱

ふ
こ
と
に
し
ょ
う
。

改
造
枇
版
が
未
だ

一
つ
の
研
究
論
文
を
焚
表
し
た

こ
と
が
な

い
と

い
ふ
新

人
を
掘
り
出

し

て
來

た

に

反

し
、

E
本

評
論
肚

の

「
現
代
経

濟
學
全
集
」

は

『
日
本

人

口
論
』

で
お
馴
染

の
永
井
博

士
を
動
か
し

て
ゐ
る
。

そ

の
論
稿

『
人

ロ
論
』

は
、
人

ロ
、
人

口
問
題
、
人

口
論

、
人

ロ
政
策
、

の
四
章

よ
り
,成
り
、
文
末

に
人

ロ
食
糧
問
題
調
査
會
人

口
部
答
申

肖
覧

(
自

昭
和
二
年
至
同
五

年

)
を
附
載
し

て
ゐ

る
。

こ
の
附
録

は
便
利

で
あ

る
。
著
者

の
所
読

は
し
か
し
前
著

『
日
本
人

ロ
論
』

に
霊
さ
れ

て
を
り
、

こ

、

で
再

び
云
ふ
必
要
は
な

い
で
あ
ら
う
。
も
し
も

云
ふ
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ

の
著
者

が
書
か
れ
る
も

の
ほ
ど
要
領

の
掴

み
難

き

も

の
は
な
く
、

し
か
も
そ
の
感

じ
は

こ

の
論
稿

に
於

て

一
贋
強
く

せ
ら
れ
る
と

い
ふ

こ
と
で
あ

る
。

日
本
入
口
論
壇
昭
和
初
十
年
史

五
七
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五
八

寺

尾
琢
磨
氏

『
人

口
食
糧
問
題
』

は
、
序
論
-

問
題

の
出
嚢
鮎

と
し
て

の

マ
ル
サ

ス
人

口
論

、
世
界
人

ロ
の
現
状
、
食
糧
生

産

の
問

題
、
人

ロ
と
食
糧

と
の
關
係

、
人

ロ
政
策
、
結
論

、

の
六
章
よ
の
成

る
。
か
な
り
包
括
的
な
研
究

で
あ

る
が
、
そ

の
う
ち

特
色
的

な
記
述
と
し

て
特

に
印
象

に
淺

る

の
は
第
四
章

の

「
人

ロ
と
食
糧

と

の
關
係

」
で
あ
る
。
そ

の
中
で
曰
く
、
「
マ
ル
サ

ス
の

重

睨
し
た
客
親
的
意
味

に
於
け
る
生
活
資
料
は
今
日

の
生
産
技

術
の
下

に
於

て
は
そ

の
重
要
さ
を
失

つ
て
了

つ
た
。
世
界

は
人

ロ

増
加

に
苦
し
む

の
で
は
な
く
,
過
多

の
生
産
物

に
懊

憶
し

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
問
題
は
も
は
や
生

活
資

料

の
生
産

で
億
な
く

て
、

そ

の
分

配
で
あ

る
。
換
言
す
れ

ば
肚
會
的
意
味

に
於
け
る
生

活
資
料
だ
け
が
問
題

な

の
で
あ

る
。

そ
し

て
こ
れ

が
解
決

の
曙
光
は

既

に
現
は
れ
始

め
た
。

一
つ
は
資

本
主
義

の
没
落

で
あ
り
、
他

の

一
つ
は
産

兜
制
限

に
基

く
人

ロ
の
停
滞
乃
至
減

少

で
あ

る
。
前

鋤

者

に
よ

つ
て
分
配

の
改
善

が
期
待
さ
れ
、
後
者

に
よ

つ
て

一
般

の
就
會
的
生

活
標
準

の
向

上
が
期
待
さ
れ
る
」

と
。

こ
れ

に
よ

っ

て
み
る

と
、
人

ロ
問
題
は
既

に
解

決
さ
れ

「
始

め
て
」

ゐ
る
こ
と

に
な

る
。

だ
が
し
か

し
、
こ

の
論
著

の
初
め

の
部
分

で

マ
ル
ク

鋤

ス
設
を
批
判
す

る
に
、
そ

の
師

小
泉
敏

授

の
読
を

以
て
し
た
筆
者

は
、
果

し

て

「
資
本
主
義

波
落
」

の
後
人

ロ
問
題
は
全
然
存

せ

ざ

る

に
至
る
と
考

へ
る

の
で
あ
ら
う
か
。
小
泉
敏
授

の
所
見

は
さ
う

で
は
な

か
つ
た
筈

で
あ
る
。

こ
の
瓢
師

の
読

と
異
な

る
の
で

あ
る
な
ら
ば
何
故

か
を

明
示
す
る
要

が
あ
る
ま

い
か
?
・

次

に
又
、
人

ロ
減
退

が
問
題

を
解
決

し
た
如
く
読

か
れ

て
ゐ
る
が
、

一

艦

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
現
在

の
問
題

は
何

で
あ

る
か
、
彼
等
は
既
に
そ
れ
を
解
決

し
絡

つ
た
と

い
ふ
の
で
あ
る
か
?
i

か
う

い
ふ
疑
問

が
湧

い
て
來
る
。

、
著
者

は
最
後

に

「
人

ロ
政
策
」

を
設

き
、
結
局
産
児
制
限
を
推
す
も

の

」
如
く
見
ら
れ

る
。
む

ろ
ん
著
者
は

そ

の
敷
果
を
重
覗
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し

な

い
。
た

穿

「
無
き

に
勝

る
」
と

い
ふ
意

味
で
、
「
新

マ
ル
サ
ス
主
義

の
運
動
は
、
今
後
釜

々
下
暦
階
級

に
滲
潤

せ
し
む
べ
き

で

曲

あ

る
」
と
主
張
す
る
。
か
く

て
叉
曰
く
、
「
而

も
私
は
依
然
と
し

て
人

ロ
制
限

の
好
ま
し
き
を
認
め
ざ
る
を
得
な

い
。
人
聞

の
経

濟

行
爲

の
目
的

は
、
決
し

て
無
限

に
増
大

し

て
行
く

人

ロ
の
挟
養

に
あ
る
筈

は
な

い
」
。
「
人
類

肚
愈

の
有

す
る
生
産
力

の
將
來
は
如

何

に
樂
観
す

べ
き
も

の
で
あ

つ
て
も
、
限
り
あ

る
地
球
表
面

に
無
限

の
人

ロ
を
養

ひ
得
な

い
事
は

言
ふ
迄
も
な

い
事
だ
。
最
後

の

窯

に
到
蓮
す

る
遙
か
以
前

に
、
人
が
自

ら

の
意
識
と
努
力

と
に
よ

つ
て
人

ロ
敷
を
適
當

な

一
線

に
保
持
し
て
之

を
超

え
し
め
ぬ
こ

殉

と

が
甚

だ
望
ま
し

い
の
で
あ

る
」

と
。

こ

曳
ま

で
論
述
が
進

ん
で
來

る
と
、
何
と
な
く
こ

の
薯
者
は
最
初

「
問

題

の
出
獲
黙

と
し

た

マ
ル
サ
ス
」
を
ー

理
論
的

に
で
は
な
く
時
間
的
に
1

乗
り
越

え
て
、
か

の

ロ
バ
ア
ト

・
ウ

ナ

レ
ス
的
思
想

へ
と
後
退

し

つ

鋤

』
あ
る
や
う

に
思

は
れ

る
で
は
な

い
か
?
・

な

ほ

こ
の
同

じ
著
者

に
は
、

こ
の
同
じ

『
講

座
』
申

に

『
日
本
人

口
問

題
』

と

い
ふ

一
冊
子

の
あ
る

こ
と
を
附

記
し

て
お
く
。

粉

さ
て
最
後

に
拙
著

『
人

ロ
理
論
と
人

ロ
問

題
』

が
來
る
が
、

こ
の
書

の
評
債
は
他

の
人

々
に
任

せ
る

の
が
至
當

で
あ
ら
う
。

X

X

X

こ

、
ま

で
書

い
て
來

て
、
ふ
り
か

へ
つ
て
み
る
と
ま
だ
三
章
ま

で
し

か
進
ん

で
ゐ
な

い
。
前
途

に
は
な
ほ
、
特
殊
人

ロ
理
論
研

究

、

マ
ル
サ

ス
研
究

、
入

ロ
思
想
史
及

び
諸
學
読
研
究
、
欧

米
人

口
支
献

の
翻
課
紹

介
、
と

い
ふ
四

つ
の
大
き

い
部

門
を
淺
し

て

ゐ

る
。
こ

の
調

子
で
書
き
進
め
る
と
す
れ

ば
、
な
ほ
何

程

の
紙
数
を
要
す
る
と
も

測
り
知
れ
な

い
。
徒

ら
に
提
出
期

を
延
ば
し

に

麺
ぱ
し

て
而

か
も
未
完

と

い
ふ
不
手
際

に
立
ち

至

つ
た

こ
と
は
、
恐
縮

の
極
み
で
あ

る
。
も
し
も
本

稿

が
日
本

人

ロ
論
壇

の
史
的

日
本
人
ロ
論
壇
昭
和
初
十
年
史

五
九
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六
〇

叙
述
と
し
て
何
程
か
の
有
用
さ
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
機
を
見
て
績
篇
を
草
す
る
に
至
る
か
も
知
れ
ぬ
。
同
學
諸
氏
の

批
判
を
仰
ぎ
た
い
。
(
昭
和
十

一
年

一
月
、
東
京
商
大
研
究
室
に
於
て
)

叢,13巻 別冊,昭10年1明),舘 稔氏(入 口問題』1巻2號,昭IoOPZI月),

同 じ く銅 氏(日 本 祀倉學 會年報 杜倉學,第3輯,昭10rPI2月)等 あ り。




