
マ
ル
サ

ス
と
現
代

の
人

口
問
題

上

田

貞

次

郎

マ
ル

サ
ズ
の
死
後

満
百
年

の
紀
念
す

べ
き
機
會

に
當

つ
て
、
小
樽

高
等
商
業
學
校

の
同
墨
諸
君
が
結
束

し
て
こ

の
偉
大
な
る
思

想
家

の
協

同
研
究

に
遇
進

さ
れ

た
こ
と
は
實

に
學
界

の
盛
事

で
あ

つ
て
欣
羨

に
堪

へ
ざ
る
次
第

で
あ
り
、
特

に
そ

の
論
集
刊
行

に

つ
き
拙
稿

参
加
を

求
め
ら
れ
た
こ
と
は
私

の
光
榮

と
す

る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

マ
ル
サ

ス
學
読

の
系
統
な
り
、
批
判
な
り
、
叉
他

の

學
読

と

の
比
較

な
り
に
就

い
て
は
、
そ
れ
み
＼

詳
細

な
る
研
究

が
他

の
執
筆
・者
諸
君

か
ら
嚢
表

さ
れ
る

こ
と

」
信
す

る
の
で
、
私

は
彼
の
死
後

百
年

間
、
特

に
+
九

世
紀
末
葉

以
後

の
欧
洲

そ

の
他

に
生

じ
た
人

口
の
攣
動

と
こ
れ

に
件

ふ
學
読

の
傾
向
を
極
め

て

大

づ
か
み
に
取
扱

ひ
、
我
國

の
人

口
問
題

に
論

及
し

て
見

や
う

と
思

ふ
。
本
文

申
人

口
攣
動

の
事
實

並

に
個

涛

の
學
読

の
内
容

に

關

し
て
は
固

よ
り
誤

な
き
を
期
す

る
け
れ
ど
も
、
す

べ
て

の
問
題
を

一
々
取
上
げ

て
且
詳
細

に
読
明
す

る
こ
と
は
私

の
目
的

で
な

い
。
寧
ろ
自

分

の
重
要
と
信
す

る
二
三

の
論
瓢

に

つ
き
種

々
の
立
場

か
ら
下
さ
れ
た
断
案
を
比
較
論

評
せ
ん
と
す

る

も

の

で

あ

マ
ル
サ
ス
と
現
代
の
入
口
問
遮

一



二

 

る
。最

初
に

=
言
し
た

い
の
は

マ
ル
サ

ス
に
封
す

る
肚
會

主
義
者

の
反
封
論

に
關

し

て
讐
あ

る
。
元
來

マ
ル
サ

ス
が
彼

の
人

ロ
理
論

に
想
到
し
た
動
機

は
、
當
時
英
國

の
思

想
界

に
少
な

か
ら

ざ
る
刺

戟
を
與

へ
た
と
こ
ろ

の
ウ
ヰ
リ
ア

ム

・
ゴ
ド
ウ
イ

ン
の
無
政
府

共
産
主
義
を
讃
ん

で
、

そ
の
読

の
如
何

に
も
室
想
的
な

る
こ
と
、

マ
ル
サ
ス
自
身

の
見

て
ゐ
る
英
國

の
實
情

と
遙
か

に
懸
隔

し
て

ゐ
る
こ
と
を
痛
感
し
た
時

に
生

じ
た
。

マ
ル
サ

ス
の
人

ロ
論
第

一
版
と
第

二
版

と
が
、
そ

の
行

論

の
態
度

に
お

い
て
も
、
叉
そ

の

内
容

に
お

い
て
も
可
な
り
相
異

し

て
ゐ
る
こ
と
は
我
國

の
學
界

に
よ
く
知
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
と
思

ふ
が
、
今
そ

の
第

一
版
を

翻

い
て
見
る

と
、

ゴ
ド
ウ
イ

ン
攻
撃

の
鋒
先

が
中

々
猛
烈

に
現
は
れ

て
ゐ
る
。
か
や
う
な
次
第

で
、
十
九
世
紀

を
通

じ

マ
ル
サ

ス

の
読
は
肚
會
主
義
否
定

の
根
擦

に
利
用

せ
ら
れ
、

叉
從

つ
て
肚
會
主
義
者

は

マ
ル
サ

ス
の
學
論
を
覆
す

べ
く
努
め
ね
ば
な

ら
な

か

つ
た
。
現
在

で
も
多
く

の
肚
會

主
義
者

は

マ
ル
サ

ス
を
全
然
無
債
値

の
や
う

に
け
な
し

つ
け

る
。
而

し

て
そ

の
攻
撃

に
は
確

か
に

抜
く

べ
か
ら

ざ
る
眞

理
が
含
ま
れ

て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、

マ
ル
サ

ス
の
立
場

の
全
部
を
覆
す

と
は
考

へ
ら
れ
な

い
。
蓋

し

マ
ル
サ
ス

の
掴

ん
だ
論
擦
は
耽
會

組
織

の
問
題

を
超
越
し
た

一
暦
根
本
的
な
問
題
、
即
ち
人

ロ
と
天
然
資
源

と
の
均
衡

と
い
ふ
問
題

で
あ

つ

た
。
人
聞
は
天
然
資
源

た
る
土
地
を
使

用
し

て
そ

の
衣
食

佳

の
資
料
を
作
り
出
す

以
上
、
天
然
資
源

の
制
約
を
受
け
す

に
経
濟
生

活
を
螢
む

こ
と
は
出
來
な

い
。
然

る

に
そ
の
土
地

に
は
所
謂
牧
穫
遽
減

の
法
則
が
行
は

れ
る
故

に
同

じ
地
域

の
上

に
無
限

の
人

ロ

が
生
活
し
得
ざ
る
こ
と
は
論

を
ま
た
な

い
。

か
う

い
つ
た
ら

マ
ル
サ

ス
の
人
口
論

中
牧
穫
遽
減

と

い
ふ
文
句
は
な

い
、
牧
穫
逓
減

の
法
則
は

マ
ル
サ

ス
以
後

に
考
出
さ
れ
た
も

の
だ

と

い
ふ
學
読
史

的

の
批
難

が
生
す

る
か
も
知
れ
な

い
が
、

マ
ル
サ

ス
は
少
く

と



も
農

地
に
關

し
て
牧
穫
逓
減

の
事
實
を
確
實

に
掴
ん
で
、

し
か
も
そ

の
こ
と
を
明
瞭

に
論
述

し
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
を
掴

ん

で
ゐ
た
か
ら
こ
そ
食

物

の
増

加

に
制

限
あ
り

と
い
つ
た

の
で
、
こ
れ
は
彼

の
立
論

の
最

も
重
要
な

る
前
提
を
な

し
た

と
私
は
信
す

る
。
而

し

て
か

玉
る
天
然

の
制
約
は
野
螢
人

で
も
文
明
人

で
も
同
様

に
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
も

の
で
あ
る
。
丈
明
人
は
天
然

資
源

を
利

用
す

る
技

術
を

よ
り
多
く
知

つ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
そ

の
技
術
進
歩

の
程
度

に
よ

つ
て
や
は
り
制
約

を
受
け

る
。
同
様

に
こ

の
制
約

は
資
本

主
義

の
杜
會

で
も

肚
會
主
義

の
肚
會

で
も
同
様
に
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
資
本
主
義

を

一
掃
し
て
杜
會
組

織

を
理
想
的

に
立
直

し
た
れ

ば
と
て
人
類

が
天
然

の
制
約

か
ら
脆
す
る
わ
け
に
は
行
か
な

い
。
も
と
よ
り
資
本

主
義

の
肚
會

に
は

生
産

溝
費

の
適
合
を
妨
げ

る
力

が
働

い
て
ゐ
る

の
で
、

そ

の
た
め

に
景
氣

の
攣
動

と

い
ふ
現
象

が
起

り
、
物
資
生
産

の
設
備

が
出

來

て
ゐ
な

が
ら
そ
れ
を

充
分

に
蓮
韓
す

る

こ
と
さ

へ
出
來
な

い
で
無
数

の
貧
窮
者
を
生

ぜ
し
め

る
の
で
あ
る
か
ら
、
杜
會
組
織
を

適

當

に
改
造

し
た
な
ら
ば

人
類

が
現
在
以
上

に
安

定
し
た
る
生
活
を
な

し
得

る
こ
と
は
當
然

で
あ

る
。
け
れ
ど

も
そ
の
場
合

で
も

天
然

の
制
約
が
な
く
な

る
と

い
ふ
わ
け

に
行

か
な

い
。

マ
ル
サ
ス
の
彊
味
は
こ

玉
に
あ

る
。

し

か
し
な
が
ら

マ
ル
サ

ス
が
肚
會

主
義

を
否
定

し
た
論
擦

の
申

に
は
誤

つ
た
と
こ
ろ
も
あ

る
。
彼
は
人
間

が
動
植
物
と
同
様

に

生
活
資

料

の
あ
ら
ん
限
り
繁
殖
す
る
と

い
ふ
前
提

を
立

て
玉
ゐ
た
。
人
間
は
生
活
資
料

の
あ
ら

ん
限
り
子
を
産

む
と
す
れ
ば
杜

會

政
策

に
よ

つ
て
生
活
改
善
を
行

ふ
こ
と
は
す

べ
て
無

釜

の
沙
汰

に
な

つ
て
し
ま

ふ
。

柳
か

で
も

生
活
資

料

に
饒

裕
が
出

來
れ
ば
子

を
産

ん
で
歎
を

殖
や
す

か
ら
忽

ち

一
人
前

の
分
前
は
以
前

と
同

じ
と
こ
ろ
ま
で
下

つ
て
し
ま

ふ
。
そ
れ
故

に
肚

會
主
義
を
行

つ
て

勢
働
階
級

の
幸
薦
を
増
す

と

い
ふ
が
如

き
は
全
く
不

可
能

で
あ

る
。

マ
ル
サ

ス
は
何

う
し
て
か

玉
る
前
提
を

得
た
か
と
い
ふ
に
、

マ
ル
サ
ス
と
現
代
の
入
口
問
題

三



四

そ
れ
は
當
時
彼
の
佳
宅
の
あ
つ
た
南
英

の
農
村
の
歌
態
を
観
察
し
た
結
果
で
あ
る
。
そ
の
頃
英
國
に
は
救
貧
法
が
濫
用
せ
ら
れ
、

貧
民
は
救
貧
院

へ
行
か
す
に
自
宅
で
救
貧
費
の
分
配
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
て
、
し
か
も
家
族
の
多
い
も
の
は
そ
の
分

め

配
を
多
く
得
ら
れ

る
こ
と

に
な

つ
て
ゐ
た
。

そ
れ
で
實
際

マ
ル
サ
ス
の
前

提
と
し

て
用

ひ
た

や
う
な
事
實
が
あ

つ
た

の

で

あ

ら

う
。
故

に
彼
は
救
貧
法

の
弊
は
貧
民
を
し

て
家
族
扶
養

の
責
任
を
冤
れ
し
め
る
こ
と
だ
と
考

へ
、
そ

の
救
貧
法
を
更

に
大
規
模

に

行
は

ん
と
す

る
肚
會
主
義

の
計
書
は
全
然
室
想
な
り

と
論
断

し
た
の
で
あ
る
。

而
し

て

マ
ル
サ

ス
は

こ
の
論
噺
を

な
す

に
當

つ
て
あ
ら
ゆ
る
生
物

に
共

通
な
る
大
き
な
法
則

を
考

へ
て
ゐ
た
。

そ
れ

は
動
植
物

の
種

子

の
激

が
成
育
す

る
も

の
、
数

よ
り
も
遙
か
に
多
く
し

て
、
種
子

の
大
部
分

は
相
互

の
生
存
競
争

に
よ
り
死
滅
す

る
と

い
ふ

こ
と

で
あ

る
。
こ

の
自
然

の
大
法

の
結

果
は
他

の
動
植
物

と
共

に
人
類

に
も
及

ん
で
ゐ
る
。
そ
れ
は
動
植
物

に
あ

つ
て
は

「
種
子

の
浪
費

や
病
氣

や
天
折
」

で
あ
り
、
人
間

に
あ

つ
て
は
窮

乏
と
悪

徳

で
あ

る
。

と

い
ふ

の
で
あ

る
。
ダ
ー
ウ
ィ

ン
が

マ
ル
サ

ス
を

談

ん
で
自

分

の
生
物
墨
上

の
観
察

と
符
合
す

る
こ
と

を
感

じ
、
進

ん
で
そ

の
申
か
ら
自
然
淘
汰

、
適
者

生
存

の
原
理
を
考
出
し
た

と

い
ふ
の
は
即
ち
こ

の
條

で
あ

つ
た
ら
う
。

し

か
し
な

が
ら
事
實
人
間

が
生
活
資

料

の
あ
ら
ん
限
り
繁
殖
し
、
そ

の
繁
殖
し
た
中

の

一
大

部
分

が
生
存
競
孚

に
よ
り
淘
汰

さ

れ
る
と

い
ふ
の
は
あ
ま
り

に
極
端
な
論
断

で
あ

る
。
現
代

の
丈
明
國

で
も
幼
児

死
亡
率

が
高

く
あ
り
、
未
開
國

ほ
ど
多
産
多
死

で

あ
る
こ
と
は
統
計
上

の
事
實

と
し

て
明

か
な

こ
と
で
あ
る
故

に
、

マ
ル
サ

ス
の
言

も
全
く
捨

て
る
わ
け

に
行

か
な

い
け
れ
ど
も

、

響

他
の
動
植
物
と
人
類
と
の
間
に
は
こ
の
貼
に
關
し
て
著
し
き
差
が
あ
る
。
人
類
は
文
明
生
活
に
慣
れ
る
に
從
つ
て
生
活
程
度
の
維

1)拙 著英國塵業革命史論



持

向
上
を
欲
求
す

る
か

ら
、
こ

の
慾
求
を
満

さ

ん
が
た
め

に
婚
姻
を
延
期
す

る
こ
と
も
あ
り
、
又
婚
姻

し

て
も
産
見

を
制
限
す

る

こ
と
が
あ
る
。
向

ふ
見
す

に
性
慾
を
充
足
レ
、

モ
ル

モ
ッ
ト

の
や
う

に
繁

殖
す

る
も

の
で
は
な

い
。
從

つ
て
肚
會
政
策

に
よ
り

一

般

の
生
活
程
度
を
高

め
る
こ
と
は
可
能

で
あ

る
。
肚
會
主
義
も

マ
ル
サ

ス
の
こ
の
論
擦

か
ら
否
定
す
る
わ
け

に
は
行

か
な

い
。

一
一

 

マ
ル
サ

ス
自
身

は
右

の
論
擦

に
基

い
て
、

肚
會
を

改
善
す

る
に
は
道
徳

的
自
制

に
ょ
り
人

ロ
の
増
加
を
制
限
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ

と
主
張
し
た

の
で
あ

つ
て
、
必
す

し
も
人
類

の
將
來

に
つ
き
悲
観

的
豫

言
を
な
し
た

の
で
な

い
か
も
知
れ
な

い
。
け
れ
ど
も

マ

ル

サ
ス
を
讃
ん
だ
と
こ
ろ

の

一
般

世
人

は
彼

の
主
張

か
ら
悲
観
的
豫
測
を

せ
ね
ば
な
ら

ぬ
と
考

へ
た
。
然

る
に

マ
ル
サ

ス
死
後

の

欧
州
人

口
は
非
常

に
急
激

に
増
加

し
た

に
拘

ら
す
、
生

活
程
度
は
下
る
ど
こ
ろ
で
な
く
、
却

つ
て
著
し
く
向
上
し
た
。
そ

こ
で

マ

ル
サ

ス
は
無
根

の
豫
言
を

な
し

て
世
人
を
迷

は
し
た

や
う

に

い
は
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
け
れ

ど
も
す

べ
て
學
設

と

い
ふ
も

の
は
結

論

の
み
を
捕

へ
て
批
判
す

べ
き

も
の
で
な

い
。
行
論

の
順
序
を
槍
討

し

て
か

』
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
。
算
術

の
答
案

で
も
蓮
算
を
見

な

い
で
、
最
後

の
激
字
だ
け

に
よ
り
探
黙
す

る
の
は
酷

で
あ
る
。

マ
ル
サ

ス
は
二

の
前
提

か
ら
出
焚
し

て
ゐ
た
。
そ

の
第

一
は
生
活
資

料

の
増
加

に
制
限
が
あ

る
こ
と
、
そ

の
第

二
は
人
間
は
生

活
資
料

の
あ
ら

ん
限
り
繁

殖
す

る
こ
と
、

こ
の
二
の
前
提

か
ら
出
嚢

し
て
、
人
類

が
自
襲
的

に
そ

の
激
を
制

限
せ
ざ
る
限

り
肚
會

改
善
を
行

ふ
こ
と
能
は
す

と
の
結
論

を
導

き
出
し
た
。
然

る

に
第

一
の
前
提

は
理
論

上
誤

つ
て
ゐ
な

い
け
れ
ど
も
、

十
九
世
紀

の

マ
ル
サ
ス
と
現
代
の
入
口
問
運

五



六

欧

洲

で
は
實
際

に
そ

の
心
配
を
し
な

い
で
す
む

こ
と

」
な

つ
た
。
即

ち
英

國
を
初
め
欧
洲
諸
國

の
土
地
は
耕

作
し
壼
さ
れ
牧
穫
逓

減

と
な

つ
た
け
れ
ど
も
、
欧

洲
以
外

に
ア

メ
リ

カ
大
陸

や

ロ
シ
ヤ

・
濠

洲
な

ど

の
開
拓

に
よ

つ
て
薪

し
き
農
業
國

が
嚢
達

し
、
交

通
機
關

の
室
前

の
進
歩

に
よ
つ
て
遠
國

の
農
産

物
が
自
由

に
欧
洲

へ
輸
入

さ
れ
る
や
う

に
な

つ
た
。
加

ふ
る

に
農
業
機
械

や
肥
料

の
進
歩

に
ょ
り

世
界

の
土
地
の
生
産
力

は
非
常

に
増
加
し
た
。
だ
か
ら
食
物

の
増
加
が
人

ロ
の
増
加
に
及
ば
な

い
と

い
ふ
事
情

は

起

ら
な

い
で
、
そ

の
反
封

が
事
實

と
な

つ
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ

は

マ
ル
サ
ス
の
読

が
誤

つ
て
ゐ
た

の
で
な

い
。

十
九

世
紀

の

欧
州

で
は
欧
州

以
外

と
の
貿
易

に
よ

つ
て
欧
洲
自
身

の
食
料
及
原
料

の
不
足
を
補

ひ
得
た

の
で
あ
る
。
現
在

の
我

日
本
は
敷

十
年

前

の
欧
洲
と
同
檬
人

ロ
は
激

壇
し

つ

」
あ

る
か
ら
、
日
本

以
外

に
食

料
及
原

料
を
供
給
し

て
日
本

の
工
業
品
を
買

ふ
と
こ
ろ

の
貿

易
相
手
國
を
必
要

と
す

る
の
で
あ

つ
て
、
も
し

そ
れ

が
出
來

な
け
れ
ば
非
常

な
不
幸
が
起

る
。

マ
ル
サ

ス
の
所
謂
窮
乏
と
悪
徳

が

生
す

る
か
、
然

ら
す

ん
ば
杜
會
不
安
と
な
る
で
あ
ら
う
。

次

に

マ
ル
サ

ス
の
前
提

の
第

二
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
前
提
そ

の
も

の
に
訣
陥
が
あ
り
、
事
實

の
豫
言

と
し

て
も
外
れ
て
し
ま

つ

た
。

一
八
五
〇
年

以
後

の
欧
洲

の
人

ロ
は
激

増
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
生

活
資

料

の
あ

る
に
任

せ
て
繁
殖

し
た

の

で

な

か

つ

た
。

こ
の
時
欧
洲

人

の
生
活
程
度

は
著

し
く
改
善

さ
れ

つ

曳
あ

つ
た
。
そ
れ

の
み
な
ら
す

一
八
七
〇
年
代
以
後

に
な

る
と
人

ロ
の

増
殖
力
そ

の
も

の
が
衰

へ
て
來
た
。
生
活
資
料

の
豊

か

に
な

る
の
と
平
行
し

て
出
生
率
が
減
退
し
た
。
但
し
出
生
率
減

退
と
共

に

死
亡
率

も
減
退

し
た

か
ら
、
差
引

の
自
然
増
加
率
は
申

々
減

じ
な

い
で
、

二
十
世
紀

に
及

ん
だ
け
れ
ど
も
、
出
生
牽
減
退

の
傾
向

は
今

日
ま
で
縫
績

し
た
か
ら
結

局
最
近
で
は
自
然
培
加

の
停

止
と
な

つ
て
し
ま

つ
た
。
近
年

イ
タ
リ
ー
や
ド
イ
ツ

の
プ
ア

シ
ス
ト



は
人

ロ

の
減

少
は
國
力

の
衰
弱
を
意
味

し
、
國
際
的
勢
力

の
下
降

を
意
味
す

る
も

の
な
り
と
し

て
産
見
奨
働
を
行

つ
て
ゐ
る
。
即

わ

ち
彼
等

の
所

謂
人

口
問
題
は
人

口
増

加
で
な
く
し

て
人

ロ
減

少
を
憂

ふ
る
も

の
で
あ
る
。

か
く

の
如
く
欧
洲
人
が
人

口
減
少
を

憂
ふ
る

や
う

に
な

つ
た

の
は
大
職
以
後

の
こ
と
で
あ
る
が
、
出

生
率

の
減
退
は

一
八
七
〇

年
代

に
始
ま

つ
た

の
で
、
そ

の
頃
か
ら
學
者

間

に
は

マ
ル
サ

ス
の
第

二
の
前
提

に
反
封

の
読
を
立

て
る
も

の
が
多

く
な

つ
た
。
そ

の
中
最

も
有
名
な

の
は

ハ
ー

バ
ー

ト

・
ス
ペ

ン
サ
ー

で
あ

つ
て
、

こ
の
人
は
生
物
學
的
論
擦
か
ら

一
読

を
立

て
た
。
生
活
資

料
が

豊

か
に
な

つ
た

に
拘

ら
す

出
生
率
が
減
す

る

の
は
何

の
た
め
か
と

い
ふ

に
、
抑

々
人
間

の
性
慾
と

い
ふ
も

の
は
千
載
不
憂

で
あ
る

と

マ
ル
サ

ス
の
読

い
た

の
は
誤

り
で
あ

つ
た
。
文
化
が
進
歩
す
れ
ば
繁
殖

力
は
減
す

る
の
で
あ
る
。
人

間

の

エ
ネ

ル
ギ
ー
は
個
性

の
嚢

展
と
、
種

の
繁

殖
と

の
二
方
面

に
働

い
て
ゐ
る
の
で
、
個
性

の
焚

展
が
大

な
る
と
き
は
繁

殖

に
向
け
ら
れ
る
と
こ
ろ

の

エ
ネ

ラ

ル
ギ
ー
は
少
く

な
る
。
肚
會

が
複
雑

に
な
り
人
間

の
精
瀞
的
活
動
が
盛

に
な
れ

ば
生

理
的

に
出

生
率
は
減
退

せ
ざ

る
を
得

な

い
。

こ
れ
が

ス
ペ

ン
サ
ー
設

の
骨

子

で
あ
る
が
、

ス
ペ

ン
サ
ー
以
外
に
も
出
生
率
減
退

の
事
實

を
生
理
的

に
読

明
せ
ん
と
す
る
學
者
は

の

少
く
な

い
。
現
在

の
人

で
有

名
な

イ
ク
リ
ー

の
ジ

昌
教
授

の
人
口
學
読

は
人
間

の
繁

殖
力

が
生

理
的
原
因

に
よ
り
攣
化
す

る
と
な

し
、
國
民

に
も
個

人
と
同

じ
く
幼
年
期
、
肚
年

期
、
老
年
期

の
循

環
が
あ
る
と
主
張
す

る

の
で
あ

る

(
拙
著

日
本
人

ロ
問
題
研
究

第

二
輯

に
紹
介

あ
り
)
。

又

一
部

の
生
物
學
者
は
都

市

の
出

生
率
は

田
舎

の
出

生
率
よ
り
も
概

し
て
低

い
と

い
ふ
事
實

に
封

し
、

都
市
生
活
は
農
村

生
活

よ
り
も
神
経
を
緊
張
さ
せ
る
か
ら
だ

と
看
徹

し
、
試
験
的

に
騒
音
甚

だ
し
き
場
所

へ
白

鼠
を
飼

つ
て
そ

の

繁

殖
力
を
研
究
す

る
や
う
な

企

が
現
今

で
も
行

は
れ

て
ゐ
る
。
然
る

に
統
計
學
者

の
側

で
も
こ

の
問
題
を
読
明
す
る
た
め

に
種

々

マ
ル
サ

ス
と
現
代
の
入
口
問
題

七

1)

2)

例 へ ばIurgdorfer,VolkohneJugend=GeburtenschmmdundUberalterung

desdeutschenVolksk6rpers.Ig32.Derselbe,SterbendieweissenVδlker?

DerZUkunftderweissenundf義rbigenV6】kerimLichtederbiologischen

Statistik.1934。
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の
研
究

が
行
は
れ

て
ゐ
る

の
で
、
そ
れ
を

一
通
り
調

べ
て
見
る
。

一
一

入

通
常

人

ロ
統
計

の
上

で
出

生
率

と

い
ふ
の
は
人

口
千

に
付

出
生
何
程
あ

つ
た
か
を
算
出
し
た
も

の
で
あ

つ
て
、
そ
れ

は
必
す

し

も
繁
殖
力
を
示
す
も

の
で
は
な

い
。
第

一
に
総
人

ロ
.の
申

で
所
謂
妊
孕
年

齢
即
ち
二
十
代

、
三
十
代

、
四
十
代

の
婦
人

の
割
合

が

多
く
な
れ

ば
、

一
人
前

の
産

児
激

は
同
じ

で
あ

つ
て
も

一
國
全
艦

の
出

生
数

は
多
く
な

る
。
第

二

に
妊

孕
年
齢

の
婦
人
歎

は
同
じ

で
あ

っ

て
も
そ

の
申

の
有

配
偶
者

の
割
合

の
大
小

に
よ
つ
て
出
生
率

が
攣

つ
て
來

る
。
故

に
或

國
民

の
出
生
力
を
見

る
に
は
総

人

口
に
封
す

る
出
生

の
割
合

で
な
く
有
配
偶

の
妊
孕
年
齢

の
婦

人
数

に
野
す

る
出
生

の
割
合

を
算
出

し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
更

に
詳

し
く

い

へ
ば
同
じ
く
姫

孕
年
齢
と

い
つ
て
も
産

み
盛
り
と
さ
う

で
な

い
時

期

と
が
あ
る
か
ら
、
年
齢

構
成

の
影
響
を
除
外
し
た
と

こ
ろ

の
所
謂
標
準
化

さ
れ

た
産
見
数
を
求

め
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。

そ
こ
で

一
八
七
〇
年

以
後

の
欧
州
諸

國

の
出
生
率
を

か

玉
る
方

法

で
検
討

し
て
見

る
と
、
有
配

偶
牽

も
減
少
し

て
ゐ
る
が
、
有
配
偶
者

の
産

兜
数
も
大

に
減
少
し

て
ゐ
る

(
そ

の
数
字
は
近
刊
拙

著

日
本

人

ロ
問
題
研
究
第

二
輯

に
牧

め
た

ユ
ー

ル
敢
授

の
研
究
を
見
よ
)
。

即

ち
結
婚
す

る
も

の
が
比
較
的
少
く
な

つ
た
ば
か
り

め

で
な
く
し

て
、
結
婚

し
た
も

の
、

一
人
前

の
産
見
数

が
減

少
し

て
ゐ
る
こ
と
が
わ
か
つ
た
。
而
し

て
右

の
時
代

に
は
出
生
数

の
減

少
が
多
年
縫
績
し
た

か
ら
、
最
初

は
総
人

ロ
中
兇
童
人

口
の
割
合
が
少
く
な

り
、
妊
孕

年
齢
人

口
の
割

合
が
大

と
な

る
た
め
、
出

生
力
減

退
は
所
謂
出

生
率
を
低

下
さ
せ
な
か

つ
た
け
れ
ど
も
、
後

に
は
以
前

の
姫

孕
年
齢
人

ロ
が
盛
り

を
過
ぎ

て
、
そ
れ
を
補

充

3)Gini,CydicalRiseandFallofPopulation.(Population:HarrisFoundatio皿

Lectures,1929に 牧 」ら られ7こ 論 文)

1)Yule,TheF自 皿oftheBirth-rate。1g20.



す

る
も

の

玉
歎

は
比
較
的
少
く
あ

つ
た
か
ら
総
人

ロ
に
封
す
る
出
生
率
そ

の
も

の
が
激
減
す

る
や
う

に
な

つ
た
。

然

る
に
出
生
力

と
増
加
力

と
は
同
じ
く
な

い
。
多
く
生
れ

て
も
多
く
死
ね
ば
差
引
増
加

は
少
く
も
な
り
得

る
。

反
封

に
少
し
生

れ

て
も

死
ぬ
も
の
が
少
く
な
れ
ば
自
然
増
加
率
は
減

少
し
な

い
。
即

ち
出

生
と
蜀
照
し

て
死
亡
を
見
な
け
れ
ば
な

ら

な

い

の

だ

が

、
死
亡

の
申

で
も
幼
兇
死
亡

率
と

い
ふ
も

の
が
頗

る
重
要
な
意
味

を
も

つ
の
で
あ
る
。
欧
洲

で
出
生
率

の
最

も
高

く
な

つ
た

の

は

一
八
七
〇
年
代

か
ら
八
〇
年
代

で
あ

つ
た
が
、
増
加

牽
は

二
十

世
紀

に
な

つ
て
か
ら
も
中

々
低
く
な

ら
な
か

つ
た
。

そ

の
原
因

は
多
産
多

死
が
少
産
少
死

に
な

つ
た

か
ら

で
あ

つ
た
。

し
か
し
な

が
ら
幼

鬼
死
亡

が
少
く
な

る
に
し

て
も
、

も
と
ー

産

兇
歎
が

減

少
し
て
行
く

の
だ

か
ら
結

局
人

口
増
加

は
停

止
す

る
こ
と

玉
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
即

ち
そ

の
停

止

の
時
期
が
欧

洲

で
は
現
今

到

達
し
た

の
で
あ

る
。

要
す

る
に

一
八
七
〇
年
以
後

の
欧
洲
で
は
、
生
活
資
料

の
豊

か

に
な

つ
た

に
拘

ら
す

、
結

婚

の
割
合
が
減
じ
、
且

一
の
結
婚

か

ら
生
す

る
子
供

の
数
も
少
く
な

つ
た

の
で

マ
ル
サ

ス
の
第
二

の
前
提

は
事
實
上
否
定
さ
れ
る
こ
と

玉
な

つ
た
。
即
ち
人
間
は
生
活

資

料

の
あ
ら
ん
限
り
繁
殖
す

る

と
は

い

へ
な
く
な

つ
た

の
で
あ

る
。
但

し
統
計
的

に
見

て

一
の
結
婚

か
ら
生
す

る
産
児
激

の
減
少

は
必
す

し
も

ス
ペ

ン
サ
ー

の
指

摘
し
た
や
う
な
生

理
的
原
因

に
蹄
す

べ
き
も

の
で
は
な

い
。
人
爲

的
避
妊

の
慣
習

が
廣

ま

つ
た

こ

と
も
疑
を
容

れ
ざ
る
事
實

で
あ

る
。
寧
ろ
近
代
的
生

活
様
式

が
生

理
的

に
姫
娠
力
を
創
減
す

る
か
否
か
に

つ
い
て
は
ま
だ
確
誰

が

な

い
の
で
あ

つ
て
、
ジ

昌
激
授

の
學
読

に
も
濁
断

的
な
嫌

ひ
が
充
分
あ
る
。
そ
れ
故

一
般

の
通
読

と
し

て
最
近

六
十
年
間

の
欧
洲

出

生
卒

の
減
退
は

一
部
は
生

理
的
原
因

に
齢
し
得
る
と
し
て
も
大
部

は
避
妊
法

の
普

及
に
よ

つ
て
読
明
さ
れ
る
こ
と
に
な

つ
て
ゐ

マ
ル
サ
ス
と
現
代
の
入
口
問
題

九



一
〇

る
。
即
ち
歌
洲
諸
民
族

の
生
理
的
活
力

が
衰

へ
妊
娠
牽

が
減

じ
た

と
い
ふ
よ
り
も
寧

ろ
人
爲
的

に
妊
娠
力
を
制
限
し

て
ゐ

る
の
だ

と

い
ふ
結
論

に
な
る
。

そ
こ
で
學
者
は
更

に
進

ん
で
近
代
欧
洲
人
は
何
故

に
産
見
制
限
を
行

ふ
か
と

い
ふ
肚
會
経

濟
的
問
題
を
取

上
げ

ね
ば
な

ら
ぬ
。

こ

の
問
題

に
封
す

る
學
者

の
解
答

は
色

々
あ

る
が
、
大
艦

に
お

い
て
近
代

の
肚
會
歌
態
が
男
女

と
も

に
活
動

及
亨
樂

の
範
園
を
廣

く

し
た

こ
と

に
節

ぜ
し
め

て
ゐ
る
。
而

し

て
こ
の
見
解
は
避
姫
法

の
普
及

の
み

で
な
く
婚
姻
年
齢

の
高

く
な

つ
た

こ
と
を
も
同

一

原
因

に
よ

つ
て
読
明
す
る
も

の
で
あ

る
。
そ

の

一
例
と
し

て
故

ブ

レ
ン
タ
ノ
博
士

の
読
を
學
げ

れ
ば
、
同
氏

は
人

が
合

理
的
経
濟

生
活
を
す

る
や
う
に
な
れ
ば
種

々
の
欲
望

の
間

に
均
等

の
満

足
を
得

べ
く
考
慮
す

る

と
い
ふ
経
濟
學

読
を
援
用
し
、
現
代

の
如
く

家
庭

以
外

に
種

々
雑
多

な

る
興
味

の
目
的
物

が
嚢

生
し
て
來
れ

ば
、
各
人
は
そ
れ
等

の
方

面

に
お
け
る
活
動

及
亨
…樂
を
容

易
な
ら

し
め
る
た
め

に
、
家
族
的
員
捲
を
輕
減

せ
ん
と
す
る

の
は
自
然

の
結
果

で
あ

り
、
そ

の
た
め

に
結
婚
を
晩
く
し
、
叉
産

見
数

を
少

く
す
る
や
う
な
方
法
を
講
す
る

の
だ
と
読

い
て
ゐ
る
。
即
ち
男
女

と
も
に
生

活
程
度

を
維
持
向
上

せ
し
め
ん
と
す

る
要
求

が
彊
く

『

群

な
り
、
そ
れ

が
早

く
家
庭
を
作
り
、

多

く
子
を

生
ま

ん
と
す
る
要
求
を
押

へ
る
や
う
に
な
る
と

い
ふ
の
で
あ
る
。
即

ち
人
は

そ
の

所

得
を

子
孫
繁
殖

の
た
め

に
用
ひ
る

こ
と
も
出
來

る
が
、
叉

一
家

の
生
活
を
向

上

さ
せ
る
た

め
に
用

ひ
る
こ
と
も
出
來

る
。

現
在

で
は
そ

の
第

一
の
目
的

よ
り
も
第

二
の
目
的
を
重
し
と
す
る
や

う
に
な

つ
た

か
ら
所

得
は
増
加
す

る
に
拘

ら
す
出
生
力

は
減
退
す

る
や
う

に
な

つ
た

の
で
あ

る
。

ス
ペ

ン
サ
ー
が
人
間

の
生

理
的

エ
ネ

ル
ギ
ー
を

一
定
量

と
見

て
、
そ
れ

が
種

の
繁
殖

に
向

け
ら
る

、
こ
と
多
け
れ
ば
出
生
力
大

と
な
り
、
個
性

の
襲

展

に
向
け

ら
る

蕊
こ
と
多

け
れ

ば
出
生
力
は
小

に
な

る
と
論
じ
た

の
と
似
通

つ

1)Brentano,TheDoctorineofMalthusandtlleIncreaseofPopulationduring

theIastDecades(EconomicJournal,皿glo).



て
ゐ
る
が
、

ス
ペ

ン
サ
ー

の
場
合

に
は

そ
れ
が
無
意
識

の
生

理
作
用

の
結
果

で
あ
り
、
ブ

レ
ン
タ
ノ
等

の
維

濟
學
者

の
場
合

に
は

意
識
的

に
行
は
れ
る

の
で
あ

る
。

現
在

米
國

の
有
名
な
人

ロ
學
者

タ

ム
ソ

ン
博

士
も
大
艘
同
様

の
見
解
を
述

べ
「
生
活
歌
態

を
改
善

せ
ん
と
す

る
ア

ン
ビ

シ

ヨ
ン
」

と

い
ふ
語
を
用

ひ
て
ゐ
る
。
そ

の
意
味

は
生
活
を
安

易
快
適
な
ら

し
め
る
方
法
設
備

の
襲

達

に
つ
れ
、
人

々
は
家
庭

の
安
息
以
外

に
求
め

る
と
こ
ろ
が
多

く
な
り
、
從

つ
て
子
女

の
多
き

こ
と
か
ら
生
す

る
経
濟
上

の
員
指

を
輕

く

せ
ん
と
努

め
る

の
み
な
ら
す
、

わ

家

事

の
煩

雑
さ
か
ら
冤
れ

て
行
動
を
自
由

に
な

し
得
る
こ
と
を
望
む

と

い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
そ

こ
で
右

の
事
實
を

マ
ル
サ

ス
の
読

と
封
比
し
た
ら
何
う

い
ふ
こ
と

に
な

る
か
。

マ
ル
サ

ス
は
人
闇

は
生
活
資
料

の
あ
ら

ん
限
り
繁
殖
す
る
と

い
ふ
前
提
を
抱
き
な
が
ら
尚

一
面

に
お

い
て
ー

少
く

と
も
第

二
版
以
下

で
は
ー

生
活
程
度
を
高
め

る
た

め

に
道
徳
的
自
制
を
行

ふ

の
可
能
性
を
認
め

て
ゐ
た
。

し

か
し
彼

の
所
謂
道
徳
的
自
制
は
頗

る
嚴
格
な
る
制

慾

の

意

味

で

あ

り

て
、
そ

の
實
現

の
困
難
な
る
こ
と
は

い
ふ
ま

で
も
な

い
。
然

る

に
彼

の
死
後

事
實

に
現
は
れ
た
と
こ
ろ
を
見
れ
ば

さ
ま
で

の
困
難

な

し
に
人

口
制
限
が
行

は
れ
た

の
で
あ

る
。
即

ち
人
は
行
動

の
自
由

と
生
計

の
維
持
を
確
保

せ
ん
が
爲
め

に
好

ん
で
婚

姻
年
齢
を

高

く
し
、
叉
婚
姻

の
後

に
産
兇
制
限

を
行

つ
た

の
で
あ
る
。
但

し
産
兜
制
限

に
つ

い
て
は

マ
ル
サ
ス
は
明
白

に
反
封

し

て
ゐ
る
の

で
あ

つ
て
、
避
妊
法

の
こ
と
を
新

マ
ル
サ

ス
主
義

と
呼

ぶ
の
は
彼

に
取

つ
て
迷
惑
千
萬

だ
ら
う
と
思
は
れ

る
。

マ
ル
サ

ス
に
よ
れ

ば
人

ロ
が
生
活
資
料
よ
り

も
先

に
増

加
す
れ
ば
窮
乏

に
ょ
つ
て
現

に
生
存
す

る
も

の
が
死
滅
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。

こ
れ

が
人
ロ

の
積
極
的
制
限

で
あ
る
。

こ
の
積

極
的
制
限

の
蝸
を
菟
れ
る
途

は
豫
防
的
制
限

で
あ

つ
て
、

そ
れ

は
自
獲
的

に
婚

姻
を
延
期
す

る

マ
〃
サ
ス
と
現
代
の
入
口
問
題

・

一
一

1)Thompson,Popula吐iQnProblem。Ch。VIII.



=

一

よ
り
外

に
は
な

い
。
し
か
し
婚
姻

せ
ざ
る
も

の
多
く
な

つ
た
場
合

に
爾
性

の
關
係

が
混
齪
す

る
や
う
な

ら
ば
、
そ

の
悪
徳

の
横
行

が
男
女

の
品
性

に
及
ぼ
す
禍
害
は

い
ふ

べ
か
ら
ざ
る
も

の
が
あ
ら
う
。
而
し
て

「
不
合
法
な
る
結
合

の
結
果

を
隠
す

と
こ
ろ

の
不

正
の
技
術
」

は
か

、
る
悪
徳
を
助
け
る
手
段

で
あ
る
。

か
く

の
如
く

マ
ル
サ

ス
は
婚
姻

の
延
期
か
ら
生
す
る
道
徳

的
弊
害

を
恐
れ

た

の
で
あ

る
が
、
實
際

に
お
い
て
産

兇
制
限
は

一
般
的
道
徳
標
準
を
甚

だ
し
く
堕
落

せ
し
む
る

こ
と
な

し
に
行
は
れ

る
や
う

に
な

つ
た
。

つ
ま
り
現
代

の
欧
洲
人
は

マ
ル
サ

ス
の
難
問
を
道
徳
的

に
は
無
色

の
方
法

で
解
決

し
た
と

い
ひ
得
る

の
で
あ

る
。

四

さ
て
か
く

の
如
く
に
し

て

マ
ル
サ

ス
の
難
問

は
比
較
的
容
易

に
解
決

さ
れ

て
し
ま

つ
た
か

ら
、
そ

れ
で
欧
洲

の
人

口
問
題
は
消

滅

し
た

か
、
と

い
ふ

に
決

し
て
さ
う

で
な

い
。

一
方

に
は
既
記

の
如
く

プ
ア

シ
ス
ト
政
府

及
學
者

は

マ
ル
サ

ス
と
反
樹

に
人

ロ
減

少
を
憂

ふ
る

こ
と

」
な

つ
た
が
、
尚
他

の

一
方

に
今

日

の
激
洲
は
人

口
過
剰
だ
と
稻
す
る

も

の

が

あ

る
。
人

口
増
加

が
停
止
し

て
、
し
か
も
過
剰

に
な
つ
た

と
い
ふ
の
は
何

の
意
味

か
。
そ
れ
は
大
職
後

の
世
界
経

濟

の
歌
勢

は
欧
洲
諸
國
を

し
て
現
在

の
人

ロ

を
現
在

の
生
活
程
度

に
お

い
て
養

ふ
に
困
難
を
感

ぜ
し
む
る
や
う

に
な
し
た

と

い
ふ
の
で
あ

る
。
敏
年
前
英

國
経
濟
學
雑
誌

上

に

て
ジ

エ
イ

・
エ
ム
・
ケ
イ

ン
ス
氏

と
サ
ァ

・
ウ
ィ
リ

ア
ム
・
ベ
ヴ

エ
リ
ヂ
と
、

こ

の
問
題

に
つ
い
て
論
宰

し
た

こ
と
が
あ
る
。
ケ
イ

ン
ス
氏
は
大
職

以
後

の
英
國
及
欧
洲
諸

國

の
失
業

は
そ

の
数

の
大
な

る

の
み
な
ら
す

、
そ
の
性
質
上
人

ロ
と
資

源

の
關
係

が
不
利

に
陥

つ
た
も

の
で
あ

つ
て
、
失
業

は
容
易

に
漕
滅
す

る
見
込
な
く
、
寧
ろ
長

い
年
数

の
間
綴
績

す
る
ら
し

い
の
で
、

こ
れ
即
ち
欧

1)EconomicJournal,Dec,1923andEconomica,Feb・rg24.



洲

に
過
剰
人

ロ
が
生
じ
た

の
だ

と
論
断

し
た
。

こ
れ

に
樹
し

て
ベ
ヴ

ェ
リ
ヂ
罠
ば

失
業
は
現
在

の
産
業
組
織

が

一
時
故
障
を
生

じ

た
結
果

で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
を
以

つ
て
直
ち

に
過
剰

人

口
の
稜

生
と
看
倣
す

わ
け

に

行

か

な

い
。
少
く
と
も

そ

の
論

断
は
尚
早

で
あ
る
。
大
職

の
た
め

に
生

じ
た
世
界
経

濟

の
混
齪

が
整

理
せ
ら
る
れ
ば
現
在

の

や

う

な

大
規

模

の
失
業

は
な
く
な
る

だ
ら
う

と

い
つ
て
反
封

し

た

の

で

あ

る
。
討

論

の
結
果
を
見

る
に
過
剰

人

口
と
し
て
吾

人

の
憂

ふ
る
と

こ
ろ

の
事
實

は
、

一
國

に
現
存

す
る
所
の
人
口
が
相
當
長
い
期
間
に
亘
つ
て
、
ー

こ
の
期
間
が
問
題
で
あ
る
が
、
i
ー
現
在
の
生
活
程
度
を
維
持
し
得
ざ
る
こ

と
を
意
味
す
る
。
大
職
は
世
界
経
濟
の
機
構
を
破
壌
し
た
の
み
な
ら
す
、
こ
の
期
間
に
技
術
上
の
大
攣
化
が
起
り
-

例

へ
ば
石

油
及
水
力
の
進
歩
の
た
め
英
國
の
石
炭
の
債
値
が
低
く
な
つ
た
如
き
ー

又
從
來
の
後
進
國
に
競
孚
的
産
業
が
起
り
1

例

へ
ば

日
本
及
印
度
の
木
綿
工
業
の
如
き
ー

そ
の
結
果

「
世
界
の
工
場
」
た
る
英
國
に
大
打
撃
を
與

へ
、
漫
性
的
失
業
を
襲
生
せ
し
め

た

が
、
今
後

何
年
か
を
経

て
こ

の
打
撃

の
結
果

が
清
算

さ
れ

た
曉

に
英
國
は
果
し

て
現
存

の
諸

工
業

を
維
持
し
得
る
や
、

叉
現
存

の
諸

工
業
は
縮
少
す

る
に
し

て
も
そ

の
縮

少
を
補

充
す
る
程

の
他
種
類

の
工
業

に
乗
替

へ
得

る
や
否
や
が
問
題

で
あ
る
。
も

し
も

そ
れ

が
出
來

ぬ
と
す
れ

ば
現
在

の
失
業

は
即

ち
過
剰
人

ロ
を
意
味
す
る

の
で
あ

る
。
ド

イ
ッ
の
人

ロ
學
者

申
こ

の

「
過
剰
人

ロ
」

と

い
ふ
語

の
使
用
法

に
異
議
を
稻

へ
、
人

ロ
側

の
攣

化

に
よ
ら
す
し

て
稜
生

し
た
る
経
濟
的
困
難

を
過
剰
人

口
と
呼

ぶ

の
は
不
當

だ
と

い
つ
た
人
が
あ
る
け
れ

ど
も
、

モ
ン
ペ
ル
ト
教

授
は
そ
れ

に
反
封
し

て
原
因

の
何
れ

に
あ
る
を
問
は
す
人

口
と

ナ
ー

ル

ン
グ

め

ス

シ
ュ
ビ
ー

ル
ラ
ウ

ム
即

ち
螢
養
維
持

の
場
所

と

の
均
衡

の
破

れ
た

の
は
即
ち
過
剰
人

口
に
外
な

ら
ぬ
と

い
つ
て
ゐ
る
。
言
葉

の

使

方
は
何
れ

が
よ

い
に
し

て
も
事
實

は

同
じ
で
あ
る
。
要
す
る
英
國
は
以
前

に
は
世
界

の
工
業
國

と
し

て
國
際
分
業

に
参
加

し
、

マ
ル
サ
ス
と
現
代
の
入
口
問
題

.

噌
三
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一
四

外
國

の
天
然
資
源
を
利
用
し
得

た
る

が
故

に
、
あ
れ
だ
け

の
入

ロ
を

比
較
的
裕
福

に
養

ひ
得

た

の

で

あ

る
。
と
こ
ろ
で
そ
の
外

國

の
天
然
資
源

を
利
用
す

べ
き
道

が
破
壊
さ
れ
た
な

ら
ば
、
人

ロ
そ

の
も

の
は
停

止
し

て
ゐ
て
も
從
來

の
生
活
程
度

を
保

つ
だ
け

の
稼
ぎ
は
出
來
な
く
な
る
。
や
が

て
人

ロ
は
更

に
減

少

せ
ね
ば
な

ら
ぬ
。

事
實
問
題

と
し

て
英

國
そ

の
他

の
敵
洲

工
業

國

に
過
剰
人

ロ
が
生

じ
て
ゐ
る
や
否

や
は
伺
疑
問

で
あ

つ
て
、
今

日
遽
か

に
か

蕊

る
論
断
を
下
す

こ
と
は

ペ
ヴ

エ
リ
ヂ
氏

の

い
ふ
如
く
尚
早

で
は
な

い
か
と
思

は
れ
る
。
抑

々
欧
洲
諸
國

が
現
在

の
如
く
稠
密
な
る

人

口
を
維
持

し
得
ら
れ

る

の
は
彼
等

が
所
謂
工
業
國

と
な

つ
た
か
ら
で
あ
る
。
然

る
に
工
業
國

の
存
在
し
得

る
は
世
界

の
他

の
部

分

に
農
業

國
が
あ

つ
て
食

料
及
原

料
を
輸
出

し
、

工
業
品
を
買

入
れ
る
か
ら

で
あ

る
。
し
か
も

か
く

の
如
き
世
界
貿
易

の
行
は
る

曳
爲
め

に
は
第

一
に
各
國

の
通
貨

が
安
定

し
て
ゐ
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、

叉
國
際
政

治

の
關
係
が
安
定
し

て
ゐ
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。

現
在
欧
洲
諸
國

の
行
諮

り
は
世
界
貿
易

の
障
害

が
多

く
な

つ
た

」
め

で
あ
る
。
だ
か
ら
各
方
面

の
波

瀾
が
鎭
静
し

て
世
界

が
政
治

的
経
濟
的

に
卒
穏

に
な

れ
ば
工
業
國
は
そ

の
繁
榮
を

取
返
し
得

べ
き
道

理
で
あ

る
。

世
界
中

に
は
南
米

、
ア

フ
リ
カ
、
東

洋
等

に

未
開

の
土
地
が
ま
だ
く

多
く
凌

つ
て
ゐ
る
か
ら
、
此
等

の
地
方

に
農
業

が
開
け
、
鐵
道

や
自
動
車
道
路

が
設
け

ら
れ
、
都
市
が

獲
蓮
す

る
な
ら
ば
、
重

工
業

の
販
路
も
、
輕

工
業

の
販
路
も
、
大

に
授
ま
る

で
あ

ら
う
。
し

か
し
か
や
う
な
好
都
合
な
事
情

の
畿

生
を

近
き
將
來

に
描
く

こ
と
は

こ
れ
ま
た
困
難

で
あ

つ
て
、
現
在

で
は
世
界
各

國
が
國
際
貿
易

の
波
瀾
多
き

に
辟
易
し

て
、
却

つ

て
國
内

の
自
給
自

足
に
依
頼

せ
ん
と
す

る
傾
向
強
く
な
り
、
高
牽
關

税
や
輸
入
割

當
等

の
方
法

に
よ
り
外
國

品
の
輸
入
を
阻
止
す

る
と
共

に
所
謂
統
制
経
濟

政
策

で
國
内
産
業

の
蓮
行

を
整

理
せ
ん
と
努

め
る
歌
態

で
あ
る
。
世
界
各
國

の
自
然

的
及
文

化
的
條
件



魎

は
千
差
萬
別
だ

か
ら
國
際
分
業

は
當
然
必
要

で
あ

つ
て
、
自
給
自

足
な
ど
は
結
局
不
経
濟
極

ま
る
愚
策

だ
と
思

ふ
け

れ
ど
も
、
現

今

の
混
齪
状
態

を
整

理
す

る
に
は
多
く

の
歳

月
を
要
す

る
だ
ら
う
。
そ

の
間

に
所

謂
自
給

経
濟

の
組
織

が
彊
く
固
ま

つ
て
し
ま

ふ

か
も
知
れ
な

い
。
そ

の
や
う
な
場
合

に
は

工
業
國

の
存

立
は
大

に
脅

か
さ
れ

、
人

口
過
剰

の
豫
言
が
事
實

と
な

つ
て
現

は
れ
な

い

と
は

い

へ
な

い
。

而
し
て
そ
の
や
う
な
形
勢

が
激

化
す

る
ま

で
に
は
職
孚

の
危
機

が
幾
度
も

來
る
と
思
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
要

す

る

に
世
界
経
濟

の
機
構

は
現
代
人
類

の
生
活
上
非
常

に
重
要
な
も

の
で
あ

る
だ
け

に
、
も

し
も
そ
れ
が
破
壊
さ
れ
る
と
す

れ
ば

更

に
非
常

な
混
齪

を
重

ね
る

こ
と
は
必
然

で
あ

つ
て
、
そ
れ
だ
け

に
又
各
國

の
自
制
協
調

が
期
待

さ
れ

る
次
第

で
あ

る
。

然

る
に
ご

」
に
理
解
し
難

い
の
は
、
欧
洲
人

ロ
の
減

少
を
憂

へ
て
、
そ
れ
を
阻

止
せ
ん
と
す
る

プ
ア

シ
ス
ト

の
政
策

で
あ

る
。

欧
洲

は
過
剰
人

ロ
に
脩

る
恐
れ
あ
ウ

と

い
は
れ
る
時

代

に
人

ロ
増
加
を
奨
踊
す
る

の
は
明
か

に
予
盾

で
あ

る
。

プ
ア

シ
ス
ト
は
人

民

の
生
活
程
度

の
低
下
な
ど
は
意

に
解

せ
す
、

日
本

で

い

へ
ば
梅

干
と
萎
飯

さ

へ
あ
れ

ば
彊
兵
を
養

ふ
に
足
る
と
す

る
で
あ

ら
う

が
、
事
實

こ
れ

ほ
ど
た

よ
り
な

い
政
策

は
あ
る
ま

い
。

又
政
府

が
如
何

に
人

ロ
増
加
を
奨

働
し

て
も
現
在

の
敏
洲

の
状
態

の
下

に

多
婚
多
産
を
實
現
す

る
望

は
あ

る
ま

い
。
張

て
こ
れ
を
行

へ
ば

マ
ル
サ

ス
の
所
謂
貧
困

と
悪
徳

の
横
行
を
見
る
で
あ

ら
う
。

五

最
後

に
肚
會
主
義
者

の

マ
ル
サ

ス
に
封
す

る
批
評
を
考

へ
て
見

る
。
本
文

の
第

一
節

に
述

べ
た

や
う

に
、
も
と
く

マ
ル
サ

ス

の
人

口
の
理
論
は
肚
會
主
義

反
封

の
動
機

か
ら
稜
展

し

た
も

の
で
あ

る
か
ら
、
就
會
主
義
者

が
そ
れ

に
反
撃
を
加

ふ
る
は
當
然

で

マ
ル
サ
ス
と
現
代
の
入
口
問
題

一
五

,



一
六

あ
る
。
の
み
な
ら
す

マ
ル
サ
ス
の
読
は
肚
會
主
義
及
砒
會
政
策
を
攻
撃
す
る
手
段
と
し
て
常
に
資
本
家
側
に
利
用
さ
れ
た
の
で
あ

る
か
ら
、
魅
會

主
義
者

は

い
よ
く

以

つ
て

マ
ル
サ

ス
を
粉
砕

し
な
け

れ
ば
な
ら
な

か

つ
た
。

マ
ル
サ

ス
が
杜
會

政
策

の
攻
撃

に
利
用

さ
れ
た

と

い
ふ
の
は
か
う
で
あ
る
。
人
聞
は
、
1

特

に
勢
働
階
級
は
生
活
資

料

の
あ

ら

ん
限
り
繁

殖
す

る
。
故

に
勢

働
條
件

が
改
善

せ
ら
れ
、
生
活

に
絵

裕
を
生
す
れ
ば
直

ち

に
結

婚
し
て
多
く

の
子
を
生
む
。
勢
働

人

口
が
殖

え
る
。
そ

こ
で
勢

働
市
場
は
供
給

過
多

と
な
り

、
賃
銀
は
下

つ
て
以
前

の
水
準

に
齢

る
。
と

い
ふ
の
は
有
名
な
賃
銀

鐵
則

で
あ
る
が
、

こ

の
論
理
を
徹
底

さ
せ
れ
ば

あ
ら
ゆ
る
杜
會

政
策

は
悉
く
無
用

の
こ
と

」
な

る
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
こ

の
論

理
は

十
九
世
紀

の
英
國

で
は
大
な
る
勢
力
を
も

つ
た

の
で
、
例

へ
ば

ジ

ヨ

ン
・
ス
チ

呂
ア
ー

ト

・
ミ
ル
の
如
き
人
物

で
も
そ
れ
を

疑
は

な

か
つ
た
。

ミ
ル
は
生
産
組
合

に
非
常
な
望
を
囑

し
た
人

で
あ

る
が
、
彼

の
原
論

中
帥労
働
階
級

の
將
來

を
論

じ
生
産
組
合

の
稜
展

を
主
張
す
る
章
に
は
、
わ
ざ
ー

人
口
論
に
立
戻
つ
て
、
螢
働
者
の
智
能
が
か
や
う
な
組
織
を
な
す
ま
で
に
嚢
達
す
れ
ば
人
口
制

め

限

も
自

ら
行

は
れ
る
故

に
、
人

ロ
増
加

に

つ
い
て
の
心
配
は
入
ら

ぬ
と
断

つ
て
ゐ
る
。
し

か
し
な
が
ら
も
し

、ミ
ル
が
十
九

世
紀

の

絡
り
ま

で
生
き

て
ゐ
た
ら
、
入
間

は
生
活
資
料

の
あ

ら
ん
限
り
繁
殖
す

る
と

い
ふ
前
提

そ
の
も

の
を
否
認
し
た

の
で
あ

ら
う
。
不

幸

に
し

て
、、、
ル
は
そ
れ

ま
で
生
き

て
ゐ
な

か
つ
た
が
、
そ

の
仕
事

は

フ

エ
ビ
ア

ン
協
會

の
漸
進

的
肚
會
主
義
者
即

ち

シ
ド

昌
1

・

わ

ウ

エ
ッ
ブ
等

が
や

つ
た

の
で
あ

る
。

か
く

の
如
く

に
し
て

マ
ル
サ

ス
の
第

二

の
前
提

は
崩

れ
た
が
、
第

一
の
前
提
は
崩

れ

て
ゐ
な

い
。
天
然
資
源

た
る
土
地

の
生
産

力

に
は
制
限

が
あ
る
。
人

口
が
程
度
を
越

え
て
増
加
す
れ

ば
人

口
と
資
源

と

の
釣
合

が
取
れ
な

く
な

つ
て
生
活
程
度
を
下
げ
な
け

1)」.S.Mil1,PrinciplesofPoliticalEconomy.BookIV.

2)Webb,PreventionofDestitution.P.317--320.
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れ
ば
な

ら
な

い
こ
と
に
な

る
。

こ
れ
は
肚
會

制
度
を
超
越

し
た

と
こ
ろ

の
自
然

的
制
約

で
あ
る
。

こ
れ

だ
け

の
こ
と
は
幾
多

の
杜

會

主
義
者

の
攻
撃

に
拘

ら
す

覆
す

こ
と
が
出
來
な

い
。
少
く

と
も
現
今
多
く

の
経
濟
學
者

は

さ
う
信
じ

て
疑
は
な

い
。

マ
ル
ク

ス
は
資
本
主
義
時
代

の
入

ロ
法
則
は
昔

の
人

ロ
法
則

と
は
ち

が
ふ
と
稻
し

て
、
資
本
蓄
積
論

を
持
出

し
、
不
攣
資
本

の

増
加

が
失
業

を
穫
生

せ
し
め
る
所

以
を
読
明

し
て
、

こ

の
失
業

こ
そ
過
剰
人

口
で
あ
る
と
断

じ
た
。
し

か
し
失
業

理
論

を
以

つ
て

人

ロ
理
論

に
置
換

へ
る

わ
け

に
は
行

か
な

い
。

失
業

理
論
は
確

で
あ

つ
て
も
、
そ
れ
は
勢

銀
支
佛

に
向
け
ら
れ

る
資
本

の
割
合
を

論
す

る
に
止
ま
り
、

か

蕊
る
資
本

の
絶
封
量
を
論
す

る
も

の
で
は
あ
り
得
な

い
。
だ

か
ら
商

工
業

の
速

か
に
進
歩
す

る
國

で
は
、

農
業
國

に
比
し
固
定
資
本

が
増
加
す

る
に
拘

ら
す
、
そ

の
人

口
が
激
増
し

て
も
困
ら
な

い
。
失
業
は
生
す

る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は

一
時
的

の
こ
と
で
あ

つ
て
間
も
な
く
取
返
し
得

る
。
か
く

の
如

き
は
歴
史
的
事
實

で
あ
る
か
ら
何
人
も
否
認

す
る

こ
と
は
出
來
な

い
と
思

ふ
。

こ

」
に
お
い
て
ル
ク

セ
ン
ブ

ル
グ
と
か
、

ス
テ

ル

ン
ブ

ル
グ
と
か

の
薪

マ
ル
キ

シ
ス
ト

が
現
は
れ

て
、

マ
ル
ク

ス
読
を
援
張

し

た
。
そ

の
要
領
は
資
本

主
義

の
嚢
展

に
俘

ひ
可
攣
資
本

の
減

少
が
行

は
れ
て
も
失
業

の
震

生
が
隠
さ
れ

て
ゐ
る

の
は
、
世
界
中

に

資
本

主
義
ま

で
襲

達
し
な

い
國

々
が
あ

つ
て
、
資
本
主
義
國

の
過
剰
生
産
を
購
入
す

る
か
ら

で
あ

る
と
な
す
。
而
し
て
現
代

で
は

既
に
そ
の
後
進
諸
國
に
も
追
々
資
本
主
義
が
行
渡
り
、
そ
こ
に
も
過
剰
生
産
が
行
は
れ
る
か
ら
、
い
よ
く

資
本
主
義
の
弊
害
が

露
出

し
來
り
、
失
業

は
漫
性

と
な

る
。

こ
れ

で
資
本
主
義
國

は
人

口
過
剰

に
陪

る
の
だ
。
資
本
主
義
國
は
右

の
如
く
後
進
國

に
販

路
を
求

め
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
故

に
、
そ

こ

へ
資
本
を
投
下
し
、
事
業
を
起
す
必
要
あ
り
、

そ
れ
を
容
易
な
ら
し
む

る
た
め
に
政
権

マ
〃
サ
ス
と
現
代
の
入
口
問
題

一
七



隔
入

を
獲
得
す

る
こ
と

玉
な
る
。

こ
れ
が
即
ち
帝
國
主
義

で
あ

る
。
さ
れ
ば
世
界
中
帝

國
主
義

の
嚢
展
す
る
饒
地
が
狭
め
ら

る
玉
に
從

D

つ
て
資
本

主
義

は
行
詰

る
と
。
か

や
う
に
論
す

る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な

が
ら

工
業

が
護

達
し
、
人

ロ
稠
密

と
な

れ
ば
食

料
及
原
料

の
不
足
す

る
は
自
然

の
制
約

で
あ
る
か

ら
、
た
と

へ
そ
の

國

が
資
本

主
義

で
な
く
枇
會

主
義

に
な

つ
て
ゐ

て
も

、
や

は
り
農
業
國
を
相
手

に
貿
易
及
投
資
を

し
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
。
貿
易

及
投
資
を
な
す
た
め

に
必
要

あ
ら
ば
、
や
は
り
何

か

の
方
法

で
政
治
的
領
域
を
援

張
し
な
け
れ
ば
な

る
ま

い
。

だ
か
ら
問
題
は
資

本
主
義

と
肚
會

主
義

と

の
差

に
あ

ら
す

し

て
、
或
國

が
工
業

國

に
な
る
か
否
か

に
あ
り
と
考

へ
る
。
而
し

て
工
業
國

の
稜
展
と

い

ふ
こ
と
は

つ
ま
り
人

ロ
と
天
然
資
源

と

の
關
係

に
饒
因
す
る
事
實

で
あ
る
。

以
上

の
論
断

は
も
と
よ
り
肚
會
主
義
を
否
認
す
る
も

の
で
は
な

い
。

叉
以
上

の
論
断
は
天
然
資
源

さ

へ
豊
富

な
ら
ば
杜
・曾
は
繁

榮

す
る
と

い
つ
て
ゐ
る

の
で
も
な

い
。
現

に
ア
メ
リ

ヵ
や
、

カ
ナ
ダ

や
、
濠
洲

の
や
う
な
國

で
も
世
界

不
況

の
下
に
莫

大
な
失
業

を

生
じ

て
ゐ
る
。
も
し
肚
會

主
義

の
計
書
経
濟
が
完

全

に
行

は
れ
た
な
ら
ば

か

玉
る
失
業

は
生
じ

な

い
道
理

で
あ
る
。

肚
會
主
義

な
ら
ざ
る
統

制
経
濟

で
も

、
も
し
そ
れ
が
巧
妙

に
行

は
れ

た
な
ら
ば
不
景
氣
を
緩
和
し
得

べ
き
道

理
で
あ
る
。
た

壁
そ

の
場
合

に

お

い
て
も

マ
ル
サ

ス
の
意
味

に
お
け

る
人

ロ
問
題
が
依
然

と
し

て
存
在
す

る
こ
と
は
否
定
し
得
な

い
の
で
あ

る
。

凸'
、

 

欧
洲

の
人

口
の
實
歌

並

に
そ

の
見
方
は
大
艦
以
上

の
如
く

で
あ
る
と
し

て
、
さ

て
我

日
本

の
人

ロ
は
現
に
如
何
な

る
形
勢

を
示

Sternberg,Der1)Luxemburg,DieAkkumulationdesKapitals.Igl3・

Imperialismus.1927.



し

て
ゐ
る
か
。

こ
れ

に
つ
い
て
次
に
畿
糎分
の
研

究

の
結
果
を

か

い
て
見
る
。

我
國

の
人

口
は
徳
川
時
代

の
後

牛

に
は
殆
ど
停

止
し

て
ゐ
た
が
明

治
維
新
以
來
、
特

に
明
治
三
十
年
頃

よ
り
以
後
急
激

な
る
増

加

を
績
け
現
今
も
そ

の
歩
調
を
緩

め

て
ゐ
な

い
。
そ
れ

が
た
め

に
外
國
人

の

一
部

に
は
日
本
人
は
東

洋
的
出
生
牽

と
西
洋
的
死
亡

率

と
を
襲
備

へ
て
ゐ
る
か

ら
そ

の
人

ロ
増
殖

は
無
限

で
あ
る
と
し

て
驚
嘆
し
且
恐
怖
す
る
も

の
さ

へ
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
事
實

を
統
計
的

に
調
査
し

て
見

れ
ば
、

圓
本

が
人
種
的
に
特
異

の
現
象
を
呈
し

て
ゐ
る
と
は
考

へ
ら
れ
な

い
。
我
國

で
出

生
率
の
最

も

高

か
つ
た
大

正
九
年

の
数

字
は
総
人

口
千

に
付

三
六

。
二
で
あ

つ
て
、

こ
の
位

の
出
生
率

は

一
八
七
〇
1

八
〇
年
代

の
英
國
、
猫

逸
等

に
も
見

ら
れ
た
。
即

ち
日
本

の
近
年

に
お
け
る
と
同
じ
出
生
率
は
欧
洲
諸
國
も
五
十
年
前

に
経
験
し
た

こ
と
で
あ

つ
て
、
特

に
取
立

て
、
い
ふ
程

の
こ
と
は
な

い
。

死
亡
牽
は
昭
和
七
年

で
も
尚
人

口
千

に
付

一
七

。
七

で
あ

る
か
ら
、
英

國

の

一
一
・
七

に

比
し
て
遙

か
に
高

い
が
、
最

近
は
幼
兜

死
亡

の
減
少

に
よ
り
著

し
く
低
下
し

つ

玉
あ
る
。
生
死
を
差
引
し
た
自
然
増
加

率
は
大

正

末
年

以
來

=
二
乃
至

一
五

の
高

率
を

示
し

て
ゐ
る
が
、

こ
れ

は
右

の
如
く
出

生
率

の
低
下
と
同
時

に
死
亡
率
が
低
下
し
た
結
果

で

あ

つ
て
、

か
や
う
な
形
勢

は
欧

洲
諸
國

の
出
生
率
減
退
時
代

の
初
期

に
お

い
て
見

ら
れ
た

こ
と

で
あ
る
。
而
し

て
右

の
自
然
増
加

牽

の
高

さ
も
ま
た
欧
洲

の
例
を
超

え
た
も

の
で
は
な

い
。
英

國
に
お

い
て
は

一
八

八
〇
年
頃

一
四

・
一
に
達
し
、
猫
逸

に
お

い
て

は

一
九

〇
〇
年

に

一
四

・
九

に
達
し
た
例

が
あ
る
。
而

し
て
大
戦
前

に
は
伺
可
な
り
高

い
増
加
率
を
示
し

て
ゐ
た

の
で
あ
る
が
、

そ
れ

が
職
後

に
至

つ
て
激
減
し

て
四

又
は

五
と

い
ふ
低
率

に
下

つ
て
し
ま

つ
た
。

要
す

る
に
日
本
人

口
激

増
は
人
種

的
特

色

に
あ
ら
す

し
て
、
欧
洲
諸
國

が
以
前

に
経
験

し
た
こ
と
を
繰
返

し
て
ゐ
る

に
過
ぎ
な

マ
ル
サ
ス
と
現
代
の
入
口
問
題

一
九



二
〇

い
。
た

野
彼

の
國

々
で

恰
か
も
人

ロ
増
加

の
停

止
に
近
づ

い
た
時
代

に
日
本

の
そ
れ

が
高
潮

に
達

し

て
ゐ
る
た

め

に
彼
我
の
封

照

を
著

し
く
見

せ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な

が
ら
假
り

に
ジ

一一
数
投

の
読

の
如
く
國
民

に
も
個

人
と
同
じ
く
成
長

及
老
衰

の
生
涯

が

あ
る
と
し
て
、
欧

洲
諸
國

の
老
衰
期

に
日
本
は
成
長
し

つ

、
あ

る
と
す

る
な
ら
ば
、

こ

の
事
實

は
欧
洲
人

に
取

つ
て
恐
る

べ
き

こ

と

で
あ

る
か
も
知
れ
な

い
。

叉

か
く

の
如
く
世
界

の
申

で
人
口

の
激
増
す
る
國
と
停

止
す
る
國
と
あ
れ
ば
、
國
際

政
治

の
局
面

に

現
歌
維
持
を
困
難
な
ら
し
む
る
所

の
何
等

か
の
反
響
を
生
す

べ
き
は
遜
け
難
き
と
こ
ろ

で
あ
る
。
そ
れ
故

ア
メ
リ

カ
の
タ

ム
ソ

ン

め

博

士
は
日
本
を
以

つ
て
世
界
人

口
の

「
危
瞼
匠
域
」

で
あ
る

と
な
し
、

日
本

に
領

土
を
與

ふ
る

の
必
要
を
力
読

し

て
ゐ
る
。
し

か

し

日
本

に
お

い
て
産
兇
制
限

を
奨
働
す
る

の
必
要
を
力
論

す
る
も

の
も

あ
る
。
今

ま
で

の
と
こ
ろ
日
本

の
人

ロ
問
題

に
つ
い
て
は

日
本
人
自
身

よ
り
も
外
國

人
が
よ
り
多
く

の
關

心
を
も

ち
、
研
究
を
な
し
た

や
う

で
あ
る
。
今

や
世
界

の
學
者

政
治
家

は
日
本
國

民
が
如
何

に
し
て
人

ロ
問
題
を
解

決
す

る
か
を
看
守

つ
て
ゐ
る

の
で
あ

る
。

そ
こ
で
私
は
問
題
解
決

の
前
提

た
る
事
實

の
認
識
を
確
實

な
ら
し
む
る
た
め
に
我
國
人

ロ
の
將
來

を
推
算

し
て
、
そ

の
結

果
を

わ

一
九

三
三
年

八
月

の
太

準
洋
會
議

に
獲
表

し
た

の
で
あ
る
。
私

の
推
算

で
は
日
本

の
人

口
増
加

は
無
限

で
な

い
の
み
な
ら
す

、

一

億

に
達
す
る

こ
と
も
な

い
。
今
後

三
十
年

の
申
に
八
千
萬
毫

に
達
し

て
止
む
で
あ

ら
う
。
し

か
し
な
が
ら
人

口
の
増
加

は
杜
會
的

経
濟
的
事
情

に
よ

つ
て
左
右

さ
れ

る
も

の
で
あ

る
か
ら
、
遠

き
將
來

の
豫
測
を
な
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
寧

ろ
不
必
要
で
あ

る
。
た

野
現
在
確

か

に
噺
言
し
得
る
こ
と
が
二
つ
あ

る
。

第

一
に
我
國

で
も
既

に
婚
姻
率
及
出

生
率
減
退

の
傾
向
が
現
は
れ

て
居

る
の
で
、
他

の

一
方

に
死
亡
率

の
減

退

す
る
傾
向
も
著

1)Thompson,TheDangerSpotintheWorldPopUlation.

2)Uyeda,TheFutureoftheJapanesePopulation。



し

い
け
れ

ど
も
、
差
引
し
た
結
果
將
來

の
自
然
増
加

牽
は
漸
次
低
下
す
る
と

い
ふ
こ
と

で
あ
る
。
大

正
九
年

以
來
我
國

の
出
生
数

は
毎
年

二
百
萬
乃
至
二
百
十
萬

の
程
度

で
あ

つ
て
極
め

て
緩

漫
な

る
増
加
傾
向
を

示
し
た

に
過
ぎ
な

い
。
然

る
に
こ

の
間

に
妊
孕

年
齢
婦
人
数

は

一
暦

大
な
る
率
を

以

つ
て
増
加
し

つ

」
あ

つ
た
。
産

む
人
の
数
が
増
し
て
産
ま
れ

る
子

の
籔

が
増

さ
な

い
の
は

一

人
當
り

の
産

み
方

が
少
く
な

つ
た
か
ら

で
あ

る
。
そ

こ
で
何
故

に

一
人
當
り

の
産

見
数
を
減
じ

た
か
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
婚

姻

の
延
期

に
よ
る
有
配
偶
率

の
減

少

が

一
牛

の
原
因

で
あ
り
、
有
配
偶
者

の
産
兜
減

少
が
他

の

一
牛

の
原
因

で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば

早

婚
が
晩
婚

に
な
り
、
多
産
が
少
産

に
な
り

つ
製
あ

る
。

他
面

死
亡

の
側
を
見

る
と
五
歳

以
上

の
人

口
の
死
亡
率

に
は
著
し

き
攣
化

が
な

い
け
れ
ど
も
、
五
歳

未
満

の
幼
兜

死
亡
率
は
頗

る
急
激

に
低
下
し

つ
」
あ

る
。
最

十
激
年
間

の
緬
人

口
に
樹
す

る
死
亡
率

の
低
下
し
た
こ
と
は
全
く

こ
の
幼
見
死
亡
牽

の
低
下

に

よ

る

の
で
あ

る
。
現
在
伺
高
き
自
然
増
加
率

の
維
持

さ
れ
る

の
も
同
じ
原
因

に
よ

る
の
で
あ

る
。
幼
見
死
亡
率
は
今

日
荷

欧
洲

の

そ
れ

に
比
し

て
遙

か
に
高

い
け
れ
ど
も
、
彼
國

々
に
も
曾

て
我
國

と
同
様

に
高

い
幼
兜

死
亡
率

が
あ

つ
た

の
で
あ
る
。

か
く

の
如
く
晩
婚
少
産

、
少
産

少
死

の
傾
向
は
近
年

の
我
國
人

口
の
薪
傾
向

で
あ
る
が
、

そ
れ
は
数

十
年
前
欧
洲

に
現

は
れ
た

の
と
同
じ
も

の
で
あ
る
。

こ
の
傾
向
は
恐
ら
く
今
後

も
欧
洲

に
お
け
る
如
く
織
績

さ
れ
る

で
あ

ら
う
謁
而

し

て
何
故

か
玉
る
傾
向

が
生

じ
た
か

の
原
因

に
つ

い
て
は
彼
國

に

て
種

々
の
読

が
分

れ

て
ゐ
る

(
本
文
第

三
読
)
が
、
我
國

で
も
同
様

種

々
の
読

が
立
ち

得

る

の
で
あ
る
。
私

と
し

て
は
プ

レ
ン
タ

ノ
博

士

の
學
げ
た

や
う

な
こ
と

が
主
た
る
原
因
を
な
す
と
考

へ
て
ゐ
る
。

吹

に
私

の
研
究

か
ら
引
出
し
得

る
結

論
は
右

の
如
く
総
人

ロ
の
増
加
歩
調

は
鈍
く
な
る

に
拘

ら
す
、
生
産
年
齢

の
人

々
は
今
後

マ
〃
サ
ス
と
現
代
の
入
ロ
問
題

麟=

=)口 本人口固題研究第二輯



二

二

二
十
年
間
荷
可
な
り

の
速
さ
を
以

つ
て
進
行
す

る
と

い
ふ
こ
と

で
あ

る
。
生
産
年
齢
即

ち
十
五
歳
乃
至

六
十
歳

の
人
に
は
大

正
九

年

以
後

十
年
間

に
五
百
萬
人
増
加

し
た
が
、
今
後

も
略
同
藪

の
増
加
を

つ
Ψ
け
、

一
九

三
〇
i

一
九

五
〇
年

の
二
十
年
間

に

一
千

萬
人

の
増

加

と
な
る
で
あ
ら
う
。
將
來

の
生
産
年
齢

人

口
は
現

に
生
存
す

る
見
童
人

ロ
が
殆

ど

一
定

の
死
亡
率

を
以

つ
て
減
少

し

て
行
く
結

果

で
あ

る
か
ら
比
較
的

正
確

に
計
算

し
得
る
と
信
す

る
の
で
あ
る
が
、
右
述

ぶ
る

や
う
に
二
+
年
間

に

一
千
萬
人

の
青

批
年
男
女
が
増
加
す

る
こ
と
は
實

に
重
大
な
る
形
勢

と

い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
何

と
な
れ
ば

こ
れ
等

の
入

口
は
幼
年

及
老
年
人

ロ
と

ロ

異
り
、
職
業

を
求

め
、
配
偶
を
求

め
、
肚
會
的

に
も

、
政
治
的

に
も
、
活
動
力

の
最
も
旺
盛
な

る
人

ロ
で
あ

る
。

こ
れ
だ
け

の
人

口
が
安
佳

の
地
位
を
得
る
と
否
と
は
即
ち
治
説

の
分

る

玉
乏

こ
ろ
と
構
し

て
差
支
な

い
。
然

る
に
こ
の
問
題
は
婚

姻
の
延
期

や
産

兇
制

限

の
如

き
消
極
手
段

に
よ
り
解

決
す
る
こ
と
は
出
來
な

い
。
何

と
な
れ
ば
彼
等
は
既

に
生
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
將
來

に
生

る

L
産
見

の
制
限

は
彼
等

の
員
捲
を
減

す
る

で
あ

ら
う
け
れ
ど
も
、
彼
等
自
身

の
問
題
を
如
何
と
も
す

る
こ
と
は
出
來
な

い
。

日

本

は
必
す

國
民
経
濟

の
稜
展

に
よ

つ
て
彼
等

の
生
活
を
保
持
す

る
外
は
な

い
。

要
す

る
に
我
國

で
も
食
料

の
あ
ら
ん
限
り
人

ロ
が
増
加
す
る
と

い
ふ

マ
ル
ナ

ス
の
假
読
は
實

現
さ
れ
す
し

て
、
却

つ
て
出
生
牽

は
減
退

し

つ
曳
あ
り
、
人

口
壇
加

の
歩
調
が
近
き
將
來

に
緩
漫

に
な

る
べ
き
こ
と
が
豫
想
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
か
く

の

如
き
傾
向
は
近
年
始
ま

つ
た

の
で
あ

つ
て
、
そ

の
以
前

に
は
出
生
率

の
昇
り

つ
」
あ

つ
た
時

代
が
あ

る
。
そ

の
時
代

に
生
れ

た
も

の
が
現

に
成

人
し

つ

、
あ

る
か
ら
、
今
後
當
分

の
間
生
産
年
齢

の
人

ロ
が
激
増
す
る

の
で
あ

つ
て
、

こ
れ

が
我
國
人

口
問
題

の
焦

黙

と
し

て
考
慮
す

べ
き
事
實

で
あ

る
。



七

そ

こ
で
今
後

二
十
年

間

に

一
千
萬

人

の
増
加
を
見

る

べ
き
生
産
年
齢
人

ロ

に
封

し
て
如
何
な
る
職
業

が
與

へ
ら
れ

る
で
あ
ら
う

か
。

こ

の
問
題
を
解

く
た
め

の
最

も
手

近
な
鍵
は
過
去

十
年
間

に
お
け
る
職
業

の
襲
展
傾
向

で
あ
る
。
幸

に
し

て
大

正
九
年
及
昭

和

五
年

の
國
勢
調
査
は
職
業

調
査
を
含

ん
で
ゐ
る
か
ら
、

私
は
そ

の
材
料

に
基

い
て
研
究
を
進
め
た
。
そ

の
研
究

の
結
果
を
簡

翠

に
述

べ
れ

ば
女

の
如
く

で
あ

る
。

一
、
大

正
九
年
は
職
時
景
氣

の
未
だ
去

ら
ざ
り

し
時

で
あ
り
、
昭
和
五
年

は
不
況

の
ド

ン
底

で
あ

る
が
、

こ
の
十
年
間

に
失
業

者

の
敏

の
大

に
増
加
し
た

こ
と

は
否
め
な

い
。
即

ち
職
業

の
増
加
は
人

口
の
増
加

に
件

は
な

か

つ
た
。
國
勢

調
査
に
よ
れ

ば
本
業

者

の
増
加
は
六

。

=
二
%
し
か
増
さ
な

か
つ
た

の
に
封
心

て
人

口
は

一
四

・
四
八
%
増
し

て
ゐ
る
。
大

正
九
年

の
就
業

牽
を
維
持

す

る
た
め

に
は
三
千
百

三
十
萬

の
本
業
者

が
あ

つ
て
然

る

べ
き

と
こ
ろ
、
事
實

は
二
千
九
百
萬

で
あ
る
か
ら
そ

の
差

二
百

三
十
萬

と
な
る
。
し

か
し
本
業
者

を
性

別
年
齢
別

に
し

て
見
れ

ば
、
就
業

の
減
退
は
女
子
及
老
幼

に
多
く
し

て
盛
年
男
子

に
は
少

い
。
盛

年

男
子

の
み
の
失
業

は
約
五
十
萬

で
あ
る
。
女
子
及
老
幼

の
減
退

は
産
業

合

理
化
、
教
育

の
進
歩
、
肚
會

政
策

の
實
施

の
結
果

で

あ

つ
て
、
そ
れ
自
身

と
し

て
は
好
き
傾
向

で
あ

る
が
、
生
産
年

齢

の
男
子

だ
け

で
も
失
業
を
大

に
増
し
て
ゐ
る

の
で
あ

る
。
し
か

も
我
國
人

ロ
の
大
牛
を

占
む

る
小
農
及

小
商

工
業
者

は
就
業

し
た

ま

、
所
得

の
減

少
に
苦

し
ん
で
ゐ
る

の
で
、
そ
れ
等

は
こ

の
統

計

に
は
現
は
れ

て
來
な

い
。

マ
〃
サ
ス
と
現
代
の
入
口
問
題

=
三



二
四

二
、
次

に
各
種
職
業

の
消
長
を
見
る

に
、
農
業

に
從
事
す
る
も

の

」
数
は
殆
ど
居
据
り

で
あ

つ
て
、
増
減

を
見

な

い
。
農
業
は

現
今
樹
我

國
最

大

の
産
業

で
あ

る
が
、
新

に
人

口
を

吸
牧
し
な

い
故

に
、
総
人

ロ
中
農
業

に
よ

つ
て
養

は
る

ム
も

の

曳
割
合
は
五

〇
%
か
ら
四
五
%

に
下

つ
た
。

日
本
は
速
か
に
工
業

化

さ
れ
、
都
市

化
さ
れ

つ
、
あ
る
。
十
年
間

に
増
加
し

た
人

ロ
八
百

四
十
八

萬

の
六
二
%
は
市

に
お
け

る
増
加

で
あ

つ
た
。
而

し

て
農
村

の
子
女
は
青
年

期
に
達
し

て
か
ら
都
市

に
移
佳
す

る
か
ら
、
農
村
に

は
青
年
人

ロ
の
割
合
減
少
し
、
都
市

に
は
激

増
し

て
ゐ
る
。

三
、
農

村

の
人

ロ
吸
牧
力
嚢

へ
、
日
本
全
艦

の
人

ロ
が
都
市
化
し

つ

玉
あ
る
と

い

へ
ば
、
人

幽
は
通
常
工
業

人

ロ
の
増
加

を
想

定
す

る
の
で
あ
る
が
、
事
實

は
必
す
し
も
然

ら
・す
。
本
業
者

の
み
に
つ
い
て

い

へ
ば

工
業

人

ロ
は
絶
封
減
を
示
し

て
ゐ
る
。
し
か

し
そ
れ
は
女
子
及
老
幼

の
減

と
生
産
年
齢

男
子

の
増

と

の
差
引

で
あ

つ
て
、
前
述

の
合

理
化
、
教
育

及
就
會

政
策

の
結
果

が
工
業

の
場
合

に
最
も
鮮
明

に
現
は
れ

て
ゐ
る
。
從

つ
て
工
業
本
業
者

と
そ

の
家

族
を
合

せ
た
数
は
十
年

聞

に
百
五
十
萬

の

増

加

で

あ

り
、

工
業

が
総
人

ロ
中

に
占
む

る
割
合
は

一
八

・
二
%
と
な

つ
た
。
し
か

し
な
が
ら
そ
れ

に
し

て
も

工
業
生
産
高

の
非
常
な

る
増

加

に
比
す
れ

ば
そ
の
人

口
吸
牧
力

は
意
外

に
少

い
と

い
は

ね
ば
な
ら

ぬ
。
こ
れ
は

工
業

の
機
械
化

に
よ
る
技

術
的
失
業

に
蹄
す
る

外
な

い
。

工
業

の
外
交
通
業

、
鑛
業

も
ま
た
同
様

で
あ

る
。

四
、
か
く
し

て
有
業
者

檜
加

の
大

部
分
は
商
業
及

公
務
自
由
業

の
増
加
と
な

つ
て
ゐ
る
。
特

に
商
業

の
増
加

が
著
し

い
。
國
勢

調

査
に
所

謂
商
業

は
物
品
販
費
業

の
外

に
金
融
、
保
瞼

、
娯
樂
、
族
館
、
飲
食
店
等
を
含

む
が
、
そ

の
大
牛

は
物
品
販
費
業

で
あ

る
。
商
業

人

ロ
が
総
人

口
中

に
占
む
る
割
合
は

工
業

に
比
肩
し

一
七

・
四
%
と
な

つ
た
。
現
今

小
費
店

の
過
多
が
世
間

の
問
題

に



な

つ
て
ゐ
る
の
で
、
商
業

の
増

加
は
即

ち
牛
失
業
者

の
増
加

に
外
な

ら
す

と
す

る
見
方
も
あ

る
が
、
し
か
し
工
業
生
産

の
莫
大
な

る
増
加
は
自
然

そ
の
製
品
を
取
扱

ふ
商
人

の
増
加

を
も
た

ら
さ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
從

つ
て
商
業

の
増
加
は

一
概

に
悲
観
す

べ
き
も

の

で
は
な

い
。
け
れ

ど
も

こ
の
商
業

人

口
の
増
加
を
し

て
牛
失
業
者

の
増
加
た
ら
し

め
ざ
る
が
爲

め

に
は
農

工
業

生
産

の
増
加

が
な

け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
農
業

生
産

が
増
加

し
な

い
場
合

に
は
工
業

生
産
が
増
加

し
て
、
そ

の

一
部
が
外
國

叉
は
外
地

へ
輸
出

せ
ら
れ
、

そ

の
封
債

と
し

て
外
國

叉
は
外

地
の
食
料
や
原
料
が
輸
入

さ
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
。

つ
ま
り
貿
易

の
焚
展
を
必
要

と
す
る

の
で
あ
る
。

八

本
文

の
目
的
は
日
本

人

口
問
題

の
解
決

を
論
す

る
に
あ
ら
す

し

て
、

マ
ル
サ

ス
の
人

口
理
論

が
現
代

の
人

ロ
問
題

に
如
何

な
る

關
係

を
有
す

る
か
を
明
か

に
す
る

こ
と

で
あ
る
。

け
れ
ど
も
日
本

人

口
の
實
勢
を

研
究
し
た
結

果
は
自

ら
そ
の
問
題
解

決

に
役
立

つ
で
あ
ら
う
。

マ
ル
サ

ス
の
主
張

の

蝸
で
あ

つ
た
人

口
は
食
物

の
あ
ら
ん
限

り
繁
殖
す

る
と

い
ふ
事
實

は
敏
洲

に
お
け
る
十
九
世

紀
末
葉

以
後

の
研
究

に
よ

つ
て
否
定

さ
れ
た
。
而
し

て
日
本

に
お

い
て
も
欧
洲
同
様

に
出
生
率
減
退

の
傾
向
は
既

に
始
ま

つ
て
來

た
。
し

か
し
な

が
ら
人

ロ
塘
加

の
大
勢

は
過
去
敏
十
年
間

の
出

生
増
加

の
結
果

で
あ
る
か
ら
、
現
在

の
出

生
奉
減
退

が
直

ち

に
人

口
の
総
数

に
影
響
す

る
程
度

は
輕
微

で
あ
る
。
特

に
出
生
率

の
減
退

は
幼
兜

死
亡
率

の
減
退
を
俘

ふ
が
故

に
、
出
生
率

の
減

退

と

自
然
増
加
率

の
上
昇
と
が
或

期
間
に
お

い
て
は
平
行
す

る

の
で
あ

つ
て
、
そ
れ
が
即

ち
我
國

の
現
状

で
あ
る
。

叉
二
十
世
紀
初
頭

の
欧
洲

で
は
過
去

の
出
生

率
増
加

し

つ
玉
あ

つ
た
時

代

の
反
映

が
現
在

の
青
肚
年

人

口
の
増
加

の
上

に
現
は
れ

て
ゐ
た

の
で
あ

つ

マ
ル
サ
ス
と
現
代
の
入
口
問
旗
一

二
五



二
六

て
、
こ
の
關
係
も
ま
た
我
國

の
現
在

に
著

し
き
影
響
を
與

へ
て
ゐ
る
。
そ
れ
故

に
人

口
増
加
特

に
生
産
年
齢

人

口
の
増
加

と
い
ふ
'

こ
と
は
少
く

と
も
今
後

二
三
十
年

の
我
國

の
政
治
経

濟
上

に
至
大

の
關
係

あ
る
根
本
的
事
實

と
し

て
認

め
な
け

れ
ば
な
ら

ぬ
。

と
の
増
加
す

る
と
こ
ろ

の
生
産
年
齢
人

口
は
何
虞

に
そ

の
職
業

を
得

る
か
と

い
ふ
に
、
少
く
と
も
最

近
十
年
闇

の
統

計
は
我
人

口

の
都
市

化
叉
は
工
業

の
進
行

し

つ

」
あ

る
こ
と
を
語
り
、
し
か
も
そ

の
結

果
は
充
分
多
く

の
職
業
を
得
ら
れ
な

か

つ
た

こ
と
を

語

つ
て
ゐ
る
。
即
ち
我
國
農
業

の
人

口
吸
牧
力
は
衰

へ
た
が
、

こ
れ

に
封

し
て
都
市

の
人

口
吸
牧
力
は
増
大

し

つ
曳
あ
る

に
拘

ら

す

、
術
総
人

口
の
増
加

に
樹

し

て
充
分

と

い

へ
な

い
欣
態

で
あ
る
。
今
後

の
問
題
は
農
業

が
少
く

と
も
現
在

の
農
業

人

ロ
を
維
持

し
得
る
か
、
叉
都
市

の
職
業

は
更

に
大
な

る
人

ロ
吸
牧
力

を
嚢
揮
し
得
る
か
と

い
ふ
こ
と
で
あ

る
。
も

し
も
都
市

の
職
業

が
充
分

に
嚢
展

し
な

い
と
す
れ

ば
、
人

ロ
は
都
市
よ
り
農
村

へ
逆
流
す
る

こ
と
も
起

り
得
る

が
、
そ

の
時

は
恐

ら
く
我
國

民

の
生
活
程
度

が
低
下
す
る
時

で
あ
ら
う
。

こ
れ

に
反
し

て
農
村
が
組
織

の
攣
更
等

に
よ

つ
て
更

生
し
、
都
市

が
商
工
業
の

一
麿

の
稜
展

に
よ

つ

て
益

々
多
く

の
人

ロ
を

吸
牧
す

る
な
ら
ば
、
明
治
以
來

の
生
活
程
度

上
進

の
傾
向

は
織
績
す
る

で
あ
ら
う
。
而

し

て
都
市

の

一
麿

の
嚢

展
は
外
國

貿
易

の
磯
展

を
必
要
條
件

と
す
る

の
で
あ

る
。
我
國
農
業

の
二

つ
の
主
要
産

物

た
る
米

及
生

縣
が
目
下
の
危
機

に

遭

遇
せ
る
こ
と
、
並
に
世
界
経
濟

の
機
構

が
混
齪

し

て
外
國
貿
易

の
圓
滑

な
る
進

歩

が
妨
害

さ
れ

て
ゐ
る
こ
と
は
上
述
の
看
鮎

か

ら
見

て
決
し

て
樂
襯
す

べ
き
歌
勢

で
は
な

い
が
、

し
か
し
な

が
ら
そ
れ
等

の
障
害
を
打
開
す

る
の
途
も
ま
た
褒
見

さ
れ

る
で
あ

ら

う
。
國
民

の
進

歩
は
如
何
な

る
時
代

に
も
障
害
な
し

に
實

現
さ
れ
る
も

の
で
は
な

い
。

從
來

我
國

に
お

い
て
人

ロ
問
題

を
論
す

る
も

の
」
中

に
、
人

口
の
増
加
と
國
内

に
お
け
る
食

料
生
産

の
増
加

と
を
比
較
す

る
を



以

つ
て
主

要

の
論
瓢

と
な
す
傾
向

が
あ

つ
た
。

昭
和
二
年
政
府

に
お

い
て
所
謂
人

口
食
糧
問
題
調

査
會
を
設
け
ら
れ

た

の
は

こ

の

種

の
意
見

に
動

か
さ
れ
た

こ
と
少

か
ら
ざ
る
や
う

に
思
は
れ
る
。
し

か
し
な

が
ら
そ

の
後

人

口
問
題
は
食

糧
問
題

よ
り

も
寧
ろ
職

、

業

問
題

で
あ

る
こ
と
が
漸

次
理
解

さ
れ
る
や
う

に
な

つ
た
。
蓋

し
食
糧

は
必
す

し
も
國
産

に
の
み
依
頼

す
る

こ
と
を
必
要
と
す
る

に
非
す

し

て
、
自
國

以
外

か
ら
必
要
な
る
分
量
を
輸
入
し
得
る
だ
け

の
商

工
業

が
國
内

に
嚢
達
し

、
且

そ
れ
に
相
當
す

る
だ
け

の

外
國
販

路
が
得
ら
る
れ
ば

よ

い
の
で
あ
る
。
欧
洲

の
諸

工
業

國
は
皆

商
工
業

の
嚢
展

に
よ

つ
て
人

口
食
糧
問
題
を
解
決
し
來

つ
た

の
で
あ
る
。
即

ち
問
題

の
鍵

は
食
料
自
給

に
あ
ら
す

し

て
、
自
國

が

工
業
國

と
し

て
存

立
し
得

る
だ
け

の
外
國

貿
易
を
稜
展

せ
し

む

る
こ
と
で
あ

る
。
但
し
國
防
上
等

の
見

地
か

ら
或

程
度

の
食

料
自
給

が
必
要
な

る
こ
と
は
考
慮
す

べ
き

で
あ
り
、
特

に
我
國
民

の
主
要
食

料

が
米

の
中

に
て
も
、
特
殊

の
性
質
を
有
す

る
と
こ
ろ

の
日
本
米

で
あ

る

こ
と
は
、
我
國

の
食
糧
問
題

に
特
殊

の
色
彩

を
帯
び

し
む
る
要
件
と
な

る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど

も
近
年
朝
鮮

及
墓
潤

に
お
け
る
日
本
米
栽
培

の
成
功

は
帝
國

の
版
圖
内

に
お
け

る
日
本
米
自
給

の
實
現
を
意

味
す

る
も

の
で
あ
る
。

即
ち
我
國

の
主
要
食
料
た
る
米

に

つ
い
て
は
内

地
と
外
地
と

の
地
方
的
分
業

に
よ

つ
て
問
題

が
解
決
さ
れ

る
次
第

で
あ

る
。
現
在

の
米
穀
問
題
は
朝
鮮
及
甕
灘

に
お
け
る
日
本
米

の
生
産
が
あ
ま
り

の
大
成
功

で
あ

つ
て
、
そ

の
生
産
費

が
内
地

に
比
し
遙

か
に
低

い
と

い
ふ
事
實

か
ら
嚢
生
し
た
と

こ
ろ

の

一
の
悩

み
で
あ

る
。
從

つ
て
解
決

の
方
向
は
朝
鮮
米

排
斥
で
な
く
し

て
、
内

地
農
業

の
多
角
化

に
求
め
ら
る

べ
き

で
あ
る
。

一
時

の
政
策

と
し
て
如
何
な

る
手
段
が

必
要

と
な
る

に
せ
よ
、
大
勢
は

こ
の
方
向

に
進
ま

ね
ば
な

ら
な

い
で
あ
ら
う
。
結

局
我
國

は
如
何

に
し
て
工
業

國
と
な
り
得

る
か

に
問
題
は
集
中
す

る
で
あ

ら
う
。

マ
ル
サ
ス
と
現
代
の
人
口
問
題

二
七



二
入

●

然

る
に
我
國

の
青
年
畢
徒

の

一
部

に
は
人

口
問
題
を
主
と
し

て
肚
會
問
題

と
し

て
取
扱

ふ
べ
き
こ
と
を
理
論
的

に
主
張
す

る
も

の
が
あ

る
。

こ
れ
は
前

に
述

べ
た
人

口
食
糧
問
題
を
患

ふ
る
論
者

の
立
場
が
あ
ま
り

に
自
然
地
理
學
的
な
る

に
封

し

て
、
あ
ま
り

に
肚
會

科
學
的

で
あ
る

と
私
は
思

ふ
。
我
國
民

の
職
業
問
題

が
農

村
及
都
市

に
お
け

る
杜
會
組
織

に
よ
り
影
響
を
受
く

る
こ
と
は

申

す
ま

で
も
な

く
、
現

に
吾

人

の
眼
前

に
あ
る
農

村
問
題

及
中
小
商

工
業
問
題
が
枇
會

政
策

の
側
か
ら
槍
討

さ
れ

ね
ば
な
ら

ぬ
こ

と
を
疑

ふ
も

の
は
な

い
。
更

に

一
歩
を
進

め
て

い

へ
ば
、
も
し
萬

一
に
も
我
國

の
工
業

國

と
し

て
の
進
路
が
全
く
閉

さ
れ

る
や
う

な
事
態

が
畿

生
し
た
と
假
定
す
れ
ば
、
肚
會
問
題
は

至
大

の
意
義
を
有
す

る
に
至

る
と
考

へ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。

又
か

」
る
假
定

を
設
け
な

い
で
も
、
工
業
國

と
し

て
の
我
國

の
進
路

に
障
害
あ
る
こ
と
は
既

に
述

ぺ
た
如

く
で
あ

る
故

に
、
そ

の
進
路
打
開

の
道

程

に
お

い
て
杜
會
組
織

の
問
題

が
考
慮

さ
る

べ
き
こ
と
は
勿
論

で
あ

る
。
し
か
し
な

が
ら

マ
ル
サ
ス
の
着
眼
し
た
人

ロ
と
天
然
資

源

と

の
關
係
を
無
覗
し

て
抽
象

さ
れ
た
る
経
濟
理
論

の
み
か
ら
結

論
を
引
出
す

こ
と
は
出
來
な

い
。
往

々

マ
ル
サ

ス
の
人

ロ
論

は

抽
象

的
で
あ

る
と

い
ふ
理
由

で
批
難

さ
れ

る
け
れ
ど
も
、
彼

の
こ

の
着

眼
黙
か
ら
現
代

の
人

口
問
題
を
見
れ
ば
、
吾
人

の
研
究
は

営

然
現
代

の
世
界

及
各
國

の
天
然
資
源

に
基

き
た

る
具
艘
的
研
究

に
な

ら
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ

の
で
あ

つ
て
、
決
し

て
抽
象
論

に
は

絡

ら
ぬ
筈

で
あ
る
。
吾
人
は

こ
の
意
味

に
お

い
て

マ
ル
サ

ス
を
生

か
す

べ
き
で
あ

る
。




