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書

ご
一

∵

バ
ー
一

､

～

山
湖

耗

徳
川
時
代
の

人
口
と
明
治
時
代
の

人
口

上

田

貞

次

郎

欧
洲
白
人
の

人
口

が

第
十

八

世

紀
の

末

か

ら

第
十

九

世

紀
に

か

け
て

頗
る

急
遽
に

増
加
し

た
こ

と

は
､

彼
固
の

人
口

史
上

に

最
も

顧

著

な

る

革
質
で

あ
■
り

､

従
つ

て

そ

の

原

因
の

討
究
は

最
も
重
要
な
る

研

究
事
項
と

な
つ

て

ゐ

る
｡

同

棲
に

徳
川

時

代
の

後
牛
を

通
じ

て

殆
ど

停
止

し
て

ゐ

た

我

日

本
の

人
口

が

明
治
に

な
つ

て

急
速
に

増

加
の

傾
向

堅
不

し

た
こ

と

は

我

国
の

人
口

史
上

最
大
の

塑
息

を

以
つ

て

研

究

さ

れ

ね

ぼ

な

ら

ぬ

と
こ

ろ
の

問
題
で

あ
る

｡

現

在
西

洋
で

は

人

口

減
少
の

危
険
が

眼

前
に

迫
つ

て

ゐ

渇

の

で
､

人
々

の

注
意

は

専
ら

そ
の

間
題
に

集
中
し

､

日

本
で

も

同

じ

事
賞
の

萌
芽
が

見
え

る

や

う

に

な
つ

た

か

ら
､

こ

の

鮎
に

関
し

て

議
論
が

始
め

ら

れ

た

や

う
で

あ
る

が
､

草
間
上
で

は

現

在
の

減
少
の

傾

向
も
以

前
の

増
加
の

傾

向
鴻

均
し

く
重
要
の

問
題
で

あ
る

ぼ

か

り
で

な

く
､

前
者
の

研

究
の

一

面

と
し

て

後
者
の

研

究
む

必

要
と

す

る

の

で

あ

る
｡

徳
川

時
代
か

ら
明
治
時

代
へ

の

人
口

の

推
移
を

見
る

こ

と

は

決
し

て

聾

者
の

閑
専
業
に

止
立

言

な
い

の

で

あ
る

｡

然
る

に

従
釆
我

国
の

畢

界
に

ぉ

い

て

右
の

問
題
が

如

何
に

取

扱
は
れ

て

発
た

か

と
い

ふ

に

∵

徳
川

時
代
の

研

究
と

明

治
以

後
の

研

究
と

鹿

川

時

代
の

人
口

と

明
治

時

代
の

人
口



中
一

一

橋

静

養

弟
七

巻

第
一

教

は

即
種
の

人
々

に

よ

り

別

種
の

方
法
で

遽
行
せ

ら

れ
､

相
互

の

闇
に

連
絡
が

炊
け
て

ゐ

た

や
う

で

あ
る

｡

徳
川

時
代
の

研

究
は

歴

史

家
の

手

に

よ
つ

て

な
さ

れ
､

今
ま
で

の

と
こ

ろ
で

は

主
と

し
て

資
料
の

探
求

に

力
を

注
ぐ
こ

と

に

な
つ

て

居
少

､

既
に

蟄
見
さ

れ

た

る

資
料
の

批
評
に

よ

り
て

史
箕
の

虞
相
む

究
め

る
こ

と

に

は

充
分
の

注

意

が

沸
は

れ
て

ゐ

な
い

や
う

で

あ
る

｡

こ

れ

に

反

し
て

明

治
以

後
の

人
口

の

研

究
は

統
計
畢

者
や
経

済
聾

者
の

仕
事
に

な
つ

て

ゐ
る

の

で
､

近

代
西

洋
の

研

究
港
に

従
ひ

精
密
な

る

数
字
的
検
討
を

試
み
て

ゐ

る

が
､

資
料
そ
の

も
の

の

詮
索
は

稽
ミ

等

閑
に

附
さ

れ
た

気
味

が

あ

る
｡

新
に

畢

び

得
た

る

研

究
法
を

徳
川

以

前
の

人
口

史

料
に

應
用
す
る

こ

と

は

殆
ど

行
は

れ
て

ゐ

な
い

と
い

つ

て

も
過

言
で

は

あ
る

ま
い

｡

か

ゝ

る

現

状
は

決
し
て

こ

の

寧
ゝ

に

放
任
さ

る
ペ

き

も
の

で

な

く
､

雨

着

仕

二

骨
緊
密
な

る

連

絡
の

下

に

協
力
を

必

要
と
す

る

の

で

あ

る
｡

近

年
財
国

法
人
人
口

問
題
研

究
合
の

主

催
で

毎
秋
全

国
人
口

問
題
合
議

が

開
か

れ
､

雨

着
相
知
る

横
倉
を

得
た

こ

と

は

吾
人
の

幸
で

あ

る

が
､

由
よ

り
こ

れ

だ

け

で

は

清
足

し

得
な
い

の

で

あ
る

｡

今
で

は

国
立

人
口

問
題
研

究
所
が

出

奔
た

の

で

あ
る

か

ら
､

こ

の

方
面
の

研

究
に

も

遺
憾
な

き

事
態
に

至

る
べ

き

を

期
待
す

る

次

第
で

あ
る

｡

本
文
の

筆
者
は

曾
て

人
口

問
題
の

研

究
に

社
食
科
挙

と

暫
峯

と
の

協
力
を

要
す

る
こ

と

を

主
張
し

､

そ

の

事
は

既
に

箕
現
の

端
緒

を
閃
か

れ

た

が
､

そ

れ

と

同

様
の

意
味
で

､

今
は

歴

史
と

統
計
畢
及

び

経

済
率
と
の

捷
携
を

主

張
し

た
い

の

で

あ
る

｡

本
文
の

目

的
は

我

国
に

急

け
る

人
口

増
加
の

傾

向
が

何
時
よ

り
､

如
何
な

る

様
相
を
以
つ

て
､

叉

如

何

在
る

原

因
に

よ
つ

て

生
じ

発
つ

た

か

に

つ

き
､

今
ま
で

に

考
へ

た
こ

と

を
記

し

て

大

方
の

批
評
を

請
は

ん

と

す

る
の

で

あ
る

が
､

徳
川

時
代
の

歴

史
的
資
料
に

は

筆
者
頗

る

不
案
内
で

あ
る

か

ら
､

自
己

の

意
見
を

立
て

る

よ

り

も
寧
ろ

問
題
を

繰
出
し

て

歴

史
専
門

家
の

教
む

求
め
る

に

過

ぎ
な
い

｡

文

筆
者
は

こ

の

場
合
問
題
を

提
出

す
る

こ

と

だ

け
を

自
分
の

主
た

る

役

割
と

考
へ

て

ゐ

る
の

で

あ

る
｡

◆

一
打

占



紆

れ
･

鴨

徳
川

時

代
の

全

国
人
口

に

圃
す
る

数
字
と
し

て

筆
者
の

知
つ

て

ゐ

る
の

は

勝
海
舟
伯
の

｢

吹

垂
線
+

に

拳
げ
ら

れ
た

も
の

と

｢

国
史
論

纂
+

に

牧

め

ら

れ

た

小

宮
山

綬

介
氏
の

論
文
｢

近

代
の

人
口

並

に

人
口

と

天
時
と

の

関
係
+

中
に

車
げ

ら

れ

た

も
の

だ

け
で

あ
つ

て
､

こ

の

雨

着
を

併
せ

る

と

享
保
六

年
(

…

三
年
)

か

ら

弘
此
三

年
(

一

入

四

六

年
)

ま
で

毎
ハ

年
目

の

調
査

数
字
十

丸

岡

分
が

得
ら
れ

る
｡

た

だ

元

文
二

年
､

文
化
七

年
､

文
政
五

年
､

天
保
十

∵
年
の

分
は

埋

め

る
こ

と

を

待
漑
い

の

は

遺
憾
で

あ

る
｡

そ

れ

か

ら

弘
此
二

年
以

後
明

治
五

年
皇
で

二

十

五

年
間
に

つ

い

て

は
全

く
手

掛
り

が

な
い

の

で
､

こ

れ

は

前
後
の

比

較
む

す

る

の

に

甚
だ

不
便
で

あ
る

｡

吾
人
の

数
字
は

本
庄

博
士

の

著
書
を

初

め

諸

書
に

引
用
さ

れ
て

ゐ

る

の

と

大

建
同
じ

も
の

で

あ

る
｡

享
保

六

年
(

一

七
ニ

ー

)

享
保
十

一

年
(

一

七

二

六
)

享
保
十
七

年

二

七

三

二
)

元
文

二

年
(

一

七

三

八
)

延
享

元

年
(

一

七

四

四
)

寛
延

三

年

二

七

五

〇
)

璧
暦

六

年
(

一

七

五

六
)

蟹
暦
十
二

年
(

一

七

六

二
)

明
和

五

年
(

一

七

六
八
)

千
人

二

六
､

〇

六
五

二

六
､

五

四
八

二

六
､

九
二

一

敬二

六
､

一

五

三

二

五
､

九
一

七

二

六
､

〇
六

一

二

六
､

九
二

一

二

六
､

〓

五

二

安
永

三

年
(

一

七

七

四
)

安
永

九

年
(

一

七

八

〇
)

天

明

六

年
(

一

七

八

六
)

寛
政

四

年
(

一

七

九

二
)

寛
政

十

年
(

一

七

九

八
)

文
化

元

年
(

一

入

〇

四
)

文
化

七

年

二

八
一

〇
)

文

化
十
三

年
(

一

八
一

六
)

文

政

五

年

(

一

入

二

二
)

千
人

二

五
､

九
九
〇

二

六
､

〇
一

〇

二

五
､

･
〇
八

六

二

四
､

八

九
一

二

五
､

四

七
一

二

五
､

五
一

七

敏二

五
､

六

二
一

触

徳
川

時

代
の

人
口

と

明
治

時

代
の

人
口



】

橋

論

叢

第
七

巻

第
一

渡

文

政
十

一

年
(

一

入

二

八
)

二

七
､

二

〇
一

天

保

五

年
(

一

入

三

四
)

二

七
､

〇

六
三

天

保
十

一

年

二

八

四

〇
)

麒

弘

化

三

年

二

八

四

六
)

二
∴

ハ

､

九
〇
七

こ

の

数
字
は

そ
の

古

い

こ

と

に

お

い

て
､

又

百
二

十

飴
年
に

亙

り

滝
捜
し
て

ゐ

る

茹
に

ぉ

い

て
､

世

界
稀
に

見
る

資
料
で

あ

る
が

､

調

査
の

方
法
は

明

治
時

代
の

も
の

と

大

に

異
な
る

が

改
に

両

者
む

比

較
し
て

日

本
人
口

増

加
の

時
期
を

明
か

に

し

や

う

と

す

れ
ぼ

､

こ

れ
に

封
し
て

種
々

の

検
討
を

施
さ

な

け

れ
ぼ

な

ら
ぬ

｡

第
一

に

此

数
字
は

武
家
及

武
家
の

奉
公
人

を

合
堂

ず
､

又

常
時

最
下
級
と

さ

れ
た

特
殊
の

人
口

を

含
ま

な
い

の

で

あ

る

が
､

仮
り
に

明

治
五

年
の

調
査
に

よ
つ

て

こ

れ

を

補
ふ

と

す

れ
ぼ

聾
･

士
･

卒
族
の

分
約
二

百

萬
､

そ
の

他
の

分
､

数
十

萬
を

加
へ

な

け

れ
ば

な

ら

ぬ
■｡

第
二

に

此

数
字
は

琉
球

･

蝦
夷
の

二

囲
を

除
く
日

本
全

土

六

十

六

箇
固

か

ら

書
出
し

た

も
の

で

あ
る

が
､

軒
に

は

兄

童
の

人
口

を

含
ん

で

ゐ

な
い

も
の

が

あ
る

｡

｢

吹

塵
録
+

に

享
保
十

七

年
の

分
ほ

全

国

五

歳
以

上

と

明

記
し

て

あ
る

｡

又

文
化
元

年
の

分
で

は
十

五

歳

ま

で

は

各
領
主
の

慣
例
に

よ

り

加
除

二
様
で

な
い

こ

と

を

断
つ

て

あ
る

｡

即
ち

或
領
主
の

報
告
は

五

歳
以

下
､

或
者
は
八

歳
以

下
､

或
者
は

十

四

歳
以

下

を

省
く
と
い

ふ

こ

と

に

な
つ

て

ゐ

る

も
し
い

｡

徳
川

時
代
の

人
口

調
査

は

宗
門
改

め

を

主
た
る

月
的
と
し

て

ゐ

る

か

ら
､

兄
童
の

数
は

精
L

き

を

求
め

な
か

つ

た

も
の

か

と

息
は

れ

る
｡

こ

の

兄
童
の

数
を

補
ふ

た

め

に

何
程
を

加
ふ

べ

き
で

あ
る

か

は
全

く

見
営
が
つ

か

な
い

｡

明
治
五

年
の

諷
査
で

は

十

五

歳
未
満
が

約
九
石

高
で

あ
■
つ

た

が
､

こ

れ

を

そ
の

ま
1

加
へ

る

こ

と

は

過

大
で

あ

ら

う
｡

何
と

な

ら
ば

第
一

に

諸
藩
が

す
べ

て

十

五

歳
未
満
を

除
い

て

ゐ

る

の

で

は

な
い

し
､

第
二

に

徳
川

時

代
の

年

齢
構

成
は
天

災
の

頻
馨
に

よ

り

屡
と

ピ

ラ

ミ
ッ

ト

型

む

崩
さ

れ
て

ゐ

た

と

推
定
し

な

け
れ

ぼ

な

ら

な
い

｡

即
ち

年
代
に

よ

り
兄

童

人
口

の

絶
入
口

に

封
す

る

割
合
は

著
し

く
不
同

が

あ
つ

た
と

推
定
す
べ

き
で

あ
■
る

｡

し

か

し

な

が

ら
こ

1

に

補
充

を

要
す
る

兄

童

人

口

教
は

⊥

'

血
札

′

▲

r
.

≠



ナ

ー

≠
′

≠
下

★

決
し

て

度
外
に

置
く
べ

か

ら

ざ
る

大
数
で

あ
つ

た

こ

と

を

推
測

す

る
の

で

あ
る

｡

第
三

に

比

叡
字
は

年
に

よ

り

男
女
の

笹
別

堅
不

し
､

特
に

国

別
に

し
て

男
女
の

罷
別

聖
不

し

た
の

も

あ

る

が
､

何
れ

を

見
て

も
女
の

数

が

男
に

此

し
て

著
し

く
少
い

｡

例
へ

ぼ

享
保
十
七

年
(

竺

慧
戦

文
化

元

年
(

竺
二

‥

諾
肘

人

寛
延

三

年
{

娼

ニ
】

㌫
拡

弘
化

三

年
(

娼

ニ
ニ

㌫
正

調

冨
十
二

年
{

媚

三
‥

謡
苧

.
叉

文
此
元

年
の

国
別

を

見
る

と
六

±
ハ

囲
の

中
､

伊
勢

､

志
摩

､

三

河
､

,
若
狭

､

周

防
の

五

固
の

み

女
が

男
よ

り

多
く

､

そ
の

他
は

悉
く
男
の

超
過

で

あ

る
｡

弘
此
三

年
の

数
字
で

は

男
女
の

数
が

梢
モ

接
近

し
て

ゐ

る

け
れ

ど

も
､

侍
せ
二

〇

〇
に

封
し
里
二

〇
六

と

な
る

の

で
､

こ

れ

を

明
治

時
代
の

女

二
U

O

に

封
す
る
員
二

〇
二

に

封
照

す

れ

ぼ

女
の

数
が

著
し

く
少
い

｡

か

く
の

如

き

は

自
然
の

状
態
と

し
て

は

あ
■
り

得
べ

か

ら

ざ

る

こ

と

で

あ

る

か

ら
､

或
は

女
の

数
に

脱
漏
が

あ

る
の

で

は

な
い

か

と
い

ふ

疑
を

も
た

ざ

る

を

得

な
い

｡

し

か

し

何
か

特
に

女
の

人
口

を

少

く
す

る

や

う

な

事
情
が

あ
る

の

で

あ
ら

う

か
｡

こ

の

鮎
は

研

究
を

要
す

る

の

で

あ

る
｡

か
.
や
う

に

考
へ

て

見
る

と
､

前
記

｢

吹

塵
録
+

等
の

数
字
は

眞
の

人
口

よ

歩

も
飴
軽
少

く
な
つ

て

ゐ

る
の

で

あ
つ

て
､

従
来
普
通
に

い

ほ

れ

た
如

き
二

百

数
十

萬
の

差

に

止

ま

ら

な
い

で

あ

ら
う

｡

例
へ

ぼ

弘

化
三

年
の

総
人
口

は
二

､

六

九
〇

萬
と

な
つ

て

ゐ

る

が
､

こ

れ
に

武
家
等
の

分
と

し
て

二

六

〇

萬
(

こ

れ
が

小

宮
山

紋
介

氏
の

推

定
で

あ

る
)

を

加
へ

れ

ぽ
二

､

九

五

〇

貰
で

あ
る

が
､

更
に

兄
童
の

分
と

し
て

仮
り

に

三

〇

〇

萬

を

加
へ

､

女
の

分
と

し

て

五

〇

萬

を

加
へ

る

こ

と
に

す

れ
ぼ

三
､

三

〇
〇

萬

と

な
る

｡

徳
川

時

代
の

人
口

と

明
治

時

代
の

人
口



二

橋

論

叢

第
七

巻

第
一

錬

筒
徳
川

時

代
の

数
字
に

著

し

き

脱
漏
が

あ
■
る

と
い

ふ

疑
を

深
く
す

る
の

は
こ

れ

が

明
治
五

年
の

そ

れ
に

比

し

て

飴
り
に

少
い

こ

と
で

あ

る
｡

明

治
五

年
の

総
人
口

は

最

聖
二
二

〇

〇

萬
と

計
算
さ

れ

た

け

れ

ど

も
､

常
時
屑
洩
れ

の

も
の

が

後
に

至

り

就
籍
L

た

結
果

､

事
箕
は

三
､

四
八

〇

萬
に

達
L
て

ゐ

た
こ

と
■
が

明

瞭
に

な
つ

空
内

閣

統
計

局

霊
景
彗
輯
｢

明

翌
年

以

降
の

我

国

合
+

)

の

で

あ
る

C

も
L

通

説
に

従
つ

て

弘

些
二

年
の

人
口

を
二

､

九

五

〇

革
と

推
定

す

る

な

ら

ば
､

そ
の

年
か

ら

明

治
五

年
に

至

る

二

十

六

年
間
に

吾
萬
の

増
加

が

あ
つ

準
と

い

ふ

こ

と

に

寧
る

が
､

そ
れ

は
過

去
の

専
葺
か

ら

推
せ

ぽ

信
じ

難
い

で

あ
ら

う
｡

遵
に

明
拾
五

年
以

後
の

二

十

六

年

間
を

取

っ

て

明

治
三

十

妄
ま
で

の

増
加
が

八

百

萬
に

達
し

て

ゐ

る
こ

と

を

見
れ
ぼ

こ

1

に

信
じ

難
い

と
い

つ

た

事
贅
が

現
に

あ
つ

た
の

だ

と
い

へ

な
い

こ

と

は

な
い

け

れ
ど

も
､

若
し

さ

う

だ

と

す

れ

ぼ

日

本
人
口

の

増

加
傾

向
は

明
治

維
新
の

後
に

起
つ

た
の

で

な

く
し

て
､

そ
の

以

前
に

始
つ

た
の

だ

と
い

ふ

こ

と

に

を
る

D

筆
者
と

し
て

は

幕
末
か

ら

明

治
の

初

め

に

か

け
て

か

く
の

如

き

△
H

檜

警
備
す

や
う

な

事
情

が

あ
つ

た

と

思
は
れ

な
い

の

で
､

寧
ろ

天

保
､

弘

他
の

人
口

が

普
通
に

考
へ

ら

れ
て

ゐ

る

よ

り

も

造
か

に

多
か

つ

た

と

推
定
す

る
の

で

あ
る

｡

以

上
の

次

第
で

弘

化
と

明

治
の

間
の

数
字
の

欧
け
て

ゐ

る
こ

と

は

吾

人
の

研

究
上
大

な
る

難
鮎

で

あ
つ

て
､

こ

の

間

旦
繋

ぐ
や

う

な

数

字
が

部
分
的
に

で

も
尊
兄
さ

れ

る
こ

と

を

切

に

希
望
す
る

の

で

あ
る

｡

三

前
述
の

如

く
徳
川

時
代
の

人
口

数
字
は

箕
教
と

し
て

不
完
全

な

も
の

で

あ

る

け

れ
ど

車

掌
保
以

来
引
つ

ゞ

き

同
じ

方
迭
で

調
査
を

行

っ

た

の

で

あ
る

か

ら
､

こ

の

百
二

十

年
間
に

囲
す

る

限
り

前
後
の

比

較
を

な

す
に

は
羞

支
な
い

は

す
で

あ

る
｡

而
し

て

そ
の

比

較
の

結

論

と
し

て

確
か

に

い

へ

る
こ

と

は
こ

の

斯
間
に

ぉ

け
る

人
口

の

全

く
停
滞
し
て

ゐ

た

こ

と

で

あ

る
｡

即
ち

最
も

多
い

時
で

二
､

七

〇

〇

萬
､

郵

博
･′

★



書

ー

r

ー

≠

■
√

最
も
歩
い

時
で

二
､

五

〇

〇
萬

､

而
し
て

二
､

六

〇
〇

萬
毒
の

年
が

多
い

の

で

あ
る

｡

か

く
の

如

く

停
滞
し
て

ゐ

た

人
口

が

後
に

な
つ

て

急
速
な

る

増

加
傾

向
に

縛
じ

た

朗
に

歴

史
上

･

理

論
上
の

∵
大

問
題
が

起
る

の

で

あ
る

｡

前
に

は

何
故
に

停
滞
し

､

後
に

は

何
故
に

増
加

し

た

か

を

明
に

し

た
い

の

で

あ
る

｡

徳
川

時
代
に

人
口

の

増

加
し

な

か

つ

た

理

由
は
二

つ

あ
る

と
一

般
に

認
め

ら

れ
て

ゐ

る
｡

そ
の

一

は

風
水

害
･

草

書
･

蛙
書
に

依
つ

て

生

す
る

飢
饉
並
に

停
染
病

･

地

震
等
の

天
災
が

頻

聾
し

た
こ

と
､

そ
の

二

は

堕
胎
及
び

殺
兄
の

慣
習
が

殆
ど

重

囲
的
に

行
は
れ

て

ゐ

た
こ

と
で

あ

る
｡

こ

の

二

つ

の

原
因
が

人
口

の

上
に

働
く
作
用
は

同
じ

く
な
い

の

で

あ
つ

て
､

一

は

間
歓
的
に

起
り

､

一

は

漫
性
的
に

行
は
れ

る
｡

前
者
は

稽
モ

増
加
し
っ

ゝ

あ
つ

た

人
口

に

急
性
の

打
撃
を

輿
へ

る
の

で
､

そ

れ

が

或
年
数
を
患

い

て

繰
返
さ

る

る

が

故
に

人
口

の

増

減
相
交
代
す

る

こ

と
ゝ

な

る
｡

後
者
は

天

贋
の

あ

る

時
は

生

括
困
難
の

た

め

特
に

深
刻
と

な
る

で

あ

ら
う

が
､

平

時
に

患

い

て

も
絶
え

ず

作
用
し
て

､

人
口

増

加
の

勢
を

綬
漫
な

ら

し

め
る

の

で

あ
る

｡

こ

の

認
定
を

基

礎
づ

け

る

も
の

は
､

各
年

代
の

各
地

方
に

お

け
る

事
箕
の

探
求

で

な

け
れ

ぼ

な

ら

な
い

が
､

幸
に

し
て

今
ま
で

に

多
く

の

畢
者
の

大

な

る

努
力
に

よ

つ

て
､

大
慣
の

こ

と

は

知
ら
れ

る

や

う

に

な
つ

た
｡

た
ゞ

こ

の

種
の

資
料
は
到

る

虚
に

埋

れ
て

ゐ

る

こ

と
ゝ

想
像

さ

れ

る

に

拘
ら

す
､

皇
だ

希
望

す
る

だ

け

集
ま
つ

て

釆
た

と

は
い

へ

な
い
｡

例
へ

ぼ

前
記
の

全

国
紙
人
口

の

数
字
は
各

藩
や

各
代
官

所
よ

り
す

る

報
告
を

集
計
し

た

も
の

で

あ
る

か

ら
､

そ

の

報
告
の

材
料
は

あ

ま

ね

く
諸
方
に

散
在
し
て

ゐ

る

筈
で

あ
る

が
､

今
ま
で

に

尊

兄
さ

れ

た

も
の

は

箕
に

蓼
々

た

る

も
の

で

あ
る

｡

京
都
大

畢
の

本

庄
博
士

･

法
政

大

畢
の

小
野
博
士

･

東
京

高
等
師
範
の

内
田

寛
一

教
授

社
食
事

業
協
合
の

高
橋
梵

仙
氏

等
の

多
年
に

亙
る

努
力
に

勤
し

敬
意
を

表
す

る

の

で

あ
る

が
､

今
ま

で

の

と
こ

ろ
で

は

資
料
の

多
く
は

断

片
的
で

あ

る
｡

固
よ

り
こ

の

難
事
業

を
成
凌
げ

る

に

は

多
数
の

研

究
者
が

各
地

に

散
屈
し
て

資
料
を

漁
る

と

共
に

こ

れ

ら

等
の

も
の

を
一

徳

川

時

代
の

人
口

と

明
治

時

代
の

人
口



一

橋

論

叢

第
七

春

草
一

故

所
に

集
め

る

と
こ

ろ

の

中
央

機
関
が

な

け

れ
ぼ

な
る

ま
い

｡

又

資
料
を

所
有
す

る

と
こ

ろ
の

曹

優
等
の

段
カ
を

範
封
に

必

要
と

す

る
で

あ

ら

う
｡

現

在
郷
土

史
研

究
が

準々

盛
に

な

り
つ

1

あ
る

の

で
.

各
地
の

資
料
む

動
点
す
る

便
宜

も
多
く
な

る

の

で

は

な
い

か

と

息

蜂
れ

る
｡

望
重

し

き

こ

と

は

椴
令

一

村
で

も

人
口
･

天
茨

･

法
制
に

閲
し

､

数
十

年

数
百

年
に

亙
る

資
料
の

取

摘
へ

ら

れ

る

こ

と
で

あ

る
｡

筆
者
は

徳
川

時
代
の

資
料
に

つ

き

甚
だ

不
案
内
で

あ
る

が
､

こ

1

に

前
記
の

専
門

諸
家
の

労
作
に

基
い

て

看
得
し

た

結
果
を
い

ふ

と

す

れ

ぼ
､

第

言
堕
胎
及

び

琴
兄

の

慣
習
虻

針
ど

全

国

的

呈

毒
各

階
級

室
通
じ
て

､

而
か

も
人

品
限
の

目

的
を

以
つ

て

行
は

れ

準
と

(

ニ

)

(

三
)

い

ふ

こ

と
で

あ
る

｡

堕
胎
及
び

殺
兄
は

私
通

等
の

場
合
に

特
に

多
く
行
は

る
1

の

は

勿

論
で

あ

る

け

れ

ど

も
､

そ

の

以

外
に

現
在
の

妊
娠

制
限

と

同
じ

意

味
で
一

家
の

経

済
的
負
捨
を

軽
く
す

る
た

め

に

行
は

れ

た

や

う
で

あ

る
｡

間
引

と
い

ふ

語
は
正

常

の

夫
癖
間
に

生
ま
る

ゝ

子

女
の

数
を

少

く
す

る

と
い

ふ

意

味
で

あ
■
つ

て
､

単
な
る

殺
見
で

は

あ

り

得
な
い

｡

而
し
て

そ
の

経
済
的
負
措
軽
減
の

必

要
を

感
じ

た

も

の

は

貧
民
ぼ

か

り
で

な

く
､

富
農
の

場
合
に

も
､

武
豪
の

場
合
に

も

行
は
れ

た
｡

武
家
の

場
合
に

は

領
主
か

ら

赫
を

支
給
さ

れ
る

家
の

数

が

制
限
さ

れ
て

ゐ

る

故
に

次

男
以

下

は

養
子
に

行
か

ぬ

限

カ
ー

豪
を

成
す

途
は
な
い

｡

而
し
て

生

活
程

度
は

家
格
に

よ

つ

て

克
つ

て

ゐ

る

の

で
､

一

家
の

内
に

教
組
の

夫

癖
が

生

荷

担
虔
を

下

げ
て

暮
す

こ

と

も
許
さ

れ

な
い

の

で

あ

る
｡

農

家
の

場
合
に

は
･

竺
東
の

た

め

尭
組

の

土

地

を

分
つ

て
+

分
家
を

起

す
こ

と

は

制
度
上

な

し

得
ざ

る

こ

と

で

は
な
い

け

れ

ど

も
､

固
定
し

た
る

封
建
社
食
に

あ
つ

て

は

や

は
ゎ
ノ

家
格
に

よ

り
生

括
程
度
が

規
定
さ

れ

る

傾

向
が

あ
つ

た
こ

と
は

疑
を

容
れ

な
い

と
こ

ろ
で

あ

る
｡

従
つ

て

農
村
に

ぉ

い

て

は

新
田
の

鞄
か

る
ゝ

場
合
で

な

け
れ

ぼ
､

多
く
の

子

女
を

育
て

る

こ

と

を

好
重

な

い
｡

か

く
の

如

く
▲

に

し
て

産
兄

軌
限

が
一

般
的
に

行
は

れ

た
こ

と

を

認

め

得
る
の

で

あ

る
｡

現

今
で

は

産
兄

制
限

と
い

へ

ぼ

直
ち
に

避

妊

窒
息

昧
す

る

け

れ

ど

も
､

昔
は

そ
の

原

始
的
方
法
と

し
て

堕
胎
及

び

間

引
が

行
は

れ

た

と
い

へ

る

で

あ

ら

う
｡

而
し
て

堕
胎
は

比

較
的
文
化
の

進
ん

だ

地

方
に

行
は

れ
､

間
引

は

そ
の

然
ら

ざ

る

地

方
に

行
は

れ

ヰ

也
7

′

★
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た
の

で

は

な
い

か

と

考
へ

ら

れ

る
｡

又
こ

の

風
習

豊
国
に

普
遍
的
に

行
は

れ

雪
い

ふ

中
に

も
自
ら

程
度
の

差

が

雪
雲
警
う

｡

■

例
へ

ぼ

北

陸
地

方

竺
向
宗
の

影
響
で

間
引
の

風
習
が

監
つ

誓
い

琵
る

の

で

雪
が

､

然
ら

ば

そ
の

場
合

簑
一

恵
下
の

も
の

は
如

何
に

し
て

家

島
し

票
と
い

姦
開

基
ぜ

ざ

る

晶
な
い

｡

或

呂
稼
の

盛
な

る
こ

と

に

よ

つ

て

こ

の

弊
風
に

打
勝
つ

た

の

だ

と

す

る

読
も

立

ち

得
る

の

で

は

あ
る

ま
い

か
｡

こ

れ

基
質
の

検
討

鳥
つ

て

結

革
す
べ

き
で

雪
｡

次

に

天

竺
人
口

と
の

関
係
に

つ

い

て

は
､

雷
の

全

国

蒙
の

慧
美
災
の

記

警
照

合
せ

て

見
て

も
大

饅
の

結
論
は

得
ら

れ

る

や
う

で

雪
｡

前
記
小

宮
山

氏
の

論

文
｢

人
口

と

天
時
と

の

漂
+

笛
草
な

も
の

で

は

あ
る

が

悪
は

富
寄
と

せ

ね

ぼ

な

ら
ぬ

｡

而

し
て

同

氏
が

天
保
以

後
明

治
に

至

る

人

口

撃
誓
時

節
の

人
口

の

増
減

姦
測

す
る

雷
に

天
災
の

歴

竪
引
い

て

ゐ

る

の

も

雷
然

と

息
は

れ

る
｡

小

宮
山

氏

に

接
れ
ぼ

享
保
十

毒
よ

り

十
七

年
の

大
帝
は

累
年
の

豊
作
に

よ

る
｡

延
享

､

宅
建
の

浅
は

享
保
十
八

年
西
国
の

彗
琵
よ

る
｡

軍
暦
の

檜
は

大
災
後
の

蘇
生
に

よ

る
｡

寛
政
の

大
波
は

天

明
の

全
国
大
飢

饉
に

よ

る
｡

文
化
文

政
の

替
ほ

連
年
竪
収
に

よ

る
｡

天
保
の

減
は

連
年
不
作
の

地
方
あ
り
し

に

よ

る
｡

天

保
以
後
ほ

人
口

不

蛸
で

あ
る

が
､

七

年
の

凶
作
に

て

人
口

減
じ
､

語
に

入

り
て

人
口

慧
の

著
し

き

鎧
痘
の

教
も
あ
る

が
､

そ

れ
に

も
倍
し

て

十

蟹
問
の

罠
が

作
用
し

て

ゐ

る
｡

右

笑
倍
の

警
と

し
て

嘗
得

鷲
の

と

息

盗
る

が
､

富
で

竺

票
細

雪
研

究
が

崇
る

で

あ
ら

う
｡

漂
既
に

小

宮
山

徳
川

時

代
の

人
口

と

研

溶

暗

代
ゎ

人
口

弘
化
よ

り
元
治
ま
で

は

脅
し

､

慶
應
は

幾
分
或
少
し

た

で

あ
ら

う
｡



一

橋

論

叢

第
七

巻

第
一

敦

1 0

氏
の

警
是
正

し
､

震
せ

し

め

た

も

の

が

あ

る

か

も
知
れ

な
い

の

で
､

そ

の

警
つ

美
方
の

警
求
む

る

歪
で

あ

毛

徳
川

時
代
に

霞
る

人
口

停
滞
の

冨
は

前
記

の

二

つ

に

あ

呈
し
て

､

さ

て

明

治
時

代
の

急
速
な

増
加

盗
何
に

し
て

驚

誉
れ

た

の

で

あ

る
か

｡

こ

の

間
題

晶
決
せ

ん

と

す

る

蛋
つ

て

尭
づ

考
へ

ら

れ

る

の

は

徳
川

時
代

に

ぉ

い

て

人
口

増

加

晶
止

し

空
つ

の

原

因
が

何
程
取

除
か

れ

た
か

と
い

ふ

こ

と

で

あ
る
｡

詳
し

く
い

へ

ぼ

第
叫

に

天

炭
に

つ

い

て

は

二
)

明

治
時
代
に

雷
る

風
水

苧
革

苧

誓
の

状
況
如

何
､

又
こ

れ

是
川

時

代

還
し

て

度
数
並

に

董
の

程
度
に

如

何

警
慧
が

雪

雲
｡

そ
れ

竺

嘉
ト

き

隷
防
工

作
が

講
ぜ

ら
れ

票
､

そ
の

エ

作
の

効

果
は
如

何
D

(

二
)

表

書
の

起
つ

た

署
の

封
策
に

つ

き

如

何

誉
進
歩
が

あ
つ

た

か

妄
表
鮭

誓
情
の

慧
表
に

交
通
の

進
歩
が

凶

作
地

方
の

飢
饉
の

書
を

軽
減
し

た

る

程
度
如

何
｡

雪
(

こ

は

董
の

攻
防

､

(

二
)

は

董
の

起
つ

た

署
の

封
策
で

あ

毛
大
題
の

費
と

し
て

委
の

警
こ

と

昔
も
今
も

警
な
い

と

考
へ

ら

れ

る
が

､

し

か

し

そ

れ
が

人

間
生

活
に

及

賃
誓
に

は

大
差

量
じ

雷
あ

ら
う

｡

隷
防
に

つ

い

て

農
林
と

河

川

の

修
理

に

よ

つ

て

董
晶
ぎ

､

水

利

藁
に

よ
つ

て

量
産
ぐ
の

警
あ
る

｡

封
策
に

つ

い

て

は

交

莞
び

商
業
の

進
歩
に

よ

わ

蒜
方
の

凶
作
の

誓
が

他
地

方
の

豊
作
に

よ

品
は

る

主
と
で

蔓
じ

し

か

し

な
が

ら

慧
･

治
水

交
通
の

贋
と

辞
す
る

も
､

そ

れ

が

蒜
に

雪
た
の

で

亨
､

徐
々

蒜
長
L

た
の

で

空
か

ら

こ

1

蛋
羞
ふ

て

考
察

産
め

な

け

れ
ぼ

な

ら

な
い

｡

止

t

血
7

′
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侍
染
病
に

つ

い

て

も

同
様

隷
防
と

封
策
が

考
へ

ら

れ

る

の

で

挙
る

が
､

こ

の

場
合
に

は
コ

レ

ラ
･

天
然
痘
等

嘩
署
の

甚
だ

し

き

も
の

に

注
意
む

集
中
し

た
い

の

で

あ

る
｡

次

に

堕
胎
及

び

間
引

に
つ

い

て

は

(

こ

法
制
の

進
歩
及
び

そ

の
昏

完
の

状
況
如

何
｡

法
文
上
の

遊
歩

空
車
知

ら

れ
て

ゐ

る

が
､

そ
の

駄
制
の

蓋
が

問
題
で

雪
｡

自
然
の

状

常
に

お

い

て

も
乳
幼
兄
の

死

亡

率
は

非
常
に

高
い

の

で

あ
る

か

ら
､

こ

れ

に

関
す

る

犯

罪
の

取

締
は

頗
る

困

難
で

あ

る
｡

盲

釆
の

風
習

と

し
て

犯

誓
犯

罪
と

考
へ

て

ゐ

な
い

璧
昆
特
に

困
難
で

あ
る

｡

恐

ら

く
死

題
の

埋

葬
に

閲
す
る

警
察
の

手

績
が

完
成
す
る

ま
で

は

弊
薯
の

除
去

を
な

し

得
な

か

つ

た

と

想
像
さ

れ

る

の

で

あ
る

｡

(

二
)

堕
胎
及

び

間
引
が

経
済
的
負
捨

を
軽
く
す

る

目
的
で

行
は
れ

て

ゐ

準
と

す

れ

ぼ
､

箆
棒
の

励
行
の

み
で

こ

れ

を
取

除
く
こ

と

は

出

奔
な
い

道
理
で

あ
る

｡

産
兄
が

経
済
的
に

猫
宜

し

得
べ

き

見
込
が
せ

蒜
な

け

れ

ぼ

な

ら
ぬ

｡

少

く
と

も
民
衆
が

か

1

る

見

込
の

立
つ

こ

と

を

象
想
し

な

け

れ
ぼ

な

ら

ぬ
｡

､こ

の

見
込
に

影
響
す
る

事
項
は

第

言
は

新
田

開
蟄
で

雷
､

第
二

に

は

移
住

で

あ

ゎ
､

垂
二

に

は

農
法
の

改
良
で

あ

少
､

第
四
に

は

都
市
へ

の

出

疎
で

あ
る

｡

こ

の

間
題
に

つ

い

て

も
筆
者
の

研

究

蜂
僅
か

に

着
手
さ

れ
た

ぼ

か

り
で

あ
つ

て
､

今
は

雪
間

警
提
出

す
る

に
山

喜
る

の

笹
甚
だ

遺

憾
で

挙
る

｡

た
ゞ

明
治
維
新
以

奔
の

統
計
を

概
観
し

た

結
果
に

つ

き
】

言
す

れ
ぼ

聖
1
餞
念
な

が

ら

本

稿
は

竺
で

中

経
し
て

ゐ

る
｡

本

稿
は

霊
の

御

逝

去

後
､

日

常
御

使
用
の

御

鞄

冨
に

買
さ

れ

た

も
の

で
､

こ

れ

が

琴
き
を

蜃
早

永

劫
に

聴
く
こ

と

を

得
な
い

の

は

悲

し
い

こ

と

で

雲
｡

た

芸
稿
の

端
緒
は

昭

和
十

四

年

秋
の

彗
同

合
間

警
固
協

誓
の

報
骨

｢

日

本

人
口

史

上
の

疑

問
二

件
+

に

挙
る

と

思

は

れ

る

の

で

附

記

し

て

お

く
｡

-
(

小

田

梼

記
)

徳
川

時

代
の

人
口

と

喝
治

時

代
の

人
口




