
L
1
1
J
 

経
済
五
ヶ
年
計
童
に
つ

て

1

1
若
干
の
方
法
論
的
考
察
|
|

. 

間

題

1 

こ
こ
で
「
経
梼
五
ヶ
年
計
量
」
と
は
昭
和
三
十
年
の
暮
に
政
府

に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
、
本
年
一
月
に
議
舎
の
承
認
を
経
た
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
戦
後
政
府
に
よ
っ
て
政
策
上
公
式
的
に
採
用
さ
れ

た
最
初
の
計
量
案
で
あ
る
。
経
滴
計
量
と
い
う
考
え
は
砂
ち
ろ
ん

こ
の
十
年
間
に
一
般
に
は
と
り
い
れ
ら
れ
て
い
た
け
れ
ど
、
一
部

に
は
戦
時
統
制
の
再
現
を
強
く
嫌
う
向
き
も
た
し
か
に
あ
っ
た
。

自
由
窯
が
昭
和
二
十
三
年
以
来
七
年
間
政
権
を
握
っ
て
い
た
問
、

経
糟
計
査
は
必
ず
し
も
歓
迎
さ
れ
ず
、
幾
度
か
作
成
さ
れ
た
計
童

ホ

*

案
も
皐
に
牟
公
式
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
昭
和
二
十
九
年
の
終
り

経
済
五
少
年
計
費
に
つ
い
て

b 

k 

山

雄

田

に
、
自
由
篤
と
民
主
黛
と
の
合
同
に
よ
っ
て
鳩
山
内
閣
が
成
立
す

る
や
、
新
し
い
計
萱
案
の
作
成
が
着
手
さ
れ
、
最
初
「
六
ヶ
年
計

童
と
呼
ば
れ
た
原
案
が
h
d

ろ
い
ろ
と
修
正
さ
れ
、
名
稽
も
「
五
』
少

年
計
萱
」
と
改
め
て
殻
表
さ
れ
た
も
の
が
、
い
ま
こ
こ
に
と
り
あ

げ
よ
う
と
す
る
計
重
案
な
の
で
あ
る
。

*
こ
の
計
整
案
は
正
式
に
は
「
経
済
自
立
五
ヶ
年
計
費
」
と
呼
ぱ

れ
、
昭
和
三
十
年
十
二
月
二
十
三
日
附
で
護
表
さ
れ
た
。

*
*
自
由
黛
政
府
時
代
に
愛
表
さ
れ
た
計
塞
案
に
は
次
の
四
つ
の
も

の
が
あ
る
。
〈
一
〉
経
済
復
興
計
費
(
昭
和
二
十
三
年
よ
り
昭
和
二

十
七
年
に
至
る
も
の
)
、
公
一
)
第
二
次
経
済
復
興
計
費
(
昭
和
二
十

四
年
よ
り
昭
和
二
十
八
年
に
至
る
も
の
)
、
合
一
)
経
済
自
立
計
童

(
昭
和
二
十
大
年
よ
り
二
十
八
年
に
至
る
も
の
〉
、
ハ
四
〉
経
済
総
合
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橋

論

議

第
三
十
六
巻

第
五
続

関
裂
の
構
想
(
昭
和
四
十
年
に
つ
い
て
構
想
を
描
け
る
も
の
)
。
以

上
の
う
ち
(
二
)
は
最
も
県
富
な
統
計
資
料
を
使
っ
た
大
規
模
な
も

の
と
し
て
注
目
す
べ
く
、
ま
た
最
後
の
(
四
)
は
こ
ん
ど
の
五
ヶ
年

計
費
の
直
接
先
行
案
と
な
る
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
い
ま
こ
の
計
査
案
に
つ
い
て
若
干
の
方
法
論
的
考

案
を
加
え
た
い
と
思
う
。
計
量
の
テ
ク
ニ

l
ク
と
い
う
も
の
は
固

に
よ
っ
て
か
な
り
大
き
な
差
が
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
一
圏
内
に
お

い
て
も
事
情
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
鑓
化
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
も
の
で

あ
ろ
う
。
日
本
の
現
蹴
に
お
い
て
は
い
わ
ゆ
る
財
政
政
策
(
フ
イ

ス
カ
ル
・
ポ
リ
シ
ー
)
と
呼
ば
れ
る
も
の
よ
り
は
や
や
強
い
、
し

か
し
い
わ
ゆ
万
物
動
計
蓋
(
モ
グ
ィ
リ
ゼ

1
シ
ョ
ン
)
ほ
ど
極
端

で
な
い
と
こ
ろ
の
或
る
種
の
計
董
が
要
求
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
が
、
そ
の
中
間
的
な
も
の
が
果
し
て
ど
の
よ
う
な
内
容
の

、
も
の
か
は
必
ず
し
も
明
確
に
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
貼
に

こ
ん
ど
の
計
重
案
の
問
題
も
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ

る
。
そ
の
問
題
は
政
治
的
な
論
争
の
封
象
と
も
な
ろ
う
し
、
ま
た

賞
務
家
の
勘
の
封
象
に
も
な
ろ
う
。
し
か
し
私
の
以
下
の
考
察

は
、
い
い
得
ぺ
く
ん
ぱ
科
率
的
な
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
、

進
か
に
狭
い
限
界
で
の
も
の
で
あ
る
。
本
文
の
目
的
は
た
だ
こ
の

計
量
案
の
奥
に
横
た
わ
っ
て
い
る
前
提
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
に

含
ま
れ
て
い
る
基
本
問
題
も
、
計
査
の
テ
ク
ニ

1
ク
に
関
す
る
限

り
に
お
い
て
、
解
説
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

一
般
方
式
と
基
礎
数
字

始
め
に
計
童
案
の
一
般
方
式
を
考
察
し
よ
う
。
こ
の
計
童
案
は

ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
コ
ル
ム
の
『
一
九
六

O
年
の
ア
メ
リ
カ
経
済
』
の

方
式
を
基
礎
に
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
す
ぐ
あ
と
で
述
べ
る
よ

う
に
、
そ
れ
は
コ
ル
ム
る
の
ま
ま
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
基
調

に
闘
す
る
限
り
で
は
、
た
し
か
に
コ
ル
ム
方
式
に
し
た
が
ヮ
て
お

り
、
表
式
的
に
は
次
の
よ
う
な
手
績
を
と
っ
て
い
る
。

(

1

)

就
業
者
の
増
加
l
i
l
-
-
」

寸
(

3

)

園
民
生
産
の
増
加

(

2

)

一
人
雷
り
生
産
性
の
増
加
|
一

(

5

)

個
人
消
費
の
増
加
1
1
1
1
1
一

(

6

)

民
間
資
本
形
成
の
増
加
|
|
一
i
(
4
)
園
民
支
出
の
増
加

(

7

)

攻
府
支
出
の
増
加
1
1
1
1
1
一

こ
れ
を
言
葉
で
説
明
す
る
と
、
ま
ず
(

1

)

の
就
業
者
増
加
と

(

2

)

の
一
入
賞
り
生
産
性
の
増
加
と
を
将
来
に
つ
い
て
議
測
し
、

こ
れ
に
よ
っ
て
(

3

)

の
国
民
生
産
(
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
プ
ロ
ダ
ク

ャ

ト

、<-
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3 

ト
)
の
増
加
を
橡
測
す
る
。
そ
れ
か
ら
、
こ
の
へ
3
)
に
照
合
し

て、

(

4

)

の
園
民
支
出
(
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
エ
ク
ス
ペ
ン
デ
ィ
チ
ュ

ア
)
の
増
加
を
考
え
、
こ
れ
を
三
ワ
の
項
目
、
す
な
わ
ち
(

5

)

個
人
消
費
の
増
加
、

(

6

)

民
間
資
本
形
成
の
増
加
、

(

7

)

政
府

*
本

支
出
の
増
加
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
伸
び
方
を
検
討
し
て
い
く
。

こ
れ
が
こ
ん
ど
の
計
董
案
の
立
て
方
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
コ
ル
ム

の
と
っ
た
方
法
と
同
じ
な
の
で
あ
る
。

事
。
。
吋
伊
良
色
。
。
-
B
一
司
尽
人
向
草
寺
帆
町
内
肘
詰
同
町

S-ESN『

S
H也
品
。

閉
口

O
B
B片
岡

v
g
m吋
g
田

g
p
d司
2
5
A門
g田

山

o
p
k
r
z
m
w片

山

O
E
-

MVHPロ
ロ
ぽ
m
k
r
g
g
s
z
oロ
∞
宮
両
同
3
0
3
w
ロ
田
口
白

HHHげ
mw叶
巴

印

N.

本
木
図
民
生
産
お
よ
び
図
民
支
出
と
い
う
言
葉
は
、
図
民
所
得
の
生

器
一
両
お
よ
び
支
尚
南
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
た
い
。

と
こ
ろ
で
日
本
の
計
萱
案
の
立
て
方
は
若
干
の
鮎
で
コ
ル
ム
と

遣
っ
て
い
る
。
そ
の
最
も
大
切
な
貼
は
日
本
の
場
合
に
は
生
産
構

造
の
撞
化
を
や
や
詳
細
に
と
り
あ
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
コ
ル

ム
に
あ
っ
て
は
む
し
ろ
全
瞳
と
し
て
の
生
産
性
の
増
加
を
安
定
e

的
・
芳
賀
的
な
も
の
で
あ
る
と
前
提
し
て
、
生
産
構
造
の
慶
化
の

如
き
を
殆
ど
問
題
に
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
差
異
は
お
そ
ら
く

日
本
と
ア
メ
リ
カ
と
の
経
糟
の
パ
タ
ー
ン
の
差
異
に
よ
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
閣
の
如
き
高
度
に
殻
展
し
た
枇
曾
に

あ
っ
て
は
、
技
術
的
生
産
性
に
つ
い
て
か
な
り
安
定
的
・
着
貫
的

*
 

な
趨
勢
傾
向
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
日
本
の

場
合
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
工
業
化
も
進
ん
で
お
ら
ず
、
さ
ら
に
世
界

市
場
の
激
し
い
競
争
に
さ
ら
さ
れ
て
、
生
産
性
の
成
長
は
む
し
ろ

生
産
構
造
の
撞
化
に
依
存
し
、
生
産
構
造
の
襲
化
そ
の
も
の
は
多

分
に
そ
の
園
の
政
策
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が

日
本
の
計
量
の
場
合
に
生
産
構
造
の
襲
化
を
や
や
詳
細
に
と
り
あ

げ
た
理
由
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

本
例
え
ば
、
同
CMHHHd司
・
内

g骨
停
の
論
文

E
Z
E
H芯
口
弘
司
一
円
OS

円

HHH口
t
i
q
伊
口
仏

S
F
O
F
0
2
H
a
J門
叩
司
自
】

J
c守
口
片
山

Oロ
ミ
宮
』
い
DSqa

NNR33
・吋

8
5
S
S
N
U
3
L『.
S
H
S
F
ぬ
町
民
h

問
た
匂

N
Z
L『芝
4
言
。
・
申
言

M

g-SNSWAqoH・
M内ぐ
H・
(ZBHH。
悼
と
切
ロ
叶
mpロ
の
O
B
S
5
8
同

O司

出
口

Oロ
O
Bぽ

H
U
g
F
B
F
3
2・
〉
こ
の
論
文
は
産
業
部
門
の
生
産
性

の
趨
勢
を
と
り
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
そ
の
結
論
に
次
の

如
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
る
l
l
l
寸
技
術
的

生
産
性
に
お
け
る
か
な
り
着
貨
な
趨
勢
的
成
長
が
高
度
に
工
業
化
の

選
ん
だ
閣
の
永
績
的
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
ο

さ
ら
に
考
察
を
進
め
る
前
に
、
こ
こ
で
計
量
案
に
お
け
る
基
礎

数
字
を
と
り
あ
げ
て
お
こ
う
。
何
よ
り
も
ま
ず
、
計
萱
の
全
鵠
の

枠
は
試
の
ニ
ワ
の
表
、
一
円

J

は
国
民
総
生
産
に
関
す
る
も
の
と
他
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一

様

論

叢

第
一
一
一
十
六
巻

第
五
貌

は
閤
民
総
支
出
に
関
す
る
も
の
と
に
よ
っ
て
奥
え
ら
れ
、

は
前
記
の
表
式
の
(

3

)

と
(

5

)

と
に
封
態
す
る
も
の
に
他
な

*

-

ら
な
い
。

4 

こ
れ
ら

本
図
民
総
生
産
お
よ
び
園
民
総
支
出
の
「
総
」
と
い
う
誇
は
、
資
本

消
耗
分
を
含
む
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
を
含
ま
な
い
場
合
は
図

民
純
生
産
お
よ
び
図
民
純
支
出
と
呼
ば
れ
る
。

昭35 I増加率

112.7 

118.6 

133.6 

第一表

就業者数(千人〉

一入賞り生産性(国〕

国民総生産(十億固)

上、ぞ

第
一
表
の
園
民
総
生
産
の
表
に
お
い
て

は
、
園
民
総
生
産
が
、
就
業
者
数
(
こ
れ

は
さ
ら
に
人
口
お
よ
び
労
働
の
推
計
に
も

と
づ
く
)
と
一
人
雷
り
生
産
性
と
の
こ
っ

の
項
目
か
ら
算
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

就
業
者
数
は
雇
用
賦
態
が
で
き
る
だ
け
高

く
な
る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
推
計
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
文
字
通
り
の
完
全
雇
用

を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

今
日
日
本
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
潜
在
失
業

(
低
所
得
と
労
働
時
間
不
足
と
に
よ
っ
て
現
わ

れ
る
侭
装
就
業
)
が
か
な
り
多
数
に
の
ぼ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
雇
用
問
題
に
つ
い
て
は

こ
の
こ
と
が
と
く
に
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
計
査
案
に
よ
る

と
、
雇
用
政
策
と
し
て
は
経
情
活
動
が
で
き
る
だ
け
多
く
の
雇
用

機
舎
を
提
供
す
る
よ
う
に
し
、
且
つ
潜
在
失
業
に
つ
い
て
は
彼
ら

の
所
得
を
で
き
る
だ
け
高
め
る
よ
う
に
考
慮
さ
れ
る
と
、
説
明
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
潜
在
失
業
に
闘
し
て
は
何
ら
数
字
は
示
さ
れ

て
い
な
い
。
な
お
第
一
表
の
最
後
の
欄
の
増
加
率
は
昭
和
二
十
九

年
基
準
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
年
増
加
率
に
換
算
す
る
と
就
業

者

が

二

%

、

し

た

が

っ

て

総

生

産

が

五

%

に

な

る。

生
産
性
が
一
二
%
、

園民総支出

| 昭29 I 昭35 I増加率

第二表

個人消費〔十億圃〕 46，150 60，140 139.3 

民間総資本形成 11，100 17，410 156.8 

政府購入 13，850 18，960 136.8 

海外在余剰 1，310 200 16.8 

園民総支出 72，410 96，730 133.6 

「

女
に
第
二
表
は
園
民
総
支
出
に

闘
す
る
も
の
で
あ
る
。
合
計
し
た

園
民
総
支
出
は
前
の
第
一
表
の
園

民
総
生
産
と
一
致
し
て
い
る
が
、

そ
れ
は
雨
者
が
照
合
さ
せ
ら
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
総

支
出
が
四
つ
の
項
目
に
分
か
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
異
っ
た
増
加
率
を
も
つ

こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
総
支
出

の
増
加
率
た
る
一
一
三
ニ
・
六
児
を

J 
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基
に
し
て
い
う
と
、
民
間
総
資
本
形
成
は
極
め
て
高
く
、
個
人
消

費
は
や
や
低
く
、
政
府
購
入
は
少
し
高
め
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
若
干
の
敷
字
表
を
附
加
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
前
述
の
通
り
、
こ
の
計
重
案
は
コ
ル
ム
方
式
と

や
や
異
っ
て
、
生
産
構
造
の
襲
化
が
考
慮
さ
れ
て
い
る

0

・
次
の
第

三
表
は
生
産
指
数
に
閲
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
計

量
案
に
お
け
る
各
産
業
の
伸
び
方
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な

わ
ち
第
二
次
産
業
は
一
般
に
極
め
て
高
く
、
そ
の
な
か
で
は
重
化

事
ヱ
業
(
化
撃
、
窯
業
、
金
属
、
機
械
な
ど
)
が
高
い
横
張
を
致
想
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
表
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
表
と
並
ん

で
、
各
産
業
の
重
要
一
商
品
が
吟
味
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
生
産
目
標
も

昭35

第一次産業 100.0 120.5 

第二次産業 100.0 153.7 

鍍 業 100.0 125.2 

食 料 品 100.0 142.0 

紡織工業 100.0 123.0 

印刷製本 100.0 135.7 

化率工業 100.0 183.0 

ゴム皮革 100.0 140.5 

製 材 100.0 145.5 

窯 業 100.0 155.3 

金属工業 100.0 159.0 

機披エ業 100.0 160.0 

第三次産業 100.0 128.7 

一一町

， 

第三表

5 

経
済
五
少
年
計
蜜
に
つ
い
て

第四表貿 易

一「函円五01増加率

輸出(百議川 I1，60什 2，660 I 
総入信菖F川 I1，692 I 2，59o I 

166.0 

153.1 

荘一各産業1l)7エイトについては他。

統計資料から計算する他はない.すな

わち図民所得の各産業別割合を昭29に
ついて計算すると，第一次は 21.5，第

二次は 30.8，第三次は 48.2l:.なる.同

じ乙主 it.第二次中の鏡業について 2.3
なる割合が得られる.第二次中の各種

工業については「附加債値額」が夜表

されているので，これを利用 Lて全圏

民所得の割合に改算すると，食料品

2.69，紡織3.09，印刷1.33，化壊3.39，
ゴム皮革 0.53，製材0.88，窯業1.34.
金属 3.38，機披 4.91となる.

示
さ
れ
て
い
る
が
、

ご
)
で
は
数
字
を
省
略

す
る
。貿

易
に
関
し
て
は
火
の
第
四
表
が
あ
る
。

計
童
で
は
正
常
貿
易
に
よ
る
園
際
牧
支
の
均

衡
維
持
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
要
求
が

ま
さ
に
本
計
量
に
「
経
隣
自
立
計
童
」
と
い

う
題
を
つ
け
て
い
る
所
以
で
あ
品
。
輸
入
の

横
張
は
、
外
貨
の
最
も
有
放
な
操
作
と
自
給

改
善
に
役
立
つ
工
業
費
展
と
に
よ
っ
て
遁
嘗

な
園
際
政
支
を
維
持
す
る
限
り
に
お
い
て
統

制
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
他
方
に
お
い
て
、

急
速
な
輪
出
損
大
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ

の
た
め
に
は
輸
出
品
の
競
争
力
を
合
理

化
、
生
産
性
向
上
、
新
海
外
市
場
獲
得
等

等
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

計
査
で
は
若
干
の
重
要
輪
出
輸
入
品
に
つ

い
て
と
り
扱
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
こ

・
れ
ら
の
数
字
を
省
略
す
る
。

最
後
の
表
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
投
資
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一

橋

論

叢

第
一
一
一
十
六
巻

第
五
貌

の
分
類
を
示
し
て
お
き
た
い
。
民

間
線
資
本
形
成
の
合
計
額
に
つ
い

て
す
で
に
第
二
表
に
か
か
げ
た

が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
を
三
ヲ
の
項

目
、
す
な
わ
ち
設
備
、
在
庫
品
増

加
、
個
人
住
宅
に
分
け
た
も
の
が

一
罰
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
設
備

投
資
の
増
加
が
著
し
く
大
き
い
。

個
人
住
宅
は
増
加
卒
に
お
い
て
一

番
高
い
が
、
紹
封
額
は
小
さ
い
。

政
府
投
資
の
増
加
率
三
四
二
・

七
%
)
は
園
民
融
支
出
の
増
加
率

(
二
三
子
六
%
)
よ
り
や
や
高
い
。

以
上
は
投
資
に
闘
し
て
で
あ
る
が
、
政
府
勘
定
や
金
融
政
策
に
つ

い
て
は
詳
細
を
知
る
べ
き
数
字
的
材
料
が
計
萱
案
の
う
ち
に
殆
ど

示
さ
れ
て
い
な
い
。

昭35

民間麟本形成(十億園〕「1100 17，410 156.8 

設備 7，850* 12，230 163.3 

在庫品増加 2，540本 3，290 129.5 

個人住宅 980キ 1，740 177.6 

政府投資 5，150 7，350 142.7 

F正方日率

投資の分類

H百29

第五表

園
民
所
得
法
の
吟
味

}
の
計
萱
案
は
上
述
の
如
く
園
民
所
得
の
方
法
に
立
脚
し
て
い

る
。
す
な
わ
七
二
方
で
は
園
民
生
産
、
他
方
で
は
園
民
支
出
、

れ
ら
相
互
の
バ
ラ
ン
ス
を
維
持
す
る
と
い
う
方
法
が
基
礎
に
な
っ

て
い
る
。
恐
ら
く
こ
の
方
、
法
は
現
代
の
園
民
所
得
理
論
に
よ
っ
て

庚
く
用
い
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
計
査
は
出
後

貼
に
お
い
て
こ
の
方
法
を
採
用
し
、
後
の
部
分
に
お
い
て
生
産
指

数
や
貿
易
の
敷
字
表
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
生
産
構
造
の
鑓
化
を
考

慮
に
入
れ
て
い
る
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
、
図
民
生
産
と
か
生
産
性

と
か
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
推
計
が
各
産
業
に
づ
い
て
の
「
積
上
げ
」

資
料
に
よ
っ
て
チ
ェ

y
ク
さ
れ
て
い
る
と
論
じ
ら
れ
る
か
も
知
れ

な
い
。
も
ち
ろ
ん
い
う
ま
で
も
な
く
全
糧
の
推
計
と
部
分
の
推
計

と
は
共
に
必
要
で
あ
る
し
、
互
に
チ
ェ
ア
ク
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
一
方
が
他
方
よ
り

信
頼
度
が
高
い
と
か
、
も
し
く
は
鰹
糟
計
量
に
と
っ
て
詳
細
な
ほ

ど
よ
い
と
か
論
ず
る
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
。
不
幸
に
し
て
こ
う

い
う
誤
解
が
本
計
査
の
立
案
者
に
よ
っ
て
い
だ
か
れ
て
い
る
よ
う

に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
し
か
し
い
ま
こ
う
い
う
貼
が
重
要
な
問
題

で
は
な
い
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は

グ
ロ
ー
バ
ル
な
園
民
生
産
土
デ
ィ
テ
ー
ル
な
産
業
別
と
の
統
計
に

つ
い
て
い
ず
れ
が
信
頼
度
が
高
い
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
間 ザ

} 
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7 

民
生
産
と
産
業
構
造
と
を
結
び
つ
け
る
に
は
園
民
所
得
法
を
多
少

と
も
鑓
更
す
る
必
要
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

何
と
な
れ
ば
、
も
し
生
産
性
の
将
来
の
進
展
が
全
憧
と
し
て
安
定

的
・
着
質
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
コ
ル
ム
の
方
法
が
そ
の
ま
ま
で
よ

い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
将
来
の
進
展
に
つ
い

て
各
産
業
部
門
別
の
活
動
の
遁
嘗
な
組
合
せ
を
工
夫
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
こ
の
こ
と
は
翠
に
園
民
生
産
を
若

干
の
部
門
に
分
け
る
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
進
ん
で
園

民
生
産
と
い
う
概
念
を
固
有
の
意
味
で
の
生
産
と
結
び
つ
け
る
よ

う
に
改
良
す
る
と
い
う
必
要
を
示
し
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
こ
の

貼
日
本
の
計
量
は
深
く
吟
味
を
進
め
て
い
な
い
。

〆
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
三
つ
の
タ
1
ム
ス
を
は
っ
き
り
直
別
し
た
い

と
思
う
。
そ
れ
は
園
民
純
生
産
、
園
民
総
生
産
、
固
有
の
壮
産
己

い
う
三
つ
で
あ
る
。

Y
を
園
民
純
生
産
、

A
V

を
資
本
財
消
耗
と
す

れ
ば
、
吋
十
匂
は
国
民
総
生
産
(

G

)

で
あ
る
。
さ
ら
に
、

U
を

生
産
財
の
使
用
さ
れ
た
額
(
資
本
財
消
耗
も
含
ん
で
)
と
す
れ
ば
、

州、
+
q
は
固
有
の
生
産
額
(

X

)

で
あ
る
。
例
え
ば
昭
和
二
十
九

年
の
園
民
純
生
産
は
六
二
三
二

O
億
固
で
あ
る
の
に
封
し
、
園
民

総
生
産
は
七
二
二
五
九

O
億
固
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
製
造
工
業
統
計

経
済
一
本
ク
年
計
費
に
一
つ
い
て

の
例
を
と
る
と
、
生
産
額
も
し
く
は
出
荷
額
は
六
、

O
五
七

O
億
国

で
あ
る
の
に
封
し
、
純
生
産
も
し
く
は
附
加
債
値
額
は
一
、
九

0
0

0
億
固
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
明
ら
か
に
生
産

(

X

)

、
純
生
産
(

Y

)

お
よ
び
総
生
産
(

G

)

の
三
つ
を
概
念
的
、

に
匝
別
し
得
る
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
X
の
質
化
は
生
産
指
数
に

よ
っ
て
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

X
と
Y
と
の
闘
速
は

N
l
q
H
吋

な
る
式
に
よ
っ
て
表
現
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
の
記
競
で

X
と
し
て
示
し
た
生
産
概
念

が
こ
れ
ま
で
園
民
所
得
理
論
の
う
ち
に
と
り
扱
わ
れ
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
事
賞
、

7
1
シ
ァ
ル
の
『
原
理
』
中
に

用
い
ち
れ
て
い
る
「
総
生
産

(
m
g怒
り

B門

E
Bど
と
い
う
の
は
、

前
の
記
で
の

G
で
は
な
く
、
む
し
ろ
吋
+
q
H
N
を
意
味
し
て
お

り
、
彼
の
い
う
「
純
園
民
所
得
」
(
ロ

2
5に。
E
H
5
8自由)」

と
い
う
の
は
し
門
l
q
H
吋
を
意
味
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
よ

う
な
概
念
規
定
は
最
近
で
は
庚
く
用
い
ら
れ
ず
、

Y
に
よ
っ
て
示

さ
れ
る
園
民
生
産
な
る
概
念
は
や
や
唆
昧
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

(
。
一
件
務
地
-

M

ご
仲
堺
蝋
)

と
い
う
式
を
採
用
す
る
場
合
、

Y
は
所
得
支
出
に
封
す
る
所
得
控

州、
H

。+hu
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一

橋

論

叢

第
三
十
六
巻

第
五
裁

8
r

得
を
意
味
す
る
が
、
こ
の
所
得
獲
得
Y
は
生
産
と
分
配
と
の
混
合

と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
Y
は
、
も
し
必
要

な
ら
ば
、
二
つ
の
具
っ
た
面
に
分
け
う
ぺ
く
、
そ
の
一
つ
は
し
吋

l
q
で
示
さ
れ
る
よ
う
な
生
産
面
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
A
+
切

立
立
議
盛
岡
司
お
切
存
海
開
思
議
)
で
一
不
さ
れ
る
よ
う
な
分
配
面
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
面
|
|
生
産
面
、
分
配
面
、
支
出
面
ー
ー
を

考
慮
に
入
れ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
む
し
ろ
次
の
形
.
の
別
の
式
、

N
l
q
H
A
+
切
H
。
+
ぬ

を
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
式
は
前
の
式
吋
H
。
+
ぬ
と
封
照
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
も
Y
の
着
貫
な
上
昇
傾
向
を
前
提
し

得
る
な
ら
ば
、
戦
略
的
要
素
は
支
出
面
す
な
わ
ち
の
+
ぬ
に
見
出

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
普
通
の
式
で
こ
の
こ
と
は
十
分
現
わ
さ
れ

る
。
わ
れ
わ
れ
の
式
で
は
、
三
つ
の
面
が
そ
れ
ぞ
れ
互
に
関
連
し

合
う
こ
と
が
示
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
と
く
に
生
産
面
の
う
ち
に
生

産
構
造
が
積
極
的
に
と
り
あ
げ
う
べ
き
手
が
か
り
を
も
う
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。

周
知
の
如
く
、
産
業
聞
の
連
闘
は
い
わ
ゆ
る
投
入
産
出
表
な
る

手
法
に
よ
っ
て
む
し
ろ
よ
く
と
り
入
れ
ら
れ
る
と
い
わ
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
各
産
業
の
販
賀
と
購
入
と
を
整
理
し
て
全
経
漕
の
相

互
関
連
を
示
そ
う
と
い
う
意
園
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
こ

ん
ど
の
計
萱
案
で
は
こ
の
手
法
は
と
り
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、

こ
の
こ
と
は
理
由
が
な
い
で
は
な
い
。
私
自
身
の
意
見
に
よ
る

と
、
投
入
産
出
表
は
統
計
資
料
の
か
な
り
の
精
細
さ
を
要
求
す
る

も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
理
論
形
式
の
上
で
は
か
な
り
の
厳
密
さ
を

要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
統
計
資
料
の
正
確
さ
を
あ
ま
り

期
待
し
難
い
よ
う
な
場
合
に
、
こ
れ
を
用
い
る
の
は
危
険
で
さ
え

あ
る
。
投
入
産
出
表
は
或
る
制
限
内
で
役
立
つ
も
の
に
は
違
い
な

い
け
れ
ど
、
も
っ
と
一
般
的
な
、
多
少
は
粗
雑
で
あ
っ
て
も
、
生

産
構
造
の
枠
を
示
す
方
法
は
園
民
所
得
勘
定
で
よ
く
、
た
だ
そ
の

生
産
面
た
る
し
同
l
q
を
遁
官
に
各
産
業
部
門
に
分
け
、
(
封
1
3
)

+
(
討
l
p
)
+
(
釘
1
3
)
:
:
:
と
い
う
形
を
考
え
な
け
れ
ば
よ

い
。
そ
う
し
て
こ
の
枠
の
な
か
で
決
定
要
因
を
い
ろ
い
ろ
な
方
法

で
探
し
て
い
け
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

*
た
だ
し
最
近
日
本
で
も
投
入
産
向
表
が
昭
和
二
十
六
年
に
つ
い
て

作
成
さ
れ
た
こ
と
を
断
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
く
し
て
生
産
構
造
と
結
び
つ
け
る
た
め
の
わ
れ
わ
れ
の
形
式

は
極
め
て
簡
単
な
も
の
-
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
簡
単
な
形
式
を

考
え
て
も
、
こ
ん
ど
の
日
本
の
計
董
案
で
は
こ
れ
を
充
た
す
だ
け

ノ
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の
数
字
的
材
料
が
扶
け
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
園
民
的

の
分
配
面
の
材
料
が
な
い
こ
と
は
暫
く
お
こ
う
。
生
産
面
に
閲
す

る
限
り
で
い
う
と
、
生
産
指
数
と
園
民
生
産
(
園
民
所
得
)
と
の

関
係
を
示
す
材
料
が
な
い
の
で
、
国
民
生
産
の
産
業
別
の
数
字
に

生
産
指
数
か
ら
近
似
的
に
だ
け
し
か
求
め
ら
れ
な
い
。
さ
て
わ
れ

わ
れ
は
も
っ
と
内
容
的
な
問
題
に
移
ろ
う
。

回

計
査
の
目
標

9 

こ
ん
ど
の
計
責
は
経
済
自
立
と
雇
用
改
善
と
を
経
済
安
定
の
も

と
に
達
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
経
済

自
立
と
は
園
際
牧
支
の
均
衡
を
計
る
こ
と
と
解
さ
れ
、
そ
れ
は
前

記
第
四
表
の
貿
易
の
議
測
を
行
う
揚
合
に
前
提
さ
れ
て
い
る
。
雇

用
改
善
は
雇
用
機
舎
を
で
き
る
だ
け
豊
か
に
す
る
こ
と
と
解
さ

れ
、
そ
れ
は
前
記
第
一
表
'
の
就
業
者
数
の
議
測
を
行
う
場
合
に
前

提
さ
れ
て
い
る
。
経
糟
安
定
と
い
う
貼
に
つ
い
て
は
、
計
査
で
は
、

経
梼
繍
張
が
イ
ン
フ
レ
l

シ
冒
ン
を
引
き
起
す
こ
と
の
な
い
よ
う

な
水
準
で
成
長
を
考
え
る
も
の
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
諸
前
提
は
政
治
的
な
意
味
で
目
標
と
呼
ば
れ
る
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
ら
の
安
嘗
性
に
政
治
的
に
論
議
定
る
べ
き
も
の
で
あ

経
済
五
ヶ
年
計
壷
に
ワ
い
て

る
。
経
梼
率
的
立
場
か
ら
は
、
目
標
は
む
し
ろ
園
民
所
得
法
に
よ

っ
て
示
さ
れ
る
将
来
の
経
楠
的
地
位
又
は
経
糟
的
パ
タ
ー
ン
そ
の

も
の
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
こ
の
意
味
で
の

差

-4.1 

+3.6 

-0.2 

L:o.O.7 

園民所得の構成比

|昭29 1 差|昭25-91

35.4 I 30.8 I +4.6 I 31.8 

44.8 I 48.2 I -3.4 I 45.8 
0.4 I L:o.O.5 I +0.9 Iム 0.3

昭35

第六表

園民純生産

第一次産業

第二次産業

第三次産業

その他

+2.6 

園民線、支出 100.0 100.0 100.0 ... 

個人消費 62.2 63.8 -1.6 60.8 +1.4 

民政間府線、資消本費形
12.0 11.5 +0.5 10.8 +1.2 

成
18.0 15.3 +2.7 19.8 -1.8 

政府投資 7.6 7.6 土0.0 7.7 +0.4 

そ の 他 0.2 1.8 -1.6 1.4 -1.2 

十2.4I 検出の割合

注 昭29および昭 25-9の数字は経済企書鹿『昭和29年度の園民所得』による.

そこで生産は園民純生産.支出は図民総支出である.昭 35年の数字は支出につい

ては五ヶ年計章の数字をそのままと~.生産については巌密ではないが生産指数を
遁用して計算した.
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一

橋

論

叢

第
三
十
六
巻

第
五
裁

目
標
を
吟
味
し
よ
う
と
思
う
。
次
の
表
は
計
責
最
終
期
昭
和
三
十

五
年
の
園
民
所
得
の
構
成
を
示
す
と
同
時
に
、
こ
れ
と
比
較
す
る

た
め
に
昭
和
二
十
九
年
お
よ
び
昭
二
十
五
|
ニ
十
九
年
卒
均
と
を

計
算
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
計
査
の
目
標
と
し
て
-
の
経
情
的
パ
タ
ー
ン
は
こ
れ
ら

の
敷
字
か
ら
で
は
ま
だ
十
分
明
ら
か
で
な
い
。
例
え
ば
、
第
二
次

産
業
の
百
分
比
た
る
三
五
・
四
%
は
か
な
り
高
い
し
、
民
間
並
び
に

政
府
の
投
資
の
合
計
た
る
二
五
・
六
%
も
か
な
り
高
い
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
貼
に
つ
い
て
確
定
的
な
結
論
を
出
す
に
は
、
も
う
少
し

長
い
期
間
に
つ
い
て
の
歴
史
的
資
料
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
過
去
の
趨
勢
の
翠
な
る
砕
か
か
ら
だ
け

で
は
、
計
査
を
導
く
よ
り
ど
こ
ろ
と
は
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は

、、

ど
う
し
て
も
阜
な
る
補
外
以
上
の
も
の
を
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
、
ど
の
よ
う
な
前
提
を
と
る
に
し
て
も
、
そ
の
前
提

自
瞳
は
さ
ら
に
経
情
的
パ
タ
ー
ン
の
歴
史
的
解
轄
に
依
擦
す
る
で

あ
ろ
う
。
と
同
時
に
現
貫
経
横
に
お
け
る
種
々
な
る
利
害
関
係
の

内
部
的
封
立
を
遁
営
に
考
慮
す
る
と
こ
ろ
に
な
か
な
か
困
難
が
あ

る
こ
と
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
い
ま

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
で
、
こ
ん
ど
の
計
萱
の
目
標
に
閲
す
る

t 

J 
f 

若
干
の
問
題
を
指
摘
し
て
見
ょ
う
。

第
一
に
第
二
次
産
業
の
割
合
の
問
題
が
あ
る
。
別
の
統
計
資
料

に
よ
る
と
、
日
本
に
お
け
る
第
二
次
産
業
の
割
合
は
過
去
に
三
つ

の
時
期
を
経
て
来
た
。
(

1

)

は
大
正
一
年
ま
で
で
二
五
%
以
下
、

(

2

)

は
大
正
二
年
か
ら
昭
和
七
年
ま
で
で
二
五
%
以
上
一
二
O
%

以
下
、
(

3

)

は
昭
和
七
年
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
で
三
O
%
以

上
三
五
%
以
下
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
見
る
と
、
第
三
の
段
階
を
突

破
し
よ
う
と
い
う
の
が
こ
の
計
査
の
目
標
と
し
て
認
め
ら
れ
よ

う
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
工
業
化
の
進
展
が
他
の

産
業
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぽ
一
す
か
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
三
つ
の
産
業
の
就
業
者
の
分
布
は
昭
和
二
十
九
年
に
お
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
四
四
%
、
ニ
コ
一
%
お
よ
び
四
O
%
、
昭
和
三
十
年

に
お
い
て
四
O
%
、
二
四
%
お
よ
び
三
六
%
に
な
る
と
い
う
の
が

計
責
案
で
別
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
所
得
の
相
封
北

(
各
産
業
の
所
得
分
布
を
就
業
者
分
布
で
除
し
た
も
の
)
は
、
第
一
次
産

業
に
お
い
て

0
・
四
八
九
か
ら

0
・
四
八
五
三
第
二
次
産
業
に
お

い
て
て
三
三
か
ら
了
四
七
へ
、
第
三
女
産
業
に
お
い
て
一
-
四
六

か
ら
了
二
四
へ
饗
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
い
ろ
い

ろ
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
が
、
と
に
か
く
第
三
衣
産
業
仇
の
麿
迫

.Wt 

L-
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は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
貼
を
雇
用
政
策
な
ど
と
闘
連
せ
し
め
て

検
討
す
る
こ
と
は
残
さ
れ
た
問
題
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
輪
出
割
合
の
問
題
が
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
輸
出
割

合
の
獲
化
は
戦
前
の
一
五
%
(
蓄
領
地
の
移
向
を
含
め
る
時
は
一
八

%
)
以
上
と
、
戦
後
の
一
O
%
以
下
と
の
聞
に
明
白
な
匿
劃
が
な

さ
れ
る
。
計
責
笑
で
の
狙
い
は
一
二
・
三
%
の
水
準
で
あ
る
。
こ

こ
で
と
く
に
問
題
に
な
る
の
は
食
料
職
入
で
あ
っ
て
、
計
査
で
は

食
料
は
昭
和
二
十
九
年
の
輸
入
額
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
も

の
と
前
提
さ
れ
て
い
る
。
食
料
輸
入
が
日
本
に
と
っ
て
有
利
か
不

利
か
、
こ
れ
は
経
糟
的
並
び
に
政
治
的
論
議
と
結
び
つ
く
べ
き
残

さ
れ
た
問
題
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
、
投
資
の
問
題
が
あ
る
。
民
間
投
資
は
強
く
景
気
麗
動

に
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
長
期
に
わ
た
る
戦
前
の

資
料
を
吟
味
し
た
と
し
て
も
、
何
か
典
型
的
な
傾
向
を
つ
か
む
こ

と
は
む
ず
か
し
い
。
も
し
逼
嘗
な
生
産
財
物
債
指
数
が
符
ら
れ
る

な
ら
ば
、
或
は
そ
の
割
合
は
も
っ
と
安
定
し
た
も
の
と
し
て
現
わ

れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
と
に
か
く
民
間
投
資
の
割
合
が
一
八
%
と

い
う
の
は
、
成
長
率
五
%
に
比
し
て
あ
ま
勺
に
高
過
ぎ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
戦
後
昭
和
二
十
五
年
か
ら
二
十
九
年
ま
で
の
卒
均
は

経
済
五
ク
年
計
壷
に
つ
い
て

既
述
の
如
く
一
九
・
八
%
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
成
長
率
が

一
0
・
四
%
で
あ
っ
た
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
政
府
投
資

に
つ
い
て
は
戦
後
明
ら
か
に
増
加
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
、
戦
前
の

約
三
一
%
強
に
比
し
て
、
七
%
前
後
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
問
題

は
主
と
し
て
民
間
投
資
の
一
九
%
に
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
高
い
投

資
割
合
を
保
つ
の
に
ど
う
い
う
投
資
政
策
を
と
る
の
か
が
検
討
さ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
計
責
の
目
標
数
字
に
関
連
し
て
多
く
の
問

題
が
残
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
恐
ら
く
そ
こ
に
は
幾
づ
か
の
選
捧

的
な
場
合
が
考
え
ら
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
貿
易
と
自
給
の
い
ず
れ

を
強
調
す
る
か
、
合
理
化
と
枇
舎
保
障
の
い
ず
れ
を
強
調
す
る
か
、

民
間
投
資
と
政
府
投
資
の
い
ず
れ
を
強
調
す
る
か
に
よ
ワ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
多
少
と
も
異
る
計
萱
目
標
が
考
え
ら
れ
て
く
る
。
こ
の
こ

と
は
と
く
に
日
本
が
い
ま
直
面
し
て
い
る
よ
う
に
、
枇
舎
生
活
の

民
主
的
・
合
理
的
態
度
に
向
っ
て
急
速
な
鐘
化
を
経
験
し
て
い
る

揚
合
、
そ
こ
に
内
部
的
な
封
立
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
困
難
な
問
題
を

含
ん
で
い
る
。
計
董
に
と
っ
て
必
要
な
の
は
、
一
定
の
解
答
を
出

す
前
に
選
揮
的
な
目
標
を
や
や
極
端
な
形
で
明
ら
か
に
し
、

*
 

ら
を
互
に
比
較
し
て
示
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
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一

橋

論

叢

第
一
一
一
十
六
巻

第
五
抜

12 

本
コ
ル
ム
に
お
い
て
は
彼
の
『
一
九
六

O
年
の
ア
メ
リ
カ
経
済
』
に

お
い
て
所
得
支
出
の
モ
デ
ル
作
成
に
つ
寺
幾
ワ
か
の
選
探
的
な
場
合

が
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
方
法
論
的
に
正
し
い
。

五

計
査
の
手
段

計
量
に
よ
っ
て
目
指
さ
れ
た
批
態
と
現
在
の
賦
態
と
の
ギ
ヤ
y

プ
を
埋
め
る
に
は
、
或
る
種
の
計
童
手
段
を
用
い
ね
ば
な
ら
ず
、

こ
れ
な
れ
ば
計
査
は
達
成
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
園
民
所
得
の
方

法
に
沿
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
園
民
所
得
の
各
項
目
の
麓
化

率
を
考
察
す
べ
き
で
あ
る
。
獲
化
率
の
強
弱
も
も
ち
ろ
ん
過
去
の

傾
向
に
大
き
く
依
存
す
る
が
、
同
時
に
政
策
的
操
作
と
闘
連
せ
し

め
て
考
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
下
の
表
は
計
壷
期
間
た

る
昭
和
二
十
九
年
か
ら
三
十
五
年
ま
で
の
園
民
所
得
各
項
目
の
襲

化
率
を
示
し
、
そ
れ
と
比
較
す
る
た
め
に
昭
和
二
十
八
|
九
年
お

よ
び
昭
和
二
十
五

l
六
年
の
麗
化
率
を
併
せ
て
か
か
げ
た
も
の
で

あ
る
。こ

れ
に
よ
る
と
、
計
蓋
期
の
麓
化
率
は
昭
和
二
十
八
|
九
年
の

そ
れ
に
比
し
て
高
く
、
昭
和
二
十
五
|
九
年
に
比
し
て
低
い
こ
と

が
わ
か
る
。
換
言
す
れ
ば
、
園
民
所
得
の
成
長
率
は
職
後
暫
く
の

間
か
な
り
高
く
、
二
十
八
|
九
年
に
よ
っ
て
鈍
っ
て
来
た
の
で
、

レ

ー

計
査
は
後
者
よ
り
も
や
や
高
く
、
そ
う
か
と
い
っ
て
そ
の
前
の
も

の
ほ
ど
は
高
く
な
い
増
加
を
狙
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
か
く
て
全
聞

と
し
て
の
成
長
率
は
五
%
と
前
提
さ
れ
、
各
項
の
措
理
化
率
は
園
民

所
得
の
構
成
比
を
撞
え
る
程
度
に
態
じ
て
五
%
よ
り
或
は
高
く
或

差

4 生 産 5.0 3.8 十1.2 10.6 -5.6 

一次産業 3.2 3.2 土0.0 5.9 -2.7 

二衣産業 7.0 2.2 +5.0 9.4 -2.4 

三弐産業 4.3 5.7 -1.4 14.6 -10.3 

縮、支出 5.0 3.1 +1.9 10.4 -5.4 

人消費' 4.9 3.2 十1.7 9.9 -5.0 

苛府資消本費形
5.3 3.3 十2.0 9.8 -4.5 

5.9 2.5 十2.4 10.6 -4.7 

-投資 5.0 2.7 +2.3 10.8 -5.8 

園民所得各項の獲化率

(昭ル3抑8一29[ 差 |昭25-29[

図民

個

政
民
成

政

注昭29およびそれ以前の数字に経済企量廃自国民所得統計により.

生涯は「純J.支出は「線」であるから.増蹴率が合ヲτいない.

第七表

第

第

第

園

J 
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は
低
く
規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
率
が
妥
嘗

か
ど
う
か
は
、
こ
こ
で
も
単
に
過
去
の
傾
向
の
み
か
ら
は
導
か
れ

得
な
い
。
さ
ら
に
日
本
の
場
合
、
成
長
率
な
り
汲
生
的
諸
係
数

(
例
え
ば
消
費
性
向
、
資
本
係
数
な
ど
〉
な
り
は
極
め
て
激
し
い
襲
化

に
さ
ら
さ
れ
て
い
て
、
安
定
的
な
傾
向
を
稜
見
す
る
こ
と
は
困
難

ホ

な
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
問
題
は
過
去
の
賦
態
を
多
少
と

も
費
更
せ
し
め
る
た
め
に
計
萱
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
種
類
の
手

段
が
用
い
ら
れ
る
か
に
あ
り
、
手
段
の
如
何
に
よ
っ
て
襲
化
率
の

数
値
の
姿
嘗
が
決
め
ら
れ
る
と
い
う
面
の
あ
る
こ
と
を
無
視
し
て

は
な
ら
な
い
。

本
計
費
は
五
%
の
成
長
率
を
設
定
し
た
が
、
昭
和
三
十
年
の
現
賓
の

成
長
率
は
八
%
又
は
九
%
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
o

こ
の
よ
う
な
高
い

成
長
率
は
嬰
作
と
輪
出
増
加
に
も
ハ
と
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
と
に
か

く
こ
の
三
と
は
珠
測
と
い
う
も
の
の
困
難
を
示
す
と
い
え
る
だ
ろ

魯
勺
J

。
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計
重
案
の
説
明
に
よ
る
と
、
こ
こ
で
は
個
人
活
動
の
創
意
に
も

.
と
づ
く
経
糟
瞳
系
が
前
提
さ
れ
、
或
る
程
度
の
規
制
が
こ
れ
に
加

え
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
資
本
主
義

瞳
制
の
も
と
に
お
け
る
計
査
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
一
般
に
、

政
府
計
童
は
統
制
範
園
の
庚
狭
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
程
度
の
も

経
済
五
ヶ
年
計
費
に
つ
い
て

， 
M 

の
に
国
別
さ
れ
る
で
あ
ろ
デ
。
も
し
統
制
の
範
園
が
虞
け
れ
ば
、

計
査
は
多
分
に
思
う
通
り
の
達
成
を
期
待
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
は
「
物
動
計
責
」
と
呼
ば
れ
る
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
も
し
統

制
の
範
園
が
狭
け
れ
ば
、
計
査
は
著
し
く
制
限
を
受
け
、
経
済
活

動
の
非
統
制
的
措
型
化
に
慮
、
ず
る
た
め
に
一
層
伸
縮
的
な
性
質
を
帯

び
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
計
童
は
「
誘
導
計
量
」
と
呼
ぶ
こ
と

'
が
で
き
、
財
政
と
金
融
の
如
き
或
る
種
の
手
段
に
よ
っ
て
経
情
活

動
の
麓
化
が
誘
導
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
日
本
経
鴻
に
と
っ
て
物
動

計
査
が
い
い
か
誘
導
計
査
が
い
い
か
は
理
論
的
な
問
題
で
あ
ろ
う

が
、
貫
際
的
見
地
か
ら
は
誘
導
計
査
を
採
用
す
る
こ
と
が
日
本
の

現
賦
に
お
い
て
是
認
さ
れ
る
一
爆
の
理
由
が
あ
る
と
見
て
よ
か
ろ

う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
こ
と
に
日
本
の
計
査
が
こ
の
鮎
に
お
い
て

十
分
は
っ
き
り
し
た
途
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

何
よ
り
も
ま
ず
、
こ
の
よ
う
な
誘
導
計
重
の
手
段
と
な
る
べ
き

も
の
の
数
字
的
資
料
は
計
量
の
う
ち
に
殆
ど
示
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
は
、
い
か
に
も
奇
異
を
感
ぜ
し
め
る
。
計
査
は
皐
に
中
央
政
府

の
一
般
曾
計
の
規
模
と
設
備
投
資
の
資
金
供
給
と
を
示
し
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
だ
け
か
ら
は
租
税
負
担
も
、
枇
舎
保
障
も
、

信
用
政
策
も
、
物
償
政
策
も
、
い
ず
れ
も
正
確
に
は
判
断
さ
れ
な

玲459 
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ぃ
。
わ
れ
わ
れ
は
計
量
全
瞳
に
お
け
る
目
標
と
手
段
と
が
コ
ン
シ

ス
テ
ン
シ
ー
を
も
つ
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
材
料
が
な
い
。
全
計

重
を
憧
系
的
に
つ
か
む
に
は
、
貫
は
も
っ
と
詳
細
な
園
民
所
得
勘

定
の
分
類
が
補
わ
る
べ
き
で
あ
り
、
少
く
と
も
政
府
勘
定
、
資
本

勘
定
、
封
外
勘
定
等
々
が
一
般
的
な
園
民
所
得
勘
定
と
結
び
つ
い

て
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
整
理
は
こ

ん
ど
の
計
重
で
は
何
ら
や
ら
れ
て
い
な
い
。

予
段
の
詳
細
な
説
明
な
く
し
て
は
、
計
蓋
は
単
に
ア
ド
・
ホ

y

ク
な
政
策
に
過
ぎ
ず
、
こ
ん
ど
の
計
量
案
そ
の
も
の
が
用
い
て
い

る
表
現
で
は
車
な
る
「
道
し
る
べ
」
に
過
、
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、

計
査
の
目
標
か
ら
い
う
と
、
も
う
少
し
強
力
な
計
査
が
企
て
ら
る

べ
き
ょ
う
に
わ
れ
わ
れ
に
は
見
え
る
。
前
に
述
べ
た
通
り
、
計
童

案
に
よ
っ
て
企
固
さ
れ
る
生
産
構
造
の
麗
化
は
、
合
理
化
、
生
産

性
向
上
、
企
業
構
造
の
強
化
、
資
金
の
有
放
な
配
分
等
々
の
手
段

を
必
要
と
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
少
く
と

も
投
資
が
財
政
金
融
の
組
織
化
を
通
じ
て
(
も
ち
ろ
ん
物
動
ま
で

い
か
な
い
と
し
て
も
)
計
霊
化
さ
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
よ
い

V 
9 

だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
ん
ど
の
計
査
で
は
、
単
な
る
「
道
し
る

べ
」
に
満
足
し
て
、
こ
の
よ
う
な
投
資
計
量
の
組
織
化
に
何
ら
深

く
闘
心
を
示
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
恐
ら
く
現
政
府
の
政
治

的
立
場
に
よ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ

の
計
量
の
な
か
に
は
、
投
資
計
蓋
に
関
す
る
限
り
、
今
日
日
本
の

現
賦
に
お
い
て
ま
さ
に
必
要
と
す
る
よ
う
な
新
し
い
観
念
や
新
し

い
技
術
の
提
出
は
何
ら
試
み
ら
れ
て
い
な
い
。

後
記
|
|
本
文
は
一
橋
大
事
の
英
文
雑
誌
『
ア
ナ
ル
ス
』
の
本
年
十
月

競
に
掲
載
す
る
運
び
に
な
っ
て
い
る
論
文
を
や
や
自
白
巳
日
本
語
に
移

し
た
も
の
で
あ
る
。
始
め
は
も
う
少
し
加
の
角
度
か
ら
新
し
い
論
文
を

書
く
積
り
で
あ
っ
た
が
、
休
偲
中
他
の
仕
事
に
忙
殺
さ
れ
、
時
間
も
な

い
ま
ま
に
、
不
本
意
な
が
ら
こ
れ
に
よ
っ
て
責
を
ふ
さ
ぐ
こ
と
に
し
た
。

編
集
委
員
お
よ
・
び
讃
者
の
宥
恕
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。
私
の
念
頭
に

は
、
計
量
と
経
済
パ
タ
ー
ン
の
関
係
、
誘
導
計
査
と
珠
想
と
の
関
係
、

日
本
に
お
け
る
投
資
計
垂
直
の
性
格
な
ど
、
こ
の
論
文
で
簡
単
に
鰯
れ
た

と
こ
ろ
を
も
っ
と
詳
し
く
考
え
て
見
た
い
と
い
う
要
求
を
も
っ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
い
ま
は
す
べ
て
後
日
に
譲
る
他
は
な
い
。

-
昭
和
三
十
一
年
八
月
二
十
五
日
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