
人
口

番
展
と

産
業
株
造
､

人
口

餞
展
と

産
業
構
造
と
の

間
に

は
､

か

な

り
に

密
接
な

相

聞

関
係
が

認
め
ら

れ

卑
｡

自
給
自
足
の

家

族
経
営
が

一

般
に

廉
く

行

■
わ

れ
て

い

た

た

め

に
､

農
業
人
口

が

有
英
人
口

の

ほ

と
ん

ど

す
べ

■
て

を

占
め

て

い

る
､

謂
わ

ゆ

る

｢

農
業
国
+

型
の

祀

脅
で

は
､

人

n

の

増
加
が

一

般
に

緩
慢
で

あ

る

と
と

も

に

著
し

く

動
揺
し
て

い

+

る

が
､

産
業
革
命
を

通
じ
て

現

代
の

分

業
の

社

食
経
済
が

覆
展
す

る

と
､

入
口

の

激
し
い

増
加
に

件
れ

て
､

一

般
に

人
口

の

産

業
別

構
成
が

､

コ

+

リ

∴
ク

ラ

ー

ク

の

用

語
を

借
り

て

言
え
ば

､

農

林
水

産
業
な

ど
を

含
む

｢

第
一

次
産
業
+

に

従
事
し

て

い

る

人

口

の

割
合
が

歴
倒
俄
に

大
き
い

､

一
こ

の

｢

農
業
国
+

型
の

構
成
か

ら
､

･
お

.

鱗
工

業
､

土

木
建
築
業
な

㌢

を

含
む

｢

第
二

次
産
業
+

に

従
属
し

人
口

沓
展

と

産
菓
棒
辻

美

濃

口

時

次

郎

て

い

る

人

口

の

比

重
の

大

き
い

､

謂
わ

ゆ

る

｢

工

業
国
+

塾
の

構

成
に

､

そ

れ

か

ら
さ

ら
に

商
業

･

運
輸
業

･

行
政
な

ど
の

一

般
に

非
物

質
の

､

謂
わ

ゆ
る

｢

サ

ー

ヴ
ィ

ス
+

を

生

産
す
る

｢

第
三

次

産

業
+

に

従
事
し
て

い

る

人
口

の

割
合
が

著
し

く

大
き
い

､

謂
わ

ゆ

か

｢

文
化
園
+

型
の

構
成
に

､

次
第
に

推
移
し
で

い

る

と

言
う

こ

と

が

で

き
る

｡

た

と

え
ば

現

代
の

分
業
の

社
食
経
済
が

最
初
に

も
っ

と

も

典
型

的
に

蜃

展
し

た

と

見
ら

れ

て

い

る

英
国
で

ほ
､

す
で

に

十

八

世
紀

の

後
半
か

ら

十
九
世

紀
の

初

頭
に

い

た

る

問
に

､

そ

の

人

口

の

産

業
別

構
成
が

｢

農
業
国
+

型
の

そ

れ

か

ら

｢

工

業
国
+

<

型
の

そ

れ

に

推
移
し

て

い

る

の

に

伴
れ

て
､

人
口

が

増

加
し

て

い

る
｡

.
す
な

わ

ち
こ

の

時
期
に

い

た
る

ま
で

の

英
国
は

､

人

口

の

産

業
別

構
成

か

ら

言

え

ほ
､

ま
っ

た

く

の

｢

農
業
国
+

で

あ
･
つ

た
｡

ゾ

ム

バ

舶



一

1

橋

論

策

革
三

十

大

魯

第
五

瀕

満

ル

ト

が

キ

ン

グ

の

推
計
を

基
礎
と

し

て

演
出
し

た

結

果

に

よ

㌃

と
､

人

口

が

五

百
五

十

萬
人
に

す
ぎ

な

か
っ

た
一

六

九

六

年
に

は
､

農
業
人
口

の

割
合
が

六

九
･

六

%
で

商
工

業
人
口

の

割
合
が

二

〇
･

四

%
に

す
ぎ

な
い

こ

と

に

な
っ

て

い

た
が

､

し
か

る

に

農
業
人
口

の

割
合
が

三

五

%
に

低
下

し

た
一

八
一

一

年
に

は
､

人

口
が

一

千

･

常
人

を

超
え

て

い

た
｡

ま

た

か

か

る

傾
向
ほ

十

九

世
紀
か

ら

二

十

世
紀
に

か

け
て

著
し
い

螢

展
を

示

し
て

､

す
で

に

第
二

次
産
業
に

従
事

し

て

い

る

人
口

の

割
合
が

二

二
･

七

%
､

第
二

次
産
業
に

従

事
し
て

い

た

人

口

の

割
合
が

四
四

･

七

%
､

第
三

次
産
業
に

従
事

し

て

い

七

人
ロ

の

割
合
が

三

二

こ
ハ

%
に

な
っ

▼
て

､

｢

エ

業
園
+

型

の

産

業
構
造
か

ら

｢

文

化

園
+

型
の

産
業
構
造
に

い

た

る

倭
展
の

過
程
に

あ
っ

た

こ

と

を

示

し
て

い

る
一

八

四
二

年
に

は
､

人

口

が

一

千

九

百

寓
人

に

達
し
て

い

た
が

､

人
口

が

三

千
五

百

常
人
に

達

し
た

一

九
三

一

年
に

な

る

と
､

第
一

次
産
業
に

従
事
し

て

い

た

人

口

の

割
合
が

六
･

四

%
､

第
二

次
産

業
に

後
事
し

て

い

た

人

口

の

割

合
が

四
三

･

九

%
､

第
三

次
産
業
に

従
事
し

て

い

る

人

口

の

割
合
が

四

九
･

七

%
に

な
っ

て
､

｢

文
化
園
+

型
の

産

業
構
造
を

示

し
て

い
ゝ

る
｡

ま
た
こ

れ

と

同

じ
こ

と

は

北
米
合
衆
圃
に

つ

い

て

も
､

ド
イ

ツ

七

っ

い

て

鴻
､

わ

が
.
園
に

つ

い

て

も

見

ら

れ

る
｡

北

米
合
衆
園
で

は

人
口

が

九

百

六

十

常
人
で

あ
っ

た
一

八
二

〇

年
に

は
､

第
一

次

産
業
に

従
事
し

て

い

る

人

口

の

割
合

.
が

七

二
･

三

%
､

第
二

次
産
業

に

従
事
し
て

い

る

人
口

の

割
合
が

一

四
･

六

%
､

第
三

次
産

業
に

従

事
し
て

い

る

人
口

の

割
合
が

一

二
･

八

%
で

､

な
お

｢

農
業
国
+

の

段
階
に

あ
っ

た

こ

と
を

示

し

て

い

る

が
､

す
で

に

人
口

が

五

千

常

人
に

達
し
た

一

八

八
〇

年
に

ほ
､

第
一

次
産

業
に

従
事
ん
て

い

る

人

口

の

割
合
が

四

九
･

四

%
､

第
二

次

産
業
に

従
事
し

て

い

る

人
口

の

割
合
が

二

五
･

五

%
､

=

第
三

次
産
業
に

磯
事
し

て

い

る

人
口

の

割

合
が

二

五
･

〇

%
に

､

ま
た

､

人
口

が
一

億
三

千

常
人

に

達

し

た

一

九
三

五

年
に

は
､

第
一

次
産

業
に

従
事
し
て

い

る

人
口

の

割
合

が

二

五
･

四

%
､

第
二

次
産

業
に

従
事

し

て

い

る

人
口

の

割

合
が

二

八
･

八

%
､

第
三

次
産
業
に

従

事
し

て

い

才

人
口

の

割
合
が

四

五
･

八

%
に

達
し

て

い

る
｡

ド

イ

ツ

で

も

人
口

が

二

千

六

百

萬
人
で

あ
っ

た
一

八
二

〇

年
に

は
､

第
一

次
産

業
に

従
事
し
て

い

る

人

口

の

割
合
が

七

八

%
で

あ

っ

た
の

に

対
し
て

､

人
口

が

四

千
六

百

寓
人
に

達
し

た
一

八

八
二

年
に

は
､

第
一

次
産

業
に

従

事
し

て

い

る

人
口

の

割
合

が

四
二
･

一

一

%
､

第
二

次
産
業
に

従

事

し

て

い

る

人
口

の

割

合
が

三

甲
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.

四

%
､

第
三

次
産
業
に

従

事
し

て

い

る

人
口

の

割
合
が

三

三
･

五

%
に

､

人
口

が

六

千
六

百

常
に

達

し

た
一

九
三

三

年
に

は
､

第

一

次
産
業
に

従
事
し
て
■い

る

人

口

の

割

合
が

二

八
･

九

%
､

第
二

次

産
業
に

従
事
し
て

い

る

人
口

の

割
合
が

三

九
･

四

%
､

第
三

次
産
業

に

従
事
し

て

い

る

人

口

の

割
合

が

二

五
･

七

%
に

な
っ

て

い

る
パ

ま

た

わ

が

国
で

も

人

口

が

三

千

七

百

萬
人
で

あ
っ

た
一

八
七
二

年

に

は
､

第
一

次

産

業
に

従

事
し

て

い

る

人

口

の

割
合
が

八
三
･

七

%
､

第
二

次
産
業
に

従
事
し
て

い

る

人
口

の

割
合
が

四
･

八

%
､

･
第
二

次
産
業
に

従
事
し
て

い

る

人
口

の

そ

れ

が
一

〇
･

一

%
で

あ

っ

た
の

に

対
し

て
､

人
口

が

七

千
三

百

萬
人
に

達
し
た

一

九
四

〇

.

年
に

は
､

第
一

次
産
業
に

従
事
し

て

い

る

人

口

の

割
合
が

四
三
･

七

%
､

第
二

次
産
業
に

従

事

し

て

い

る

人

口

の

そ

れ

が

三

二
･

七

%
､

第
三

次
産

業
に

従
事
し
て

い

る

人
口

の

そ

れ

が

二

三
･

六

%

.

に

な
っ

て

い

る
｡

そ
こ

で

問
題
に

な
る

こ

と

は
､

人
口

が

増
加
す
る

の

に

伴
れ

て
､

産
業
構
造
が

こ

の

よ

う
に

欒
化
し
て

い

る

の

は

何

故
か

で

あ

る

が
､

こ

の

こ

と
を

明
か

に

す
る

に

は
､

産
業
構
造
が

何
故
に

こ

の

よ
ゝ

}

に

餞
展
す
る

か

を

解
明

す
る

と

と

も
に

､

人
口

の

費
展
と
崖

37

菜
構
造
の

か

か

る

優
展
と
の

間
の

相

互

関
係
を

明

か

に

し

な

く
て

人
口

峯
展

と

産
業

構
造

∵

は

な

ら

な
い

8

二

産
業

構
造
が

こ

の

よ

う
に

｢

農
業
国
+

型
の

そ

れ

か

ら

｢

工

業

国
+

型
の

そ

れ

に
､

そ

れ

か

ら
さ

ら
に

｢

文
化

国
+

型

に

次
第
に

推
移
す
る

の

は
､

分
業
が

嶺
展
し
て

努
働
生

産
性
が

増
進
し

た
こ

と
の

結
果
で

あ

る

と

言

う
こ

と

が

で

き
る

｡

こ

の

産
業
構
造
の

螢

展
を

説
明

し

た
一

つ

の

学
説
は

､

オ

ッ

ペ

ン

ハ

イ
マ

ー

の

そ

れ

で
､

か

れ

は
こ

の

こ

と

を

粗
生

産
物
が

収
穫

適
格

法
則
の

､

ま
た
工

業
生

産
物
が

収
穫
逓
増
法
則
の

､

支
配
を

受
け

る

こ

と
か

ら

説
明

し
て

い

る
｡

か

れ

の

場
合
に

は

｢

エ

業
生

産

物
は

収

穫
逓

増
法
則
の

支
配
を

ヽ

ヽ

受
け

る

の

で
､

分
業
が

よ

り

高
度
に

蜃

展
す
る

ほ
.
ど

､

そ

れ

に

用

ヽ

ヽ

い

ら

れ

た

生
産
力
が

よ

り

多
産
的
に

な

る
｡

他
の

言

葉
で

言

え

ば
､

そ

れ

に

参
加
し

た

個
々

の

努
働
の

平
均
収
穫
が

そ
れ

だ

け

増

加
す
る

こ

と
に

な

る
+

の

で
､

そ
の

償
格
が

｢

常
に

低
落
す
る

交
換

慣
億
を

め

ぐ
っ

て

振
動
す
る

と

と

も

に
､

そ

の

社
食
の

生

産
慣

値
､

各
地

方
の

市
場
慣
億
の

基
礎
が

､

長
期
的
に

は

競
争
上
も

っ

と

も

優
れ
た

装
備
を
し

た

経
営
の

.
生

産

慣

椅
で

あ

る
+

こ

と

に

な

る

∠∂3
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れ

る

こ

と
に

な

る
｡

+

･
し

か

し
こ

れ

は
ク

ワ

ン

テ

が

指
摘
し

て

い

る

よ

う
に

､

■
農
業
生

産

物
の

需
要
が

工

業
生

産
物
の

需
要
と

臭
っ

て

非
弾
力
胡
で

あ

る
l

こ

と

を

無
親
し
た

理

論
で

あ

る

と

言
う
こ

と
が

で

き

る
｡

ク

ワ

ン

テ
に

よ

る

と
+

労
働
生

産

性
の

増
進
に

よ

っ

て

い

く
つ

か

の

部
門
で

工

業
生

産
物
が

安
く

な

る

と
､

ま

ず
こ

れ

ら
の

生

産

物
の

滑

費
が

檜
加
す
る

こ

と

に

な

る
｡

そ

れ

か

ら
さ

ら
に

こ

の

低

廉
化
に

よ

っ

て

解
放
さ

れ

た

部

分
の

所
得
が

､

ま
た

従
束
ま
っ

た

く

ま

た

は

充

分
に

は
+
顧
ら

れ

な

か
っ

た

欲

望
の

た

め
に

も
､

爾
後

使
用
し

得
る

こ

と
に

な
る

こ

と
に

ょ
っ

て
､

他
の

諸

部
門
に

反

作

用
を

及
ぼ

す
結
果

､

ま

た

そ
■
れ

ら
の

諸
部
門
の

生

産
物
の

滑

費
を

増
加
す
る

｡

そ

の

上
に

周

知
の

よ

う
に

エ

業
の

技
術
の

進
歩
の

結

果
起
る

こ

の

需
要
の

嵐
張
は

､

そ

れ

が

不

用
に

な
っ

た

労
働
力
に

滑

資
財
ま

た

は

生

産
財
の

生

産
で

､

新
し
い

仕
事
の

領
域
を
あ

た

え

る

こ

と
に

よ

っ

て
､

資
本
主

義
が

最
初
に

誘
起
し

た

｢

労
働
者

の

駆
逐
+

に

封
し
て

反
作
用
を

す
を

(

過

相

殺

詭
)

｡

工

業
生

産
物
が

安
く

な
っ

た

場
合
に

一

般
に

欲
望

充
足
を
こ

の

よ

う
に

蘇
張
し

得
る

の

ぺ

工

業
生

象
物
に

よ
っ

て

充
た

さ

れ

る

39

ぺ

き

欲

望
が

､

原
理

上

は

敷
の

上
で

も

強
度
の

上

で

も

無
限
で

あ

人
口

登
展
と

産
業
帯
地

る

た

め
で

あ

る
｡

そ
こ

で

た

と

え

ば

娼
靴

下
の

生

産
が

安
く

な
る

と
､

絹
靴

下
の

消

費
が

二

倍
に

も
こ

二

倍
に

も

ー
一

般
に

何
倍
に

も
な

り

得
る

｡

自
動
車
の

生

産
が

安
く

な
っ

た

場
合
の

自
動
車
の

滑
費
が

同
様
で

あ
る

等
々

で

あ

る
｡

嘗
該
の

商
品
の

滑
費
が

そ

れ

の

低
廉
化
に

正

確
に

比

例
し

て

増
加
す
る

か

ど

う
か

､

ま

た

は

そ

ヽ

ヽ

れ

の

滑
費
が

よ

り

少
い

程
度
増
加
す
る

だ

け
で

､

そ

れ

に

代
っ

て

ヽ

ヽ

他
の

商
品
が

新
た

に

ま
た

は

よ

り

大
量
に

滑

費
さ

れ

た
こ

と
に

な

る

か

ど

う
か

は
､

結
局

人
口

と
■

そ

れ

の

個
々

の

成
員
と
の

絶
欲

望

髄
系
に

依
存
し
て

い

る
｡

と

こ

ろ

が

食
料
欲
望
に

役
立
つ

生

産
物
(

と
工

業
生

産

物
)

と

は
､

こ

れ

と

反
封
の

関
係
に

立
っ

て

い

る
｡

食
料
欲

望
は

そ

れ

が

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

随
意
に

は

増
加
し

得
な

い

こ

と

に

よ
っ

て
､

他
の

す
べ

て

の

欲

望

と

原
理

的
に

異
っ

て

い

る
｡

他
の

欲
望
が

す
べ

て

原
理

上

は

無
限

に

増
加
す
る

こ

と
が

で

き
て

､

い

つ

か

飽
和
が

起
る

と
は

限
っ

て

い

な
い

の

に
､

食
料
に

封
す
る

欲
望
は

一

度
満
腹
に

達
す
る

と
､

一

般
に

そ

れ

を

超
え
て

ほ

蹟
張
す
る

こ

と

が

で

き

な
い

｡

勿
論
食

料
は

疑
い

も

な

く

生

活
程
度
の

向
上

に

伴
れ

て

改

良
さ

れ

｢

高
級

化
+

さ

れ

る
｡

そ

こ

で

燕
番
と

馬
鈴
薯
と
の

食
事
か

ら

小

褒
と

肉

と
の

食
事
に

移
行
す
る

こ

と
が

あ

り

得
る

｡

し

か

し
か

か

る

改

善

≠β∂
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は
一

定
の

食
料
に

封
す
る

需
要
を

著
し

く

減

少
さ

せ

て
､

｢

高
級

品
+

に

封

す
る

需
要
を

著
し

く

増
加
さ

せ

る
の

で
､

食
料
需
要
の

線
量
を

損
張
す
る

こ

と

が

で

き

な
い

｡

そ

こ

で

(

食
料
の
)

農
業
生

産
に

つ

い

て

次
ぎ
の

事
情
が

螢
生

す
る

｡

人
口

が

同
一

に

止
っ

て

い

る

場
合
に

は
､

技
術
の

進
歩
が

低
落
す
る

慣
椅
で

生

産
を

増
加
す

る

こ

と

を
､

若
干
の

富
ま

れ

た

ヽ

ヽ

農
業
者
に

許
す

ナ

い

と

に

よ
っ

て
､

か

れ

ら

と
よ

り

恵
ま
れ

て

い

な

い

農
業
者
と
の

間
に

､

後
者
を

排
除
す
る

目

標
と

結
果
と

を

持
つ

競
争
が

必

然
に

萄
生

す
る

｡

農
業
技
術
ま

た

は

交
通
関
係
の

改
善

が

ま
っ

た

く

干

渉
し

な
い

限

り
は

､

人
口

が

檜
加
す
る

と
､

た

し

か

に

高
ま

る

償
棉
で

､

し
か

も

蕾
爽
の

土
地

で
､

ま

た

は

そ

れ

が

ヽ

ヽ

よ

り

有

利
で

あ
る

場
合
に

は

新

開
拓
地

で
､

追
加
需

要
の

食
料
を

獲
得
せ

ざ

る

を

得
な
い

｡

し
か

し

そ

の

よ

う
な

事
情
が

あ

る

と

し

て

も
､

こ

こ

で

は

終
い

に

は

追

加
生

産
が

追
加
需
要
を

し
か

も

低

落
す
る

償
格
で

凌
ぐ

鮎
に

到

達
す
る

こ

と

が

あ

り

得
る

｡

:

:

こ

こ

に

ま
さ

に

工

業
生

産
物
と

農
業
生

産
物
と
の

問
の

差
異
が

現
わ

ヽ

ヽ

れ

て

い

る
｡

工

業
で

は

よ

り

低
い

慣
蒋
の

基

礎
の

上
に

､

著
し

く

大
き

く

な
っ

た

規
模
の

生

産
を

建

設
し

得
る

が
､

農
業
で

は

償
格

一

が

抵
下

し
て

も
､

.
(

従
来
の

紙
需
要
を

超
え
て
)

生

産

が

損

張
さ

組 立 止

_
+

_仙し一_

項

れ

る

こ

と
に

な

ら

な
い

で
､

た

だ

剰
飴
の

量
を

排
除
す
る

だ

け
で

榔

あ

る
｡

そ
こ

で

オ

ァ

ベ

ン

ハ

イ
マ

ー

が

梓
護
し
て

い

る

命

題
に

反

し

て
､

農
業
労
働
の

生

産

性
が

増

加
す
る

と
､

農
業
人
口

が

増
加
す

る

こ

と
に

な
っ

て
､

そ
れ

が

減
少

す
る

と
､

農
業
人
口

が

減
少
す

る

こ

と

に

な

る
､

と
い

う
こ

と
に

は

な
ら

な
い

｡

関
係
は

ま

さ

に

逆
で

あ

る
｡

農
業
労
働
の

生

産
性
が

-
人
口

の

蜃
展
で

測
っ

て

ー
相
封
的
に

増
加
す
る

と
､

農
業
者
が

減
少
し
て

､

そ

れ

が

相

封
的
に

減

少
す
る

｡

食
料
の

必

要
量
は

一
事
情
に

よ

る

と
､

貞

ヽ

ヽ

業
生

産
物
が

､

よ

り

高
級
の
+

食
料
に

特
化
す
る

こ
･
と

に

よ
っ

て
､

い

く

ら
か

押
し

出
し

得
る

満
腹
に

到
達
し

た

後
に

は

1
人
口

の

ヽ

ヽ

増
加
を

超
え

て

は

膨
脹
し

得
な
い

の

で
､

労
働
生

産
性
が

よ

り

高

く

な
る

と
､

一

部
分
の

農
業

者
に

と
っ

て

農
業
経
営
が

打
合
わ

な

い

こ

と
に

な

る
｡

と
い

う
の

は

け
っ

し
て

膏
り

捌
き

得
な
い

食
料

の

過
剰
供

給
は

､

す
ぐ
に

風
格
を

低
下
さ

せ

て
､

も
.

っ

と

も

微
力

な

候
補
者
を

市
場
か

ら

閉
め

出
す
か

ら
一
で

あ

る
｡

エ

業
の

場
合
と

は

臭
っ

て
､

嘗
然
に

農
業
者
は

費
用
の

引

下

げ

に

よ

っ

て

も
､

こ

の

結
果
を

発
か

れ

る

こ

と
が

で

き

な
い

｡

た

し
か

に

前
述
の

農
業

と
工

業
と
の

間
の

本
質
的
差

異
､

す
な

わ

ち
エ

業
で

は

｢

欲
望
慣
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系
+

の

結
果
従
爽
の

債
格
で

は

飽

和
し
て

い

る

生

産
物
を

､

償
椅

の

引

下

げ
の

助

け
で

供
給
し
･て

賛

捌
く
こ

と
が

で

き

る

が
､

し

か

し

農
業
(

食
料
生

産
)

で

は

で

き

な
い

こ

と
が

､

こ

こ

で

認
め

ら

れ

る
｡

こ

七
で

は

個
々

の

経
営
者
に

人

口

増
加
に

封
應
し
て

い

る

ヽ

ヽ

よ

り

も
､

よ

り

多
く

生

産
物
を

か

れ

の

経
営
か

ら

産
出
す
る

可
能

性
を

あ

た

え

る

か
､

ま
た

は
一

般
に

新
し
い

経
営
(

ま

た

は

摸
大

さ

れ

た

経

営
)

が

こ

の

必

要
量
を

超
え
て

競
争
戦
に

介
入

す
る

こ

と

を

許
す

費

用
の

低
減
が

､

い

ず
れ

も
こ

の

職

業
階
級
全

髄
の

獲

得
楓
禽
を

著
し

く

縮
小
せ

ざ

る

を

得
な
い

｡

+

コ

ー

リ

ン

･

ク

ラ

ー

ク

も

ま
た

ク

ワ

ン

ー

〔

と

同
じ

立

場
に

立
っ

て
､

努
働
生

産
性
が

増
進
し
て

一

人
あ

た

り
の

資
質
所
得
が

増
加

す
る

の

に

侍
れ

て
､

第
一

次
産
業
に

従
事
し

て

い

る

人
口

の

割
合

が

次
第
に

低
下

し
て

､

そ

れ
に

代
つ

て

第
二

次
産
業
に

従
事
し
て

い

る

人
口

の

割
合
が

､

そ

れ

か

ら

第
三

次
産
業
に

従
事
し

て

い

る

人
口

の

割
合
が

､

次
第
に

大
き

く

な
る

こ

と
は

｢

食
料
需
要
の

所

得
弾
力
性
が

資
質
所
得
の

高
く

な

る

の

に

伴
れ

て

き

わ
め

て

低
く

な
る

傾
向
+

を

持
っ

て

い

る

の

に
■
封

し

て
､

｢

エ

業
生

産
物
に

封

ヽ

ヽ

し
て

よ

り

高
い

所
得
弾
力

性
が

､

サ

ー

ヴ
ィ

ス

(

第
三

次
産
業
の

ヽ

ヽ

生

産
物
)

に

封
し

て

は
､

よ

り

高
い

所
得
弾

力

性
が

見

出

さ

れ

人
口

沓
展
と

匪
菓
構
造

る
+

こ

と
に

､

も

と
づ

い

て

い

る

こ

と
を

説
い

て

い

る
｡

三

け

れ

ど

も
こ

れ

ら
の

人

達
の

説

明
で

は
､

第
一

次
産
業
に

従
事

し
て

い

る

人
口

の

割
合
が

､

努
働
生

産
力
の

嶺
展
に

伴
れ

て

低
下

す
る

の

は
､

何
故
で

あ

る

か

が

説

明
さ

れ
て

い

る

だ

け

で
､

第
二

次

産
業
に

従
事
し

て

い

る

人

口

の

割
合
が

､

何
故
に

限
り

な

く

大
き

く

は

な

ら

な
い

で
､

そ

れ

に

代
っ

て

第
三

次
産
業
に

従
事
し
て

い

る

人

口

の

割
合
が

､

労
働
生

産
性
の

増
進
に

伴
れ

て

絶
え

ず
大
き

く

な

る

の

は
､

何
故
で

あ

る

か

が
､

す
く

な

く

と
も

充
分
た

は

説

明

さ

れ

て

い

な
い

が
､

こ

の

原
因
は

第
一

次
産
業
に

従
事
し
で

い

る

人

口

の

割
合
が

､

需
要
の

非
渾
力

性
に

よ

っ

て

制
約
さ

れ

て

い

る

の

と

同

様
に

､

第
二

次
産
業
の

蟄
展
が

第
三

次
産
･
業
の

嶺
展
に

ょ
つ

て
■
制

約
さ

れ

て

い

る

こ

と
に

あ
･
る

と

言
う
こ

と
が

で

き
る

｡

第
三

次

産
業
の

中
で

､

ま

ず
も
っ

と

も

大
き
い

部
分
を

占
め
て

い

る

商
業
上

運
輸
業
と
に

つ

い

て

言
え

ば
､

こ

れ

ら
の

産
業
は

農

業
､

工

業
に

お

け
る

努
働
生

産
性
増

進
の

不

可
妖
の

條
件
で

あ

る

と

言
う
こ

と

が

で

き

る
｡

現

代
生

産
経

済
の

根
本

原
理
で

あ

る

分
業
が

､

H

各
人
の

熟

練

ぜ∂7
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一

橋

静

叢

弟
三

十

大

巻

第
五

境

糾

分
な

比

率
が

大

き
い

利
潤
を

生

ず
る

た

め
に

残
さ

れ

る

こ

と
に

な

っ

て
､

資
金

と

利
潤
と
が

同
じ

時
に

共
に

高
い

こ

と
に

な

る
+

が
､

し
か

る

に

｢

人

口

が

引

績
き

増
加

す
る

場
合
に

は
､

領
土

が

限

ら

れ

て

い

る

か
､

ま

た

は

土

地
の

質
が

異
っ

て

い

る

と

す
る

と
､

土

地
の

耕
作
に

用
い

ら

れ

る

場
合
の

努
働
生

産

性
が

次

第
に

減

退

す

る

こ

と
は

､

ま
っ

た

ぺ

明
か

で
､

所
輿
の

量
の

勢
働
の

生

ず
る

収

ヽ

ヽ

穫
が

二
暦

よ

り

少

く
な

る

の

で
､

労
働
と

利
潤
と
の

間
に

分
た

れ

ヽ

ヽ

る

生

産
物
が

層
一

層
よ

り

小

さ

く

な
る
+

が
､

こ

の

場
合
に

｢

労

働
の

生

産
性
の

減

退
に

侍
れ

て
､

勢
働
者
の

物
理

的
要
求
も

ま

た

同
一

の

此

率
で

減

ず
渇

と

す
れ

ば
､

全

生

産
物
の

中
の

同
一

の

分

前
が

資
本

家
に

残
さ

れ

る

こ

と
に

な
る

の

で
､

利
潤

率
は

必

ず
し

も

低
落
す
る

こ

と
に

は

な

ら

な
い

が
､

し

か

し

労
働
者
の

物
理

的

要
求
は

常
に

同
一

で

あ
る

｡

人
口

が

増
加

す

る

場
合
に

は
､

努
働

に

較
べ

て

労
働
の

穀
物
賃
金
が

次

第
に

低
落
は

す
る

が
､

し

か

し

そ
こ

に

は

越
え

得
な
い

限
界
が

､

恐

ら

く

は

錬
り

遠
く

な
い

所
に

ヽ

ヽ

ぁ

る

こ

と
は

明
か

で

あ

る
｡

そ

こ

で

よ

り

多
ぐ
の

労
働
を

必

要
と

ヽ

ヽ

す
る

よ

り

癒
せ

た

土

地
が

､

次
ぎ

次
ぎ

に

耕
作
さ

れ

る

こ

と
に

な

っ

た

と

す
る

と
､

各

個
々

の

努
働
者
や

穀
物
賃
金

が
､

生

産

物
の

ヽ

ヽ

減
少
し

て

低
減
す
る

こ

と

は

で

き
な
い

の

で
､

全

健
の

中
の

よ

り

′

大
き
い

比

率
が

必

然
に

労
働
貸
金
の

支
沸
に

充
て

ら

れ

る

こ

と

に

9 0

つ

い

な
っ

て
､

利
潤
率
が

規
則
的
に
山
準
ぇ

ず
低
下

し
て

､

終
い

に

資

本

4

の

蓄
積
が

停
止

し
て

し

ま

う
こ

と
に

な

る
｡

皇
た

穀
物
を

生

産
す
る

の

漑

要
す
る

労
働
は

､

不

同

避
の

物
理

的
原

因
の

た

め

に

増
加
す
る

不

欒
の

傾
向

を

持
っ

て

い

る

の

に

封

し
て

､

一

商
工

業
晶
を

生

産
す

■
る

の

に

要
す
る

労
働
は

､

穀
物
を

生

ヽ

ヽ

産
す
る

の

に

要
す
る

勢
働
よ

り

も
､

は

る

か

に

よ

り

媛
慢
に

増
加

す
る

の

で
､

利
潤
が

農
業
で

低
落
す
る

場
合
に

は
､

資
本
を

土

地

ヽ

ヽ

J

り

重
商
工

業
に

使
用
す
る

こ

と
が

､

明
か

に

よ

り

有
利
で

あ
る

｡

そ

こ

で

資
本
は

そ

れ
が

此

蔵
的
に

豊

富
で

あ

る

た

め

に
､

商
工

業

晶
に

低
落
が

起
る

ま
■
で

そ

れ

に

使
用
さ

れ

る

こ

と
に

な

や
が

､

し

か

し

同
一

量
の

労
働
の

償
億
は

常
に

同
一

で

あ

る
｡

ま

た

雀

産
物

の

償

僅
が

低
落
す
る

の

に
､

そ

の
一

方

で

努
働
の

畳
ま

た

は

そ
れ

を

生

産
す
る

の

に

要
す
る

資
本
の

償
値
が

､

同
一

に

止
っ

て

い

る

と

す
る

と
､

利
潤
率
が

低
下
せ

ざ

る

を

得
な
い

こ

と

は
､

明

か

で

あ

る
｡

そ
こ

で

こ

の

よ

う
に

し
て

改
良
が

進
む

易
合
に

は
､

屠
一

ヽ

ヽ

屠
よ

り

癒
せ

た

土

地
が

耕
作
さ

れ

る

こ

と
に

な

る

の

で
､

一

般
利

潤
率
が

最
後
に

耕
作
に

取
入

れ

ら

れ

た

土

地

の

生

産

性
に

よ
っ

て
､

制
限
さ

れ

る

こ

と

に

な

ら
ざ

る

を

得
な
い

｡

最
後
に

新
作
に



.

取
入
れ

ら

れ

る

土

地

が
､

た

だ

そ

れ

の

生

産
に

要
す
る

資
本
の

最

.
低
債
僅
を

超
え

て
､

一

定
の

慣

値
の

剰
余
だ

け

し
か

生

じ
な
い

と

ヽ

ヽ

す
る

と
､

利
潤
は

一

般
に

こ

の

剰
飴
が

許
す
よ

り

も
､

よ

り

高
く

･
ほ

な

り

得
な
い

｡

+

け

れ

ど

も
こ

の

見
解
は

､

オ

γ

叶

ン

ハ

イ
ー

マ

ー

も

指
摘
し

て

い

る

よ

う
に

､

人
口

の

増
加
に

伴
れ

て
､

人
口

の

産
業
別
の

構
成

が
､

第
一

次
産

業
に

従
事
し

て

い

る

人

口

の

割
合
が

歴
倒
的
に

大

き
い

も
.

掛

か

ら

出
優
し
て

､

第
二

次
産
業
に

従
事
し
て

い

る

人
口

の

比

重
の

大
き
い

構
成
に

､

そ

れ

か

ら

さ

ら

に

第
三

次
産
業
に

従

事
し

て

い

る

人
口

の

割
合
の

大
き
い

も
の

に

螢
展
す
る

､

前
記
の

事
賓
と
矛

盾
し

て

い

る

と

言
わ

ざ

る

を

得
な
い

｡

か

れ

は
､

人

口

が

開
襟
に

な
る

の

に

伴
れ

て

年
分
配
分
が

庸
一

ヽ

ヽ

1

屠
よ

り

多
く
な
っ

て

い

る

が
､

こ

の

こ

と

は

文
化
民

族
の

人
口

が

増
加
す
る

場
合
に

は
､

農
業
者
の

数
が

比

率
の

上
で

減
少
し

て
､

商
工

業
者
の

数
が

比

率
の

上
で

増
加
し
て

い

る

こ

と

に

よ
っ

て

明

か

で

あ
る

｡

と
い

う
の

は
マ

ル

サ

ス

も

認

め

て

い

る

よ

う

に
､

｢

そ
の

も
っ

と

も

廉
い

意

味
に

お

け

る

耕

作

者
の

剰
飴
生

産
物

.が
､

■
土
地

に

雇
用
さ

れ
て

い

な
い

社
食
部
分
の

成
長
を

測
定
し

制

胡

･

限
す
る

の

で
､

全
世

界
を

通
じ
て

工

業
者

､

商
業
者

､

資
産

者
､

人

口

蓉
展

ど

産
業
構
造

種
々

の

文
化

職
業
者
の

数
は

､

正

確
に

こ

の

剰
徐
生

産

物
に

比

例

し

な

く
て

ば

な
ら

な
い
+

か

ら

で

あ

る
｡

一

国
民
が

そ

の

土

地
の

一完
全

占
有
を

完
了

し
た

と

檀

に
､

人
口

が

五

百

常
人
で

､

非
農
業

者
が

二

〇

%
､

農
業
者
が

八

〇

%
で

あ
っ

て
､

そ

の

国
で

一

定

年

数
の
.
後
に

人
口

が
一

千

常
人
に

増
加
し

て
､

そ
の

場
合
に

収
穫
逓

減
の

法
則
が

賓
際
に

賓
現
心

た

と

す
る

と
､

非
農
業

考
の

割
合
が

ヽ

ヽ

よ

り

少
く

な
ら

ざ

る

を

得
な
い

｡

す
も

わ

ち
こ

の

易
合
に

つ

い

て
･

言
え

ば
､

最
初
の

段
階
で

は

四

人
の

農
民
が

一

人
の

非
農
業
者
を

養
い

得
た

こ

と

に

な

る

が
､

収
穫
逓

減
法
則
が

賓
現
し

た

と

す
る

と
､

人
口

が
一

千

萬
人
に

増
加
し

た

と

き
に

は
､

親
収
橙
は

増
加

す
る

が
､

し
か

し

そ

れ

は

そ

れ

に

投
下
さ

れ

た

労
働
時
間
と

同
じ

程

度
に

は

増
加
し

な
い

の

で
､

以

前
に

は
一

人
の

農
業
者
で

あ
っ

た

と
こ

ろ

が
､

二

人
に

な

る

が
､

各

農
業
者
の

粗
収
穫
は

､

以

前

ヽ

ヽ

の

半
分
よ

れ

も
よ

り

大
で

は

あ

る

が
､

し

か

し

両
者
を

合
せ

て

も

二

倍
に

は

な
ち

な
い

｡

南

農
業
者
が

自
己
の

必

要
量
を

留
保
し

た

･
ヽ

ヽ

後
に

は
､

以

前
に

比

較
し
て

著
し

く
よ

ぅ

少
い

も
の

が

残
る

こ

と

ヽ

ヽ

に

な

る

の

で
､

そ

れ

に

よ

っ

て

は

農
民

一

人

あ

た

り
よ

り

少
い

非

虚
業
者
だ

け

し

か
､

生

存
し
て

行
く
こ

と
が

で

き

な
い

｡

.
そ

こ

で

非
農
業
者
の

割
合
が

大

き

く

な
っ

た

こ

と
ほ

､

明

か

に

農
業
者

一
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′
り

多
く

を
生

産
す

る

こ

と
に

な

る

し
､

ま
た

千

人
の

労
働
は

各
人

の

努
働
の

千

倍
よ
.
り

も
､

去

り

多
く

を
生

産
す
る

の

で

あ
っ

て
､

こ

の

よ

う
に

し

て

人
口

の

増
加
が

も

た
ら

す
各

一

封
の

手
と

と

も

に
､

労
働
の

生

産

力
が

此

例
を

超
え
て

増

加
す
る

こ

と

に

な

る

の

で
､

人
口

終

増
加
七

伴
れ

て
､

努
働
に

此

較
し

た

富
の

平
均
の

生

産

量
が

減
ず
る

こ

と

が
､

ま
っ

た

く

な
い

だ

け

で

は

な

く
て

､

､

最

ヽ

ヽ

低
鮎
に

お

い

て

も

ま
っ

.
た

く

減
少

す
る

こ

と

な

し

に
､

よ

り

低
い

自
然
の

生

産

力

に

頼
る

七

と
が

で

き

る
｡

人
口

が

二

倍
に

な
っ

た

場
合
に

は
､

生

産

性
が

二

〇
に

す
ぎ

な
い

土

地

が
､

生

産
三

〇
の

土

地
で

以

前
に

生

産

し

た
の

と

同

じ
だ

け

を
､

同
一

の

量
. の

努
働

に

r
っ

て

生

産
す
る

こ

と
が

で

き
る
+

と
､

説
い

て

い

る
｡

人
口

の

螢
展
が

労
働
の

生

産
性
に

及
ぼ

す
作

用
は

､

｢

農
業
国
+

√

.
の

場
合
の

㌢
フ

に
､

自
給
自
足
の

家

族
経
営
が

一

般
に

行
わ

れ

て

い

る

場
合
と

､

｢

エ

菜
園
+

｢

文
化

園
+

の

場
合
の

よ

う
に

､

産
業

革
命
を

通
じ
て

か

か

る

自

給

自

足
の

家

族
経
営
髄
制
が

崩
壊
し

一

て
､

そ

れ

に

代
っ

て

分
業
経
済
髄
制
が

磨
く

行
わ

れ

る

に

い

た
っ

㌧

た

場
合
と
で

は
､

著
し

く

異
っ

て

い

る

一

言
う
こ

と
が

で

き

る
｡

分
業
の

利
益
が

努
働
生

産
性
を

増
進
す
る

こ

と

に

あ

る

こ

と

材

ほ
､

す
で

に

述
べ

た
が

､

前
者
の

｢

農
業
国
+

の

場
合
に

は
､

白

人
口

蚤
展
と

産
業

構
造

給
自
走
の

家

族
経
営
が

磨
く

行
わ

れ
■
で

い

て
､

分
業
が

ほ

と
ん

ど

行
わ

れ

て

い

な
い

た
か

に
､

努
働
の

生

産
性
が

元

爽
低
い

だ

け
で

は

な

く
て

こ

こ

で

は

｢

収
穫
速
減
+

法
則
だ

け

が

作
用
す
る

こ

と

に

な

る

た

め
に

､

.マ

ル

サ

ス

､

リ

カ

ァ

ド

な

ど

が

主

張
し
て

い

る

よ

う
に

､

人
口

の

檜
れ
に

伴
れ

て

努
働
の

生

産
性
が

低
減
す
る

こ

と

に

な

る

の

で
､

衣

佳
は

勿
論

､

食
料
が

不

足
し
て

い

て

替
養
不

良
で

あ

る

た

め
に

､

死
亡

率
が

常
に

甚
だ

し

く

高
い

だ

け
で

は

な

い
｡

■
ま

た

こ

こ

で

は

耕
作
方

法
も

交
易
方

法
も

螢
達

し
て

い

な
い

た

め

に
､

作
物
の

不

作
､

凶

作
が

頻
聾
す
る

と

と

も
に

､

そ
れ

が

ま

た

飢
饉
に

醇
化
す
る

こ

と

に

も

な

れ

ぼ
､

ま

た

そ

れ

に

伴
れ

て

疫
病
が

流
行
す
る

こ

と

に

も

な
っ

て
､

一

時
に

き

わ

め
て

多
数
の

者
が

死

亡

す
る

こ

と
に

な
る

の

で
､

出
生

率
が

き

わ

め
て

高
い

に

も

拘
わ

ら

ず
､

前
に

述
べ

た

よ

う
に

､

人

口

の

増
加
が

き

わ

め

て

媛
慢
で

あ
る

と

と

も
に

､

ま

た

不

規

則
で

あ

る
｡

と
こ

ろ
が

塵
業
革
命
を

通
じ

て
､

か

か

る

自
給
自

足
の

豪
族
経

営
鱒
制
が

崩
壊
し

て
､

そ

れ

に

代
っ

て

分
署
経
済
髄

制
が

嶺
展
す

る

こ

と
に

な

る

と
､

今
度
は

反
封
に

ケ

ー

リ

ー
､

ジ

ョ

ー

ジ

な

ど

が

主

張
し

て

い

る

よ

う
に

､

人
口

の

増
加
が

努
働
の

生

産
性
を

増

進
す
る

こ

と
に

な

る
｡

と

い

う
の

は
こ

の

場
合
に

ほ

分
業
の

利
益

4 9 3



丘
Uヰ

一

橋

漁

業

啓
三

十

大

巷

第
五

兢

ヽ

ヽ

を

よ

り

多
く

賓
現
し

得
る

よ

う
に

す
る

と

同
時
に

､

投
資
を

促
進

し
て

有
効
需
要
を

増
大
す
る

こ

と
に

よ
っ

て
､

そ
れ

が

生

産
を

刺

戟
す
る

こ

と
に

な

る

か

ら

で

あ

る
｡

･

分
業
の

利
益
が

充
分
に

茸
現
さ

れ
て

､

努
働
の

生

産
性
が

充
分

に

増
進

す
る

た

め
に

は
､

安
定
し

た

永
横
し

た

大
量

再
一

の

需
要

が

存
在
す
る

こ

と
が

､

必

要
で

あ

る

こ

と

は
､

す
で

に

述
べ

た

が
､

か

か

る

安
定

し

た

永
壊
す
る

大

量
雫

一

の

需
要
の

存
在
は

､

人
口

の

大
き
い

こ

と
に

依
存
し

て

い

る

の

で
､

人
口

が

増
加
す
る

ほ

ど
､

ヽ

ヽ

そ

れ

だ

け
よ

づ

多
く

分
業
の

利
益
が

茸
現
さ

れ

て
､

労
働
の

生

産

ヽ

ヽ

性
が

よ

り

高
く

な

る

こ

と

は
､

詳
説
す
む

ま

で

も

な
い

｡

勿
論
需

要
の

増

加
は

人

口

の

増
加
だ

け
に

も

と

ず
い

て

い

る

と

は

限
っ

て

小

な
い

｡

人
口
一

人

あ
た

り

の

貴
賓
所
得
水

準
が

高
く

な
る

場
合

に

は
､

た

と

え

人
口

は

増

加
し

な

く
て

も
､

需
要
の

量
は

増
大
す

る

こ

と
に

は

な

る

が
､

し

か

し
こ

の

場
合
に

は

需
要
の

性
質
が

､

人
口
■
の

増
加
に

伴
っ

て

増
加
す
る

場
合
の

よ

う
に

､

必

需
の

も
の

で

は

な
い

の

で
｢

安
定
し

た

永
績
し
た

大
量

斉
一

の

も
の

に

な

り

難
小

の

で

あ
っ

て
､

★
-

の

意
味
で

人
口

の

増
加
は

分
業
の

利
益
を

ヽ

ヽ

よ

り

多
く

貴
現

し
て

､

労
働
の

生

産
性
を

増
進
す
る

と

言
う
こ

と

が

で

き

る
｡

ま

た

ケ

イ

ン

ズ

の

説
い

て

い

る

よ

う
に

､

社
食
の

絶
慣
に

つ

い

て

見
れ

ば
､

生

産
額
は

所
得
に

等
し
い

が
､

所
得
は

一

部
分
が

騎

費
に

､

一

部
分
が

貯
蓄
に

向

け

ら

れ

る

こ

と
に

な
る

の

で
､

こ

の

貯
蓄
の

す
べ

て

が

投
資
さ

れ

な
い

と
､

そ

の

投
資
が

貯
蓄
に

足
り

な
い

だ

け
､

有
効
需
要
が

不

足
す
る

こ

と
に

な
っ

て
､

そ

れ

に

相

嘗

す
る

だ

け

生

産
物
が

膏
れ

な
い

ニ

ー

に

な

る

た

め
に

､

不

況
が

起
■

っ

て
､

生

産
が

そ

れ

だ

け

減
少
す
る

こ

と
に

な
る

｡

と
こ

ろ

が

す

べ

て

の

投
資
ほ

早

晩
､

負
の

投
資
に

終
る

こ

と

を

目

的
と

し

て

い

る

の

で
､

貯
蓄
が

投
資
さ

れ

る

た
め

に

は
､

滑
費
が

将
来
に

お

ぃ

て

檜
加
す
る

こ

と
に

な
る

と

期
待
さ

れ

な

ぐ
て

は

な

ら

な
い

が
､

人

口

の

増
加
ほ

滑
費
を

増
加
す
る

と

と

も
に

､

将
爽
七

お

い

て

滑

費
が

増
加
す
る

こ

と

を

期
待
さ

せ

る

こ

と
に

よ
っ

て
､

同

時
に

投

資
を

促
進
す
る

と

言
う
こ

と
が

で

き

る
｡

勿
論
こ

の

見
解
に

対
し
て

は
､

人
口

の

檜
加
は

治

安
を

増
加

す

る

と

と

も
に

投
資
を

促
進

す
る

唯
一

の

要
因
で

は

な
い

､

そ

の

市

場
に

お

け
る

滑
費
者
の

賓
質
所
得
水

準
の

上

昇
の

方
が

､

或
る

場

ヽ

ヽ

合
に

は
､

人
口

の

多
い

こ

と
よ

り

も
は

る

か

に

よ

り

大
き
い

重

要

性
を

持
っ

て

い

る
､

資
質
所
得
水
準
が

上

昇
し

て
､

人

口

の

は

る

か

に

い

い

大
き
い

取
分
が

自
動
車

一

基

ず
つ

を

買
う
余
裕
を

持
つ
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一

橋

論

叢

弟
三

十
六

番

尊
王

額

5 0

後
に

､

産

業
構
造
の

哉
展
と

し
て

現
わ
れ

て

い

て

労
働
生

産
の

上

昇
に

も

と
づ

い

た

所
得
水

準
の

上

昇
､

す
な
わ

ち
人

口

扶

養
カ
の

畿
展
が

､

人
口

の

嶺
展
の

上
に

如

何
な
る

作
用
を

及
ぼ

す
か

を
､

明
か

に

し

な

く
て

は

な

ら

な
い

｡

マ

ル

サ

ス

の

人
口

理

論
に

よ

る

と
､

｢

人

間
は

す
ぺ

て

の

生

物
と

同

様
に
+

か

れ

め

謂
わ

ゆ

る

｢

人
口

の

原
理
+

に

よ
っ

て
､

｢

そ

れ

に

封
し

て

準
備
さ

れ

て

い

る

営
養
物
を

超
え
て

増
加
し

ょ
･
う

と

す

る

不

欒
の

傾
向
+

を

持
っ

て

い

る

が
､

し
か

し

人

間
の

生

活
に

と

っ

て

食
料
を

必

要
な

ら

し

め

る

自
然
の

法
則

-
か

れ

の

謂
わ

ゆ

る

｢

制
限
の

法
則
+

に

よ

っ

て
､

｢

そ

れ

に

封
し

て

準
備
さ

れ

て

い

る

督
養
物
の

量
+

､

す
な

わ

ち

生

活
資
量
に

制
限
さ

れ

る

こ

と

に

な
っ

て

い

る

の

で
､

｢

人
口

は
生

活
資
料
が

増

加
す
る

場
合
に

は
､

い

つ

で

も

増
加
す
る
+

こ

と

に

な

る

わ

け
で

あ

る
｡

け

れ

ど

も

現
代
の

分
業
経
済
の

正

常
な

馨
展
を

す
で

に

遽
げ

た

諸
国
れ
､

人
口

の

螢
展
の

跡
を

見
る

と
､

必

ず
し
も
マ

ル

サ
､ ス

の

主
張
し

た
よ

う
に

は
な
っ

て

い

な
い

｡

現

代
の

分
業
経
済
の

畿

展

が

或
る

一

定
の

段
階
に

い

た
っ

た

ま

で

は
､

労
働
生

産
性
の

増
進

に

も

と

ず
い

た

人
口

扶
養
力
の

増

大
に

伴
れ

て
､

人
口

が

激
増

し

た

こ

と

鞍

た

⊥

か

に

事
箕
で

､

そ

の

限
り
に

お

い

て

マ

ル

サ

ス

一

ユ

■
l

一

の

説

は
､

正

し
い

と

言
う
こ

上

が

で

き

る

が
､

し
か

し
こ

の

段
階

を

越
え

る

と
､

労
働
生

産
性
の

増
進

に

も

と
づ

い

て

∵
人
口

扶
養

カ
が

引

績
き

著
し

く

増
大
し

て

い

る

に

も

拘
わ

ら

ず
､

マ

ー
ル

サ

ス

の

説
と

は

反

対
に

､

人
口

の

増
加
が

次

第
に

緩
慢
に

な
っ

て
､

つ

い

に

停
止

し

て
､

次
ぎ
に

は

減
少

す
る

こ

と

が

漁
想

さ

れ

る

に

い

た

っ

て

い

る
｡

,

た

ど

え

ば

英
国
の

人
口

の

毎
十

年
間
の

増

加
を

見
て

も
､

一

八

〇
一

-
一

一

年
の

一

､

二

七
三

千

人
に

対
し

て
､

す
で

に
+

八
三

一

-
四

一

年
に

は
､

二

百

萬
人
を

超
え

て

二
､

〇
一

七

千

人
､

一

八

七
+

1
八

一

年
に

ほ
､

三

育

苗
人
を

超
え

て

三
､

二

六
二

千
人

､

一

八

九
一

-
一

九

〇
一

年
に

は
､

三

百
五

十

萬
人

を

超

え

て

三
､

五

二

五

千
人

､

.
一

九

〇
一

-
一

一

年
に

は
■､

四

百

商
人
を

超
え

て

四
､

五

四

三

千

人
に

な
っ

て

い

る

が
､

し
か

し
こ
■
の

圃
の

人
口

が

こ

の

よ

う
に

累
進

的
に

激
し

く

増

加
し

た

の

は
､

ほ

ぼ

こ

の

頃
ま
で

で
､

一

九
一

一

-
二

一

年
の

そ

れ

は
一

､

八
一

六

千
人

､

一

九
二

一

-

三
一

年
の

そ

れ

は
二

､

〇

六

六

千

人
で

､

人
口

の

増
加

が

す
で

に

逓

増

的
で

は

な

く

て
､

停
滞
的
に

な
っ

て

い

る
｡

ま
た

こ

れ

と

同

じ
一

傾
向
が

ド

イ

ツ

に

つ

い

て

も

見
ら

れ

る
｡

毎
五

年
の

人

口

増
加
を

見
る

と
､

時
に

よ

り

多
く

な

り

ま

た

は

少
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く
な

っ

で
､

英
国
の

場
合
に

放
べ

て
､

や

や

不

規
則
の

檜
加

過

程

を

示

し

て

い

る

が
､

し
か

し

そ

れ

に

む

拘
わ

ら

ず
､

一

八
五

〇

-

五

五

年
の

異
常
に

少
い

時
期
と

､

一

八
七

五

-
八

〇

年
の

異
常
に

多
い

時
と

々

措
け

ば
､

一

八
三

五

年
か

ら
一

八

八

五

年
に

い

た
る

期
間
の

百

商
人

壷

に

封
し
て

､

一

八

八
五

‡
九
五

年
の

二

百

萬
人

基
､

一

八

九
五

-
一

九
一

〇

年
は

四

百

常
人

蔓
に

な
っ

て

い

て
､

ヽ

ヽ

人
口

の

増
加
が

累
進

的
に

よ

り

大
き

く

な
っ

て

い

る

が
､

し
か

し

こ

の

圃
で

も

人
口

が

果
進

的
に

増
加
し

た

の

は
､

こ

の

頃
ま

で

で

あ
っ

た
■｡

一

九
一

〇

-
一

五

年
に

は

三

三
一

高

人

に

減

じ

て

い

る
｡

ま

た

第
一

次
世

界
大

戦
を

そ

の

中
に

含
ん
■

で

い

る
一

九
一

五

-
二

〇

軒
の

､

異

常
な

六

〇

九

萬
人
に

達

す

る

人
口

の

減
少
を

招

い

て

も
､

一

九
二

〇

～
二

五

年
に

は
一

三

八

寓
人

､

一

九
二

五

-

三

〇

年
に

は
一

九
二

常
人

､

一

九
三

〇

-
三

五

年
に

は
一

六

〇

萬

人
に

低
下

し
て

い

る
｡

北
米
合
衆
園
に

な

る

と
､

人
口

の

増
加
が

こ

れ

よ

う

も

は

る

か

ヽ

ヽ

に

よ

り

急
激
で

､

十

九

世

紀
中
の

毎
十

年
問
の

人

口

増
加
を

見
る

と
､

き

わ

め
て

規
則
的
に

累
進
的
の

増
加
を

示
し

て
､

一

八
一

〇

-
二

〇

年
の

一

三

八

常
人
に

封
し

て
､

+

八

四

〇

-
五

〇

年
に

は

′15

1

す
で

に

四

百

萬
入

室
一

八
六

〇
1
七

〇

年
に

は

八

百

属
人

壷
､

人
口

凄
展
土

産
業

構
造

一

八

七
∩
二

八

〇

年
に

は
一

千

富
入

墨
､

二
八

九

〇

1
一

九

〇

〇

年
に

は
一

千
三

百

常
人

毒
を

超
え

て
､

一

九

〇

〇

-
一

〇

年
の

一

千
六

百

常
人

､

一

九
二

〇

-
三

〇

年
の

一

千

七

百

萬
人
に

達
し
て

い

る

が
､

し
か

し
こ

の

頃
か

ら

英
国

､

ド

イ

ツ

な

ど

と

同

様
に

､

そ

の

各
十

年
毎
の

人
口

の

増
加
が

減
少
し
て

､

九
二

〇

常
人
に

低

下

し
て

い

る
｡

ま
た

こ

れ

と

同

じ
こ

と

が

わ

が

国
に

つ

い

て

も

見
ら

れ

る
｡

わ

が

国
で

人
口

の

規
則
的
の

累
進

的
増

加
の

始
っ

た
一

八

七
二

年
以

降
に

つ

い

て
､

毎
五

年
問
の

人
口

増
加
を

見
る

と
､

一

八

七
五

-

八

〇

年
の

一

､

三

三

三

高
人
に

封
し

て
､

一

八

九
五

-
一

九

〇

〇

年

の

二

二

九

常
人

､

一

九
一

〇

-
一

五

年
の

三

五

七

苗
人

､

一

九
二

五

-
三

〇

年
の

五

四

〇

萬
人
に

高
ま
っ

て

い

る

が
､

と
こ

ろ
が

一

九
三

〇

-
三

五

年
に

は

八

四

〇

博
人

､

一

九
三

五

-
四

〇

年
に

は

三

八

六

常
人
に

低
下

し

て

い

る
｡

そ

こ

で

人
口

扶
養
カ
が

人
口

の

増
加
に

及
ぼ

す
作
用
は

､

前
者

の

増
加
が

後
者
の

増
加
を

可
能
に

す
る

保
件
で

は

あ

る

が
､

し

か

し

原
因
で

は

な

く
て

､

,
人
口

の

畿

展
が

人
口

扶
養
力

と
は

異
っ

た

要
因
に

よ
っ

て
､

支

配
さ

れ

て

い

る

こ

と

を

立

讃
し

て

い

る

と

言

う
こ

と

が

で

き

る
｡

(

一

橋
大

畢
教

授
)
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