
､

ソ
一9

一

橋

静

叢

欝
九

巻

第
一

汲

.

･

.

)

)

{

)

･

.

､

(

-

9 2

野

間

海

道

薯

｢

日

本
の

人
口

と

経
済
+

小

田

橋

貞

毒

日

本
に

お

け

る

人
口

問
題
の

論

議
は

昨
今
頓
に

清
栄
の

産
を

加
へ

た

覿

≠
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が

あ
る

｡

昭
和

十
六

年

盲
↑
旬

､

閣

議
で

｢

人
口

政
策
確
立

要
綱
+

が

決
定
老
表
さ

れ
た

こ

と

も
そ
の

動
磯
の

一

で

あ
ら

う
｡

十
六

年
に

入
つ

て

か

ら

の

著
書
と

し
て

も
岡

崎
文

親
博
士
の

｢

新

東
亜

撃
昔
人
口

政
策
+

高
橋
室
氏
の

｢

東
北

表
村
の

軍
学
的
分
析
+

小
山
発
三

氏
の

｢

民
族
と

合
の

理

論

エ
ロ

臣
芳

雄
博
士

竺
･

国
土

人
口

･

血

野
田
中

軍
博

士
の

｢

日

本
の

人
的
資

琴
南
栢
梵
仙
氏
の

｢

日

本
人
口

史
之
研

琴

等

が

挙
げ
ら

れ
､

こ

1

に

紹

介
し

ょ

う
と
田

三
重
展

帝
大

､

野
間
海
造
教
授

の

｢

日

本
の

人
口

と

経
済
+

も
そ
の

一

で

あ
る

｡

そ
の

中
､

特
に

本

吉
を

紹
介
す
る

所
以
ほ

本

署
が

経
済
に

閲
読
し
て

居
り

､

且
つ

筆
者
等
の

見
解

に

批
判
を
加
へ

ら
れ
て

ゐ
る

か

ら

で

あ
る

｡

本
書
ほ

四

〇
七

真
の

大
筋
で

､

結
論
だ

け

で

も
賓
に

百

廿
入

貢
に

わ

た

つ

て

ゐ

る
｡

著
者
ほ

｢

ほ

し

が

き
+

で

自
ら

｢

人
口

学
者
に

罪
ず

｡

又
経

済
学
着
で

も
な
い
+

と
い

ひ

本
吉
を

専
門
外
の

仕
事
と

幾
度
か

断
つ

て

ゐ

る

が
､

こ

の

大
論

考
を

見
る

と

き
､

吾
人
は

そ
の

熱
意
と

精
力
と
に

敬
意

を

表
せ

ぎ
る

を

得
な
い

｡

著
者
は

序
文
に

よ

れ
ば

農
業
法

､

水
利
立

法
の

専
門
家
で

あ
る

｡

本
書
の

最
も
大
き
な
特

徴
が

常
に

農
村
と
の

闘
聯
に

お

い

て

人
口

を

観
察
す
る

鞄
に

あ
る

こ

と

は

こ

れ
か

ら

し

て

嘗

然

で

あ

ら

う
｡

本
書
は

宴
に

農
村
人
口

の

流
出
を

中
心
に

日

本
の

人
口

問
題
を

描
き

出
し

た

も
の

と

言
ひ

得
る

の

で

あ
つ

て
､

こ

の

丑
に

お
い

て

は

や

は

り

東

京

帝
大
の

渡
追

竺
教
授
に
よ

る

｢

日

本
農
村
人
口

撃
と

同
じ

面
を

扱

書

評

つ

て

ゐ

る
｡

渡
過
敏
担
が

宴
に

克
明
に

原
資
料
に

ま
で

沸
つ

て

農
村
人
口

の

移
動
と
い

ふ

壷
を

研
究
し

た
の

に

勤
し

､

本
喜
は

置
く

日

本
人
口

周

題
と

解
せ

ら

れ
る

あ

ら

ゆ

る

面
に

ま

で
一

應
触
れ
て

琴
る
と

こ

ろ
に

特
徴

が

あ

る
｡

〓

本

書
の

内

容
を

簡

単
に

裔

明
し

毒
す
こ

と

ほ
､

そ

れ
が

量
的
に

魔
大
で

あ
る

と

い

ふ

ば

か

り
で

な

く
､

そ
の

扱
ふ

問
題
が

あ
ま

り

に

も
多
妓
多

様

に

わ
た
つ

て

ゐ

る
の

で
､

限
ら

れ
た

紙
面
で

ほ
不

可

能
で

あ
る

｡

し

か

し

そ
の

要
旨
は

大
凡
次
の

如
き
も
の

と

い

ひ

得
よ

う
｡

第

三
日

本
の

人
口

は

現
在
急
激
に

嗜
加
し
っ

1

あ
る

が
､

こ

れ
ほ

将

来
も
決
し

て

埼
加
の

速
度
を

緩
め

る

こ

と

な

く
凌

展
す
る

｡

従
つ

て

要

磯

1
-

業
人
口

も
著
脅
す
る
か

ら
､

之
を

如
何
に

地
域
別
に

､

産
業
別
に

配
分
し

て

行
く
か

ゞ

大
問
題
で

あ

る
｡

第
二

に

将
来
人
口

の

地
域
別
産
業
別
配
分
に

つ

い

て

著
者
ほ

､

1
､

農
業
に

ほ

養
ふ

飴
地
が

な
い

｡

農
村
で

は

人
口

が

絶
封
的
過

剰
で

あ
つ

て
､

檜
加
人
口

を

収
容
す
る

ど
こ

ろ
で

は

な
く

､

現
在
人
口

の

維

持
す
ら

も
不

可

能
な

位
で

あ
る

｡

2
､

､

商
工

業
も
中
小
産
業
と

し

て

な
ら

ば
､

経
済
活
動
の

噂
大
に
つ

れ

て

人
口

収
容
力
を

増
す
が

､

高
度
資
本
の

組
成
下
で

は
､

機
械

化
の

9 3
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一

株

論

最

琴
九

巻

竺
乱

造
歩
が

却
つ

て

人
口

収
容
力
を

低
め

る

こ

と

に

な
る

｡

3
､

そ
こ

で

海
外
へ

進
出
す
る
こ

と
が

絶
封
に

必
要
に

な
る

｡

年

三

十
萬
は

少
く
と

も

海
外
へ

遼
出
し

な
け
れ
ば

人
口

の

魅
力
を

顔
和
す

る
.

こ

と
に

ほ

な
ら

ぬ
｡

而
し
て

行
先
ぼ

漏
洲
と

南
洋
と

で

あ
る

が
､

■

雨
着
へ

今
後
三

十
年
問
に

享
萬
の

内
地
人
人
口

を

置
く
や

ぅ

に

し

な
け
れ
ば

､

東
亜

共
菜
園
の

開
発
ほ

出

来
な
い

｡

第
≡

に

時
局
下
の

現
在
は

人
口

の

不

足
に

憫
ん

で

ゐ

る

が
､

こ

れ
に

勤

し

て

は

不

審
不

急
産

業
を

や

め
､

工

業
で

ほ

出
来
る

限
り
労

働
組
織
を

買

純

化
し

て

婦
人
労
働
の

大
動
員
を

行
ひ

､

農
業
で

ほ

共
同
作
業

､

勤
労
奉

仕
等
を
全
国
的
に

組

織
化
す
る

｡

農
業
の

機
械
化
に

勤
し

て

著
者
は

必

ず

し

も
賛
成
し

て

ゐ

な
い

｡

な
ほ

戦
時
下

と

錐
も

海
外
移
民
は

積
梅
的
に

腱

大
し
て

行
か

ね
ば

な
ら

ぬ
｡

以
上

ほ

全
く

本
署
の

要

約
の

要

約
に

過
ぎ
な
い

が
､

本

吉
を

通

覧
し
て

特
徴
と

恩
ほ

れ
る

粘
ほ

第

言
ま
づ

先
に

指
摘
し

た

る

如
く
農
村
人
口

を

中
心
と

し

て

著
者
得
意
の

壁
場
が

あ
る

こ

と
､

而
し

て

日

本
人
口

問
題
の

重
要
な
る

高
が

農
村
に

存
在
す
る

が

故
に

､

著
し

之
を

中
心
に

本
書
が

編
ま

れ
た

な
ら

ば
､

恐
ら

く
類
書
を

挺
す
る

に

至
つ

た

で

あ
ら

う
｡

琴
一

に

ほ

著
者
が

海
外
移
民
に

も
つ

熱
意
で

あ
る

｡

満
洲
並
に

南

洋
へ

､

特
に

南

洋
へ

内
地
八
人
口

を

遜
る
べ

き
こ

と

を
強
調
し
て

ゐ

る
こ

と
で

あ
る

｡

第
三

に

ほ

そ
の

博
引
傍
讃
で

雪
｡

著
者
が

杢
胃

に

引
用
し

た

著
書
論
文

阜

軒

特
に

そ
の

統
計
表
ほ

軍
に

撃
し

い

も

筈
､

本

署
に

よ

言
艶
者
ほ
日

本

の

人

鼠
題

革
者
の

加

妄
は

作
製
し

た

統
計
を

容
易
に

披
見
し

得
る

便

宜
に

悪
ま

れ
る

で

あ
ら

う
｡

≡

本
書
の

立
論
に

閲
し

仔
細
に

わ
た

つ

て

批
評
を

下

す
こ

と

は

澤
単
に

し

て

今
な
し

能
ほ

な
い

け

れ
ど

も
､

本
吉
が

特
に

宰
を

大
に

し
て

随
所
に

主

撃
し

て

ゐ

る

要
職
業
人
口

に

つ

き
若
干
の

蜃
見

を

述
べ

る

こ

と

は

必
要
で

あ
る
と

思
ふ

｡

野

間
教
授
は

上

田

博
士

が

｢

要

職
業

△
H

の

最
大
限
を

将
来
二

十
年
間

位
を

年
々

五

十
萬
と

し
､

そ
の

う
ち

主
と

し

て

男
子

を

中
心

に
､

ニ

手
数

野
蒜
業
を
保
障
し

得
る

こ

と

を

以
て

最
高
の

目
標
と

せ

ら

れ
た
+

(

本

書

二

九

四

頁
)

と

な
⊥

､

そ
の

計
算
が

甚
だ

過
少
で

雪
て

､

賓
ほ

年
々

の

要

職
業
人
口

ほ

八

十
轟
に

達
す
る

と

主
張
さ

れ
て

ゐ
る

(

二

八

五

官

丁
二

九

三

頁
)

｡

野

間
数
竣
の

意
見
で

は
､

中
等
学
校
以
↓
の

卒
業
者
が

年
々

六

十
五

革
あ

り
､

義
挙
校
に

入

る

者
を

除
い

て

六

十
萬

､

･
そ

れ
に

小

学
校

を

卒
業
し

て

義
挙
校
へ

も

行
か

ず
､

家
業
へ

も
入

ら

な
い

で
､

他
に

就

職
す
る

者
が

≡
宇
萬
あ

り

∵
+

れ
は

す
べ

て

毎
年

甲
月

就
業
す
べ

く
鹿

脅
へ

掘
り

出
さ

れ
る

人
口

で

あ
り
要

職
業
人
口

で

あ
る

､

と

な
す
の

で

あ

る
｡

ま

た

野
間
教

授
は

市
部
別
人
口

の

方
面
か

ら

も
推
計
し

て

八

十
萬
と

九

9 年
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一
叩

l

い

ふ

数
字
を

出
し
て

ゐ

る
か

し

か

し

上

田
博
士
の

い

ふ

要
職
業
人
口

と

野

間
教
酔
の

そ

れ
と

は

全
)

異
つ

た

も
の

で

あ
る

｡

要

職
業
人
口

な
る

語
を

筆
者
が

最
初
に

用
ひ

た

時

ほ

｢

職
業
に

就
い

て

ゐ

る
こ

と

を

蓼
望
し
っ

1

あ
る

人
口
+

を

仮
に

要

職

業
人
口

と

呼
ぶ
こ

と

に

し

た
の

で

あ
る

｡

(

日

本

人
口

問
題
研

究

第
二

輯
､

二

九

九

頁
)

､

同
輯
に

あ
る

美
憶
口

氏
の

論
文
も
拙
稿
も

､

か
1

る

意
味

に

お

い

て

将
来
の

労
働
力
と

常
時
の

失
業
人
口

と

を

推
定
す
る

基
礎
と

し
･

た

も
の

で

あ
つ

た
｡

野

間
教
授
の

解
す
る

如
く
今
後
新
に

磯
に

就
か

ん

と

す
る

人
口

の

み

な
ら

ず
､

現
に

就
い

て

ゐ
る

着
で

も
.

更
に

又

失
業
し

て

ゐ

る

着
で

も
+

兎
も

角
職
に

就
い

て

ゐ

る
こ

と

を

必
要
と

す
る

人
口

が

要

職
業
人
口

で

あ
る

｡

従
つ

て

吾
人
の

用
語
に

従
へ

ば

要
職
業
人
口

は

決
し

て

入

十
蔦
に

は

止

ら

ず
､

三

千

革

四

千

萬
に

上

る
の

で

あ

る
｡

吾
人
の

問
題
に

し

た

の

は

こ

の

人
口

の

年
々

の

｢

檜
加

数
+

で

あ

る
｡

野

間
教
授

は

蓼
職
業
人
口

と

し
て

求
職
人
口

を

指
し

て

ゐ
る

や

う
だ

が
､

若
し

然
り

と

す
れ
ば

畢
校
卒

業
者
や

農
村
か

ら
の

流
出
人
口

の

み

な
ら

ず
､

時
々

歳

歳
韓
敬
す
る

老
も
加
へ

ら

れ
な
け

れ
ば

な
る

ま

い
｡

新
た

に

職
を

求
め

る

た
め

に

螢
働
市
場
に

立

ち

現
れ
る

人
口

と

解
す
れ
ば

､

野
間
教
授
の

い

は

れ
る

如
く
八

十

蔦
に

近
い

か

も

知
れ
な
い

｡

し

か

し

吾
人
は

他
方
に

老
齢

､

死
亡

そ

の

他
で

賎
業
戦
線
か

ら

退
く

老
も
ま

た

決
し
･
て

少
く
な
い

こ

と

を

考
へ

る

の

で

あ

る
｡

新
た

に

職
に

就
く

人
口

は
､

阜
づ

こ

の

退
職
者
を

書

評

･
点

祷
充
し

な
け
れ
ば

な
ら

な
い

｡

そ
の

上
に

倍
周

蔵
に

就
き
得
る

人
口

が

幾

許
の

純
檜
加
を

示
す
か

と

考
へ

た

と

き
､

吾
人
は

さ

ほ

ど

多
く
を

期
待
し

得
な
か

つ

た
の

で

あ
る

｡

若
し

折
耗
し

行
く

勢
働
力
を

埋

め

蓋
し
て

､

な

ほ

年
々

八

十
高
が

全
く
新
た

に

就

職
し

得
る

と

す
れ
ば

､

労
務
動
員
計
墓

は

現
在
よ

り
よ

ほ

ど

飴
裕
を

生

ず

る

で

あ

ら

う
｡

ふ
く
の

如
く
上

田
博
士

や

雪
々

.
は

国
民
繚
労
働
力
の

檜
滅
を

問
題
に

し

た

の

で

あ
つ

て
､

か
ゝ

る

意
味
に

お
い

て

見
れ
ば

､

た

と

ひ

野
間
教
授
の

･い

へ

る

如
く
吾
人
の

推
論

が

如
何
に

大
社
把
な

も
の

で

あ
つ

て

も

何

等
板
木
的
に

是
正

さ

る
べ

き

も
の

を

も
つ

て

ゐ

な
い

の

で

あ
る

｡

･
ま

た

野

間
教
授
の

蓼
賎
業
人
口

が

職

業
指
導

所
に

お
い

て

紹

介
す
る
こ

と

を

必

要
と

す
る

求
職
人
口

と

な
す

な

ら

ば

そ

れ
は

､

上

田

博
士

の
･

美
濃
口

氏
の

､

そ

し
て

ま

た

筆
者
の

問
題

と

し

た

所
で

は

な
い

の

で

あ
る

｡

こ

の

要

職
業
人
口

に
つ

い

て

は
､

野

間
教
授
が

曾
て

第
二

同
人
口

問
題

協
議
禽
で

報
告
し

､

質
問
も
出
で

･

座

長
報
告
で

も
八

十
蔦
の

蓼
賎
業
人

口

の

誤
解
が

指

写
ぎ

れ
て

ゐ
る

(

同

報

告
書

四

四

六

頁
)

の

で

あ

る

が
､

こ

の

新
著
で

も
何
等

省
み

ら

れ
る

と
こ

ろ

な
く

､

非
難
を
つ

ゞ

け
て

ゐ
る

｡

著
し

著
者
が

｢

上

田

博
士
の

日

本
人
口

政
策
を

良
き
案
内

芦
(

序

空
ハ

頁
)

と

し

て

虞
に

表
さ

れ
､

三

筋
の

｢

日

本
人
口

問
題
研
究

+

を

参
照

さ

れ
た

な
ら

､

か

1

る

誤
解
は

生
じ

な
か
つ

た

と

思
ふ

の

で

あ
る

が
､

こ

れ

吾
人
の

甚
だ

理

解
に

苦
し

む
と

こ

ろ
で

あ
り

､

恐
ら

く
上

田
博
士

の

迷
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一

橋

論

叢

第
九

巻

第
一

坂

㈹
･

惑
と

さ

れ

る

と
こ

ろ
で

あ
ら

う
｡

野
間
教
授
は

､

日

本
人
口

は

現
状
も

将
来

も
過

剰
な

る

若
妻
例

の

甘

子

と

し
て

ゐ

る

や

う

で

あ
る

｡

過
去
に

お
い

て

は

確
か

に

人
的
資
源
ほ

警

冨
で

あ

る

と

信
じ

ら

れ
て

ゐ
た

の

で

あ
る

が
､

聖

哉
の

途

行
と

い

ふ

重

荷
を

負
つ

て

み

る

と

現
状
は

決
し

て

実
朝
を

許
さ

な
い

の
■
で

は

あ

る

ま

い

か
｡

而
も
将
来
と

い

へ

ど

も
､

現
在
の

人
口

動
態
の

指
示

す

る

も
の

は

決

し
て

野
間
教

授
の

い

へ

る
如
く

で

は

な
い

と

思
ふ

の

で

あ

る
｡

▲

著
者
は

序
文
に

ぉ

い

て

堂
々

と

癌
衆
人

巳
り

推
湖
に
つ

い

て

は

上

田

博
士

の

悲
観
的
傾
向
に

文
勤
し

て

二

七

雪

山
七
率
の

増
減
は

必

ず

し

も

決
定
的
な
ら

ぎ
る

を
､

エ

表
し
て

ゐ

る
｡

而
し
て

本
文
で

い

に

析
円

空
氏
の

将
来
人
口

の

無
限
に

車

暴
的
な
る
こ

と

を
紹
介
し

之
に

左
祖
す

る

も
の

ゝ

如
く
で

あ
る
‥

悲
し

い

か

な

筆
者
は

川
↓

竺
博
士

等
と

と

も
に

檜
田
氏

の

｢

長
編
の

論
文

は

理

解
⊥

得
ぎ
る

も
の

で

あ
る
+

(

人
口

問
題

研

究

骨

｢

人
口

･

民

族
･

国
土
+

昭

和
十

六

年
､

四
六

頁
)

け

れ
ど

も
､

野
間
教

授
の

本
書
に

引
用
せ

る

多
数
の

統
計
を

基
礎
と

し

て

考
へ

て

み

て

も
､

現

状
か

ら

見
た

目

本
人
口

の

将
来
は

決
し
て

無
限
に

智
加
に

向
ふ

と

は

信
じ

ち

れ
な
い

｡

そ

こ

に

こ

そ
人
口

政
策
確
立

要
綱
の

現
れ
る

所
以
が

あ

る

と

▲+
呵

思
ふ

の

で

あ

る
｡

若
し

も
著
者
が

､

か

く
の

如
き
政
策
が

賓
施
さ

れ
､

し

か

も
そ
の

効

果
が

現
れ
る

こ

と

を

も

預
測
の

中
に

と

り

入

れ
て

通

る
の

な

ら

ば
､

問
題
は

お
の

づ

か

ら

別
で

あ
る

｡

或
は

将
来
無
限
に

替
加
せ

し
め

た
い

と

希
望

す
る
の

で

あ
る

か

ど

う
か

｡

勿
論
将
来
を

預
測
す
る

こ

と

ほ

難
し

い

が
､

そ

の

預
測
は

現
状
の

分

析
か

ら

出
重
し

な
け

れ

ば

な

ら

な

い
ユ

著
者
の

反
封
の

棍
接
が

奈
遵
に

存
す

る
の

で

あ
る

か
､

高
教
を

仰
ぎ

た
い

の

で

あ
る

｡

著
者
の

人
口

過
剰
哉
は

韓
失
業
問
題
に

も
現
れ
て

ゐ

る
｡

著
者
は

日

本

の

紡
織
工

業
の

従
業
者
を

､

昭
和

五

年

国
勢
調
査

有
業
人
口

と

同
十
三

年

工

場
統
計
表
従

業
者
と

比
較
す
る
こ

と
に

よ

り
ー

百

四

十
九

篤
か

ら
百

四

蔦
へ

と

差
引
四

十
五

革
を

減
少
し

た

と

い

つ

て

ゐ
, る

が

(

三

六

芸
)

､

本

書
の

庖
の

場
所
で

(

二

二

〒

よ
頁

)

国
勢
調
査
に

は

工

場
統
計
表
に

現

れ
な
い

中
小
経

営
の

多
数

存
在
す

る

こ

と

を

指

摘
し
て

ゐ

る

著
者
が

､

何

故
に

本
吉

完
三

頁
に

引
用
し
て

ゐ

る
工

場
統
計
表
の

数

字
を

比
較
し

な

か

つ

た
の

か

を

倍
む

｡

尤
も
著
者
は

｢

工

場
続
計
は

職
工

五

人
以
上

使
用

工

場
に

お

け
る

調
査
だ

が
､

･

紡
織
工

業
に

於
け

る

高
度
資
本
の

制
覇
は

殆

ど

そ
の

全
番
を

工

場

統
計
に

計
上

し

て

あ
る

も
の

と

見
て

差
凌

へ

あ
る

ま

い
+

(

三

六
五

貢
〉

と
い

ふ
の

だ
が

､

大
い

に

差
支
あ
る
こ

と

は

紡
織
工

業

の

内
容
を

考
へ

れ
ば

明
ら
か

で

あ

る

と

恩
ふ

の

で

あ
る

｡

と

も
か

く
著
者

ほ

産
業
の

根
本
的
編
成
香
に

よ
つ

て

多
数
の

轄
失

業
者
を

出
し

そ

れ
だ

け

･
れ
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車

･
ヤ

新
就
職
面
の

縮
小
と

な
り

､

持
失
業
問
題
の

重
大
化
を

論
ず

る
｡

さ

き
に

著

者
ほ

求

職
者
の

群
を

見
て

労
働
市
場
よ

り

去
り
行
く

人
口

を

無
親
し

た

が

･

㌧

⊥

で

は

韓
失

業
者
と

し
て

労
働
市
場
に

現
れ
る

人
口

を

重
視
し

､

寧
ろ

そ

れ
以
上

を

吸

収
し

よ

ケ
と

し
て

ゐ

る

需
蓼
の

而
を

軽
親
し

.て

ゐ

る

感
が

l
ぁ
る

｡

右
の

如
く
に

し

て
､

本
書
ほ

日

本
の

人
口

過

剰
論
を

誘
導
す
る

｡

日

本

人
口

の

眞
相
を

無
く

省
察
す
る

と

き
は

､

や
■は

り

人
口

の

過
剰
が

結
論
と

し
て

出
て

来
る

と

息
ふ

け
れ
ど

も
､

著
者
が

誘
導
し

た

方
法
で

ほ

そ
れ
を

納
得
せ

し

め

る

こ

と
が

難
し

い

と
い

ほ

ざ
る

を

得
な
い

｡

日

本
の

人
口

過

剰
が
こ

の

事
欒
を

惹
起
し

､

亭
攣
の

先
途
が

や

が

て

海
外
移
民
を

促
進
せ

し

め

る

と

し
て

も
､

現
状
は
や

ほ

り
労
働
力
の

不

足
が

強
く
感
ぜ

ら

れ
る

の

で

あ
る

｡

こ

の

現
状
に

お
い

て

農
業

移
民

､

中
小
商
業
移
民
が

果
し

て

著
者
の

主
張
さ

れ
る

如
く
可
能
で

あ
る

か

ど
う
か

疑

問
な
き
を

得
な
い

｡

そ
の

方
式
と

可

能
琵
に
つ

き
､

更
に

立

入
つ

た

御
示

教
を

仰
ぎ
た
い

も
の

で

あ
る

｡

更
に

日

本

人
の

南
洋
移
属

能
力
が

最

後
の

結
論
と

し
て

述
べ

ら

れ
て

ゐ

る
が

､

吾
人
服

毒
薦
へ

の

農
業
移
民
が

決
し
て

成
功
し

て

ゐ

な
い

革
質
を

耳
に

す
る
の

で

あ
る

｡

ハ

ワ

イ

の

成
功
と

こ

の

不
成
功
と

の

相
違

が

ど

こ

に

あ
る

か
､

熱
帯
移
民
へ

の

邁
應
性
に

つ

い

て

著
者
の

今
後
の

研

究
に

期
待
し

た

い
｡

9 7

最
後
に

筆
者
の

研
究
ほ

未
だ

熟
せ

ず
､

か

く
の

如
き
大
筋
に

向
つ

て

充

署

評

▲

分
の

批
判
を

加
へ

得
る

の

域
に

達
せ

ざ
る

を

遺
憾
と

す
る

も

の

で

あ

る

が
､

特
に

関
係
せ

る

部
分
が

あ
つ

た
の

で

敢
へ

て

短
評
を

試
み
た

次
第
で

あ
る

｡

妄
言
を

探
く

謝
す
る

と

共
に

著
者
の

熱
意
に

勤
し

重
ね
て

敬
意
を

表
し

､

今
後
の

御
示
教
を

願
ふ

て

掴
聾
す
る

｡

(

昭

〓
ハ

･

一

∵
こ

五
)
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