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本
邦
の
山
地
の
人
口
は
果
し
て

一
般
に

減
歩
し
っ
1

あ
り
や

今

村

畢

R

ド

良

二

山
地
の
人
口
は

一
般
に
減
じ
っ
～
あ
わ
と

す
る
従
来
の
諸
敦

(1)

武
見
排
撃
士
は
沖
縄
島
の
出
移
民
を
諭
ず
る
際
に

｢
我
が
問
で
行
は
れ
た
両
度
の
問
勢
調
査
を
比
較
す
る
時
は
特

に
注
意
を
惹
-
革
質
は
'
大
勢
に
逆
行
し
て
人
口
の
減
少
し
て
ゐ
る
地
域
の
存
在
で
あ
る
｡

-
･･･乙
の
現
象
は
東
京

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
0
0
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

横
潰
室
蘭
及
び
首
里
の
四
市
と

一
〇
三
郡
に
亙
っ
て
ゐ
る
革
を
知
る
｡
此
等
の
地
域
の
大
部
分
は
山
間
又
は
島
峡
の

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

地
で
あ
か
p
･･･‥
｣

と
述
べ
た
.
乙
の
結
論
は
五
年
間
と
い
ふ
短
期
間
の
資
料
か
ら
出
し
た
も
の
だ
か
ら
'
人
口
噂

加
率
の
一
般
的
傾
向
を
不
す
も
の
と
は
云
へ
を
S,し
.
又
乙
の
短
い
期
間
に
於
い
て
芸
へ
.
rJ
の
や
う
夜
材
料
か
ら

0
0

山

間

の
人
L;
相
加
車
掌
茶
々
す
る
TJ
と
は
不
修
理
で
あ
る
.
何
と
在
れ
ば
'
元
来
郡
と
5,
ふ
単
位
が
山
地
に
の
み
属

本
邦
の
山
地
の
人
口
は
兆
し
て
t
般
忙
減
少
し
っ
･t
あ
り
や

入山



地

政

鈴

二
十
怨

餅
二
挑

八
ニ

するといふ罫が稀だから､郡別の材料で山地の事情を知らうと5,ふのがもと-無理である｡又どのやう夜郡を山地の郡といふのか知ら覆いが､日本の郡の大草を山地の郡と名づけなS,阻み｢1〇三郡の大部分は山間又は島嘆の地であ-,･-･Jといふ云払表し方からはも山聞及び島喚の人口が特に減少するといふ輩よ少外は戚ぜられ覆いO何れにしても､輿へら東光材料から正歯以上の結論を

出す乙とは慎まぬばなら杓｡

然るは敢近に至って柳江~放壁土は同蕨の意見を更に明瞭は敬表してゐる｡即ち｢ど-山中の村又は大字か'何か特は異境があった土地でヾもないと'人口の敗が軍資減じて行-といふ村は無い.

(リ))

大抵は光づ前年は此して､あまみ槍加しないといふ迄である｡｣と断じ､史は乙のやう在村は｢櫛境

(2?)

の山は近い地方､海にも政道にも遠い部分に圃まわ'-･･｣と精しで居るOそしてこれは何回かに

亘って､町村別はして､本籍人口や現任人口の槍減を詳し-観察した結果だといふ事である｡

rJの外.一腰注意して置-,J･とは､外聞は於いて山地の人口が減少するといふ現象があるから､日本に於いても同じ現象があるだらうと考へる人も屠ることでtか-の如き推理法は､文献中童症の

人に畔々見るrJとであるが､決して正潜在考察法とは云へをいと5,ふことである0

山地の1敗的人口減少詮の誤である乙JJは抄-とも兼北地方に於いては確であるといふことを.

(4)

井上即撃士は1898-)925年間の材料はよって完金は密接立てた｡魚しまだ他の地方ではnうでないといふ意見の人もあるやうであわ'.砂-とも固勢鋼査期間に於いては､山地に於ける1舷的人口

(.こ

減少が寵められるといふ殻の人もあるやうであるが､澱近畿衷nれね同排撃士の意見は更に多-の



材
料

は
よ
っ
て
結
諭
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
､
社
報
増
加
し
て
唐
東
山
地
の
人
口
は
そ
の
激
増
を
止
め
ー
平
原
は

1

部
過
去
の
停
頓
か
ら
畳
め
カ
と
記
ruれ
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
意
見
の
何
れ
が
妥
常
で
あ
る
か
と

い
ふ
事
を

1
億
調
べ
＼

て
見
る
の
は
､
決
し
て
無
意
義
で
は
あ
る
悪
い
と
瓜
ふ
の
で
あ
る
O

二'
国
勢
調
査
施
行
期
間
の
山
地
人
口
の
増
加

率
に
関
す
る
事
茸

rJ
の
や
う
夜
調
査
に
は
､
日
本
中
の
す
べ
て
の
抑
地
相
社
用
ふ
る
の
が
最
も
完
全
を
方
法
で
あ
る
rJ
と
に
論
は
な

い
が
'
こ
し
で
は
金
閣
の
十
七
地
方
に
就

い
て
､
三
百
七
十
四
の
山
地
村
は
放

い
て
そ
の
埼
加
率
を
算
揖
し
た
｡
三

宮
七
十
四
と

い
ふ
の
は
充
分
に
多
-
は
を

い
け
れ
ど
も
P
叶
地
相
と

い
ふ
の
は
大
面
積
の
も
の
が
多
-
､
全
問
で
79

そ
の
強
敵
は
甚
し
-
大
で
は
な

い
か
ら
t
fJ
れ
だ
け
の
数
を
取
れ
ば
簡
加
率
の
異
の
傾
向
は
分
る
竿
で
あ
る
｡
勿

論

故
恵
に
相
加
率
の
特
別
に
大
き

い
研
.
或
は
小
ru
い
所
を
取
る
な
ら
ば
､
FJ
の
位
の
数
で
は
不
足
で
あ
ら
う
が
､

乙

の
場
合
は
無
心
に
こ
れ
だ
け
の
山
地
相
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
か
ら
'
多
少
の
異
例
は
打
消

ruれ
て
統
計
的
結
果
を
左

右
す
る
や
う
な
罫
は
起
ら
な

い
の
で
あ
る
｡

第

1
の
地
方
は
九
戸
郡
､
二
月
郡
'
下
閉
伊
郡
'
敵
手
郡
に
亘
っ
た
北
上
山
地
の

1
部
の
山
村
で
あ
っ

て､
二
十

一
の
村
を
有
す
る
地
方
で
あ
る
.
第
二
の
地
方
は
石
塊
郡
'
兼
白
川
郡
p
埜
韮
郡
､
石
川
郡
､
円
材
郡
､
安
達
郡
､

相
馬
郡
等
ほ
於
け
る
二
十
七
の
山
地
相
を
含
む
阿
武
隈
山
地
の

一
部
分
で
あ
る
｡
第
三
の
地
方
は
耶
麻
郡
'
南
置
賜

郡
､
信
夫
郡
に
散
在
す
る
六
個
の
山
地
村
で
あ
っ

て.
村
数
が
乙
の
や
う
に
少

い
と

quは
､
卒
均
増
加
率
の
信
用
葦

本
邦

の
山
地
の
人
口
は
兆
し
て

一
般
に
城
少
し
っ
1
あ
り
や

望

三



地

球

奔
二
十
巷

終
二
雛

八
四

四

度
が
低
-
な
る
の
は
止
む.
を
静
夜

い
｡
第
四
の
地
方
は
柴
田
郡
､
名
取
郡
､
宮
城
郡
､
加
美
郡
､
品
川
郡
等
の
中
の

宮
城
豚
四
境
の
八
個
の
山
地
村
で
あ
る
｡
第
五
の
地
方
は
仙
北
郡
.
鹿
角
郡
､
北
秋
田
郡
､
巌
手
郡
.
二
月
郡
等
の

各
群
に
放
け
る
十
二
の
山
地
村
で
あ
っ
て
､
旺~
樺
潮
の
東
北
の
山
地
に
属
し

て居
る
.
第
六
の
地
方
は
秩
父
郡
の
二

十
三
筒
の
山
地
村
の

1
園
で
あ
カ
､
第
七
の
地
方
は
飽
田
郡
及
び
引
佐
郡
の
中
の
十
六
筒
の
山
地
村
よ
･Jl
成
る
天
龍

川
下
流
の
地
域
で
あ
る
｡
第
八
の
地
方
は
遠
-
西
南
に
離
れ
た
宮
崎
腺
の
閣
臼
杵
郡
､
東
臼
杵
郡
､
児
湯
郡
は
属
す

る
十
五
の
山
地
相
で
あ
タ
､
第
九
の
地
方
は
こ
れ
は
近

い
北
見
島
煤
の
姶
良
､
薩
摩
繭
郡
の
郡
界
附
近
の
十
六
の
村

落
で
あ
る
｡
坊
十
の
地
方
は
東
京
府
下
西
多
摩
郡
の
十

一
の
村
落
よ
少
成
る
所
謂
奥
多
摩
の
山
地
で
あ
る
｡
第
十

一

の
地
方
は
西
四
囲
の
東
宇
和
郡
､
北
宇
和
郡
.
喜
多
郎
､
吾
川
郡
､
高
岡
郡
､
幡
多
郡
の
頗

い
地
域
に
存
在
す
る
三

十
九
の
山
地
柑
で
あ
る
が
'
槍
加
率
の
頻
度
曲
線
の
形
か
ら
見
る
と

7
郡
の
山
地
村
と
考

へ
て
差
文
を
い
も
の
で
あ

る
｡
第
十
二
の
地
方
は
東

四
囲
の
美
馬
郡
二

二
好
郡
'
施
聴
郡
.
都
賀
郡
､
海
部
郡
.
勝
浦
郡
､
名
東
郡
'
名
西
郡

は
属
す
る
二
十
四
の
川
地
相
で
あ
る
｡
.第
十
三
の
地
方
は
だ
琶
湖
四
周
の
三
十
六
村
で
あ
る
が
､
FJ
れ
ら
の
中
に
は

果
し
1
山
地
相
と
精
し
得
る
か
ど
う
か
Jj
瓜
は
れ
る
79
の
79
多
少
混
じ
て
居
4
.
平
均
増
加
率
の
信
用
強
度
を
多
少

下
げ
.て
足
る
｡
第
十
四
の
地
方
は
丹
波
高
原
の
空

石
郡
'
蕃
野
郡
'
北
桑
田
郡
､
船
井
郡
'
天
田
郡
の
中
の
四
十

1

の
山
地
村
で
あ
る
b
塀
十
五
の
地
方
は
日
高
郡
及
び
西
牟
婁
郡
の
二
十
二
の
村
で
あ
る
0
第
十
六
の
地
方
は
'
晃
の

山
の
相
と
云
以
搬

5,も
の
も
あ
る
か
も
知
れ
訂
い
が
､
鹿
島
灘
北
境
の
山
牒
郡
､
高
田
郡
'
佐
伯
郡
に
於

い
て
四
十

三
の
相
を
避
止
&
.
最
後
は
姉
十
七
の
地
方
は
石
川
櫛
の
兼
南
隅
の
石
川
郡
及
び
能
美
郡
に
於
い
て
十
四
の
山
地
村

を
選
ん
だ
の
で
あ
る
｡



こ
れ
ら
の
各
地
方
の
槍
加
率
を
見
て
第

山
に
戚
ず
る
rJ
と
は
､
各
々
の
山
地
村
の
群
に
特
有
夜
平
均
増
加
率
が
奪

人口の増加する山地の-例 (上)

と減少する山地の一例 (下)上は本

文の節-の地方,下は節十四の地方

を示すO縦軸に相加率を取 1),その

畢位は左下に示 してある.拭軸には

時間を取 Ij,中央 L,=1920-1925の噛

加率を,左矧 ではこの相加串 に1925

-1930の聯加率を加-たものを示 し

たO-粗の山地村の聯加串には平均

値が存す る こ と を知ることがH氷

る｡

在
す
る
乙
と
で
あ
る
｡
人

質
例
と
し
て
は
筋

1
の

地
方
及
び
第
十
四
の
地

方
を
固
示
七
で
置
-
｡

(
節

-
料
)

rJ
の
や
う
な

現
象
が
十
七
の
地
方
各

部
は
考
へ
ら
れ
る
乙
と
-i

は
'
乙
の
各
地
方
の
槍

加
率
の
頻
度
曲
線
を
作
っ
て
見
れ
ば
す
ぐ
分
る
rJ
と
で
'
堕

一間
は
こ
れ
堅

不
し
て
ゐ
る
..

rJ
の
同
を
見
れ
ば
山
地

村
の
人
口
が
樹
加
し
て
居
る
と
79
減
少
し
て
居
る
と
7P
一
般
的
に
論
断
す
る
rJ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
て
､
両
方
の
形

式
の
も
の
が
あ
る
乙
と
は
静
め
を
-
で
は
な
ら
>rd
の
で
あ
る
｡
も
っ
と
も
平
均
槍
加
率
が
小
貰
い
地
方
で
は
人
口
の

殆
ん
ど
塵
化
し
覆
い
村
が
多
-
な
る
の
は
骨
然
で
あ
る
が
､
椅
減
の
傾
向
と

い
ふ
事
は
在
れ
ば
上
の
横
を
断
定
は
避

け
ら
れ
在

5'｡

本
邦

の
山
地
の
人
口
は
兆
し
て

1
椴
に
城
少
し
っ
ゝ
あ
り
や

皇

蕊



山地の増加率の弼贋曲線 状軸に増加率を耽 り'縦軸に頻数(単位は左上に あ 7))を耽っ

たO順伴は上から節-地九 鱒二地方,･-･･と本文に於ける鹿を迫ったO 脚 n率が琴の桝

で山が出氷るときは鮎塊で京 したが,本文中の平均聯加率は新線の部 も掘用 し,その代 り

衣布嗣端に近い興例を拍てて鈴凹したのであるO山地村が少いので輿例 を拍てなければ正

しい平均相加傘が得 られないからである0位持てた倍が多 くないことは この間からも如 ら

れると思ふ｡



三
､
山
地
村
の
増
加
率
と

一
般
の
噂
加
率
と
の
関
係

上
述
の
や
う
夜
増
加
率
の
補
遺
は
何
-FJ-
よ
っ
て
静
明
し
ね
ら

い
ゝ
で
あ
ら
う
か
｡
試
み
に
井
上
5
'畢
士
が
輿

(.
た

(･;)

府
幌
別
の
増
加
指
数
と

1920-
)925
年
間
の
増
加
率
と
の
囲
係
を
求
め
て
見
る
と
節
三
間
の
や
う
に
な
っ
て
.
山

1920⊥1925年間の各地方の申均

増加率 と府牒別増加指数 との 関係

縦軸に確川日額を%で取 り,桃軸にTT.;l'.
懸別樹加指数をやはり%で承った｡各

軸に附した数字は地方の希艶であるO

-地方が二つの肘噺に亙るときは平均

の指数をJT]ひた.但 し平均 したのは節

五及び節十一の二地-hだけである｡

鴇 ■ 四 国

1925-1930年間の各地方の平均

増加率と府供別増加指数との関係

詑班の意暁は全 く節三間と同じであ

る｡

地
相
の
増
加
率
の
差
異
は
.
過
去
二
十
八
年
間
に
於
け
る

一
般
の
噂
加
率
の
差
異
は
よ
っ
て
散
明
が
つ
-
の
で
あ
る
0

つ
食
み
山
地
村
の
人
口
が
減
少
す
る
と
い
ふ
乙
と
は
金
魚
間
違
っ
て
屠
る
の
み
在
ら
ず
'
山
地
村
野
か
ら
ど
う
こ
う

と
5'
ふ
番
も
覆

い
の
で
.
失
張
み
そ
の
地
方
の
一
般
の
村
と
同
じ
傾
向
の
槍
加
率
を
持
っ
て
居
る
と
云
は
ね
ば
怒
ら

取
｡

本
邦

の
山
地
の
人
口
は
果
し
て

一
般
に
減
少
し
っ
1
あ
り
や



地

球

第
二
十
巻

鰐
二
戟

八

八

八

次
は

1
9
25-
1930
年
間
は
ど
う
か
と
云
ふ
と
.
や
は
み
同
様
の
関
係
が
箪
四
国
に
よ
っ
て
艶
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
0

こ
り
ゃ
う
ほ
両
者
の
開
係
が
時
間
的
に
見
て
金
然
別
の
も
の
と
在
っ
て
し
ま
は
を

い
と

い
ふ
乙
と
は
注
意
す
べ

き
こ
と
で
あ
る
｡
然
し
勿
論
乙
の
や
う
孜
輔
係
が
今
後
79
長
-
布
衣
す
る
と
い
ふ
の
で
は
を
い
o
過
去
三
十
三
年
間

は
乙
の
や
う
を
現
象
が
あ
っ
た
と

い
ふ
ま
で
で
あ
る
｡

固第 I五

1920-1930年間の各地方の平均

増加率と府願別曙加指数との関係

証紙のrB:'味は全 く妨三園と同一であ

る｡

更
に

)92
0
-
19
3
0
年
間
を
取
れ
ば
特
殊
事
情
は
よ
る
差

異
は
平
均
n
れ
て
凍
て
.､

t
瞥

典
賓
は
近
い
閥
係
せ
得
る
fJ

と
第
五
園
は
示
す
が
如
-
で
あ
る
｡
何
れ
～FJ"
し
て
も
'
社
務

の
や
う
に
山
だ
か
ら
人
口
が
減
る
と
い
ふ
や
う
在
敬
っ
た
常

識
は
赦
本
的
ほ
改
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
O

何
故
に
こ
れ
ま
で
は
右
の
や
う
を
間
違
以
が
主
張
rDれ
､

一
般
は
受
け
入
れ
ら
れ
て
凍
た
か
と
い
ふ
乙
と
は

1
考
の
要

が
あ
る
｡

こ
れ
笹
恐
ら
-
野
外
観
察
の
外
は
何
も
出
来
を

い

一
派
の
常
識
地
球
畢
者
が
'
野
外
は
放
け
る
鍵
廟
の
み
は
現
わ
す
ぎ
た
た
め
に
起
っ
た
革
で
あ
ら
う
｡
山
地
村
の
人

口
は
減
少
す
る
と
い
ふ
こ
と
を
信
じ
込
ん
で
山
地
村
を
訪
れ
る
怒
ら
ば
､
そ
の
や
う
な
現
象
ば
か
負
目
は
つ
い
イ
モ

の
反
封
の
現
象
は
印
象
ruれ
を
-
覆
る
｡
こ
れ
は
心
･5
'的
ほ
考

へ
で
も
分
与
易
い
革
で
あ
る
｡

触

ら
ば
ど
う

.
し
ね
ら

い
～
か
と
い
ふ
と
､
常
識
を
捨

て～
数
量
的
研
究
を
採
用
し
'
以
っ
て
心
坪
的
轄
殻
を
避
け
る
外
転
を

い
｡
串
ほ
し

で
国
勢
調
査
や
陸
地
測
量
部
の
地
園
は
正
確
を
材
料
を
供
給
し
て
免
れ
る
か
ら
.
rJ
れ
ほ
基

い
で
室
内
作
業
を
行
つ



光
方
が
､
rJ
の
穂
の
耗
諭
に
は
温
か
に
安
登
で
か
つ
正
確
で
あ
る
｡

同
上
で
し
た
仕
事
は
い
け
を

い
と
か
､
統
計

だ

け
か
ら
し
た
仕
事
は
無
意
義
だ
と
か
い
ふ
の
は
笑
ふ
べ
き
愚
論
で
あ
る
｡
野
外
観
察
だ
け
で
､
緒
殊
性
だ
の
､

一
般

性
だ
の
と

い
ふ
轟
を
塵
卒
に
論
断
し
た
人
々
は
､
rJ
の
山
地
村
の
人
口
の
問
題
で

一
腰
反
省
す
る
が
よ
い
｡
人
i.口
の

減
少
が
11-
地
相
の

一
般
性
だ
と
思
っ
て
居
カ
の
に
'
野
外
観
察
の
み
の
常
識
的
方
法
以
外
の
方
激
で
や
る
と
､
そ
れ

が
さ
う
で
を
-
在
つ
ね
の
は
い
j
教
訓
で
あ
る
｡

他
方
小
地
域
を
詳
し
-
や
る
乙
と
が
近
頃
の
流
行
の
や
う
で
あ
る
が
.
そ
れ
は

一
般
の
こ
と
が
分
っ
て
か
ら
後
に

し
た
方
が
順
皆
で
も
あ
-
､
安
登
で
も
あ
る
や
う
で
あ
る
｡
例

へ
ば
山
地
の
人
口
は

一
般
に
云
へ
ば
減
少
す
る
と

い

ふ
や
う
な
rJ
と
を
考

へ
な
が
ら
山
地
の
小
地
域
を
調
べ
る
な
ら
ば
'
割
っ
た
姉
弟
は
達
す
る
虞
が
十
分
は
あ
る
か
ら

で
あ
る
｡
又
決
し
て
過
大
の
､
分
は
す
ぎ
允
結
論
を
出
講
を
い
轟
だ
け
は
特
に
衆
を
附
け
て
貨
以
た
5,｡
猟
小
筒
域

を
詳
し
-
調
べ
売
材
料
が

い
-
ら
集
め
ら
れ
て
も
'
そ
れ
だ
け
で
は

1
般
的
の
乙
と
は
何
も
介
ら
在

5'
の
で
､
そ
の

た
め
に
は
そ
の
多
大
の
材
料
を
コ
ナ
シ
得
る
能
力
を
具
え
カ
人
を
婁
す
る
乙
と
勿
論
で
あ
る
｡

四
㌧
緒

論

日
本
内
地
の
山
地
相
の
人
口
は
､
過
去
三
十
三
年
間
に
於

い
て
は
山
地
以
外
の
他
地
域
と
同
じ
傾
向
で
増
減
し
た
｡

(4)(5)

そ
の
踊
係
は
前
掲
の
諸
園
や
､
井
上
埋
草
士
の
論
文
を
見
れ
ば
明
か
で
あ
る
｡

但
し
fJ
の
現
象
が
未
雄
は
通
じ
て
行
は
れ
る
か
ど
う
か
と

い
ふ
rJ
と
は
何
等
の
相
称
が
な

い
か
ら
判
断
す
る
fJ
と

は
出
凍
覆

い
が
､
現
在
そ
の
ぞ

の
傾
向
が
永
久
に
撹

い
て
行
-
と
は
考

へ
ら
れ
覆

い
(3･)然
し
を
の
挺
身
方
を
考

へ･

本
邦
の
山
地
の
人
口
は
兆
し
て
1
枚
に
械
少
し
っ
1

あ
り
や

先

九



地

域

讐

十
怨

讐

淡

告

i
O

て
見
る
は
は
こ
れ
攻
で
の
材
秤
で
は
い
n
n
か
不
足
で
あ
る
｡

(
完

≡

婁

三
〇
)

蒜

リ

こ

の
小
要

は
井
上
宗

士
の
即
諾

芸

さ
る
1
こ

と
大
な
る
も
の
が
あ
る
｡
誓

空

理
聖

の
研
究
の

一
警

君

慕

い
1
位

か
と

点
ふ

が
金
-
獅
丑
に
行
っ
た
研
究
で
あ
る
こ
と
を
附
犯
し

て
紀
-
0

文

献

叫

武
豊

二

沖
細
島
周
覧

の
露

地
芸

的
考
琵

芸

霊

界
還

三

千

三

大
貫
O

管

の
考
が
ま
だ
訂
苦

れ
て
居
な
い
こ
と
は
,

昭
利
七
年
の
霊

宝

榊
空

票

宗

の
筈

に
於

い
て
知
る
警

得
た
｡

拘

柳

田
歯

頚

長

殿
民
史

三

五
貫

昭
和
七
%
O

脚

同

者

二

二
丁

三

三
買T～

㈹

聖

霊

本
邦
人

品
加
率
概
莞

び
に
人
品

加
警

人
品

管

の
腰

に
就

い
て

地
租
欝

静

莞

食

入

蒜

-

八
讐

貫
｡

(6日5)

非
上

勝

次

本
邦
人
品

加
串
蒜

い
て
(
育

)

地
選

評
諭

莞

令

五
三

貫
O

文
献

仰

の
八
二
四
貫
｡


