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学
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､
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で

も

あ
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｢

経
済
地

理

学

年

報
+

第

十
六

巻

二

号
､

一

九
七

〇
年
に

筆
者
に

よ

る

書
評
が

あ
る
)

を

上

梓
し

て
､

単
な

る

大
学
生

む

け
の

参
考
書
と

し

て

以

上
に

､

現
代
地

理

学
の

新
し
い

動
向

を
､

既
往
の

研
究
成
果
の

か

な

り

大

胆
な

批
判
的
検
討
の

上
に

た
っ

て

概

観
し

た

も

の

と

し

て

注
目
さ

れ

て

い

る

の

で

あ
る

が
､

こ

こ

で

と

り

あ

げ

る

ジ
ョ

ル

ジ
ュ

の

新
著
も

､

こ

の

よ

う
な

本
叢
書
の

特
色
を

よ

く
示

し

て

い

る
｡

十
数
年
前

､

生

意
気
に

も

大
学
で

あ
た

え

ら
れ

る

講
義
に

何
の

魅
力
を

も

感
じ

な
い

ま

ま

そ

れ

ら
に

反
撥
し
て

､

ジ

ョ

ル

ジ
ュ

の

書
い

た

も
の

を

読
み

あ

さ

る

こ

と
に

よ
っ

て

斯
学
に

こ

こ

ろ

ざ

す

よ

う
に

な
っ

た

筆
者
は

､

浴
イ

▲

今
ま

で

に
､

こ

の

著
者
の

仕
事
を

､

か

な

り

沢

山
､

色
々

な

形
で

と

り
あ

げ

て

き

た
｡

彼
の

著
作
が

､

極
東
の

一

学
徒
に

と
っ

て

応

接
に

暇
な
い

ほ

ど

多
く

出
版
さ

れ
た

の

に

は
､

勿
論

､

極
め

て

中
央
集
権
的
な
フ

ラ

ン

ス

の

教
育
行
政
体
制
の

も

と
で

､

彼
が

ソ

ル

ポ
ン

ヌ

の

教

授
と

し
て

､

い

く

っ

か
の

国
家
試
験
の

委
員
を

か

ね

る

と
い

う

実
権
の

立

場
に

あ
っ

て
､

彼

の

本
が

一

定
部
数
は

必

ず
売
れ

る

と
い

う
商

業
上
の

事
情
も

あ

ず
か
っ

て

い

る

で

あ

ろ

う
が

､

同
時
に

､

彼
の

著
作
が

､

他
の

講
壇
地

理

学
者
の

も

の

と

ち
が

っ

て
､

第
二

次
世
界
大
戦
ま

で

の

ヨ

一

口

γ

パ

の

近

代
地

理

学

の

行
詰
り

あ

る
い

は

思

想
的
破

綻
を

ち
ゃ

ん
と

う
け
と

め

て
､

現
代
文
化

の

な

か

で

地

理

学
が

有
効
性
を

回

復
す
る

た
め

の

積
極
的
思
考
に

富
ん

で

い

る

か

ら
で

も

あ

る
｡

彼
の

立

場
は

､

し
ば

し

ば

経
済
的
側
面
の

重

視
と

い

う
よ

う
な

言
葉
で

概
括
的
に

規
定
さ

れ
て

い

る

が
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以
上

に
､

彼
に

あ
っ

て

は
､

自
然
地

理

学
を

も
､

人
間
化
さ

れ

た

空

間
に

関
わ

る

も

の

と

し

て

の

地

理

学
の

体
系
の

な

か

に

包
摂
す
る

よ

う
な

､

地

理

学
の

体

系
化
へ

の

志
向
と

､

現
実
の

分
析
に

お

け

る

地

理

学
の

有
効

性
を

､

社

会
諸

科
学
の

タ
ー

ム

で

示

す
こ

と
へ

の

関
心

が

第
一
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的
な

も

の

と

し

て

あ
っ

た
の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

｡

こ

の

こ

と

は
､

第
二

次
大
戦

直
後

､

彼
が

ソ

ル

ポ

ン

ヌ

に

赴
任
し
て

か

ら
､

そ

こ

で

彼
の

指
導
を

う
け

た

人
た

ち

が
､

よ
か

れ

あ

し
か

れ
い

わ
ば

ジ

ョ

ル

ジ
ュ

学
派
と

で

も
い

う

ぺ

き

人
脈
を

か

た

ち
づ

く
っ

た

と

き
､

こ

の

｢

学
派
+

に

共
通
す

る

ひ

と

つ

の

特
色
と

し

て

も

指
摘
で

き

る

よ

う
に

な
っ

た
こ

と

な

の

で

あ

る
｡

た

だ
､

こ

こ

で

指
摘
し
て

お

か

な

け
れ

ば

な

ら

な
い
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と
つ
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問
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い
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､

ゲ
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ダ

ー

ル

か

ら

ソ

ー

ル

に

い

た

る

ま

で

の

生

活
様

式
概
念
の

限
界
を

指
摘
し
て

､

そ
の

限
界
を
こ

え

た

と

こ

ろ

に

お
い

て

は
､

生

態
学
的
な

､

あ

る

い

は
マ

ル

サ
ス

的
な

立

場
か

ら
の

量
に

還
元
さ

れ

る

人
口

で

は

な

く

て
､

人

口

の

社
会
的
質
が

問
題
に

な

る

の

を

指

摘
し

た
の

と

は

ち
が
っ

た
､

新
し
い

傾
向
が

で

て

き

た

の

で

あ
っ

た
｡

そ

れ

は
､

具

体
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に

は
､

た

と

え
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､

イ
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な
ど

の
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ジ
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､

ア

フ
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カ
､

ラ

テ
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リ

カ
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低
開
発
諸
国
に

お

け
る

人
口

増
加
の

予

想
が

､

世
界
の

穀
物

生

産
量
を

は

る
か

に

上

ま
わ

る

で

あ
ろ

う
と
い

う
デ

ー

タ

か

ら

人

口

計
画

を
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き
､
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た
､

先
進
工

業
諸
国
に
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け
る

失

業
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を

､
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ず
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､
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に
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易
で

あ
り

､
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的
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評
と
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て
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､

そ
の

通
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で

あ

る
｡

い

わ

ゆ
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ジ
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ュ
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派
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ち
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､
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物
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は
､

筆
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っ
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記
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､

『
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照
)
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継
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る

と
い

う
こ

と

が

い

え

よ

う
｡

し
か

し
､

ジ

ョ

ル

ジ
ュ

お

よ

び

彼
の

弟

子
た

ち

の
､

そ

の

よ

う
な

社
会
的
地

位
､

社
会
的
役
割
と

は
一

応
別
の

次

元
で

､

彼
が

考
察
の

対
象
を

そ
の

よ

う
な

技
術
的
側
面
に

移
し

て

い

っ

た

と
い

う
こ

と

が
､

彼
の

地

理

学
の

理

論
体
系
の

な

か

で

ど

の

よ

う
な

意
味

を

も
っ

て

い

る

か

と
い

う
こ

と
が

､

当
然
の

こ

と

な

が

ら

検

討
さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

十
数
年
来

､

彼
の

書
い

た

も

の

に

は

か

な

り

よ

く

目
を

通
し

て

き

た
一

人
の

地

理

学
徒
と

し

て
､

彼
の

地

理

学
の

体
系
を

､

こ

の

注
目
さ

れ

る
べ

き

新
著
を
い

と

ぐ

ち
に

し
■
て

検
討
す

る
こ

と

に

し
た
い

｡

〓

勺
O
p

已

邑
○

ロ

e
t

p
e

己

勺

訂
ヨ
O

n
t

と
い

う
の

は
､

人
口

と

居
住

､

す
な

わ

ち
､

量
的
に

把
握
さ

れ

る
ぺ

き

人

口

と
､

具
体
的
な

領
域
に

居
住
す
る

地

縁
的
社
会
集
団
と
い

う

意
味
で

あ

る
と

理

解
す
る

こ

と
が

で

き
る

｡

も

し
､

教
科
書
風
の

概
説
書
と

し

て

既
成
の

地
理

学
の

分
類
方
法
か

ら

本
書

を

み
る

な

ら
ば

､

こ

れ

は

人

口

地

理

学
と

集
落
地

理

学
の

概
論
と
い

う
こ

と
に

な

り
､

人
口

地

理

学
に

つ

い

て

も
､

農
村
地

理

学
あ

る
い

は

都
市
地

理

学
に

つ

い

て

も
､

こ

の

著
者
は

､

す
で

に

現
在
ま
で

に
､

い

く
つ

か

の

概
論
風
の

書
物
を

書
い

て

い

る

の

で

あ

る
か

ら
､

そ

の

よ

う
な

観
点
か

ら

す
る

か

ぎ
り

､

本
書
の

評
価
は

､

ど

れ

だ

け

新
し
い

知
見
が

加
え

ら
れ

て

い

る

か
､

あ

る
い

は

デ
ー

タ
が

ど
れ

だ

け

新
し

く
な
っ

て

い

る

か

と
い

う

一7

点
に

か

ぎ

ら
れ

る
こ

と
に

な
っ

て

し

ま

う
｡

そ

し

て

そ

の

よ

う
な

点
か

ら

㌶
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す
れ

ば
､

本
書
に

お

い

て

は
､

統
計
デ
ー

タ

が
一

九

六

八

年
頃
ま
で

の

最

新
の

も
の

が

と

り
い

れ

ら
れ

て

い

る

以

外
に

ほ
､

具
体
的
な

人
口

現
象

､

あ

る

い

は

集
落
に

関
す
る

事
実
に

関
し

て

は
､

今
ま
で

彼
が

書
い

て

き

た

こ

と

に

つ

け

加
え

ら

れ

た

新
し
い

こ

と
は

殆
ん

ど

な
い

｡

と

り

あ

げ
ら

れ

て

い

る

地

域
に

つ

い

て

も
､

フ

ラ
ン

ス

以

外
に

は
､

フ

ラ

ン

ス

地

理

学
が

､

そ

の

伝
統
と

し

て

多
く
の

研
究
成
果
を

あ

げ
て

き
た

地

中
海
地

域
と
ラ

テ

ン

ア

メ

リ

カ

を

主
と

し

て

い

る
｡

概
説
書
と

し

て

の

本
書
に

関
し

て

注
目
さ

れ

る
べ

き

第
一

の

点
は

､

む

し

ろ
､

勺
○

勺

已

已
訂
ロ

の

問
題
と

p
e

亡

且
2

m
e

已

の

問
題
と
を

統
一

的
に

取
り

扱
う
と
い

う
､

そ

の

構
成
上

の

特
色
で

あ

ろ

う
｡

第
一

部
の

｢

人
口

の

認
識
+

(

C
O

n
n

已
s

s

巴
岩
e

d
2

-

p

p
O

勺

已

邑
O

n
)

に

お
い

て

ほ
､

人
口

統
計
学
お

よ

び

人
口

地

理

学
が

取
り

扱
う
デ
ー

タ

の

吟
味

､

お

よ

び

人
口

統
計
学
に

お

け

る

諸
指
標
の

吟
味
が

な

さ
れ

て

い

て
､

こ

こ

に

お
い

て

は
､

デ
ー

タ

の

信
顧
度

､

あ

る
い

は
､

数
量
化
さ

れ

た

有
美
人
口

率
､

コ

ー

リ

ン

･

ク

ラ

ー

ク

流
の

産
業
人
口

構
成
比

､

人
口

動
態
に

関
す
る

諸
指
標
の

､

社
会
的
な

中
味
を

考
え

る

と
､

世

界
の

諸
地

域
に

お

い

て
､

事
情
が

非
常

に

ち
が

っ

て

お

り
､

い

わ

ゆ

る

国
際
比

較
と
い

う
も

の

が
､

地

域
的
な

差

異
の

実
態
を

隠
蔽
す
る

危
険
を

も
っ

て

い

る

と
い

う
､

地

理

学
研
究
者
と

し
て

は

当
然
で

あ

る

か

も

し

れ

な
い

指
摘
が

な

さ

れ

て

い

る
｡

従
来
の

､

人
口

地

理

学
な

ど
と

題
さ

れ

た

書
物
の

内

容
が

､

本

書
で

は
､

七

〇
頁
ほ

ど

の

短
い

第
一

部
の

中
に

圧
縮
さ

れ

て

い

る

と
い

う
こ

と
が

で

き

よ

う
｡

そ

し

て
､

｢

人

口

の

立
地

と

変
動
性
+

(

J
O

C

巴
訂

邑
-

O

n

e
t

m
O

空
-

芹
血

色
凸

-

四

竹
O

p

已
巴
ぎ
n
)

と

題
さ

れ
た

第
二

部
に

お
い

て
､

農
村
人

口

お

よ

び

都

市
人
口

の

歴
史
的

発
展
と
の

関
連
で

都
市
お

よ

び

村
落
の

性
格
規
定
が

､

新
大
陸
お

よ

び

旧

大
陸
に

大
き

く

分
け
て

な

さ

れ
､

最
後
の

｢

人
口

と

経

朋.†⊥

済
+

(

勺
O

p

已
p

江
O
n

e
t

朴
c

O

n
｡

邑
e

)

と

題
さ

れ

た

第
三

部
に

お
い

て
､

過
剰
人
口

､

生

活
水
準

､

失
業
な

ど
の

問
題
が

､

先
進
工

業
諸
国
と

低
開

発
諸
国
と

に

お

け
る

場
合
を

区
別
し

て

考
察
さ
れ

て

い

る
｡

こ

の

本
書
の

構
成
を

み
れ

ば

明
ら
か

な

よ

う
に

､

著
者
は

､

p
e

亡

且
①

m
①

n
t

の

名
の

も

と
に

､

勺
○

勺

已
已
小

O

n

の

社
会
的
内
容
を

明
ら
か

に

し

た

上

で
､

い

わ
ゆ

る

人
口

問
題
を

､

人
口

現
象
の

社
会
経

済
的
側
面
か

ら

説
明

し

ょ

う
と
し

て

い

る

の

で

あ
る

｡

頁
敷
か

ら
み

て

も
､

こ

の

第
二

部
と

第
三

部
と
は

､

本
書
の

な
か

で
､

著
者
が

も
っ

と

も

カ
を

そ

そ
い

で

い

る

部
分
で

あ

り
､

ま

た
､

勺
e

亡
勺
-

e

m
2

ロ
t

に

対

す
る

考

察
を

加
え

る

こ

と

に

よ

っ

て
､

の

宝
S
t
-

O

n
S

計
g

g
g
【

名
E
e

け

2
ヨ
已

莞
-

-

況
や

に

お

い

て

は
､

一

見

生
態
学
的
な

次
元
に

後
退
し
た

か

に

み

え
た

ジ

ョ

ル

ジ

ュ

の

人
口

地

理

学

の

方
法
論
は

､

本
書
に

お
い

て
､

新
た

に
､

ひ
と

つ

の

社
会
科
学
的
な
パ

ー

ス

ぺ

ク

テ
ィ

ヴ

を

獲

得
し

た

と
い

う
こ

と
が

で

き

る
｡

そ

れ

は
､

同
時

に
､

居
住
形
態
や

農
業
構
造
(
s
t

2
C

t

亡
r

O

遺
言
ぎ
ひ
)

と
い

う
概

念
の

精

緻
化
に

と
ど

ま
っ

て

い

た

と

こ

ろ

の

集

落

地

理

学
(

g

計
g
r

p
】

首
岩

.

計

-
､

F
p

b

芹

巳
)

に
､

世
界
的
規
模
で

比

較
対
照
す
る

さ
い

の

諸
概
念
の

有
効

性
を

明
ら
か

に

し

て

い

く
と
い

う
地

平
を

ひ

ら

く
こ

と
に

も

な
っ

て

い

る
｡

こ

れ

は
､

特
に

居
住
形
態
の

意
味
づ

け

を
､

人
口

動
態
と

の

関
連
で

お
こ

な
っ

て

い

る

第
二

部
の

後
半
部
に

つ

い

て

い

ぇ

る

こ

と
で

あ

る
｡

本
書
が

､

世
界
の

あ

ら
ゆ

る

地

域
､

す
く
な

く
と

も
､

そ

の

典
型

的
な

諸

国
に

つ

い

て

さ

え
､

そ
こ

に

お

け
る

人
口

や

居
住
の

現
象
を

決
し

て

網

羅
的
に

と

り

あ

げ
て

い

る
の

で

は

な
い

と
い

う
こ

と

は
､

一

見
概

説
書
と

し

て

の

本
書
の

短
所
の

よ

う
に

み

え
る

の

で

あ

る
･
が

､

同
時
に

､

そ

れ

ほ

き
r



l

l

▲

こ

こ

に

み

た

よ

う
な

著
者
の

方
法
論
的
関
心
か

ら

く

る

当
然
の

帰
結
で

あ

る

と
い
.
わ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

社
会
主
義
諸
国
の

地

理
に

詳
し

く
､

そ

れ

に

つ

い

て

の

著
書

､

論
文
も

多
く
あ

る

著
者
が

､

社
会
主
義
諸
国
の

事

例
に

つ

い

て

は
､

農
村
の

都
市
化
を

､

純
粋
に

技
術
的
側
面

､

す
な

わ

ち

生

産
力
範
噂
の

次
元
で

考
察
で

き
る

場
合
に

し

か

と

り

あ

げ
て

い

な
い

の

は
､

一

見
､

奇
異
な
こ

と
で

あ
る

が
､

ま

ず
､

量
的
側
面
に

つ

い

て

み

て

も
､

セ

ン

サ

ス

の

方

法
､

内
容
が

､

社
会
主
義
諸

国
の

も
の

は
､

こ

の

よ

う
な

小

冊
子
で

簡
単
に

と

り

あ

げ
て

国
際
的
比

較
を

お
こ

な

う
の

に

は
､

欧
米
の

デ
ー

タ

と

非
常
に

異

質
な
の

で

あ
る

こ

と

を

考
え

れ

ば
､

著
者
の

､

慎
重

な

態
度
は

､

む
し

ろ

妥
当
な

も
の

で

あ

る

と
い

え

よ

う
｡

ま
た

､

都

市
の

階
層
制
(

E
幹

賀
C

E
e
)

や

ネ
ッ

ト
ワ

ー

ク

の

性
格
の

ち

が

い

を
､

国
民

経
済
の

工

業
化
の

段
階
と

機
構
の

ち
が

い

か

ら

説
明

し

た

り
､

人
口

投
資
(

ぎ
く
0

邑
s

s
e

ヨ
e

n
t

監
m
O

笥
P

サ

E
β

喜
)

概
念
を

媒
介
に

し

て
､

人

口

変
動
の

リ

ズ
ム

(

r

y
t

F

ヨ
e

d

瓜

m
O

雫
p

勺

F

且
亡
e

)

と

経
済
成
長
の

リ

ズ

ム

と

の

関
連
を

考
察
し

た

り

す

る

よ

う
な

場
合

､

こ

れ

ら
の

概

念
が

､

か

な

り

ち
が

っ

た

意
味
を

も
っ

て

く
る

社
会
主
義
体
制
の

こ

と

を
､

さ

し

あ

た
っ

て

考
慮
外
に

お

い

て
､

欧
米
諸

国
の

あ
い

だ
の

此

較
や

先
進
工

業
諸

国
と

低
開

発
諸
国
と
の

あ
い

だ

の

比

較
を
こ

こ

ろ

み
る

の

が
､

科
学
的
に

は

正

確
な

手

順
で

あ

ろ

う
｡

た

だ
､

こ

れ

は

｢

さ

し

あ
た
っ

て
+

の

こ

と

評

で

あ
っ

て
､

次
に

は
､

社
会
主
義
諸
国
の

問
題
に

著
者
が

と

り

く
む
こ

と

( 1 2 9) 書

を

期
待
す

る

の

は

筆
者
だ

け
で

は
な

い

で

あ

ろ

う
｡

た

だ
､

こ

こ

で

指
摘

で

き
る

の

は
､

一

九
五

〇
年
代
の

前
半
ま
で

､

こ

の

著
者
に

あ
っ

た

｢

体

制
+

の

重
視
が

､

本
書
に

お
い

て

は
､

社
会
主
義
体
制
諸

国
の

分
析
に

､

極

熱
い

禁
欲
的
に

な

る

と
い

う
形
で

復
活
し

て

い

る

と
い

う
こ

と
で

あ
ろ

1

つ
〇

三

本
書
が

ワ
リ
H

己
-
凸

己
O

n

e

t

勺
e

亡

勺
-

e

m
e

n
t

と

題
さ

れ

て

い

な

が

ら
､

勺
U

p

已

已
小

○

ロ

が

あ

く

ま
で

､

そ

の

主
要
な

テ
ー

マ

で

あ

る

こ

と

は
､

第

三

部
お

よ

び

結
論

部
が

､

勺
O

p

已

邑
O

n

に

関
す
る

ア

ク

テ
ィ

フ

な

諸

問

題
に

に

対
す
る

考
察
に

あ
て

ら
れ

て

い

る

と
い

う

そ
の

構
成
か

ら
も

知
る

こ

と
が

で

き

る
｡

第
三

部
に

お

け
る

考
察
ほ

､

そ
の

性
質
上

､

国
民

経
済

と
い

う
ス

ケ
ー

ル

で

な

さ

れ

て

お

り
､

p
2

日

旦
e

m
e

已

は
､

第
二

部
に

お

い

て
､

集
落
の

ス

ケ

ー

ル

に

お
い

て

人
口

の

社
会
的
内
容
が

検
討
さ

れ

る

か

ぎ

り
に

お

い

て

問
題
に

な
っ

て

い

る

に

す
ぎ

な
い

｡

し
か

し
､

第
二

部

に

お

け
る

記
述
が

､

類
書
に

な
い

新
し

さ
を

も
っ

と

も

多
く

も
っ

て

い

る

の

ほ
､

都
市
や

村
落
と
い

う
集
落
の

性
格
を

､

人
口

の

社
会
的
内
容
の

歴

史
的
発

展
と
の

関
係
に

お
い

て

考
察
し
て

い

る

か

ら

で

も

あ

る

の

で

あ
る

｡

集
落
地

理

学
な

る

も
の

が
､

現
在
に

い

た

る

ま
で

の

研
究
の

成

果
に

つ

い

て

み

る

か

ぎ

り
､

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

を

対

象
に

し
て

体
系
化
さ

れ

た

学
問
で

あ

る

と
い

う
こ

と

を

前
に

指
摘
し

た
こ

と

が

あ

る

が

(

G
e

O

蒜

Z
訂
m
e

T

e

コ

S

訂
巴
ロ

ロ
g

品
e

O

g
r

p

サ
F
-

e
-

出
キ
P

G

n
S

旨
弓
e

i

甲

-

芸
¶

に

対

す

る

書

評
｢

一

橋
論
叢
+

第
六

十
一

巻
一

号
､

一

九

六

九

年
)

､

一
そ

の

よ

う
な
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

的
性
格

､

ヨ

ー

ロ

ブ

パ

的
限
界
性
を

強
く

も
っ

た

諸
概
念
を

､

よ

り

普
遍
的
な

も

の

に

す
る

た

め

に

は
､

ジ

ョ

ル

ジ

ュ

が

本
書
で

お

こ

な

っ

て

い

る

よ

う
な

検
討

､

す

な

わ

ち

p
O

p

已
ゎ

た
O

n

の

発
展
と

の

関
連
で

､

そ
こ

に

お

け
る

p
e
亡

匂
l

e

m
e

n
t

の

性
格
を

規
定
す
る

と
い

う

作

業
が

､

(U
U

ま

ず
必

要
で

あ

ろ

う
｡

そ
の

さ
い

に

ほ
､

た

と

え

ば
､

｢

散
居
+

(

F

旨
ぎ
P

t

㌶
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巴
s

竹

竿
乳
)

と
い

う
概
念
の

よ

う
に

､

普

遍
的

な

ス

ケ

ー

ル

で

体

系
化

し

ょ

う
と

す
れ

ば
､

形
態
的
類
似
以

外
に

は
､

居
住
集
団
と

そ

の

集
団
が

利
用
す
る

空
間
と

の

あ
い

だ

の

特
定
の

関
係
を

何
一

つ

意
味
す

る

も

の

で

ほ

な
い

と
い

う
こ

と

が

明

ら

か

に

な

る

も
の

も

あ
る

｡

(

勺

ワ
ー

N

か

1
-

N

8

他
方
で

は
､

一

国
に

お

け

る

都
市
の

規
模
の

分
布

､

す
な

わ

ち

都
市
の

階

層
性
の

よ

う
に

､

あ
る

国
の

都
市
化
の

社
会
的
性
格
の

ち
が

い

と
い

う
も

の

を
､

非
常
に

よ

く

示

す

指
標
も

確
認
さ

れ

る
｡

こ

れ
は

裏
返
せ

ば
､

小

都
市
の

も
つ

意
味
の

地

域
的
な

ち

が

い

と
い

う
こ

と
に

な
る

｡

(

p
p

.

-

芸

-
-

か

ー

)

そ

れ

ほ
､

た

だ

単
に

小

都
市
の

意
味
を

説
明
す
る

の

で

は

な

く
､

た

と

え

ば
､

な

ぜ
ア

ジ

ア
･

ア

フ

リ

カ

の

人
口

の

自
然
増
加
率
の

高
い

諸

国
に

お
い

て
､

人
口

十
万

以

下
の

都
市
の

数
が

減
少
し
っ

つ

あ
る

か

と
い

っ

た

よ

う
な

､

人
口

統
計
学
が

取
り

扱
う
現
象
の

理

由
を

説
明

す
る

こ

と

に

も
な

る

の

で

あ

る
｡

人
口

統
計
学
的
な

デ
ー

タ
が

､

地

域
に

よ
っ

て

ち

が
っ

た

意
味
を
も

つ

こ

と
を

示
す
も
の

と
し

て
､

勺
e

亡

p
-

①

m
e

邑

の

性
格

規
定
が

あ

る
べ

き

な

の

で

あ

る

か

ら
､

■
そ

の

性
楷
規
定
ほ

､

充
分
説
得
的
な

､

正

確
な

も
の

で

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

こ

と

は

勿
論
で

あ
る

｡

そ

の

よ

う
な

観
点
か

ら

す
る

と
､

集
落
の

人
口

数
に

よ

る

規
模
の

も
つ

意
味
が

｢

都
市
が

農
村
的
で

あ

る

諸
国
と

､

農
村
が

都
市
化
さ

れ

て

い

る

諸
国
と
で

は
､

非
常
に

ち
が

っ

て

い

る
+

(

ワ

ー

N

-

)

と
い

う
よ

う
な

規
定
の

仕
方
は

､

充
分
に

正

確
で

は

な
い

と

思
わ

れ

る
｡

こ

の

記
述
の

あ

と

に

続
く

部
分
で

､

著
者
は

､

種
々

の

人
口

規
模
の

集

落
の

産
業
別
人
口

構
成
の

比

較
を

､

世
界
の

各
地
に

つ

い

て

お

こ

な
っ

て

い

る
の

で

あ
る

が
､

都
市

､

村
落
と
い

う
用
語
が

､

言
葉
と

し

て

形
態
上

の

属
性
を

も
ふ

く
ん

で

い

る

以
上

､

農
村
的
(

2
;

-

)

な

ど

と

い

う

言

朗
一

⊥

菓
を

､

こ

の

よ

う
に

横
能
的
な

意
味
だ

け
に

還
元
し

て

用
い

る
こ

と
に

は

問
題
が

あ

ろ

う
｡

中
心

地

の

機
能
的
性
格
の

此

較
検
討
か

ら
､

人
口

規
模

の

も
つ

意
味
を

規
定
し

て

い

け
ば

よ
い

の

で

あ
る

｡

こ

の

間
題
に

か

ぎ

ら

ず
､

ジ

ョ

ル

ジ

ュ

に

ほ
､

も
っ

と

数
量
化
し

た

分
析
方
法
を

用
い

る

こ

と

に

よ
っ

て
､

彼

自
身
が

意
図
す
る

よ

う
な

結
論
の

正

確
さ

が

期
待
で

き

そ

う
な

場
合
が

多
い

よ

う
に

思
わ
れ

る
｡

こ

れ

ほ
､

形
式
上
の

泥
く
さ

さ

か

も
し

れ

な
い

が
､

そ
の

た

め
に

､

本
書
に

ほ
､

も
っ

と

有
効
な

統
計
的
指

標
を

適
用
す
べ

き

で

あ

る

と
い

っ

た

よ

う
な

､

人
口

統
計
学
的
観
点
か

ら

す
る

不

備
も
い

く
つ

か

指
摘
さ
れ

よ

う
｡

た

と

え

ば
､

人
口

の

年
齢
構
成

や

労
働
力
人
口

の

移
動
の

問
題
に

つ

い

て

も
､

本
書
で

は
､

初
歩
的
な

人

口

ピ

ラ

ミ

γ

ド

の

図
示
以

外
の

方
法
は

用
い

ら

れ

て

い

な
い

の

で

あ

る
｡

四

一

方
で

は
､

地

理

学
に

お

け

る

数
量
的
方
汝
の

導
入

に

対

し

て
､

慎
重

､

ま

た

は
､

む
し

ろ

消
極
的
な

態
度
を

と

り

な
が

ら
､

他
方

､

本
書
に

お

け

る

第
三

部
に

お

け
る

よ

う
に

､

経
済
成
長
率
と
い

っ

た

よ

う
な

指
標
を

､

ま
っ

た

く

無
批
判
に

前
提
に

し

て

議
論
を

す

す
め

る

と
い

う
､

矛
盾
し

た

二

つ

の

側
面
が

､

あ
る

意
味
で

ほ
､

現
在
の

ジ

ョ

ル

ジ

ュ

の

立

場
を

端
的

に

示
し

て

い

る
｡

第
三

部
に

お
い

て

は
､

結
局

､

先
進
工

業
国
に

お

け

る

雇
用
問
題
に

対

す
る

低
開
発
諸
国
に

お

け

る

食
料
問
題
と
い

う
､

二

元

論

的
な

形
で

｢

人

口

問
題
+

が

提
示

さ

れ

る

の

に

お

わ
っ

て

い

る
｡

し

た

が

っ

て
､

中
央
集
権
的
な

国
家
体
制
を

前
提
に

し

た

中
央
か

ら
の

(

決
し

て

地

方
分
権
的

､

乃

至
は

連
邦
主
義
的
な

主
張
を
ふ

く

ま

な
い

と
こ

ろ

の
)

｢

､

′
.

■
ゝ



_
r

-

.

＼

ノ

地

境
計
画
と

産
児
脚
限
と

が
､

ア

ク

テ
ィ

フ

な

課
題
と

し

て
､

ま
っ

た

く

大
兵
面
目
に

､

並

置
さ

れ

る

こ

と
に

な
る

｡

そ

こ

に

は
､

何
ら

か

の

形
で

の

構
造
的
変
革
と

の

関
連
で

雇
用
問
題
を

理

解
す
る

と
い

う
視
点
は

な
い

し
､

ま
た

､

こ

の

著
者
に

は
､

｢

先
進
+

世
界
に

対
す

る

復

権
の

要

求
､

ぁ
る

い

は

告
発
の

意
味
を
こ

め

た
も

の

と

し

て

の

第
三

世

界
と
い

う
言
葉

は
､

遂
に

理

解
で

き

な
い

も
の

で

は

な
い

か

と

思
わ

れ
る

｡

こ

の

第
三

部
に

お

け

る

二

元
論
は

､

十
年
前
に

､

筆
者
が

､

曾
e
s
{

ど
ロ
S

d
e

思
○

笥
旦
E
e

計
-

p

勺
｡
竹

已

邑
｡

n

に

お
い

て
､

経
済
学

的

次
元

の

分
析
と

生

態
学
的
次
元
の

分
析
と

の

あ
い

だ
に

あ

る

二

元
論
と

し

て

指
摘

し

た

も
の

が
､

形
を

か

え

て

あ

ら

わ

れ
た

も
の

と

考
え

る
こ

と
が

で

き
よ

ぅ
｡

こ

の

二

元

論
は

､

本
来

､

生

態
学
的
次
元
の

分
析
の

限
界
を

､

経
済

的
次
元
の

分
析
の

タ

ー

ム

で

明

示
す
る

こ

と

に

よ
っ

て

な

さ

れ
る
ぺ

き
も

の

で

あ
り

､

集
落
の

ス

ケ
ー

ル

で

七
e

名
-

e

m

昌
t

の

考
察

を

お

こ

な

う

さ

い

に

は
､

そ

れ

を

し

て

き
た

著
作
が

､

現
代
世
界
に

お

け
る

人
口

問
題

の

考
察
を

お

こ

な

う
さ
い

に

は
､

そ

れ

を

放
棄
し
て

し

ま
っ

て

い

る

の

で

ぁ

る
｡

と

す

れ

ば
､

次
に

問
題
に

な

る

の

は
､

本
書
の

第
二

部
と

第
三

部

と

の

あ
い

だ
に

あ

る

方
抜
上

の

懸
臨
が

､

ジ

訂

ル

ジ
ュ

の

地

埋

草
の

方
法

論
に

本
来
的
な

も

の

で

あ

る

か

ど

う

か

と
い

う
こ

と

で

あ

ろ

う
｡

こ

の

懸
隔

亨
っ

め

る

た

め

に

は
､

た

し
か

に
､

国
内
の

地

域
蒋
差
や

階

叔
構
造

､

あ
る

い

は

第
三

世

界
と
い

う
も
の

を
､

ジ

ョ

ル

ジ

ュ

と

は

ち
が

っ

た

観
点
か

ら

理

解
す

る

こ

と
が

必

要
で

あ

ろ

う
｡

そ

の

よ

う
な

新
し

い

立

場
が

､

ジ

ョ

ル

ジ

ュ

の

い

う

G
爪

｡
g

岩

音
訂

邑
才
e

の

方
向
の

上

に

な
い

こ

と

は

勿
論
で

あ
る

｡

し

か

し
､

そ

の

よ

う
な

立

場
は

､

近

代
地

理

学
の

不

毛
を

克
服
し
た

ジ

ョ

ル

ジ
ュ

の

理

論
の

延
長
線
上
に

あ

る

の

で

あ

り
､

そ
の

立

場
に

到
達
す

る

の

は
､

ジ

ョ

ル

ジ

ュ

に

導
か

れ

て

地

理

学
へ

の

i

H

き

監
i

O

n

を

経

験
し

た

者
が

､

当
然
な

さ

な

け

れ

ば

い

け

な

い

こ

と
で

あ

ろ

う
｡

な

ぜ
ジ

ョ

ル

ジ

ュ

に

そ
れ

が

で

き

な
い

の

か
､

と
い

う
こ

と
か

ら
､

ジ

ョ

ル

ジ

ュ

の

社
会
的
地

位
な

ど

を
､

外
在
的
批
評

風
に

云
々

す
る

の

ほ
､

あ

ま

り

意
味
が

な
い

し
､

ま

た

ひ

と
つ

の

役
割
を

立

派
に

は

た

し

お

え

て
､

も

う
還
暦
も

す

ぎ
た

彼
に

対
し

て
､

さ

ら
に

そ

れ

を

期
待

す

る

の

は

無
理

な
こ

と

で

も

あ

ろ

う
｡

(

一

橋
大

学

助

教

授
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