
研
究
論
文都

市
と
人
間

人
間

に
と

っ
て
都

市

と

は
な

に

か
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岩
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都
市

は

人
類

文

明
発

祥

の
地

と
も

い
わ
れ

、

文
明

の
顔

と
も

み

ら

れ

て
き

た
。

そ

こ
で
は
、

紀

元

前

三

五
〇

〇
年

ご

ろ
テ

ィ
グ

リ

ス
、

エ
ウ

フ

ラ
テ

ス
川
流

域

で
、

巨

大
な

ジ

ッ
グ

ラ
ト

の
上

に
立

つ
壮
麗

な

神

殿

を

中

心

に
形

成

さ

れ

た

都

市

と
、

そ

こ

に

生

ま

れ

た

金

属

工

芸
、

撰

形

文
字

の
発

明
な

ど

が
想

起

さ

れ

て

い
る

の
か
も

知
れ

な

い
。

あ

る

い
は

又
、

十

九
世
紀

以
降

の
か

つ
て
な

い
豊

か
な

生
産

の
拠

点

と
し

て
、

近
代

技

術

の
粋

を
集

め
た
高

層

ビ

ル
、

高
速

交

通
機

関

を
建

設

し
、

文

学
、

芸

術
活

動

の
中

心
と
も

な

っ
た

近
代

都

市

が

イ

メ
ー

ジ

さ

れ

て
も

い
る

の

で
あ

ろ
う
。

だ

が
、

こ
れ

ら

は
過

去

五
〇

〇

〇
年

に
も

お

よ

ぶ

と

み
ら

れ

る

都

市

の
歴
史

の
中

で

の
あ

る
時

期

に
見

ら

れ
た
幾

っ
か

の
事

例

に

す

ぎ

な

い
も

の
で
あ

る
。

こ

の
永

い
歴

史

の
中

で
都

市

は
様

ざ
ま

に
姿

を

変

え
、

人
間

と
か

か

わ

っ
て
き

た
。

た

し

か

に
都
市

は
、

農

耕

社
会

か

ら
脱

出
す

る

こ

と
に
よ

っ
て
、

こ
れ
ま

で

の
旧
習

の

絆

か
ら

人
間

を
解

放
し

て
、

新

し

い
生

産

・
生
活

様

式

を
創
造

し

て
き

た
。

こ
れ
は

や

が
て
、

生
産

の
発
達

・
人

ロ

の
増

加

を
媒

介

に
し

て
、

新

し

い
住
居

や
道

路
、
水

道

な
ど

の
物

的

生
活

施

設

の

整

備
、

剰

余

生
産

物

の
貯

蔵

施

設

や
管

理
機
構

建

設

な

ど

の
文

明

の
条

件

と

な

っ
た
も

の
で
あ

る
。

し

か
し
、

こ
の
新

し

い
生
活

様

式

は

又
、

メ

ソ
ポ

タ

こ
、
ア

や

ギ

リ

シ

ア
な

ど

に
見

ら

れ

た

よ

う

に
、

他
方

で
は
森

林

の
濫
伐

に
よ

る
国

土

の
荒

廃

を

も
招

い
た

も

の
で
あ

っ
た
。

都

市

は
文

明

の
象

徴

で

あ
る

と
と
も

に
、

ま
た

、

し

ば
し

ば

人
間

生

活

の
破
壊

を

も
も

た

ら
し

た
も

の
で
あ

っ
た

。

人
間

に

と

っ
て
都

市

と
は

何

か
。

人

類

の
歴
史

の
な

か

で
、

都

市

は

い

つ

・
ど

の
よ

う

に
し

て
形
成

さ

れ
た

の
か
。

又
、
時

代

の

7



都市 と人間

推

移

と

と

も

に
、

そ

れ

は

い

か

に
変

容

し

て

き

た

の
だ

ろ

う

か
。

社

会

生

活

の
基

本

的

単

位

の

ひ

と

つ

と

し

て

の
都

市

は
、

最

近

数

十

年

の
間

に
急

激

に

巨

大

化

し

イ
、
そ

の
構

造

、

こ

れ

を
構

成

す

る

諸

要

素

、

諸

側

面

も

き

わ

め

て
複

雑

な

も

の

に

な

っ
て

い
る

が
、

そ

の

歴

史

を

一
貫

し

て
流

れ

て

い
る

も

の

は

何

か

。

人

間

と
都

市

(
社

会

)

は

と

も

に
、

基

本

的

に

歴

史

的

存

在

て

あ

る

。

そ

れ

は

時

代

の

推

移

と

と

も

に
、

さ

ま

ざ

ま

に

姿

を

変

え

て
き

た

が

、

に

も

か

か

わ

ら

ず

都

市

を

都

市

た

ら

し

め

て

い
る

も

の

は

何

か

。

近

年

の

巨

大

な

社

会

変

動

の
中

で
、

こ

の
都

市

の
魂

τ

た
か

っ
て
都
市

そ
の
も

の
)
は

、

存

続

か

消

滅

か

の

岐

路

に

立

っ

て

い

る

よ

う

に
も

み

え

る

の

で

あ

る

。

本

稿

は

、

こ

の
よ

う

な

観

点

に
立

っ
て
、

最

初

の
都
・市

の
成

り

立

ち

を

ふ

ま

え

な

が

ら

歴

史

を

た

ど

り

、

人
間

に

と

っ

て

の
都

市

の
意

味

を

探

る

作

業

の
素

描

を

試

み

よ

う

と
す

る

も

の

で

あ

る
。

本
稿

は
、

昨

九

四
年

十

二
月

に

神
奈

項

大
学

経

営

学

部

て

行

わ

れ
た

退

職

記

念

講

演

「都

市

と

人
間
」

を
も

と

に
稿

を

、起
し

た

も

の

で

あ

る

か
、

三
項

目
か

ら

な

る

構

成

の
内
容

の
内

、

当

日
殆

ど

論
す

る

こ

と

の

て
き

な

か

っ
た

第

一
項

「
都

市

の
起

源

」

に
相

当
す

る

部

分

で

あ

る
。

L

た

か

,、
て
、

当

日

講

演

の
基

本

的

観

点

に
立

ち

な

が

ら

も
、

ほ

と
ん

ど

新

た

に
書

き

下
す

こ
と

に
な

っ
た

。

一
、

都

市

の
起

源

都

市

は
、

い

つ
ど

の
よ

う

な
契
機

を

も

っ
て
生

誕

し
た

の
か
。

人
類

か

史

上
は

じ

め

て
、

そ

れ
ま

で
存

在

し
な

か

っ
た
新

し

い

社

会
生

活

の
単

位

(社
会
形
態
)
と
し

て

の
都

市

を

形
成

し

た

こ

と

は
、

そ
れ

か

社
会

の
構

造

と

人
間

の
生
活

に
根
本

的
な
変

化

を

も

た

ら

し
、

そ

の
後

の
歴
史

に
も

大
き

な
影
響

を
与

え
た

こ
と
か

ら

み

て
、

き

わ

め

て
画

期

的
な
事

件

で

あ

っ
た
。

都
市

の
形
成

は
、

社

会

の
構

造

と
人
間

の
生
活

の
ど

の
よ
う

な

画
期

的
変

化

た

っ
た

の
だ

ろ
う

か
。

都
市

は
、

お
よ

そ

紀

元
前

三
五
〇

〇
年

こ
ろ

か
ら
同

一
五
〇

〇

年

こ
ろ

に

か
け

て
、

四
大
文

明

発
祥

の
地

と

い
わ
れ

る

メ
ソ
ポ

タ

ミ

ア
、

エ
ジ
プ

ト

、

イ

ン
ダ

ス
、

黄

河

の

い
ず

れ
も

大
河

の
流

域

で
相

っ

い
で
生
ま

れ
た

と
さ
れ

イ、
い
る
。

こ
れ

ら
は
、

大
河
流

域

の
肥
沃

な

土
地

に
恵

ま

れ

て
早

く

か

ら
農

業

革

命

(人
類
の
狩
猟
採

集
段
階
か
ら
農
耕
段
階

へ
の
移
行
)
に
成
功

し
、

潅

滅

技

術

を

発
達

さ

せ

て
余

剰
農

産

物

の
生

産

を
実

現
さ

せ

た

こ

と
を

、

共
通

の
条

件

に
し

て
生
起

し

た

と

一
般

に
み
ら

れ
て

い
る
。

そ

れ
で

は
、

こ
う

し

た
農

業

革

命

の
成

功

が
、

な

に
ゆ
え

に
、

都
市

の
形
成

に
決

定

的

な
意

味

を
も

っ
た

の
で
あ

ろ
う

か
。

こ

こ
で
は
、

こ
れ
ま

で

の

考

古
学
、

人
類

学

な
ど

に
よ

る
遺

跡

に
も

と
つ
く

研
究

に
依
拠

し

て
、

メ

ソ
ポ

タ

ミ

ア

の
場

合

に

こ

の
関
連

を
考
察

し

て
み
よ

う
。

農

業

革
命

、
す

な

わ

ち
植

物
栽
嬉
ロ
の
開

始

は
、

そ
れ

ま

で
広

大

な

土

地

で
狩

猟

採
集

に
よ

っ
て
獲
得

し

て
き

た

と
同
じ
量

の
食

糧

を

、
ず

っ
と

小
さ

な

面

積

で
計

画

的

に
育

て

る

こ

と

を

可

能

に

し

、
食

糧

の
確
保

を

格
段

に
安
定

さ

せ
る

こ

と
に
な

っ
た
。

そ

し

8
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て

こ

の

こ

と

は

、

人

間

と

社

会

の
あ

り

方

に
重

大

な
変

化

を

も

た

ら

す

こ

と

に

な

っ
た

。

ま

ず

第

一
に
、

こ

の

よ

う

な

栽

培

の

開

始

に

よ

っ
て

「
人

間

は

、

生

物

的

自

然

界

を

そ

の
増

殖

の

法

則

の

知

ヘ

へ

 

識

を
通

じ

て
制

御

し
、

そ

れ

に
よ

っ
て
外

的
条

件

か

ら

の
新

し

い

は

る

か

に

大

き

な

独

立

性

を
獲

得
」

ー
(傍
点
原
文
)
す

る

こ

と

に

な

っ
た
。
農

業

生
産

は
、

基

本

的

に
は
有

機

的
な

自

然
循

環

の
中

で
行

わ
れ

る

人
間

と
自

然

と

の
共
生

関
係

で
あ
る

が
、

こ

の
関

係

は
採

集

段

階

の
そ
れ

と

は
異

な

っ
て
、

他
方

で
は
同

時

に
、

人
為

ほ

ん

ら

い

の

的
制

御

を

加

え
る

こ
と

に
よ

っ
て
、

自
然
的

物
質

循

環

か

ら

の
よ

り

人
間

的

な

共

生

へ
の
上
昇

を
意

味
す

る
.
。

か
く

し

て
、
農

耕

社
会

の
成

立

は
、

人
間

と
自

然

と

の
関
係

を

二
度

と
あ

と
戻
り

で

き

な

い
新

L

い
そ

れ

に
転

換

さ
せ

た

の
で
あ

る
。

こ
れ

は
、

都
市

成

立

の
基
本

的

条
件

の

一
つ
を

準

備

L
た
も

の
で
あ

り
、

さ

ら

に

強

化

さ

れ

て
都
市

の
本

性
を

構

成
す

る

に

い
た

る
。

第

二
に
、

栽

培

の
開
始

は
、

同
じ

土

地

で
扶
養

で
き

る

人

ロ
を

格
段

に
増

大
さ

せ
、

や
が

て
道

路
、

水

道
、

広
場

な

ど

の
装
置

を
も

つ
新

し

い
種

類

の
大

聚
落

を

生

み
だ
す

こ
と

に
な

っ
た
。

こ
う
し

て
農

業

革

命

は
、

人
間

と
自

然

と

の
関
係

に
、

ま
た

社

会

の
構

造

に
重

大
な

歴
史

的
変

化

を

も
た

ら

し
た

が
、

さ

ら

に
今

ひ

と

つ
、

人
間

の

人
間

化

(.
自
己
転
換
し

に
も
新

L

い
段

階

を

画

L
た

こ

と
に

注

目
し

な
け

れ

ば
な

ら

な

い
だ

ろ
う
。

L

・
マ
ン
フ

ォ
ー

ド

は

こ

つ
変

化
を

と

く

に
重

視
し

て
そ

の
意

味

を

次

の
よ

う

に
述

べ
て

い
る
。

「
た

ぶ

ん

旧
石
器

時

代

の
最

後

期
、

そ

」

て

ほ

と

ん
ど

確

実

に
新

石
器

時

代

、
の
前

に
、

動

物

か
ら

人
間

へ
の
転

換

が
も

う

後

戻
り

し

な

い
点

に
達
し

た

だ

け

で
な
く

、

人
間

と
し

て

の
発

展

に

必
要

な
す

べ
て

の
主
要

発
明

ま

で

が
達

成

さ

れ
た
時

点

が

9



都市 と人間

あ

ら

わ

れ
た
。

言

語
、

表

現

的

芸
能
、

道

徳

性
、

火

や
刃
物

の

使

用
、

伝
統

的

知
識

の
集

積

か

そ

れ

で
あ
り
、

こ
れ
ら

の
発
明

は
、

肉

体

的
存
続

だ
け

で
な
く
、

社
会

的
連

続

を

も
確

実

に
す

る

の
に
十

分

な
条

件

で
あ

っ
た

。

人
間

は
、

彼

自
身

の
自

己

転

換

の
主
要

手

段

と
し

て
、

ま
た

そ

の
転

換

の

い
ハノ
そ

う
す

す

ん

だ
副
産

物

と
し

て
、
自

分
自
身

の
種

の
永

続

だ
け

で
な

く
、
真

、

善
、

美
、

用

の
発
展

に
も
関

心
を
よ

せ
る
よ

う

な
動

物

に
自
分

自
身

を

転

換

さ
せ

た

の
で
あ

っ
た
L

晦
。

「
…

人
間

的
定

住

を
も

た

ら

し

た

の
は
、

作

物

の
栽

培

で
あ

っ
た
。

定

住

と
と
も

に
、

人
間

の
生
活

は
、

い
ま

ま

で

に
な

か

っ
た

空
間

と
時

間

上

の
目

に
見

え
る
連

続

性

を
も

つ
よ

う

に
な

っ
た
。

村
落

に
集

ま

っ
て
生
活
す

る
諸
家

族

か
ら

な

る
安
定

し

た
、

こ

の
よ
う

な
集

団

は
、

彼

ら

の
共

同

の
努

力

に
よ

っ
て
、

い

っ
そ
う

安
定

し

た
食

糧

供
給

を

か
ち

と

っ
た
だ

け

で

な
く
、

生
殖

や
生

ま

れ

た
子

ど

も

の
保

育

的
管

理

や
さ
ま

ざ

ま

な
養
育

へ
の

い

っ
そ
う

よ

い
設

備

を
も

か

ち

と

っ
た
」

昏
。

定

住
生
活

を
通

し

て

人
間

は
、

狩
猟

採
集

の
時

代

に
は
困

難

で

あ

っ
た
時

空

に
連

続
す

る

"
社
会

"

と
共

同

を
自

覚
す

る

に

い
た

っ
た
。

社
会

と
社
会

的

人
間

の
成

立

で
あ
り

、

同
時

に
そ

れ
は
、

人
間

の
自

己
転

換

で
あ

っ
た
。

「
原
初

人

が

形
成

さ

れ
た

の
は
、

新

石

器

時

代

の
村

落

に

お

い
て

で
あ

る
。

そ

し

て
彼

ら

の
文

化

の
諸
特

徴

は
、

十

九
世
紀

の
終
り

ま

で
、

慣
習

の
な
か

で

生
き

つ
づ
け
、
農

業

そ

れ
自
身

と
同

じ

ほ
ど

広

い
範

囲

に
分
布

し

て

い
る
。

現
在

で
さ

え
、

人

類

の
五
分

の

四
は
、

ま

だ

新

石
器
時

代

の
村
落

の
場

合

と

ほ
ぼ

似
か

よ

っ
た

物
質

的
条

件

の
も

と
で
暮

し

て

い
る
L

、
。

農

耕

の
開

始

と
定

住
は
、

以

上

の
ご

と
く

、

社
会

と
人
間

の
、

そ

し

て

人
間

と
自

然

の
関

係

の

一
大
変

革

で

あ

っ
た
。

そ

れ

は

又
、

地

球

上

に

「
土

に
よ

っ
て

生
き

る

民
」

昂
を

大
規

模

に
生

み

だ

し

た
。

都

市

は
、

こ

の
よ
う

な
変
革

を
基
盤

に
し

て
、

そ

の
上

に
、

新

し

い
社
会

類
型

と
し

て
形
威

さ

れ
た

も

の
で
あ

る
。

し
た

が

っ
て

こ
れ
ら

の
変

革

を

引
き

つ

い
で
、

し

か
し
、

土

と

の
関
係

は
切
断

し

て
出

発
し

た

の

で
あ
る
。

歴

史

に
登
場

し
た
最

初

の
都
市

の
形
成

に

つ

い
て

は
、

ふ

つ
う

次

の
よ

う

に
説

明

さ
れ

て

い
る
。

さ
き

に
も

述

べ
た

よ
う

に
、
最

初

の
都

市

は

旧
大

陸

で
は

い
ず

れ
も

、

テ

ィ
グ

リ

ス
、

エ
ウ

フ

ラ

テ

ス
、

ナ

イ

ル
、

イ

ン
ダ

ス
な
ど

大
河

の
流

域

に
発
生

し
た
。

そ

れ

は
、

肥

沃

な

土

地

を

条

件

に
し

て
早

期

に
農

業

革

命

を

遂

行

し
、

さ

ら

に
潅

滅
技

術

を
手

に
入
れ

る

こ

と
を
介

し

て
余
剰

農
産

物

の
生
産

に
成

功
し

て
、

都

市

を
構

成
す

べ
き
非
農

耕

人

ロ
を
養

う

こ
と
を

可
能

に
し
た

か
ら

で
あ

る
。

メ

ソ
ポ

タ

ミ

ア
を
中

心
と

す

る

大
河

流

域

に
形
成

さ
れ

た
最

初

の
都
市

を

モ
デ

ル

に
し

て
、

こ

の
よ
う

に
、

余

剰
農

産

物

の
生
産

を
条

件

と
す

る
非
農

耕

社
会

の
成

立

を
都

市

形
成

の
基
礎

過

程

と
す

る
も

の
で
あ

る
。

だ

が
、

こ

の
余

剰

農

産

物

の

生
産

は
都

市

成

立

の

必
要

な

条

件

で

あ

る

10
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が

、

他

方

、

壮

大

な

神

殿

を

中

心

と

し

て

城

壁

を

め

ぐ

ら

し

た

大

規

模

な

都

市

を

築

か

せ

た

積

極

的

な

契

機

は

何

で

あ

ろ

う

か
。

こ

れ

に

つ

い

て

は

、

た

と

え

ば

、

都

市

に

強

い
関

心
を

示

し

て

い
た

W

・
ゾ

ン

バ

ル

ト

は

、

積

極

的

な

都

市

形

成

の

契

機

(都

市

形
成
者
)
を

、

第

一
次

・
第

二

次

の

二

つ

の

範

・曝

に

分

け

て

、

第

一
次

的

形

成

者

す

な

わ

ち

都

市

形

成

の
主

導

者

(「
本
来

の
都
市

創

設
者
」
Φ
圃αq
Φ
コ
ニ
一∩
げ
Φ

Qり
感

臼

①
ひq
「
q
コ
飢
Φ
『
)

を

、

権

力

、

財

産

、

生

産

的

活

動

等

な

ん

ら

か

の
権

原

に
も

と

つ

い

て
、

自

主

的

に

自

己

お

よ

び

他

の

人

び

と

の

生

計

に

必
要

な

土

地

の
余

剰

生

産

物

を

収

取

す

る
能

力

を

具

え

て

い
る

人

々

(た
と
え
ば
租
税
徴
収
権
を
も

つ
国

王
、
貢
租
を
収
受
す
る
領
主
、
異
邦
人
と
の
交
易

に
よ
り
利
潤
を
稼
く
商

人
、

等

々
)

と

し

た

喝
。

し

か

し

他

方

で

は

、

こ

の

よ

う

な

世

俗

的

権

力

で

は

な

く

、

宗

教

的

権

威

に
よ

る

組

織

力

を

そ

こ

に
見

よ

う

と

す

る

見

解

も

有

力

で

あ

る
。

た

と

え

ば

メ

ソ

ポ

タ

ミ

ア

で

は

、

神

殿

は

同

時

に
政

治

・
経

済

の
中

心
で

も

あ

っ
た

が
、

そ

こ

で

の
王

は

神

の
代

理

人

と
」

て

生

産

を

管

理

し

た

と

い
う

意

味

に

お

い

て

で

あ

っ
た

と
す

る

。

J

・
D

・
バ

ナ

ー

ル

の

説

明

は

そ

の

一
例

で

あ

ろ

う

。

バ

ナ

ー

ル

は

、

「
…

都

市

が

建

設

さ

れ

る

た

め

に

は

、

そ

の

前

に
曲辰
業

技

術

の

水

準

が

高

く

な

っ

て
、

都

市

の
非

生

・産

者

を

そ

の

余

剰

に

よ

っ
て
養

う

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

な

(、
て

い
な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

…

そ

の

よ

う

な
農

業

技

術

に

は

、

そ

も

そ

も

あ

る

程

度

の

中

央

組

織

が

必
要

で

あ

る

。

こ

の

こ

と

は

、

多

数

の

村

落

を

管

理
す

る

行
政

者

団

を

必
要

と
L

て

い
る
。

そ
れ

ら

の
村

落

の
う

ち
主
導

的

な
ト

ー

テ

ム
神

の
神

殿

を

も

つ
も

の
が

当
然
都

市

と
な

り

、

他

の
村
む

ら

か
ら

の
余

剰

生
産

物

が
そ

こ

へ
集

め

ら

れ
貯

え

ら
れ

た

で
あ

ろ

う
。

…
都

市

は
最

初

は
、

そ

の
地
域

の
潅

澄

を
指

図

し
組

織

し

た

そ

の
地

域
第

一
の
水

の
魔

術
師

の
村

か
ら

起

っ
た

の
か
も

知
れ

な

い
。
…

L

働
と
し

た
。

物

的

な
遺

跡

が
遺

さ
れ

る
神

殿
建

築

、

墳

丘
、

集

落
、

住
居

な

ど

と

ち

が

っ
て
、

都

市

形
成

に

か

か

わ

る

人
び

と

の
行

動

や
管

理
、

支

配

・
従

属

の
関
係

な

ど

の
事

実

を
直

接

に
確

認
す

る

の
は

至
難

で
あ

り
、

今

後

も
永

く
、

こ
れ

ら

を

め
ぐ

る
関
連
資

料

の
発

見

を

一
つ

一
つ
積

重

ね

る
ほ

か
な

い
で
あ

ろ
う
。

こ
れ

に
対

し

て

メ
ソ
ポ

タ

ミ

ア

で
は
、

ひ

と
た
び

都

市

が

形
成

さ

れ

る

と
、

す

で

に
ウ

ル
ク
期

(前

三
五
〇
〇
年

こ
ろ
)
に

は

文
字

が

発
明

さ
れ
、

僕

形
文
字

を
刻

ん
だ

彪

大

な
量

の
粘

土
板

文
書

が

遺

さ

れ
た
。
そ

の
内
容

は
、
少
数

の
政
治

関
連

文
書

、
宗

教

文
書
、

文

学
作

品

な

ど

の
他

ほ

と
ん

ど

は
廣

義

の
経

済
文

書

で
あ

り
、

大

規
模

化
し

た

神
殿

経
済

、

潅

慨
農

耕

の
管

理

に
す

で

に
記

録

を

必

要

と
す

る

に

い
た

っ
て

い
る

こ
と
、

ま
た
、

農

民

の
ほ
か

鍛
冶

、

金
属

細

工
師

、

大

工
、

陶

工
な

ど

多
様

な
職

業

分

化

が
進

ん

で

い

た

こ
と
な

ど

が
示

さ
れ

て

い
る

と

い
う
岬
。

そ

こ

に
は
す

で

に
、

中

枢
管

理
機
能

の
形
成
、

分
業

の
発
展

な
ど

、
今

日

に

い
た

る
都

市

の
原

形
が
う

か

が
わ

れ

る

と

い

っ
て

い

い
だ

ろ
う
。

「
都

市

は

自

然

を

征

服

し

た

人

類

の

文

化

的

象

徴

で

あ

っ

11



都市 と人間

た

L

曲
。

し

か

し

こ

の

こ

と

は

、

人

間

の
自

然

へ

の
裏

切

り

で

あ

り

、

さ

ら

に
、

自

己

あ

内
的
自
然
)

へ
の
裏

切

り

で

も

あ

る

こ

と

を

意

味

し

て

い
た

。
ゾ

ン
バ

ル
ト

が
、
「
都

市

的

定

住

(
しの
薮

象

凶。。
∩
げ
o

ω
δ
島
¢
昌
ゆq
)

は

自

然

に

対

立

す

る

定

住

形

態

で

あ

り

、

自

然

の

裡

へ
の
精

神

の

投

企

で

あ

り

、

母

な

る

大

地

か

ら

離

脱

し

、

自

然

に
強

制

を

加

え

る

定

住

形

態

で

あ

る

。

…

か

か

る

定

住

形

態

の

拡

大

た

る

都

市

化

の
傾

向

は

、

す

な

わ

ち

、

人

間

歴

史

の

内

容

を

形
成

す

る
合

理

化

、

精

神

化

、

自

然

の
霊

魂

な

ら

び

に

根

幹

か

ら

の

人
間

の

脱

却

と

い
う

、

か

の

一
般

的

過

程

の

一
側

面

を

な

す

ま
、

の

に

他

な

ら

な

い
」

㎎
と

語

っ
た

の

は

、

こ

の

こ

と

を

指

摘

し

た

も

の

で

あ

ろ

う

。

(
一
九

九

五

・
二

・

一
〇

)

(
い

わ

お

こ

う

ぞ

う

/

教

授

)

注D

J

・
D

・
バ

ナ

ー

ル
、
鎮

目

恭

夫

訳

『
歴

史

に
お

け

る

科

学

㎞

(

(
決

定

版

)

第

一
分

冊

、

昭

和

四

二
年

、

み
す

ず

書

房

、

五

三

ペ

ー

ジ

②

拙

稿

「
地

球

の

自

然

と

人
間

の
活

動

」
(
神

奈

川

大

学

評

論

、

第

八
号

)

一
九

九

〇

年

、

一
〇

九

ペ

ー

ジ

を

参

照

さ

れ

た

い
。

③

新

石

器
τ
時

代

と

い
う

時

代

概

今
心
は
、

精

巧
.な

磨

製

石

一器

の

使

用

だ

け

で

な

く

、

農

作

物

の
栽

培

、

食

用

家

畜

の
飼

育

、

土

器

の
使

用

な

ど

を

も

そ

の

文

化

の
特

徴

と
す

る

時

代

を

さ

す

が

、

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

、

西

ア

ジ

ア
、

中

国

な

ど

地

域

に

よ

っ

て
、

こ

れ

ら

そ

れ

ぞ

れ

の

出

現

に
時

期

の
違

い
が

あ

る

た

め
、

今

日

一
般

に
は

「
食

糧

生

産

段

階

に

入

っ
た

石
器

時

代

」

と

L

て

使

用

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ
た

、

と

さ

れ

る
。

(
佐

原

眞

[
日

本

人

の

誕

生

「

〈
大

系
・日

本

の
歴

史

①

一
九

九

二
、

小

学

館

〉

九

七

ぺ

ー

ジ

)

㈲

ド
¢
!三

∫

と

∈

5
粘
○
『
血
'
↓
ゴ
o

「一ノ舜

琴

州
()コ
崇

三

(三

(){

と

釜

ピ

5

ま

(
久

野

収

訳

、人

間

過

去

・
現

在

・
未

来

上

工

一

九

七

八
、

岩

波

新

書

、

四

九

べ

ー

ジ

)

◎

同

上

、

五

二

～

五

三

べ

ー

シ

㈲
[

同

上

、

五

九

ペ

ー

シ

酬
田

〉

】<
凶ゴ

↓
○
噛
コ
Φ
「
`
一
,,
①

}

冒
〔【
タ
.p。
<
P

這

つc
O

(徳

岡

孝

夫

監

訳

[.第

三

の

波

一
九

八

二
、

中

公

文

庫

、

四

〇

べ

ー

シ

)

㈲

タ
圃。

つり
○
ヨ

ご
巴
,戸

じ
2

ヨ

c
血
Φ
3

Φ

ズ
三
)
肝

二
圃り。
コ
一
塁

`

一
£

一
書

じむ
α
]

.
一,
=

巴

ヰ
P

し6
しc
.
一
告G
一
～

一
鯨
凶
・

働

J

・
D

・
バ

ナ

ー

ル

、

前

掲

書

、

五

九

べ

ー

ジ

㈹

小

川

秀

雄

『
古

代

の

オ

リ

エ

ン

ト

コ

(
世

界

の

歴

史

2

、

一

九

八

四

、

講

談

社

)

三

〇

～

三

七

ペ

ー

ジ

鱒

柴

田

徳

衛

『
現

代

都

市

論

』

第

二

版

、

一
九

七

六

、

東

京

大

学

出

版

会

、

三

七
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