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【
要
約
】

現
在
の
経
済
地
理
学
に
お
い
て
知
識
学
習
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
重
要
な
鍵
概
念
と
な
っ
て
い
る
︒
産
業
が
集
積
す
る
こ
と
は
︑
地
理
的
に
近
接

し
た
主
体
間
で
の
知
識
の
学
習
を
通
じ
て
︑
集
積
地
域
の
発
展
を
も
た
ら
す
と
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
時
系
列
で
み
る
と
永
続
的
な
も
の
で
は

な
い
︒
産
業
集
積
が
特
定
の
産
業
に
特
化
す
る
こ
と
は
︑
し
ば
し
ば
負
の
ロ
ッ
ク
イ
ン
の
状
態
を
も
た
ら
し
︑
時
間
の
経
過
と
と
も
に
成
熟
か
ら
衰
退
の

経
路
を
た
ど
り
う
る
︒
負
の
ロ
ッ
ク
イ
ン
を
防
ぐ
た
め
に
は
︑
地
域
の
既
存
産
業
か
ら
技
術
的
に
関
連
あ
る
産
業
を
分
岐
さ
せ
て
産
業
の
多
様
性
を
維
持

す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
︒
ま
た
︑
主
体
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
い
て
知
識
の
学
習
を
決
定
す
る
の
は
地
理
的
近
接
性
だ
け
で
は
な
く
︑
制
度
的
や
組

織
的
︑
社
会
的
な
ど
様
々
な
次
元
で
の
近
接
性
も
ま
た
学
習
を
促
す
︒
新
し
い
知
識
を
探
索
す
る
た
め
に
は
こ
れ
ら
の
諸
次
元
で
適
度
な
近
接
性
を
保
つ

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
︒
地
域
発
展
を
考
え
る
際
に
は
︑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
近
接
性
の
両
面
に
つ
い
て
動
態
的
に
と
ら
え
る
視
点
が
必
要
と
な
る
︒

史
林

一
〇
一
巻
一
号

二
〇
一
八
年
一
月

Ⅰ

は

じ

め

に

現
在
の
経
済
地
理
学
に
お
い
て
﹁
学
習
﹂
と
﹁
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
は
︑
中
心
的
ト
ピ
ッ
ク
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
︒
知
識
学
習
と
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
注
目
が
集
ま
っ
た
背
景
に
は
︑
産
業
が
地
域
的
に
集
積
す
る
産
業
集
積
に
関
す
る
議
論
が
あ
る
︒
産
業
集
積
に
つ
い
て
は
マ
ー
シ
ャ

ル
な
ど
の
古
典
的
立
地
論
の
時
代
か
ら
議
論
が
な
さ
れ
て
お
り①
︑
特
定
の
産
業
に
特
化
し
て
集
積
す
る
こ
と
に
よ
り
関
連
産
業
や
労
働
市
場
が
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形
成
さ
れ
る
と
い
っ
た
利
益
︵
外
部
経
済
︶
が
あ
る
た
め
と
さ
れ
た
︒
こ
の
︑
地
域
に
特
定
産
業
が
集
積
し
︑
特
化
が
進
む
こ
と
に
よ
る
利
益

は
﹁
地
域
特
化
の
経
済
﹂
と
さ
れ
︑
産
業
が
集
積
す
る
要
因
と
さ
れ
て
き
た
︒

こ
の
産
業
集
積
は
︑
一
九
八
〇
年
代
以
降
︑
英
語
圏
の
地
理
学
お
よ
び
関
連
分
野
に
お
い
て
︑
再
び
関
心
を
集
め
る
よ
う
に
な
る
︒
そ
の
背

景
と
し
て
︑
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
︑
一
九
七
〇
年
代
の
欧
米
諸
国
に
お
い
て
︑
大
量
生
産
・
大
量
消
費
を
特
徴
と
す
る
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム

の
危
機
が
様
々
な
点
か
ら
指
摘
さ
れ
る
な
か
︑
画
一
的
な
製
品
を
大
量
生
産
す
る
の
で
は
な
く
︑
不
確
実
な
市
場
の
変
化
に
柔
軟
に
対
応
で
き

る
多
品
種
少
量
生
産
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
あ
る
︒
ピ
オ
リ
と
セ
ー
ブ
ル
は
︑
中
小
企
業
が
地
域
的
に
集
積
す
る
こ
と
で

需
要
の
変
化
に
柔
軟
に
対
応
で
き
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
そ
れ
を
﹁
柔
軟
な
専
門
化
﹂
と
い
う
概
念
で
説
明
し
た②
︒
彼
ら
は
︑
北
東
・
中
央
イ
タ

リ
ア
の
﹁
第
三
の
イ
タ
リ
ア
﹂
と
呼
ば
れ
る
地
域
の
産
業
地
区
を
そ
の
事
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
︒
一
方
︑
ス
コ
ッ
ト
は
︑
市
場
の
不
確
実
化

に
柔
軟
に
対
応
す
る
た
め
生
産
工
程
の
分
割
が
進
み
︑
分
割
さ
れ
た
工
程
に
お
い
て
取
引
に
か
か
る
費
用
の
削
減
の
た
め
に
集
積
が
形
成
さ
れ

る
こ
と
を
論
じ
た
︒
そ
の
際
に
事
例
と
さ
れ
た
の
は
︑
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
や
オ
レ
ン
ジ
郡
な
ど
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
産
業
集
積
で
あ
っ
た③
︒

第
二
の
背
景
に
は
︑
先
進
国
に
お
い
て
単
純
な
生
産
工
程
が
縮
小
す
る
な
か
︑
高
付
加
価
値
な
製
品
の
生
産
の
た
め
に
知
識
の
重
要
性
へ
の

認
識
が
高
ま
っ
た
こ
と
が
あ
る
︒
そ
こ
に
は
︑
知
識
は
技
能
を
持
っ
た
個
人
の
能
力
の
単
純
な
合
計
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
個
人
あ
る
い
は
組
織

の
関
係
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
ら
の
関
係
に
お
け
る
相
互
作
用
を
通
じ
て
の
学
習
が
重
要
と
い
う
認
識
が
あ
り
︑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

鍵
概
念
と
な
る
︒
こ
こ
で
﹁
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
︒
第
一
の
意
味
は
︑
そ
の
構
造
に
関
す
る
特
性
で
あ
り
︑
網
の
目
状

に
な
っ
て
い
る
繫
が
り
の
形
状
を
指
す
も
の
で
あ
る
︒
第
二
に
は
︑
そ
の
つ
な
が
り
方
の
質
・
あ
り
方
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
︒
後
者
の
意
味

で
の
﹁
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
と
は
︑
企
業
や
官
僚
制
な
ど
の
階
層
的
組
織
と
純
粋
な
市
場
と
の
中
間
に
位
置
す
る
も
の
で
︑
両
者
に
自
律
性
が
あ

り
︑
か
つ
互
恵
的
・
協
力
的
な
社
会
的
関
係
が
あ
る
関
係
を
指
す
︒
そ
し
て
︑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
関
係
に
お
い
て
は
︑
そ
れ
ら
の
主
体
間
の
関
係

の
あ
り
方
が
主
体
の
行
為
に
影
響
を
与
え
る
と
み
な
さ
れ
る
︒
こ
う
し
た
企
業
間
・
個
人
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
関
係
が
︑
知
識
が
伝
わ
り
︑
学

習
さ
れ
る
ル
ー
ト
と
し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
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知
識
学
習
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
産
業
集
積
論
の
な
か
で
鍵
と
な
る
理
由
は
知
識
の
も
つ
性
質
に
あ
る
︒
知
識
に
は
文
字
で
書
か
れ
通
信
技
術

で
移
転
で
き
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
︑
ス
キ
ル
や
ノ
ウ
ハ
ウ
の
よ
う
な
文
字
で
表
現
し
に
く
い
部
分
を
持
つ
︑
暗
黙
性
の
高
い
知
識
が
存
在
す

る
︒
暗
黙
性
の
高
い
知
識
を
学
習
す
る
に
は
︑
継
続
的
で
密
接
な
対
面
接
触
が
必
要
と
さ
れ
︑
双
方
の
地
理
的
近
接
性
が
そ
れ
を
効
率
的
・
効

果
的
な
も
の
に
す
る
︒
企
業
が
集
積
し
︑
地
理
的
に
近
接
し
た
企
業
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
知
識
学
習
を
促
し
︑
新
た
な
知
識
の
創
出
を
も
た
ら

す
こ
と
が
︑
地
域
発
展
に
と
っ
て
有
効
で
あ
る
︑
と
い
う
の
が
復
活
し
た
産
業
集
積
の
議
論
で
あ
る
︒
一
九
九
〇
年
代
の
こ
う
し
た
議
論
は
︑

単
に
企
業
が
地
理
的
に
集
ま
っ
て
い
る
と
い
う
現
象
だ
け
で
は
な
く
︑
そ
の
集
積
が
発
展
す
る
条
件
と
し
て
︑
そ
こ
に
知
識
の
学
習
が
あ
り
︑

そ
れ
を
促
す
よ
う
な
組
織
や
制
度
が
必
要
で
あ
る
点
に
注
目
す
る
︒
そ
の
﹁
制
度
﹂
と
は
成
文
化
さ
れ
た
法
律
︑
規
則
だ
け
で
な
く
慣
習
︑
価

値
観
︑
規
範
と
い
っ
た
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
も
の
を
含
み
︑
そ
う
し
た
制
度
の
共
有
が
相
互
の
信
頼
に
基
づ
く
知
識
学
習
を
促
進
し
︑
集
積
全

体
の
発
展
に
つ
な
が
る
と
さ
れ
た④
︒
こ
う
し
た
研
究
に
お
い
て
も
︑﹁
第
三
の
イ
タ
リ
ア
﹂
の
産
業
地
区
や
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
な
ど
が
事
例
と

し
て
言
及
さ
れ
︑
ロ
ー
カ
ル
な
集
積
内
の
濃
密
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
み
が
強
調
さ
れ
た
︒

日
本
に
お
い
て
も
一
九
九
〇
年
代
後
半
よ
り
︑
地
理
学
だ
け
で
な
く
経
済
学
︑
経
営
学
も
含
め
て
産
業
集
積
に
関
す
る
研
究
が
急
激
に
増
加

す
る⑤
︒
日
本
で
そ
の
時
期
に
急
激
に
増
加
し
た
産
業
集
積
に
関
す
る
議
論
の
多
く
は
︑
産
業
が
集
積
す
る
こ
と
が
地
域
発
展
に
結
び
つ
く
と
い

う
集
積
の
メ
リ
ッ
ト
を
強
調
す
る
傾
向
が
あ
り
︑
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
な
ど
の
発
展
を
続
け
て
い
る
一
部
の
成
功
地
域
の
事
例
が
し
ば
し
ば
参
照

さ
れ
て
き
た
︒
そ
う
し
た
研
究
は
︑
特
に
政
策
論
に
強
い
影
響
を
与
え
︑
産
業
の
集
積
を
維
持
・
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
地
域
経
済
お
よ
び
国
民

経
済
の
発
展
に
資
す
る
と
い
う
考
え
の
も
と
︑
地
域
で
の
産
業
集
積
を
支
援
す
る
政
策
に
対
す
る
理
論
的
基
盤
を
与
え
る
役
割
を
果
た
し
て
き

た
︒
例
え
ば
︑
東
京
大
田
区
や
東
大
阪
地
域
に
お
け
る
機
械
金
属
加
工
産
業
集
積
な
ど
各
地
の
地
域
産
業
へ
の
支
援
政
策
や
︑
産
業
競
争
力
強

化
の
た
め
の
産
業
ク
ラ
ス
タ
ー
計
画
な
ど
の
経
済
産
業
省
の
施
策
に
そ
れ
ら
の
議
論
が
反
映
さ
れ
て
き
た
︒

し
か
し
英
語
圏
に
お
い
て
は
︑
一
部
の
特
定
の
成
功
事
例
を
と
り
あ
げ
て
集
積
の
メ
リ
ッ
ト
を
強
調
す
る
研
究
群
に
対
す
る
批
判
も
な
さ
れ

て
い
る⑥
︒
集
積
に
は
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
の
よ
う
に
発
展
を
続
け
る
地
域
も
あ
る
が
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
古
く
か
ら
の
重
工
業
地
域
の
よ
う
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に
︑
あ
る
時
期
は
発
展
す
る
も
の
の
︑
そ
の
後
停
滞
か
ら
衰
退
に
向
か
う
と
い
う
集
積
地
域
は
先
進
国
の
各
地
で
み
ら
れ
る
︒
そ
う
し
た
︑
集

積
し
な
が
ら
も
停
滞
や
衰
退
の
状
態
に
お
ち
い
っ
て
い
る
地
域
は
︑
集
積
し
て
い
れ
ば
利
益
が
あ
り
優
位
性
が
あ
る
と
い
う
議
論
だ
け
で
は
十

分
に
説
明
で
き
な
い
︒
言
い
換
え
る
な
ら
︑
そ
れ
ま
で
の
集
積
論
で
は
︑
集
積
し
て
い
る
こ
と
の
利
益
は
時
間
の
経
過
に
か
か
わ
ら
ず
永
久
の

も
の
で
あ
る
と
暗
黙
の
う
ち
に
み
な
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
︑
そ
の
妥
当
性
に
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
︑
集
積
を
考
察
す
る
に
は
時
系
列
的

段
階
を
踏
ま
え
た
動
態
的
な
考
察
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
議
論
が
行
わ
れ
て
き
た⑦
︒

ま
た
英
語
圏
で
は
︑
距
離
を
隔
て
て
の
学
習
の
可
能
性
と
い
う
点
か
ら
集
積
論
に
対
す
る
批
判
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
︒
一
九
九
〇
年
代

に
お
い
て
集
積
論
の
隆
盛
と
同
時
並
行
的
に
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
台
頭
と
い
う
現
実
が
あ
る
な
か
で
︑
学
習
は
す
べ
て
に
お
い
て
地
理
的
に
近

接
し
て
い
な
い
と
不
可
能
な
の
か
︑
学
習
が
集
積
の
中
だ
け
で
行
わ
れ
る
と
い
う
考
え
方
は
果
た
し
て
現
実
的
な
の
か
︑
と
い
う
批
判
が
な
さ

れ
て
き
た⑧
︒
そ
こ
で
︑
距
離
を
隔
て
て
の
学
習
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
は
ど
の
よ
う
な
要
因
な
の
か
︑
と
い
う
観

点
か
ら
︑﹁
近
接
性
﹂
と
い
う
も
の
を
地
理
的
な
意
味
以
外
の
も
の
に
拡
張
す
る
と
い
う
方
向
に
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
︒

以
下
で
は
︑
こ
の
二
つ
の
点
に
焦
点
を
当
て
て
︑
英
語
圏
の
経
済
地
理
学
の
集
積
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
︑
知
識
の
学
習
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
つ
い
て
︑
ど
の
よ
う
に
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
か
を
整
理
︑
展
望
し
た
う
え
で
︑
そ
れ
ら
の
議
論
が
地
域
発
展
論
や
政
策
論
に
ど
の
よ

う
に
関
係
す
る
の
か
を
考
察
す
る
︒
産
業
が
集
積
す
れ
ば
知
識
の
学
習
が
促
さ
れ
︑
地
域
が
発
展
す
る
︑
と
い
う
単
純
な
図
式
が
成
り
立
つ
と

は
限
ら
な
い
と
す
れ
ば
︑
地
域
の
発
展
に
資
す
る
知
識
の
学
習
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
あ
り
方
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
︑
と
い
う
点
の

考
察
を
試
み
る
︒
Ⅱ
章
で
は
︑
集
積
を
動
態
的
に
と
ら
え
る
た
め
に
﹁
進
化
﹂
と
い
う
視
点
を
取
り
入
れ
る
議
論
に
つ
い
て
整
理
し
検
討
し
た

い
︒
こ
う
し
た
考
え
方
は
近
年
︑﹁
進
化
経
済
地
理
学
﹂
と
し
て
欧
州
圏
を
中
心
に
活
発
な
議
論
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
潮
流
の
一
部
と
な
っ

て
い
る
︒
進
化
経
済
地
理
学
と
は
単
純
化
す
る
と
︑
現
在
の
状
態
を
説
明
す
る
際
に
︑
現
在
の
状
態
を
作
り
あ
げ
て
き
た
プ
ロ
セ
ス
︵
つ
ま
り

歴
史
︶
か
ら
説
明
し
よ
う
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
本
稿
は
進
化
経
済
地
理
学
の
議
論
の
網
羅
的
な
紹
介
を
目
的
と
す
る
も
の

で
は
な
く
︑
産
業
集
積
と
知
識
学
習
に
関
す
る
議
論
に
焦
点
を
絞
り
た
い⑨
︒
続
く
Ⅲ
章
で
は
︑﹁
近
接
性
﹂
と
い
う
概
念
を
拡
張
し
て
知
識
創
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造
と
近
接
性
の
関
係
を
考
察
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
り
あ
げ
︑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
と
の
関
係
に
焦
点
を
当
て
て
検
討
す
る
︒
Ⅳ
章
で
は

ま
と
め
と
し
て
︑
そ
れ
ら
が
現
在
統
合
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
︑
そ
れ
ら
の
知
見
か
ら
ど
の
よ
う
な
地
域
発
展
の
政
策
が
導
か
れ
る
か
に

つ
い
て
述
べ
た
い
︒

①

マ
ー
シ
ャ
ル
︑
Ａ
．︵
一
九
六
六
︶﹃
経
済
学
原
理
﹄︵
馬
場
啓
之
助
訳
︶︑
東
洋

経
済
新
報
社
︒
小
田
宏
信
︵
二
〇
〇
四
︶﹁
産
業
地
域
論

マ
ー
シ
ャ
ル
か
ら

現
代
へ
﹂
杉
浦
芳
夫
編
﹃
空
間
の
経
済
地
理
﹄
朝
倉
書
店
︑
二
四
-
五
二
頁
︒

②

ピ
オ
リ
︑
Ｍ
．
Ｊ
．
・
セ
ー
ブ
ル
︑
Ｃ
．
Ｆ
．︵
二
〇
一
六
︶﹃
第
二
の
産
業
分

水
嶺
﹄︵
山
之
内
靖
・
永
易
浩
一
・
菅
山
あ
つ
み
訳
︶
筑
摩
書
房
︵
原
著
は

P
iore,
M
.J.
and
Sabel,
C
.F
.(1984):T
h
e
secon
d
in
d
u
strial
d
ivid
e:

possibilities
for
prosperity,
B
asic
B
ooks.︶︒

③

ス
コ
ッ
ト
1996．﹃
メ
ト
ロ
ポ
リ
ス
﹄︵
水
岡
不
二
雄
監
訳
︶︑
古
今
書
院
︵
原

著
は
Scott,
A
.
J.(1988a).
M
etropolis:
from
th
e
d
ivision
s
of
labou
r
to

u
rban
form
.
U
niversity
of
C
alifornia
P
ress︶︒
Scott,
A
.
J.
(1988b):

N
ew
in
d
u
strial
spaces.
P
ion.

④

水
野
真
彦
︵
一
九
九
九
︶﹁
制
度
・
慣
習
・
進
化
と
産
業
地
理
学
：
九
〇
年
代

の
英
語
圏
の
地
理
学
と
隣
接
分
野
の
動
向
か
ら
﹂
経
済
地
理
学
年
報
四
五
-
二
︑

一
二
〇
-
一
三
九
頁
︒

⑤

経
済
学
や
経
営
学
に
お
い
て
集
積
の
議
論
が
増
加
し
た
背
景
に
は
︑
ク
ル
ー
グ

マ
ン
や
ポ
ー
タ
ー
の
影
響
も
大
き
い
︒
ク
ル
ー
グ
マ
ン
︑
Ｐ
．︵
一
九
九
四
︶﹃
脱

﹁
国
境
﹂
の
経
済
学
﹄︵
北
村
行
伸
・
高
橋
亘
・
妹
尾
美
起
訳
︶︑
東
洋
経
済
新
報

社
︒
ポ
ー
タ
ー
︑
Ｍ
．︵
一
九
九
二
︶﹃
国
の
競
争
優
位
﹄︵
土
岐
坤
ほ
か
訳
︶︑
ダ

イ
ヤ
モ
ン
ド
社
︒

⑥

例
え
ば
︑
現
在
︑
進
化
経
済
地
理
学
の
論
者
の
一
人
と
し
て
知
ら
れ
る
サ
ン

レ
ー
は
︑
一
九
九
二
年
の
論
文
に
お
い
て
︑
戦
間
期
に
お
け
る
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
の

綿
産
業
集
積
の
事
例
よ
り
︑
マ
ー
シ
ャ
ル
の
記
述
が
地
域
特
化
の
経
済
の
効
率
性

を
過
度
に
強
調
し
す
ぎ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
Sunley,
P
.
(1992):

“M
arshallian
industrial
districts:
the
case
of
the
L
ancashire
cotton

industry
in
the
inter-w
ar
years”.
T
ran
saction
s
of
th
e
In
stitu
e
of

B
ritish
G
eograph
ers,17,
pp.306-320.

⑦

こ
の
こ
と
は
︑
経
済
地
理
学
に
お
け
る
産
業
集
積
に
関
す
る
個
々
の
事
例
研
究

が
時
系
列
を
無
視
し
て
き
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
︒
事
例
研
究
に
お
い
て
は
︑

地
域
産
業
の
起
源
か
ら
発
展
の
過
程
を
記
述
す
る
こ
と
は
通
常
行
わ
れ
て
い
る
︒

し
か
し
そ
れ
を
説
明
す
る
理
論
な
い
し
概
念
が
静
態
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
︒

⑧

例
え
ば
︑
A
m
in,
A
.
and
C
ohende,
P
.(1999):”
L
earning
and
adapta-

tion
in
decentralised
business
netw
orks”,S
ociety
an
d
S
pace,17-1,pp.

87-104.

⑨

進
化
経
済
地
理
学
全
体
の
網
羅
的
な
紹
介
や
理
論
的
背
景
に
つ
い
て
は
︑
す
で

に
外
枦
保
︵
二
〇
一
二
︶
や
野
尻
︵
二
〇
一
三
︶
が
あ
り
︑
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ

た
い
︒
外
枦
保
大
介
︵
二
〇
一
二
︶﹁
進
化
経
済
地
理
学
の
発
展
経
路
と
可
能
性
﹂

地
理
学
評
論
八
五
巻
五
号
︑
四
〇
-
五
七
頁
︒
野
尻
亘
︵
二
〇
一
三
︶﹁
進
化
経

済
地
理
学
と
は
何
か
﹂
人
文
地
理
六
五
巻
五
号
︑
二
一
-
四
一
頁
︒

産業集積の進化と近接性のダイナミクス（水野）

265 (265)



Ⅱ

産
業
集
積
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
と
進
化

︵
一
)

ロ

ッ

ク

イ

ン

グ
ラ
ブ
ハ
は
一
九
九
三
年
の
論
文
に
お
い
て
︑
ド
イ
ツ
の
ル
ー
ル
工
業
地
帯
の
石
炭
・
鉄
鋼
産
業
の
事
例
か
ら
︑
特
定
の
産
業
に
特
化
し
て

発
展
し
て
き
た
集
積
で
は
︑
特
化
が
進
み
す
ぎ
る
こ
と
で
﹁
ロ
ッ
ク
イ
ン
﹂
と
い
う
現
象
が
生
じ
︑
集
積
が
停
滞
・
衰
退
す
る
こ
と
を
指
摘
し

た①
︒
ロ
ッ
ク
イ
ン
と
は
固
定
化
・
硬
直
化
と
い
う
意
味
で
︑
一
般
的
に
は
過
去
の
選
択
あ
る
い
は
出
来
事
が
︑
累
積
的
・
自
己
強
化
的
プ
ロ
セ

ス
に
よ
っ
て
固
定
化
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
指
す
︒
特
に
︑
時
間
を
経
て
そ
れ
が
合
理
的
︑
効
率
的
で
な
く
な
っ
て
も
変
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
状
況
を
指
し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る②
︒
グ
ラ
ブ
ハ
は
そ
れ
を
産
業
集
積
地
域
に
適
用
し
︑
特
定
産
業
へ
の
特
化
が
変
化
へ
の
障
壁
と

な
り
硬
直
化
を
進
め
て
し
ま
う
こ
と
を
ロ
ッ
ク
イ
ン
と
い
う
概
念
で
説
明
し
た
︒
彼
は
ロ
ッ
ク
イ
ン
を
三
つ
に
分
類
し
て
お
り
︑
特
定
の
緊
密

な
取
引
先
と
の
関
係
に
特
化
し
︑
外
部
の
需
要
へ
の
対
応
が
滞
る
と
い
っ
た
機
能
的
ロ
ッ
ク
イ
ン
︑
も
の
の
見
方
が
均
質
化
し
て
し
ま
う
こ
と

に
よ
り
︑
外
部
の
変
化
に
対
し
て
集
団
と
し
て
適
切
な
対
応
が
で
き
な
く
な
る
と
い
っ
た
認
知
的
ロ
ッ
ク
イ
ン
︑
特
定
の
産
業
と
地
域
の
政

治
・
行
政
シ
ス
テ
ム
が
結
び
つ
い
て
産
業
構
造
の
転
換
を
阻
む
働
き
を
す
る
政
治
的
ロ
ッ
ク
イ
ン
が
あ
る
︒
グ
ラ
ブ
ハ
は
こ
う
し
た
ロ
ッ
ク
イ

ン
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
︑
地
域
が
特
定
の
産
業
に
特
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
知
識
や
資
源
︑
能
力
の
面
で
特
化
・
均
質
化
が
進
み
︑

﹁
冗
長
性
﹂
が
減
少
す
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
︒
企
業
が
問
題
に
直
面
し
た
際
に
は
︑
個
人
の
認
知
能
力
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
︑
し

ば
し
ば
空
間
的
・
地
理
的
に
近
い
と
こ
ろ
か
ら
解
決
策
を
探
す
︒
こ
れ
は
︑
マ
ス
ケ
ル
と
マ
ル
ン
バ
ー
グ
が
空
間
的
近
視
眼
と
呼
ぶ
も
の
で③
︑

地
域
の
特
化
・
均
質
化
と
空
間
的
近
視
眼
が
組
み
合
わ
り
︑
問
題
に
直
面
し
た
と
し
て
も
均
質
化
さ
れ
た
周
囲
か
ら
は
適
切
な
解
決
策
を
見
い

だ
す
こ
と
が
困
難
に
な
る
︒
こ
れ
が
地
域
の
ロ
ッ
ク
イ
ン
を
も
た
ら
す
基
本
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
ロ
ッ
ク
イ
ン
と
い
う
概
念

は
︑
よ
り
一
般
的
に
は
経
路
依
存
性
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
︒
経
路
依
存
性
と
は
︑
現
在
の
選
択
は
過
去
の
選
択
に
依
存
す
る
︑
と
い
う
こ
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と
で
あ
り
︑
地
域
の
経
路
依
存
と
は
︑
地
域
の
あ
る
時
点
の
発
展
経
路
は
︑
過
去
の
経
路
の
影
響
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
︒

︵
二
)

産
業
集
積
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル

先
述
の
グ
ラ
ブ
ハ
の
論
文
は
古
い
産
業
地
域
を
事
例
に
衰
退
を
も
た
ら
す
負
の
意
味
で
の
ロ
ッ
ク
イ
ン
を
強
調
し
た
先
駆
的
な
も
の
で
あ
っ

た
︒
し
か
し
そ
の
後
︑
マ
ー
テ
ィ
ン
と
サ
ン
レ
ー
は
︑
産
業
集
積
が
地
域
特
化
の
経
済
に
よ
っ
て
発
展
す
る
プ
ロ
セ
ス
は
正
の
ロ
ッ
ク
イ
ン
と

し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
︑
時
間
が
経
る
に
つ
れ
て
そ
の
発
展
し
た
要
因
で
あ
る
地
域
特
化
が
硬
直
性
の
源
泉
と
な
り
︑
負
の
ロ
ッ
ク
イ
ン

の
段
階
に
移
行
す
る
と
い
う
見
方
を
提
示
し
︑
ロ
ッ
ク
イ
ン
を
負
だ
け
で
な
く
︑
正
と
負
の
両
面
か
ら
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
た④
︒
そ

う
し
た
見
方
を
よ
り
詳
細
に
図
式
化
す
る
試
み
の
一
つ
に
︑
産
業
集
積
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
論
が
あ
る⑤
︒
産
業
集
積
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
論
は
︑

産
業
集
積
に
は
誕
生
︑
成
長
か
ら
成
熟
︑
衰
退
ま
で
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
が
あ
る
と
し
︑
そ
の
サ
イ
ク
ル
を
動
態
的
に
捉
え
る
こ
と
を
試
み
る

も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
に
は
産
業
主
導
の
説
明
に
よ
る
も
の
と
︑
集
積
固
有
の
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
説
明
の
二
つ
の
流
れ
が
あ
る⑥
︒

第
一
の
産
業
主
導
の
説
明
に
よ
る
も
の
は
︑
技
術
・
産
業
の
サ
イ
ク
ル
か
ら
集
積
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
考
え
る
も
の
で
あ
る
︒
技
術
・
産

業
が
新
し
く
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
誕
生
段
階
で
は
技
術
が
未
成
熟
で
知
識
が
特
定
の
地
域
︵
例
え
ば
あ
る
技
術
・
製
品
の
発
明
者
が
居
住
し
て
い
る

地
域
な
ど
︶
に
偏
在
し
て
い
る
た
め
に
︑
知
識
が
得
ら
れ
る
場
所
へ
立
地
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
︒
そ
れ
が
時
間
の
経
過
と
と
も
に
技
術
や

産
業
が
成
熟
し
て
く
る
と
︑
徐
々
に
知
識
が
標
準
化
さ
れ
地
理
的
に
拡
散
し
て
し
ま
う
こ
と
で
集
積
に
立
地
す
る
利
益
が
減
少
し
︑
逆
に
混
雑

や
賃
金
の
上
昇
な
ど
の
集
積
の
不
利
益
が
顕
在
化
す
る
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
立
地
は
地
理
的
な
分
散
傾
向
を
示
し
︑
集
積
は
衰
退
し
て
ゆ
く
︑
と

い
う
も
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
産
業
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
初
期
に
は
集
積
に
立
地
す
る
企
業
が
有
利
に
働
く
が
︑
産
業
が
成
熟
し
た
後
期
に

は
逆
に
集
積
外
の
企
業
が
む
し
ろ
有
利
に
な
る
︑
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒
経
済
地
理
学
で
は
す
で
に
製
品
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
か
ら
産
業
の

立
地
を
説
明
す
る
プ
ロ
ダ
ク
ト
サ
イ
ク
ル
論
が
ヴ
ァ
ー
ノ
ン
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
て
お
り⑦
︑
産
業
主
導
の
説
明
に
よ
る
集
積
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク

ル
論
は
︑
こ
の
プ
ロ
ダ
ク
ト
サ
イ
ク
ル
論
の
系
譜
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
プ
ロ
ダ
ク
ト
サ
イ
ク
ル
論
で
は
︑
製
品
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
が
誕
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誕生 衰退

成熟度

規
模
と
異
質
性

成熟成長

従業者数 入手できる知識の異質性

図T 集積のライフサイクルの図式

Menzel and Fornahl (2009) を元に筆者作成

生
段
階
︵
あ
る
い
は
初
期
段
階
︶
︑
成
長
段
階
︑
成
熟
段
階
︑
衰
退
段
階
に
分
け
ら
れ
る
︒
新
し
く
製

品
が
誕
生
し
た
誕
生
段
階
で
は
︑
ま
だ
生
産
量
は
少
量
で
あ
り
市
場
へ
の
近
接
性
や
技
術
者
の
存
在

か
ら
中
核
的
地
域
︵
先
進
国
の
大
都
市
な
ど
︶
に
立
地
す
る
が
︑
生
産
量
が
増
え
て
大
規
模
設
備
と
資

本
が
要
求
さ
れ
る
成
長
段
階
を
経
て
︑
成
熟
段
階
で
は
価
格
競
争
に
対
応
す
る
た
め
に
よ
り
低
廉
な

労
働
力
を
求
め
て
し
だ
い
に
周
辺
地
域
へ
と
移
動
す
る
︒
プ
ロ
ダ
ク
ト
サ
イ
ク
ル
論
が
個
々
の
製
品

の
成
熟
度
を
軸
に
し
て
製
品
の
生
産
地
点
の
移
動
を
説
明
し
て
い
る
の
に
対
し
︑
産
業
主
導
の
説
明

に
よ
る
集
積
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
論
は
集
積
地
域
の
側
を
軸
に
︑
集
積
の
発
展
と
衰
退
を
考
察
す
る

も
の
で
あ
る
︒
い
ず
れ
も
技
術
的
成
熟
・
標
準
化
が
技
術
や
市
場
に
関
す
る
知
識
の
偏
在
性
を
弱
め

る
点
と
︑
価
格
競
争
の
た
め
に
低
賃
金
労
働
力
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
集
積
の
必
要
性
が
低

下
す
る
点
か
ら
立
地
や
地
域
の
動
態
を
説
明
す
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
産
業
主
導
の
見
方
で
は
︑
産
業

が
成
長
・
成
熟
す
る
と
必
然
的
に
集
積
も
成
長
︑
成
熟
の
段
階
に
到
達
す
る
こ
と
に
な
り
︑
集
積
は

立
地
す
る
産
業
の
段
階
を
反
映
す
る
の
み
で
︑
個
々
の
集
積
に
固
有
の
条
件
な
ど
は
考
慮
さ
れ
な
い
︒

一
方
︑
集
積
固
有
の
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
説
明
は
︑
産
業
の
発
展
段
階
と
は
独
立
し
た
︑
集
積
に
固
有
の
要
因
に
よ
っ
て
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の

段
階
が
決
ま
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
︒
前
述
の
正
と
負
の
ロ
ッ
ク
イ
ン
の
議
論
は
︑
こ
の
集
積
固
有
の
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
集
積
の
ラ
イ
フ
サ

イ
ク
ル
説
明
と
関
連
が
強
い
︒
以
下
で
は
こ
の
集
積
固
有
の
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
説
明
を
検
討
す
る⑧
︒

図
T
は
︑
メ
ン
ツ
ェ
ル
と
フ
ォ
ー
ナ
ー
ル
に
よ
る
集
積
の
固
有
の
要
因
に
よ
る
集
積
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
示
し
た
図
で
あ
る⑨
︒
実
線
は
集

積
内
の
従
業
者
数
を
︑
破
線
は
集
積
に
お
い
て
入
手
で
き
る
知
識
の
異
質
性
︵
h
eterog
en
eity
︶
を
示
す
︒
ま
た
︑
横
軸
は
時
間
と
と
も
に
増

大
す
る
成
熟
度
を
示
し
︑
縦
軸
に
従
業
者
数
で
示
さ
れ
る
規
模
と
入
手
で
き
る
知
識
の
異
質
性
を
示
す
︒
集
積
固
有
の
要
因
に
よ
る
ラ
イ
フ
サ

イ
ク
ル
は
︑
以
下
の
よ
う
に
誕
生
︑
成
長
︑
成
熟
︑
衰
退
の
四
つ
の
段
階
に
分
け
ら
れ
る
︒
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︵
ａ
)

誕
生
段
階

集
積
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
説
で
は
︑
集
積
の
誕
生
と
成
長
を
考
え
る
際
に
︑
既
存
企
業
か
ら
起
業
家
が
独
立
創
業
す
る
ス
ピ
ン
オ
フ
と
い
う

現
象
を
特
に
重
視
す
る
︒
新
規
創
業
に
は
経
験
が
必
要
で
あ
り
︑
既
存
の
企
業
で
経
験
を
積
ん
だ
起
業
家
に
よ
る
既
存
企
業
か
ら
の
ス
ピ
ン
オ

フ
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
が
多
い
︒
ス
ピ
ン
オ
フ
し
た
新
規
企
業
は
元
の
組
織
︵
企
業
や
研
究
機
関
な
ど
︶
の
近
く
で
創
業
す
る
傾
向
が
あ
る
た

め
︑
集
積
が
誕
生
す
る
︒
ス
ピ
ン
オ
フ
企
業
は
︑
元
組
織
か
ら
知
識
も
し
く
は
ル
ー
テ
ィ
ン
を
受
け
継
い
で
お
り
︑
さ
ら
に
ス
ピ
ン
オ
フ
企
業

と
元
組
織
の
間
の
協
力
的
関
係
か
ら
知
識
学
習
が
行
わ
れ
る
︒
集
積
し
て
い
る
こ
と
は
ス
ピ
ン
オ
フ
に
よ
る
新
規
創
業
の
増
加
に
プ
ラ
ス
の
効

果
が
あ
る
と
さ
れ
︑
ス
ピ
ン
オ
フ
に
よ
る
集
積
の
発
生
は
さ
ら
な
る
ス
ピ
ン
オ
フ
を
生
む⑩
︒

︵
ｂ
)

成
長
段
階

新
規
創
業
が
継
続
す
る
こ
と
で
そ
の
産
業
に
属
す
る
企
業
や
組
織
の
密
度
が
上
が
り
︑
企
業
や
組
織
の
間
で
知
識
学
習
や
取
引
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
︑
関
連
産
業
や
地
域
的
労
働
市
場
が
形
成
さ
れ
る
︒
産
業
集
積
論
に
お
け
る
地
域
特
化
の
外
部
経
済
が
強
く
働
く
の
が
こ

の
段
階
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
地
域
特
化
の
経
済
の
存
在
に
よ
っ
て
︑
産
業
集
積
は
さ
ら
に
成
長
し
︑
そ
の
特
化
度
は
よ
り
高
め
ら
れ
る
︒

︵
ｃ
)

成
熟
段
階

こ
の
段
階
で
は
︑
急
速
な
成
長
も
急
速
な
衰
退
も
せ
ず
安
定
的
な
状
態
を
示
す
︒
特
化
が
進
む
こ
と
で
知
識
の
異
質
性
は
︑
徐
々
に
小
さ
く

な
る⑪
︒
地
理
的
に
近
接
し
た
企
業
が
相
互
作
用
を
繰
り
返
す
な
か
で
お
互
い
を
模
倣
す
る
こ
と
や
︑
あ
る
い
は
集
積
内
の
組
織
が
定
め
た
規
則

や
手
続
き
に
従
い
徐
々
に
行
動
や
認
知
が
似
通
っ
た
も
の
に
な
る
﹁
同
型
化
﹂
が
こ
の
段
階
で
起
こ
る⑫
︒
ま
た
︑
地
域
の
産
業
の
特
化
が
進
む

と
︑
地
域
に
お
け
る
様
々
な
制
度
も
そ
の
産
業
に
適
し
た
も
の
へ
と
徐
々
に
変
え
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る⑬
︒

︵
ｄ
)

衰
退
段
階

衰
退
段
階
で
は
︑
企
業
者
数
や
従
業
者
数
が
減
少
し
て
い
く
︒
成
熟
段
階
を
通
じ
て
特
化
が
進
む
こ
と
に
よ
っ
て
異
質
性
が
維
持
で
き
な
く

な
る
こ
と
で
︑
既
存
の
産
業
・
技
術
に
ロ
ッ
ク
イ
ン
さ
れ
︑
外
的
な
変
化
に
対
応
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
こ
の
衰
退
を
引
き
起
こ
す
︒
成
熟
段
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階
ま
で
に
形
成
さ
れ
た
特
定
の
産
業
に
適
し
た
制
度
は
︑
ま
す
ま
す
他
の
産
業
へ
の
転
換
を
妨
げ
る
要
因
と
な
る⑭
︒
さ
ら
に
地
域
の
政
治
や
行

政
も
ま
た
特
化
し
た
産
業
と
結
び
つ
い
て
︑
そ
の
利
害
に
対
応
し
た
行
動
を
と
る
よ
う
に
な
り
︑
先
の
グ
ラ
ブ
ハ
の
い
う
﹁
政
治
的
ロ
ッ
ク
イ

ン
﹂
が
起
こ
る
︒

以
上
が
集
積
固
有
の
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
論
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
上
述
の
産
業
主
導
に
よ
る
も
の
と
は
排
他
的
な
も
の
で
は

な
い
︒
特
化
が
進
み
︑
異
質
性
が
維
持
で
き
な
い
こ
と
で
成
熟
し
た
産
業
に
ロ
ッ
ク
イ
ン
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
産
業
主
導
の

要
因
と
集
積
固
有
の
要
因
が
組
み
合
わ
さ
る
こ
と
に
よ
っ
て
集
積
に
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
が
生
じ
る
と
い
う
考
え
方
も
で
き
よ
う
︒

︵
三
)

ロ
ッ
ク
イ
ン
の
打
破
と
経
路
創
出

産
業
集
積
に
お
い
て
︑
成
長
段
階
の
後
に
︑
成
熟
・
衰
退
の
段
階
が
来
る
と
い
う
の
は
多
く
の
事
例
で
み
ら
れ
る
傾
向
で
は
あ
る
が
︑
そ
れ

は
必
然
だ
ろ
う
か
︒
経
済
学
に
お
け
る
ロ
ッ
ク
イ
ン
の
議
論
で
は
︑
ロ
ッ
ク
イ
ン
の
状
態
に
な
る
こ
と
も
︑
そ
こ
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
も
︑
偶

然
の
出
来
事
や
外
的
な
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
一
度
ロ
ッ
ク
イ
ン
の
状
態
に
な
っ
て
し
ま
う
と
そ
こ
か
ら
抜
け
出

す
ル
ー
ト
は
偶
然
の
出
来
事
や
外
的
シ
ョ
ッ
ク
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
も
し
偶
然
の
出
来
事
や
外
的
シ
ョ
ッ
ク
で
し
か
経

路
を
抜
け
出
せ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
︑
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
で
の
主
体
︵
企
業
や
組
織
︶
の
行
為
や
地
域
の
政
策
は
無
力
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
︒
負
の
ロ
ッ
ク
イ
ン
に
よ
っ
て
成
熟
の
の
ち
衰
退
か
ら
消
滅
に
至
る
集
積
も
確
か
に
存
在
す
る
が
︑
一
方
で
負
の
ロ
ッ
ク
イ
ン
を

打
破
し
︑
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
が
よ
り
前
の
段
階
に
︵
例
え
ば
成
熟
段
階
か
ら
成
長
段
階
に
︶
戻
る
︑
言
い
換
え
る
と
新
し
い
経
路
を
作
り
出
す
こ

と
︵
経
路
創
出
︶
に
成
功
し
て
い
る
地
域
も
ま
た
存
在
す
る
︒
マ
ー
テ
ィ
ン
は
︑
ロ
ッ
ク
イ
ン
を
安
定
し
た
状
態
を
も
た
ら
す
と
い
う
均
衡
論

的
な
概
念
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
︑
ロ
ッ
ク
イ
ン
の
状
態
か
ら
新
し
い
経
路
が
い
か
に
生
ま
れ
る
か
を
論
じ
説
明
で
き
な
け
れ
ば
現
実

の
地
域
変
化
を
十
分
に
説
明
し
た
と
は
い
え
な
い
と
主
張
し
て
い
る⑮
︒
多
く
の
進
化
経
済
地
理
学
の
論
者
の
議
論
は
︑
ロ
ッ
ク
イ
ン
や
経
路
依

存
を
︑
均
衡
で
は
な
く
進
化
の
視
点
で
捉
え
直
す
と
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
︒
考
え
る
べ
き
は
︑
負
の
ロ
ッ
ク
イ
ン
で
長
期
衰
退
の
状
態
に
あ
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る
地
域
と
新
し
い
経
路
創
出
に
成
功
す
る
地
域
の
違
い
は
何
か
と
い
う
点
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
は
地
域
政
策
論
に
と
っ
て
も
重

要
で
あ
る
︒

こ
こ
で
︑
先
述
の
グ
ラ
ブ
ハ
が
提
起
し
た
﹁
適
応
︵
adaptation
︶
﹂
と
﹁
適
応
力
︵
adaptability
︶
﹂
の
区
分
が
有
用
で
あ
り
︑
後
の
研
究
で

も
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る⑯
︒
適
応
と
は
︑
既
存
の
経
路
の
な
か
で
変
化
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
適
応
力
と
は
新
し
い
経
路
を
作
り
だ
す
能
力

を
指
す
︒
こ
こ
で
重
要
な
の
は
︑
適
応
と
適
応
力
は
ト
レ
ー
ド
オ
フ
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒﹁
適
応
﹂
に
お
い
て
は
︑
特
定
の

環
境
の
な
か
で
効
率
性
を
上
げ
る
た
め
に
資
源
の
特
化
度
を
増
す
な
ど
︑
既
存
の
構
造
を
強
化
す
る
よ
う
に
な
り
︑
そ
の
こ
と
が
新
し
い
経
路

を
作
り
出
す
﹁
適
応
力
﹂
を
失
う
こ
と
に
つ
な
が
る
︒
一
方
︑﹁
適
応
力
﹂
と
は
︑
既
存
の
経
路
に
向
け
て
合
理
的
に
行
動
す
る
だ
け
で
な
く
︑

そ
の
経
路
自
体
の
妥
当
性
・
適
切
性
を
問
う
て
経
路
を
変
え
る
能
力
で
あ
る
︒
こ
の
適
応
力
を
決
め
る
の
は
グ
ラ
ブ
ハ
の
用
語
で
い
え
ば
﹁
冗

長
性
﹂
で
あ
り
︑
メ
ン
ツ
ェ
ル
と
フ
ォ
ー
ナ
ー
ル
の
用
語
で
は
﹁
異
質
性
﹂
で
あ
る
と
さ
れ
る
︒
冗
長
で
あ
り
︑
不
均
質
で
異
質
な
知
識
が
混

じ
っ
て
い
れ
ば
︑
そ
の
多
様
な
知
識
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
の
中
に
再
結
合
す
る
こ
と
で
新
た
な
知
識
を
生
み
出
せ
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
保
持
し
て
お

り
︑
そ
れ
が
適
応
力
の
源
泉
と
な
る
︒
し
か
し
︑
そ
う
し
た
不
均
質
で
異
質
な
も
の
が
混
じ
っ
て
い
る
こ
と
は
︑
得
ら
れ
る
地
域
特
化
の
経
済

は
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
な
ど
短
期
的
な
効
率
性
を
下
げ
て
し
ま
う
︒
こ
の
効
率
性
の
低
下
は
既
存
の
経
路
へ
の
短
期
的
適
応
に
は
む
し
ろ

妨
げ
に
な
り
う
る
︒
逆
に
短
期
的
な
適
応
の
た
め
に
︑
冗
長
な
も
の
を
排
除
し
特
化
を
進
め
る
こ
と
が
︑
長
期
的
な
適
応
力
を
損
な
う
こ
と
に

な
る
︒
こ
れ
が
適
応
と
適
応
力
の
ト
レ
ー
ド
オ
フ
で
あ
る
︒

で
は
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
︑
グ
ラ
ブ
ハ
の
い
う
﹁
適
応
力
﹂
が
あ
り
負
の
ロ
ッ
ク
イ
ン
か
ら
脱
し
て
新
し
い
経
路
創
出
が
可
能
に
な
る
と

は
具
体
的
に
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か⑰
︒
マ
ー
テ
ィ
ン
と
サ
ン
レ
ー
は
︑
以
下
の
よ
う
な
例
を
示
し
て
い
る⑱
︒
第
一
に
︑
新
し
い

技
術
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
よ
っ
て
内
生
的
に
新
し
い
発
展
経
路
を
見
つ
け
出
す
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
を
可
能
に
す
る
た
め
に
鍵
と
な
る
の
は
︑
資

本
・
技
術
を
保
有
す
る
大
企
業
︑
高
レ
ベ
ル
の
研
究
機
関
お
よ
び
高
ス
キ
ル
を
も
っ
た
人
材
の
存
在
で
あ
る
︒
た
だ
し
こ
れ
は
限
ら
れ
た
特
定

の
大
都
市
圏
で
は
可
能
で
あ
る
が
︑
そ
れ
以
外
の
地
域
で
は
容
易
で
は
な
い
︒
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第
二
に
︑
地
域
の
外
部
に
あ
る
別
の
場
所
か
ら
の
移
植
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
地
域
の
外
に
拠
点
を
持
つ
企
業
の
分
工
場
か
ら
地
域
の
企
業
が

知
識
の
学
習
を
行
う
こ
と
な
ど
が
あ
る
︒
例
え
ば
日
本
に
お
い
て
も
太
平
洋
戦
争
時
に
空
襲
を
避
け
る
た
め
京
浜
地
域
か
ら
工
場
の
疎
開
が
行

わ
れ
た
が
︑
そ
の
下
請
け
や
疎
開
工
場
か
ら
ス
ピ
ン
オ
フ
し
た
工
場
が
技
術
を
取
得
し
向
上
さ
せ
て
集
積
が
形
成
さ
れ
発
展
し
た
地
域
は
い
く

つ
か
認
め
ら
れ
︑
長
野
県
坂
城
町
な
ど
は
そ
の
一
つ
で
あ
る⑲
︒
た
だ
し
︑
地
域
の
外
部
か
ら
の
知
識
や
技
術
を
取
り
入
れ
る
場
合
︑
地
域
の
企

業
が
そ
れ
を
理
解
し
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
能
力
で
あ
る
﹁
吸
収
能
力
﹂
が
地
域
の
側
に
必
要
と
な
る⑳
︒
ま
た
︑
地
域
を
越
え

て
グ
ロ
ー
バ
ル
に
活
動
す
る
企
業
に
は
拠
点
を
よ
そ
に
移
す
と
い
う
能
力
・
選
択
肢
が
あ
り
︑
そ
の
た
め
に
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
と
地
域
の
間
に

は
依
然
と
し
て
非
対
称
的
な
力
関
係
が
あ
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
︑
知
識
を
学
習
し
︑
地
域
の
企
業
が
よ
り
多
く
の
価
値
が
獲
得
で
き
る

よ
う
に
な
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
マ
ッ
キ
ノ
ン
の
指
摘
も
あ
る㉑
︒
こ
の
外
部
か
ら
の
知
識
の
導
入
に
つ
い
て
は
次

章
で
も
と
り
あ
げ
る
︒

第
三
に
︑
主
体
︑
技
術
︑
制
度
︑
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
異
質
性
︑
多
様
性
で
あ
る
︒
グ
ラ
ブ
ハ
の
冗
長
性
の
議
論
に
あ
っ
た
よ
う
に
︑
異

質
な
要
素
を
多
く
含
み
不
均
一
で
あ
る
地
域
は
︑
そ
の
中
に
そ
れ
ま
で
有
効
に
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
能
力
を
含
み
︑
そ
れ
が
予
測
で
き
な
い

環
境
の
変
化
が
起
こ
っ
た
際
に
有
用
な
も
の
に
変
わ
り
う
る
︒

第
四
に
︑
関
連
産
業
へ
の
多
様
化
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
既
存
の
産
業
か
ら
そ
れ
に
技
術
的
に
関
連
す
る
新
し
い
産
業
を
生
み
出
す
こ
と
を
指

す
︒
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
︑
第
四
番
目
の
関
連
産
業
へ
の
多
様
化
で
あ
る
︒

︵
四
)

多
様
化
に
よ
る
経
路
創
出

地
域
の
産
業
の
多
様
化
と
い
え
ば
︑
都
市
論
の
古
典
で
あ
る
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ズ
の
議
論
が
思
い
起
こ
さ
れ
る㉒
︒
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ズ
は
︑
都
市
と
は

古
い
仕
事
の
一
部
に
︑
イ
ン
プ
ロ
ビ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
︵
臨
機
応
変
に
よ
る
改
良
︶
に
よ
っ
て
ち
ょ
っ
と
し
た
新
し
い
仕
事
を
付
け
加
え
る
場
所
で
あ

り
︑
そ
う
し
た
新
し
い
仕
事
の
追
加
に
よ
っ
て
分
業
を
増
や
す
こ
と
で
都
市
が
発
展
す
る
︑
と
主
張
し
て
い
る
︒
ち
ょ
っ
と
し
た
新
し
い
仕
事
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の
追
加
と
は
︑
地
元
需
要
の
う
ち
︑
そ
れ
ま
で
外
か
ら
輸
入
︵
移
入
︶
す
る
し
か
な
か
っ
た
も
の
を
︑
地
元
で
生
産
す
る
よ
う
に
な
る
﹁
輸
入

置
換
﹂
の
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
輸
入
置
換
は
次
の
輸
出
︵
移
出
︶
品
の
創
出
に
つ
な
が
る
︒
そ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
︑
都

市
は
多
様
化
す
る
︒
都
市
の
発
展
は
多
様
性
を
生
み
︑
多
様
性
が
都
市
の
発
展
を
も
た
ら
す
︑
と
い
う
の
が
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ズ
の
議
論
で
あ
り
︑

地
域
発
展
論
に
与
え
た
影
響
は
大
き
い
︒

こ
の
よ
う
に
地
域
に
既
存
の
産
業
か
ら
関
連
の
あ
る
新
し
い
産
業
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
分
岐
︵
ブ
ラ
ン
チ
ン
グ
︶
と
呼
ば
れ
る
︒
分
岐
は
︑

既
存
企
業
か
ら
の
新
事
業
の
ス
ピ
ン
オ
フ
︑
企
業
内
・
事
業
所
内
で
の
多
角
化
︑
労
働
力
の
地
域
内
移
動
︑
地
域
内
の
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

な
ど
し
ば
し
ば
地
域
レ
ベ
ル
の
知
識
移
転
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
じ
て
起
こ
り
︑
こ
の
分
岐
に
よ
っ
て
地
域
の
産
業
の
多
様
性
を
増
す
こ
と
が
で
き

る㉓
︒具

体
的
に
日
本
に
お
け
る
産
業
の
分
岐
の
事
例
を
み
て
ゆ
こ
う
︒
竹
内
は
︑
現
在
の
機
械
工
業
集
積
地
域
に
は
︑
か
つ
て
何
ら
か
の
産
業
が

存
在
し
︑
そ
れ
を
技
術
的
あ
る
い
は
市
場
的
基
盤
と
し
て
新
し
い
産
業
が
派
生
し
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
︑
そ
れ
ら
の
も
と
も
と
存
在
し
た
産

業
を
﹁
先
行
産
業
﹂
と
呼
ん
だ㉔
︒
例
え
ば
京
都
市
で
は
近
世
か
ら
の
陶
磁
器
業
か
ら
近
代
期
に
陶
磁
器
製
の
碍
子
︵
が
い
し
︶
の
生
産
が
分
岐

し
︑
さ
ら
に
そ
の
碍
子
の
生
産
か
ら
戦
後
電
子
部
品
産
業
が
生
ま
れ
て
い
る㉕
︒
長
野
県
の
諏
訪
地
域
で
は
︑
製
糸
業
工
場
の
機
械
修
理
か
ら
精

密
機
械
工
業
が
分
岐
し
︑
浜
松
で
は
織
機
生
産
と
木
工
業
か
ら
自
動
車
・
楽
器
が
分
岐
し
た㉖
︒
新
潟
県
の
燕
で
は
︑
和
釘
・
煙
管
・
銅
器
か
ら

洋
食
器
︑
ハ
ウ
ス
ウ
ェ
ア
︑
さ
ら
に
そ
の
他
複
合
金
属
製
品
が
分
岐
し
て
き
た㉗
︒
こ
れ
ら
の
事
例
で
は
い
ず
れ
も
︑
そ
の
先
行
産
業
は
縮
小
し

て
も
新
た
に
分
岐
し
た
産
業
が
成
長
し
て
お
り
︑
集
積
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
脱
し
た
事
例
と
言
え
よ
う
︒
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
に
お
い
て
も
︑

軍
需
・
航
空
宇
宙
産
業
か
ら
半
導
体
産
業
が
分
岐
し
︑
半
導
体
産
業
か
ら
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
産
業
が
︑
さ
ら
に
は
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

産
業
︑
ウ
ェ
ブ
サ
ー
ビ
ス
産
業
が
分
岐
す
る
こ
と
で
︑
ロ
ッ
ク
イ
ン
に
よ
る
衰
退
の
状
態
に
陥
る
こ
と
を
防
い
で
い
る㉘
︒

一
方
逆
に
︑
地
域
の
産
業
が
多
様
で
あ
る
ほ
ど
︑
産
業
間
の
知
識
学
習
に
よ
っ
て
新
し
い
産
業
が
分
岐
し
て
生
ま
れ
る
可
能
性
な
い
し
確
率

は
高
く
な
る
と
さ
れ
る
︒
特
に
︑
地
域
の
分
岐
が
起
こ
り
や
す
い
と
さ
れ
る
の
は
︑
産
業
が
多
様
で
は
あ
る
が
︑
そ
れ
が
あ
る
程
度
関
連
性
を
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も
っ
て
い
る
と
い
う
﹁
関
連
あ
る
多
様
性
﹂
の
状
態
で
あ
る
こ
と
が
ボ
シ
ュ
マ
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る㉙
︒
特
定
の
産
業
に
特
化
し

す
ぎ
る
こ
と
は
負
の
ロ
ッ
ク
イ
ン
を
も
た
ら
す
た
め
︑
異
質
な
も
の
を
含
ん
だ
多
様
性
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
︑
逆
に
全
く

関
連
の
な
い
産
業
の
間
で
は
お
互
い
の
知
識
学
習
が
困
難
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
そ
の
中
間
で
︑
お
互
い
に
あ
る
程
度
関
連
が
あ
り
︑
か
つ
多
様

な
産
業
が
地
域
に
存
在
す
る
状
態
が
︑
産
業
間
の
知
識
学
習
に
よ
っ
て
産
業
の
分
岐
を
促
す
︒
こ
の
﹁
関
連
あ
る
多
様
性
﹂
は
︑
雇
用
の
成
長

や
生
産
性
の
上
昇
と
も
相
関
が
あ
る
な
ど
︑
地
域
発
展
に
お
い
て
重
要
な
意
味
が
あ
る
こ
と
が
︑
フ
レ
ン
ケ
ン
ら
の
統
計
的
計
量
分
析
に
よ
っ

て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る㉚
︒

地
域
に
お
い
て
関
連
あ
る
産
業
が
分
岐
す
る
こ
と
で
︑
地
域
の
産
業
は
多
様
化
し
︑
他
方
で
関
連
あ
る
産
業
が
地
域
に
あ
れ
ば
︑
そ
こ
か
ら

新
た
な
産
業
が
分
岐
す
る
可
能
性
は
高
ま
る
︒
フ
レ
ン
ケ
ン
と
ボ
シ
ュ
マ
は
︑
地
域
の
多
様
性
と
地
域
の
分
岐
の
間
に
は
一
定
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働
く
と
す
る㉛
︒
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
︑
ロ
ッ
ク
イ
ン
状
態
を
打
破
す
る
の
は
︑
偶
然
の
外
的
シ
ョ
ッ
ク
だ

け
で
は
な
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
︒
既
存
産
業
か
ら
関
連
す
る
新
し
い
産
業
を
分
岐
さ
せ
る
こ
と
は
︑
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
企
業
な
ど
の
行
為
で

あ
り
︑
偶
然
の
シ
ョ
ッ
ク
で
は
な
い
︒
容
易
で
は
な
い
に
し
て
も
︑
思
慮
深
い
主
体
の
意
図
的
な
行
為
に
よ
っ
て
新
し
い
経
路
が
創
出
さ
れ
る

可
能
性
が
あ
る
と
い
え
る㉜
︒
た
だ
し
そ
こ
に
は
︑
そ
れ
ま
で
の
産
業
構
造
が
多
様
で
あ
れ
ば
︑
分
岐
が
起
こ
る
可
能
性
・
確
率
も
高
ま
る
と
い

う
条
件
が
あ
り
︑
そ
れ
ま
で
の
産
業
構
造
に
あ
る
程
度
影
響
を
受
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
も
同
時
に
い
え
る㉝
︒

︵
五
)

ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
か
ら
進
化
へ

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
集
積
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
は
︑
成
熟
段
階
か
ら
新
た
な
経
路
を
創
出
し
以
前
の
段
階
に
戻
っ
て
再
生
す
る
こ
と

が
あ
り
︑
決
し
て
宿
命
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑﹁
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
﹂
と
い
う
言
葉
は
そ
も
そ
も
生
命
が
誕
生
し
︑
成
長
し
︑
老
い
て
最
後
に

は
死
亡
す
る
ま
で
を
指
す
も
の
で
あ
り
︑
老
い
た
も
の
が
再
び
若
返
る
と
い
う
こ
と
は
実
際
に
は
あ
り
え
な
い
︒﹁
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
﹂
と
い

う
比
喩
は
分
か
り
や
す
さ
と
い
う
点
で
は
有
用
性
が
あ
る
と
は
い
え
る
も
の
の
︑
そ
の
比
喩
と
し
て
の
適
切
さ
を
疑
問
視
す
る
マ
ー
テ
ィ
ン
と
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集積の衰退
集積の失敗

集積の持続的変異 集積の成長
集積の消滅

集積の誕生／
再生または置き換え

集積の安定
集積の成熟

集積の方向転換
図c 産業集積の適応サイクルモデル

Martin and Sunley (2011) をもとに筆者作成。

サ
ン
レ
ー
は
︑
よ
り
一
般
的
に
集
積
の
進
化
と
い
う
表
現
を
用
い
た
う
え
で
︑
ラ
イ
フ
サ
イ
ク

ル
の
代
わ
り
と
し
て
図
c
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
集
積
の
適
応
サ
イ
ク
ル
モ
デ
ル
と
い
う
も
の
を

提
起
し
て
い
る㉞
︒
適
応
サ
イ
ク
ル
モ
デ
ル
は
︑
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
モ
デ
ル
と
同
様
に
︑
基
本
的

に
は
誕
生
︑
成
長
︑
成
熟
︑
衰
退
・
消
滅
の
段
階
か
ら
成
っ
て
い
る
が
︑
そ
の
方
向
は
一
方
向

で
は
な
く
︑
e
つ
の
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
︒
①
完
全
な
循
環
サ
イ
ク
ル
を
た
ど
る
ケ
ー
ス
で

は
︑
誕
生
か
ら
成
長
︑
成
熟
︑
衰
退
を
た
ど
っ
た
後
︑
新
し
い
産
業
の
集
積
に
取
っ
て
代
わ
ら

れ
る
︒
次
に
︑
②
集
積
の
持
続
的
変
異
で
あ
り
︑
こ
れ
は
成
長
段
階
か
ら
関
連
産
業
へ
の
分
岐

を
繰
り
返
し
︑
成
長
段
階
に
と
ど
ま
り
続
け
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
︒
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
の
よ
う
な

も
の
が
こ
れ
に
相
当
す
る
︒
三
番
目
は
③
集
積
の
安
定
で
あ
り
︑
成
長
を
終
え
︑
成
熟
段
階
に

い
た
り
な
が
ら
も
︑
生
産
を
高
度
化
す
る
こ
と
な
ど
で
成
熟
段
階
に
と
ど
ま
り
続
け
る
ケ
ー
ス

で
あ
る
︒
例
え
ば
三
河
地
域
の
自
動
車
関
連
産
業
集
積
な
ど
は
現
在
こ
の
状
態
に
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
︒
④
集
積
の
方
向
転
換
は
︑
成
熟
し
た
の
ち
︑
衰
退
に
至
る
前
に
︑
新
た
な
産
業
へ
の

分
岐
を
果
た
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
前
述
の
京
都
の
電
子
部
品
産
業
や
浜
松
の
自
動
車
︑
楽

器
産
業
な
ど
は
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
っ
た
︒
な
お
︑
先
の
三
河
地
域
の
自
動
車
産
業
集
積
地

域
も
︑
元
は
綿
織
物
産
業
と
織
機
生
産
の
集
積
か
ら
自
動
車
産
業
が
分
岐
し
た
の
で
あ
り
︑
か

つ
て
は
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
っ
た
と
い
え
る
︒

一
方
︑
集
積
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
説
が
示
唆
す
る
よ
う
に
︑
最
終
的
に
消
滅
に
向
か
う
ケ
ー

ス
と
し
て
︑
⑤
集
積
の
消
滅
が
あ
る
︒
誕
生
︑
成
長
︑
成
熟
の
の
ち
衰
退
し
︑
消
滅
に
至
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
︒
同
じ
消
滅
す
る
集
積
で
も
︑
誕
生
後
成
長
に
至
る
前
に
縮
小
・
消
滅
し
て
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し
ま
う
⑥
集
積
の
失
敗
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
適
応
サ
イ
ク
ル
モ
デ
ル
で
は
︑
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
よ
う
な
一
つ
の
決
ま
っ
た

変
化
で
は
な
く
︑
複
数
の
軌
道
が
示
さ
れ
て
い
る
︒

以
上
の
よ
う
な
本
章
の
議
論
は
産
業
の
地
域
的
な
集
積
に
焦
点
を
当
て
て
︑
そ
の
時
系
列
的
な
動
態
を
捉
え
る
試
み
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑

集
積
内
部
の
あ
り
方
に
関
心
が
集
中
し
︑
外
部
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
慮
が
欠
け
る
傾
向
は
指
摘
で
き
る㉟
︒
次
章
で
は
︑
集
積
内
部
／
外
部

を
問
わ
ず
︑
主
体
間
の
関
係
に
お
け
る
近
接
性
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒

①

G
rabher,
G
.
(1993)
:“T
he
w
eakness
of
strong
ties:
the
lock-in
of

regional
developm
ent
in
the
R
uhr
area”.
In
G
rabher,
G
.
ed.
T
h
e

em
bed
d
ed
firm
:
on
th
e
socioecon
om
ics
of
in
d
u
strial
n
etw
orks.

R
outledge,
pp.256-277.

②

ロ
ッ
ク
イ
ン
の
例
と
し
て
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
が
挙
げ
て
い
る
の
が
︑
タ
イ
プ
ラ
イ

タ
ー
の
キ
ー
ボ
ー
ド
で
あ
る
︒
キ
ー
ボ
ー
ド
の
Q
W
E
R
T
Y
と
い
う
配
列
は
︑

本
来
故
障
防
止
の
た
め
タ
イ
ピ
ン
グ
を
わ
ざ
と
遅
く
す
る
た
め
に
設
計
さ
れ
て
い

た
︒
技
術
改
良
に
よ
っ
て
そ
の
配
列
は
非
効
率
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
︑
そ
れ
は

現
在
で
も
使
わ
れ
続
け
て
い
る
︒
D
avid,
P
.(1985)
:“C
lio
and
the
econom
-

ics
of
Q
W
E
R
T
Y
”.
A
m
erican
E
con
om
ic
R
eview
,75-2,
pp.332-337.

③

M
alm
berg,
A
.
and
M
askell,
P
.(2011):“A
n
evolutionary
approach
to

localized
learning
and
spatial
clustering”.In
B
oschm
a,R
.and
M
artin,

R
.
eds.
T
h
e
h
an
d
book
of
evolu
tion
ary
econ
om
ic
geograph
y.
E
dw
ard

E
lgar,
pp.391-405.

④

M
artin,
R
.
and
Sunley,
P
.
(2006):
“P
ath
dependence
and
regional

econom
ic
evolution”.
Jou
rn
al
of
E
con
om
ic
G
eograph
y
6,
pp.395-437.

⑤

M
enzel,M
.-P
.and
F
orahl,D
.(2009):“C
luster
life
cycles:dim
ensions

and
rationales
of
cluster
evolution”.
In
d
u
strial
an
d
C
orporate

C
h
an
ge,19-1,
pp.205-238.
Isaksen,
A
.(2011):“C
luster
evolution”.
In

C
ooke,P
.,A
sheim
,B
.,B
oschm
a,R
.,Schw
arz,D
.and
T
odtling,F
eds.

H
an
d
book
of
region
al
in
n
ovation
an
d
grow
th
,
E
dw
ard
E
lgar,
pp.

293-302.

⑥

M
artin,R
.and
Sunley,P
.(2011):“C
onceptualizing
cluster
evolution:

beyond
the
life
cycle
m
odel”.
R
egion
al
S
tu
d
ies,45-10,
pp.1299-1318.

T
rip
p
le,
M
.,
G
rillitsch,
M
.,
Isak
sen,
A
.
an
d
S
in
ozic,
T
.
(2015):

“P
erspectives
on
cluster
evolution:
critical
review

and
future

research
issues”.
E
u
ropean
P
lan
n
in
g
S
tu
d
ies,23-10,
pp.2028-2044.

⑦

V
ernon,R
.(1966):“International
investm
ent
and
international
trade

in
the
product
cycle”.
Q
u
arterly
Jou
rn
al
of
E
con
om
ics
80,
pp.

190-207.
加
藤
恵
正
︵
一
九
八
六
︶﹁
大
都
市
圏
に
お
け
る
技
術
革
新
と
工
業

立
地
﹂
田
口
芳
明
・
成
田
孝
三
﹃
大
都
市
圏
多
核
化
の
展
開
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑

七
七
-
一
〇
七
頁
︒

⑧

前
掲
Ⅱ

⑤
M
enzel
and
F
orahl
(2009)︒
前
掲
Ⅱ

⑤
Isaksen
(2011)

⑨

な
お
︑
メ
ン
ツ
ェ
ル
と
フ
ォ
ー
ナ
ー
ル
は
︑
三
番
目
の
段
階
を
﹁
持
続

︵
S
u
stain
m
en
t︶﹂
段
階
と
し
て
い
る
が
︑
ほ
か
の
多
く
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル

に
関
す
る
文
献
で
は
﹁
成
熟
︵
m
atu
ration
︶﹂
段
階
と
し
て
い
る
も
の
が
多
い

た
め
︑
こ
こ
で
は
成
熟
段
階
と
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
彼
ら
は
成
熟
段
階
や
衰
退
段

階
か
ら
誕
生
段
階
︑
成
長
段
階
に
戻
る
経
路
を
図
上
で
示
し
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
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は
説
明
の
簡
略
化
の
た
め
省
略
し
て
い
る
︒

⑩

F
renken,
K
.,
C
efis,
E
.
and
Stam
,
E
.
(2015)
:“Industrial
dynam
ics

and
cluster:
a
survey”.
R
egion
al
S
tu
d
ies,49-1,
pp.10-27.

⑪

B
oschm
a,
R
.
and
F
renken,
K
.
(2010):
“T
he
spatial
evolution
of

innovation
netw
orks:
a
proxim
ity
perspective”.
In
B
oschm
a,
R
.
and

M
artin,
R
.
eds.
T
h
e
h
an
d
book
of
evolu
tion
ary
econ
om
ic
geograph
y.

E
dw
ard
E
lgar,
pp.120-135

⑫

P
ouder,
R
.
and
St.John,
C
.H
.(1996):
“H
ot
spots
and
blind
spots:

geographical
cluster
of
firm

and
innovation”.
T
h
e
A
cad
em
y
of

M
an
agem
en
t
R
eview
21-4,
pp.1192-1225.

⑬

前
掲
Ⅱ

③
M
alm
berg
and
M
askell
(2011)

⑭

前
掲
Ⅱ

③
M
alm
berg
and
M
askell
(2011)

⑮

M
artin,
R
.(2010):“R
oepke
lecture
in
econom
ic
geography:
rethink-

ing
regional
path
dependence
beyond
lock-in
to
evolution”.E
con
om
ic

G
eograh
y,86-1,
pp.1-27.

⑯

前
掲
Ⅱ

①

G
rabher
(1993)︒
例
え
ば
進
化
経
済
地
理
学
の
ボ
シ
ュ
マ
な
ど

が
︑
グ
ラ
ブ
ハ
の
こ
の
概
念
を
援
用
し
て
い
る
︒
B
oschm
a,
R
.
(2015):

T
ow
ard
s
an
ev
olu
tion
ary
p
ersp
ectiv
e
on
reg
ion
al
resilien
ce.

R
egional
Studies,49-5,
pp.733-751.

⑰

グ
ラ
ブ
ハ
の
い
う
﹁
適
応
力
﹂
つ
ま
り
地
域
に
お
け
る
負
の
ロ
ッ
ク
イ
ン
を
打

破
し
︑
新
た
な
経
路
を
創
出
す
る
能
力
は
︑
近
年
で
は
地
域
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス

︵
回
復
力
︶
と
い
う
概
念
で
議
論
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
地
域
の
レ
ジ
リ
エ
ン

ス
と
い
う
概
念
は
現
時
点
で
は
ま
だ
曖
昧
さ
が
残
る
と
思
わ
れ
︑
本
稿
で
は
使
用

し
て
い
な
い
︒
前
掲
Ⅱ

⑯

B
oschm
a
(2015)︒

⑱

マ
ー
テ
ィ
ン
と
サ
ン
レ
ー
は
︑
こ
こ
で
挙
げ
た
四
つ
以
外
に
︑
新
し
い
技
術
や

製
品
を
通
じ
て
既
存
の
産
業
基
盤
の
ア
ッ
プ
グ
レ
ー
ド
な
い
し
強
化
を
は
か
る

﹁
既
存
産
業
の
ア
ッ
プ
グ
レ
ー
ド
﹂
を
挙
げ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
︑
新
し

い
経
路
な
の
か
︑
既
存
経
路
で
の
適
応
な
の
か
は
曖
昧
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
そ

の
た
め
本
稿
で
は
省
略
し
た
︒
前
掲
Ⅱ

④
M
artin
and
Sunley
(2006)︒

⑲

竹
内
淳
彦
・
森
秀
雄
︵
一
九
八
八
︶﹁
農
村
地
域
に
お
け
る
自
前
の
機
械
工
業

技
術
集
団

長
野
県
坂
城
町
の
事
例
を
中
心
と
し
て

﹂
経
済
地
理
学
年
報
︑

三
四
巻
一
号
︑
二
九
-
四
一
頁
︒

⑳

C
ohen
and
L
evinthal
(1990):“A
bsorptive
capacity:A
new
perspec-

tive
on
learning
and
innovation”,
A
d
m
in
istrative
S
cien
ce
Q
u
arterly,

35-1,
pp.128-152.前
掲
Ⅱ

④
M
artin
and
Sunley
(2006)

㉑

M
acK
innon,
D
.(2012):“B
eyond
strategic
coupling:
reassessing
the

firm
-reg
ion
n
ex
u
s
in
g
lob
al
p
rod
u
ction
n
etw
ork
s”.
Jou
rn
al
of

E
con
om
ic
G
eograph
y,12,
pp.227-245.

㉒

Jacobs,
J.(1970)
T
h
e
econ
om
y
of
cities.
V
intage
B
ooks.
ジ
ェ
イ
コ

ブ
ズ
︑
Ｊ
．︵
二
〇
一
二
︶﹃
発
展
す
る
地
域

衰
退
す
る
地
域
│
地
域
が
自
立
す

る
た
め
の
経
済
学
﹄︵
中
村
達
也
訳
︶
筑
摩
書
房
︒

㉓

B
oschm
a,
R
.
and
F
renken.
K
.
(2011):
“T
echnological
R
elatedness

and
R
egional
B
ranching.”
In
B
athelt,
H
.,
F
eldm
an,
M
.
and
K
ogler,
D
.

F
.
eds.
B
eyon
d
T
erritory:
D
yn
am
ic
G
eograph
ies
of
In
n
ovation
an
d

K
n
ow
led
ge
C
reation
,
R
outledge,
pp.64-81.

㉔

竹
内
淳
彦
︵
一
九
七
八
︶﹃
工
業
地
域
構
造
論
﹄
大
明
堂
︑
一
九
三
-
一
九
四

頁
︒

㉕

水
野
真
彦
︵
二
〇
〇
六
︶﹁
京
都
市
︵
四
︶
近
代
工
業
﹂︵
所
収
：
金
田
章
裕
・

石
川
義
孝
編
﹃
日
本
の
地
誌
�
近
畿
圏
﹄︑
朝
倉
書
店
︑
三
四
八
-
三
五
二
頁
︒︶

そ
の
他
京
都
市
に
は
︑
仏
具
製
造
の
技
能
を
も
と
に
理
化
学
器
械
の
生
産
に
進
出

し
︑
さ
ら
に
は
蓄
電
池
な
ど
い
く
つ
か
の
ス
ピ
ン
オ
フ
企
業
を
分
岐
し
た
島
津
製

作
所
の
よ
う
な
事
例
も
あ
る
︒

㉖

前
掲
Ⅱ

⑲
竹
内
・
森
︵
一
九
八
八
︶︑
三
一
-
三
二
頁
︒

㉗

関
満
博
・
福
田
順
子
編
︵
一
九
九
八
︶﹃
変
貌
す
る
地
場
産
業

複
合
金
属
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製
品
産
地
に
向
か
う
﹁
燕
﹂﹄
新
評
論
︒

㉘

チ
ョ
ン
ム
ー
ン
リ
ー
・
ミ
ラ
ー
︑
Ｆ
．︑
ハ
ン
コ
ッ
ク
︑
Ｍ
．︑
ロ
ー
エ
ン
︑
Ｈ
．

Ｓ
．︵
二
〇
〇
一
︶﹃
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
な
ぜ
変
わ
り
続
け
る
の
か
・
上
﹄︵
中
川

勝
弘
監
訳
︶︑
日
本
経
済
新
聞
社
︑
六
五
-
六
七
頁
︒

㉙

B
oschm
a,
R
.
and
F
renken,
K
.
(2011):
“T
echnological
relatedness,

related
variety
and
econom
ic
geography”.
In
C
ooke,
P
.,
A
sheim
,
B
.,

B
oschm
a,
R
.,
Schw
artz,D
.
and
T
ödtling,F
.eds.
H
an
d
book
of
R
egion
al

In
n
ovation
an
d
G
row
th
.pp.187-197.

㉚

F
renken,
K
.,
V
an
O
ort,
F
.
and
V
erburg,
T
.
(2007):
“R
elated

V
ariety,
U
n
related
V
ariety
an
d
R
eg
ion
al
E
con
om
ic
G
row
th”.

R
egion
al
S
tu
d
ies,41-5,
pp.685-697.
な
ど
多
く
の
実
証
研
究
が
行
わ
れ
て

い
る
︒
C
ontent,
J.
and
F
renken,
K
.
(2016):
“R
elated
variety
and

econom
ic
developm
ent:
a
literature
review
”.
E
u
ropean
P
lan
n
in
g

S
tu
d
ies,24-12,
pp.2097-2112.

㉛

た
だ
し
︑
こ
れ
は
あ
く
ま
で
可
能
性
な
い
し
確
率
の
問
題
で
あ
っ
て
︑
あ
る
時

点
で
地
域
産
業
に
関
連
あ
る
多
様
性
が
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
企
業
レ
ベ
ル
で
も
地

域
レ
ベ
ル
で
も
知
識
学
習
に
よ
っ
て
分
岐
を
行
う
こ
と
で
多
様
性
を
増
加
さ
せ
る

主
体
の
働
き
が
な
け
れ
ば
︑
時
間
の
経
過
と
と
も
に
特
化
が
進
ん
で
多
様
性
が
失

わ
れ
て
し
ま
い
︑
負
の
ロ
ッ
ク
イ
ン
の
状
態
に
陥
る
こ
と
と
な
る
︒
F
ren
k
en,

K
.
an
d
B
osch
m
a,
R
.
A
.
(2007)
“A

th
eoretical
fram
ew
ork
for

evolutionary
econom
ic
geography:
industrial
dynam
ics
and
urban

grow
th
as
branching
process”.
Jou
rn
al
of
E
con
om
ic
G
eograph
y,7,

pp.635-649.

㉜

前
掲
Ⅱ

④
M
artin
and
Sunley
(2006)

㉝

つ
ま
り
︑
主
体
が
合
理
的
に
行
動
す
れ
ば
す
べ
て
が
可
能
に
な
る
と
い
う
意
味

で
は
な
い
︒
や
は
り
そ
れ
ま
で
の
経
路
の
一
定
の
影
響
も
し
く
は
制
約
は
受
け
る

と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
︒

㉞

前
掲
Ⅱ

⑥
M
artin
and
Sunley
(2011)
こ
の
図
式
の
背
後
に
は
︑
開
発

↓
保
存
↓
解
放
↓
再
編
↓
開
発
と
た
ど
る
地
域
生
態
系
に
お
け
る
適
応
サ
イ
ク
ル

の
考
え
方
が
あ
る
︒
適
応
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
詳
し
く
は
前
掲
Ⅰ

⑨
野
尻
p.

31-34
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

㉟

前
掲
Ⅱ

⑥
T
ripple,
G
rillitsch,
Isaksen
and
Sinozic
(2015)

Ⅲ

近
接
性
概
念
の
拡
張

︵
一
)

複
数
の
﹁
近
接
性①
﹂

Ⅰ
章
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
産
業
集
積
論
は
地
理
的
近
接
性
が
知
識
の
学
習
を
促
す
こ
と
を
強
調
し
て
き
た
が
︑
知
識
学
習
に
お
い
て
地
理
的

近
接
性
は
重
要
だ
が
必
ず
し
も
必
要
条
件
で
は
な
く
︑
ま
た
地
理
的
近
接
性
が
あ
っ
て
も
必
ず
し
も
学
習
が
起
こ
る
と
は
限
ら
な
い
︒
こ
う
し

た
観
点
か
ら
︑
集
積
論
に
お
い
て
知
識
学
習
に
お
け
る
地
理
的
近
接
性
の
意
義
が
強
調
さ
れ
す
ぎ
る
傾
向
に
対
し
﹁
地
理
的
決
定
論
﹂
で
あ
る
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と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
た
︒

で
は
距
離
を
隔
て
て
の
学
習
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
は
ど
の
よ
う
な
要
因
な
の
か
︑
と
い
っ
た
議
論
が
必
要
に

な
る
︒
そ
こ
で
︑
ト
ー
レ
な
ど
フ
ラ
ン
ス
の
地
域
科
学
者
た
ち
に
よ
る
﹁
近
接
性
学
派
﹂
と
呼
ば
れ
る
グ
ル
ー
プ
は
︑
近
接
性
概
念
を
拡
張
し
︑

地
理
的
近
接
性
以
外
に
︑
組
織
的
近
接
性
︑
制
度
的
近
接
性
と
い
う
概
念
を
提
起
し
た②
︒
ま
ず
︑
組
織
的
近
接
性
に
つ
い
て
説
明
し
た
い
︒
組

織
的
近
接
性
が
高
い
と
は
︑
同
じ
組
織
︵
企
業
な
ど
︶
に
属
し
て
い
る
こ
と
︒
あ
る
い
は
属
し
て
い
る
組
織
ど
う
し
が
親
会
社
と
子
会
社
な
ど

の
資
本
関
係
に
あ
る
と
定
義
で
き
る
︒
組
織
的
近
接
性
が
高
い
と
︑
同
じ
ル
ー
テ
ィ
ン
︑
規
範
な
ど
を
共
有
し
て
い
る
︑
も
し
く
は
そ
れ
ら
が

類
似
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る③
︒
こ
の
よ
う
な
組
織
的
近
接
性
は
︑
地
理
的
距
離
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
︒
と
い
う
の
も
︑
遠
距
離
で
あ
っ
た

と
し
て
も
︑
ル
ー
テ
ィ
ン
な
ど
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
が
知
識
学
習
を
促
す
か
ら
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
複
数
の
拠
点
を
持
つ
企
業
︵
例
え
ば
多

国
籍
企
業
︶
は
︑
出
張
や
人
事
異
動
な
ど
の
﹁
一
時
的
な
近
接
性
﹂
に
よ
っ
て
知
識
学
習
を
可
能
に
す
る④
︒

逆
に
地
理
的
近
接
性
が
組
織
的
距
離
を
補
う
こ
と
も
あ
る
︒
組
織
と
し
て
異
な
る
︑
つ
ま
り
組
織
的
に
距
離
が
あ
る
ア
ク
タ
ー
間
で
の
知
識

移
転
を
例
に
考
え
る
︒
独
立
し
た
企
業
間
で
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
ル
ー
テ
ィ
ン
や
規
範
を
も
っ
て
い
る
た
め
︑
両
者
の
知
識
移
転
が
円
滑
に

い
か
な
い
可
能
性
が
あ
る
︒
そ
の
場
合
︑
両
者
が
地
理
的
に
近
接
し
て
い
る
な
ら
ば
︑
頻
繁
な
対
面
接
触
︑
経
験
の
共
有
を
重
ね
る
こ
と
に
よ

り
︑
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
︒
つ
ま
り
︑
地
理
的
近
接
性
が
︑
離
れ
た
組
織
的
距
離
を
補
完
し
︑
知
識
移
転
を
促
し
う

る
と
い
え
る
︒

次
に
︑
制
度
的
近
接
性
と
は
︑
領
域
と
い
う
形
で
表
れ
る
よ
う
な
制
度
や
慣
行
の
類
似
性
を
指
す
︒
こ
こ
で
い
う
制
度
と
は
︑
国
家
ス
ケ
ー

ル
で
形
成
さ
れ
る
フ
ォ
ー
マ
ル
な
制
度
だ
け
で
な
く
地
域
ス
ケ
ー
ル
で
形
成
さ
れ
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
慣
行
や
規
範
な
ど
も
含
む
︒
そ
う
し

た
制
度
の
共
有
ま
た
は
類
似
︑
つ
ま
り
制
度
的
近
接
性
が
知
識
の
相
互
移
転
・
学
習
を
促
す
基
盤
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る⑤
︒
地
理
的
距
離
が
離

れ
て
い
て
も
︑
同
じ
領
域
を
本
拠
地
と
す
る
組
織
の
間
や
︑
あ
る
い
は
共
通
の
制
度
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
人
々
︵
民
族
な
ど
︶
の
間

で
は⑥
制
度
的
距
離
は
小
さ
く
な
り
︑
知
識
の
移
転
が
促
さ
れ
る
︒
こ
う
し
た
事
例
は
︑
制
度
的
近
接
性
が
地
理
的
距
離
の
遠
さ
を
補
完
す
る
こ
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と
を
示
し
て
い
る
︒

一
方
︑
制
度
的
距
離
が
あ
る
ア
ク
タ
ー
が
︑
知
識
を
移
転
す
る
場
合
を
考
え
る
︒
例
え
ば
︑
異
な
る
国
を
本
拠
地
と
す
る
企
業
の
間
で
の
知

識
の
や
り
と
り
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
︒
両
企
業
は
︑
お
互
い
の
本
拠
と
す
る
国
の
制
度
︑
慣
行
の
影
響
を
強
く
受
け
て
お
り
︑
制
度
的
距
離

は
大
き
い
︒
こ
う
し
た
場
合
に
お
い
て
も
︑
お
互
い
が
地
理
的
に
近
接
し
て
い
れ
ば
︑
密
接
で
継
続
的
な
対
面
接
触
を
重
ね
る
こ
と
で
︑
互
い

の
規
範
や
価
値
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
で
知
識
移
転
を
促
し
う
る
︒
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
地
理
的
近
接
性
が
制
度
的
距
離
を
補
完

し
︑
円
滑
な
知
識
移
転
・
学
習
を
可
能
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
近
接
性
は
互
い
に
補
完
し
合
う
関
係
に
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
近
接
性
に
複
数
の
次
元
を
取
り
入
れ
そ
れ
ら
の

相
互
関
係
を
考
察
す
る
議
論
は
︑
地
理
的
近
接
性
だ
け
が
学
習
を
決
定
す
る
と
い
う
地
理
的
決
定
論
を
回
避
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
距
離
や
地
域

な
ど
空
間
的
な
も
の
と
組
織
や
制
度
な
ど
の
社
会
的
な
も
の
の
間
に
あ
る
相
互
作
用
を
捉
え
る
も
の
で
あ
り
︑
空
間
的
な
も
の
が
社
会
的
な
も

の
を
変
え
︑
同
時
に
社
会
的
な
も
の
が
空
間
的
な
も
の
を
変
え
る
と
い
う
﹁
社
会
＝
空
間
弁
証
法
﹂
の
議
論
と
も
重
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
︒で

は
複
数
の
次
元
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
な
る
近
接
性
は
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
知
識
学
習
の
効
率
は
上
が
り
︑
新
た
な
知
識
を
創
出
す
る
可
能

性
は
高
ま
る
と
考
え
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
︑
ノ
ー
テ
ボ
ー
ム
が
提
起
し
た
認
知
的
近
接
性
と
学
習
の
図
式
を
と
り
あ
げ
た
い⑦
︒

人
間
の
認
知
は
環
境
に
埋
め
込
ま
れ
︑
環
境
と
の
相
互
作
用
か
ら
生
ま
れ
る
︒
そ
の
た
め
物
理
的
・
社
会
的
に
異
な
る
環
境
に
い
た
人
は
そ
れ

ぞ
れ
世
界
の
見
え
方
が
異
な
る
︒
そ
う
な
る
と
︑
相
手
が
伝
え
よ
う
と
す
る
こ
と
を
ど
れ
だ
け
理
解
で
き
る
か
は
︑
相
手
と
の
過
去
の
経
験
の

違
い
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
︒
相
手
と
の
言
葉
の
違
い
︑
教
育
・
職
業
経
験
の
違
い
︑
育
っ
た
国
や
地
域
の
価
値
観
や
規
範
の
違
い
︑
属
す

る
組
織
に
よ
る
ル
ー
ル
や
慣
行
の
違
い
︑
こ
う
し
た
違
い
が
認
知
的
距
離
を
生
む⑧
︒
認
知
的
距
離
が
小
さ
い
︑
つ
ま
り
認
知
的
近
接
性
が
大
き

い
場
合
に
︑
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
は
高
ま
る
︒

水
野
・
立
見
は
︑
認
知
的
近
接
性
に
は
︑
制
度
的
近
接
性
︑
組
織
的
近
接
性
が
関
連
し
て
い
る
と
す
る⑨
︒
つ
ま
り
︑
同
じ
制
度
・
文
化
的
環
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認知的距離

知識の新奇性

コミュニケーション可能性

学習の効果の高さ＝知識の新奇性×
コミュニケーション可能性

図� Nooteboomによる知識学習の図式

Nooteboom (1999) をもとに筆者作成

境
で
過
ご
し
て
い
る
人
間
ど
う
し
は
認
知
的
近
接
性
が
高
く
︑
同
じ
組
織
で
行
動
の
ル
ー
テ
ィ
ン
や
規
範
を
共
有
し
て
い
る
場
合
も
ま
た
認
知

的
近
接
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
れ
以
外
に
も
認
知
的
近
接
性
に
影
響
を
与
え
る
要
因
は
存
在
す
る
︒
例
え
ば
︑
も
っ
て
い
る
知
識
基
盤

の
共
通
性
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
同
じ
産
業
︑
業
界
に
属
し
て
い
る
場
合
︑
そ
こ
で
必
要
と
な
る
知
識
は
共
通
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
認
知
的
近
接

性
は
大
き
く
な
る
︒
あ
る
い
は
︑
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
い
て
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
︑
さ
ら
に
そ
の
つ
な
が
り
の
量
と
質

も
認
知
的
近
接
性
に
影
響
を
与
え
よ
う
︒
こ
れ
は
社
会
的
近
接
性
︵
も
し
く
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
近
接
性
︶
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
れ

に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
︒

さ
て
︑
こ
の
認
知
的
近
接
性
が
高
い
場
合
︑
つ
ま
り
︑
認
知
的
距
離
が
小
さ
い
場
合
︑
お
互
い
の
理

解
の
可
能
性
は
高
く
︑
知
識
の
学
習
は
円
滑
な
も
の
と
な
る
︒
知
識
の
活
用
︑
つ
ま
り
す
で
に
あ
る
知

識
を
活
用
し
深
化
さ
せ
る
こ
と
で
︑
そ
の
延
長
上
に
新
し
い
知
識
を
生
む
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て

は
認
知
的
近
接
性
が
大
き
い
こ
と
は
有
利
に
働
く
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ま
で
も
っ
て
い
る
知
識
と
大
き
く

異
な
る
新
し
い
知
識
を
生
む
た
め
に
は
︑
も
っ
て
い
る
知
識
と
は
異
な
る
新
奇
的
知
識
を
得
て
︑
そ
れ

と
既
存
の
知
識
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る⑩
︒
こ
の
知
識
の
探
索
︑
つ
ま
り
既
存
の
知
識
と

は
異
な
る
新
奇
的
知
識
を
探
索
す
る
た
め
に
は
︑
認
知
的
近
接
性
が
大
き
い
こ
と
は
有
利
に
は
な
ら
な

い
︒
な
ぜ
な
ら
認
知
的
に
近
接
し
た
相
手
と
は
︑
も
っ
て
い
る
知
識
が
近
い
と
い
う
こ
と
も
意
味
す
る
︒

新
奇
性
の
あ
る
知
識
を
持
っ
て
い
る
の
は
︑
し
ば
し
ば
認
知
的
距
離
が
離
れ
て
い
る
相
手
で
あ
る
︒
た

だ
し
︑
認
知
的
距
離
が
離
れ
て
い
る
こ
と
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
可
能
性
の
低
下
を
意
味
す
る
︒

ノ
ー
テ
ボ
ー
ム
に
よ
る
と
︑
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
と
新
奇
性
を
考
慮
す
る
と
︑
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
が
も
っ
と
も
効
率
的
に
行
わ
れ
る
の
は
︑
図
�
の
図
式
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
近
す
ぎ
も
遠
す
ぎ

も
な
い
認
知
的
距
離
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
︒
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で
は
︑
近
す
ぎ
も
遠
す
ぎ
も
し
な
い
適
度
な
認
知
的
距
離
を
作
り
出
す
に
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
︒
組
織
的

近
接
性
︑
制
度
的
近
接
性
︑
地
理
的
近
接
性
の
う
ち
︑
い
ず
れ
か
の
近
接
性
が
小
さ
す
ぎ
る
︑
つ
ま
り
距
離
が
大
き
す
ぎ
︑
認
知
ギ
ャ
ッ
プ
が

生
じ
る
場
合
は
︑
そ
の
他
の
近
接
性
を
大
き
く
す
れ
ば
そ
れ
を
補
完
し
適
度
な
認
知
的
近
接
性
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
逆
に
︑
い
ず
れ

か
の
近
接
性
が
大
き
す
ぎ
る
︑
つ
ま
り
距
離
が
近
く
︑
類
似
性
が
高
い
こ
と
で
新
奇
的
知
識
が
得
ら
れ
な
い
場
合
︑
い
ず
れ
か
の
近
接
性
を
小

さ
く
す
る
︑
つ
ま
り
距
離
を
創
り
だ
す
こ
と
で
適
度
な
認
知
的
距
離
を
保
つ
こ
と
が
︑
新
奇
的
知
識
を
得
る
た
め
に
必
要
と
な
る
︵
な
お
︑
組

織
的
︑
制
度
的
︑
地
理
的
近
接
性
は
互
い
に
関
連
し
て
い
る
た
め
︑
単
純
な
足
し
算
に
は
な
ら
な
い
が
︑
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
た
め
単
純
化
し
て
い
る
︶
︒

具
体
的
に
考
え
て
み
た
い
︒
業
種
・
組
織
・
文
化
は
同
じ
も
し
く
は
近
い
が
︑
地
理
的
に
遠
い
相
手
と
の
知
識
学
習
は
︑
地
理
的
近
接
性
の
小

さ
さ
を
認
知
的
近
接
性
が
補
う
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
た
︑
業
種
・
組
織
・
文
化
は
異
な
る
が
地
理
的
に
近
い
相
手
の
場
合
は
︑
認
知
的
近
接
性

の
小
さ
さ
を
地
理
的
近
接
性
が
補
う
こ
と
が
で
き
る
︒

こ
の
よ
う
に
認
知
的
近
接
性
の
議
論
を
上
記
の
近
接
性
概
念
の
拡
張
の
議
論
を
関
連
付
け
て
︑
組
織
的
近
接
性
と
制
度
的
近
接
性
と
地
理
的

近
接
性
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
適
度
な
近
接
性
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
新
し
い
知
識
を
創
出
す
る
可
能
性
が
高
ま
る
と
い
う
仮
説
が
提

示
で
き
る⑪
︒
こ
こ
で
適
度
な
近
接
性
の
も
と
で
の
知
識
学
習
を
促
進
す
る
た
め
に
は
︑﹁
域
外
と
の
つ
な
が
り
﹂
と
﹁
域
内
の
多
様
性
﹂
が
有

効
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
︒
域
内
の
多
様
性
が
新
し
い
知
識
を
生
む
点
に
つ
い
て
は
︑
前
章
で
述
べ
た
ロ
ッ
ク
イ
ン
と
経
路
創
出
の
議
論

と
相
似
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
︒
認
知
的
近
接
性
が
大
き
す
ぎ
る
こ
と
は
グ
ラ
ブ
ハ
の
い
う
﹁
認
知
的
ロ
ッ
ク
イ
ン
﹂
に
対
応
す
る
︒

ま
た
︑
ボ
シ
ュ
マ
ら
の
﹁
関
連
あ
る
多
様
性
﹂
の
議
論
は
︑
認
知
的
距
離
が
近
す
ぎ
ず
遠
す
ぎ
な
い
適
度
な
関
係
を
︑
産
業
分
類
と
い
う
視
点

か
ら
捉
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
︒
こ
こ
で
︑
域
外
と
の
つ
な
が
り
に
し
ろ
︑
域
内
の
多
様
性
に
し
ろ
︑
そ
れ
ら
を
実
現
す
る
た
め
に
は
知

識
の
ル
ー
ト
と
な
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
適
切
な
組
み
替
え
が
必
要
で
あ
り
︑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
観
点
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
︒
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︵
二
)

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
関
係
・
構
造
と
社
会
的
近
接
性

Ⅰ
章
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
知
識
が
個
人
や
組
織
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
ル
ー
ト
を
通
じ
て
流
通
す
る
と
考
え
る
と
︑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お

け
る
関
係
の
あ
り
方
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全
体
の
構
造
は
︑
知
識
の
学
習
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
た
め
︑

経
済
地
理
学
に
お
い
て
も
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
の
議
論
を
援
用
し
た
研
究
が
多
く
な
さ
れ
て
き
た⑫
︒

社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
で
は
︑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
考
察
す
る
際
に
︑
二
者
間
の
関
係
の
質
に
着
目
す
る
視
点
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全
体
の
つ
な

が
り
方
の
構
造
に
着
目
す
る
視
点
が
あ
る
︒
こ
こ
で
は
前
者
を
関
係
的
視
点
︑
後
者
を
構
造
的
視
点
と
よ
ぶ
︒
関
係
的
視
点
は
二
者
間
の
関
係

の
質
に
着
目
す
る
も
の
で
︑
例
え
ば
二
者
が
家
族
や
友
人
関
係
に
あ
る
︑
も
し
く
は
継
続
的
に
緊
密
な
関
係
を
築
い
て
い
る
な
ど
の
場
合
︑
こ

の
二
者
は
関
係
的
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
と
さ
れ
︑
こ
の
関
係
的
な
埋
め
込
み
は
︑
両
者
の
信
頼
を
も
た
ら
し
︑
協
力
関
係
の
も
と
で
の
知
識

移
転
を
促
す
と
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
個
人
間
だ
け
で
な
く
企
業
間
に
も
適
用
で
き
る
︒
逆
に
︑
二
者
間
の
関
係
が
緊
密
で
は
な
い
︑
弱
い
つ
な
が

り
で
結
び
つ
い
て
い
る
場
合
︑
こ
の
弱
い
つ
な
が
り
は
新
し
い
情
報
を
得
る
ル
ー
ト
と
し
て
有
益
で
あ
る
こ
と
が
グ
ラ
ノ
ベ
ッ
タ
ー
に
よ
っ
て

指
摘
さ
れ
て
い
る⑬
︒
こ
の
よ
う
に
関
係
的
に
強
く
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
場
合
と
埋
め
込
み
が
弱
い
場
合
に
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
特
性
が
あ
り
︑
強
い

埋
め
込
み
は
︑
信
頼
の
形
成
と
暗
黙
的
な
知
識
の
移
転
に
お
い
て
有
益
で
あ
り
︑
弱
い
埋
め
込
み
は
既
存
の
も
の
と
は
異
な
る
新
た
な
情
報
の

ル
ー
ト
と
な
り
う
る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
︒
ウ
ッ
ジ
は
︑
弱
い
つ
な
が
り
と
強
い
つ
な
が
り
が
バ
ラ
ン
ス
良
く
保
持
し
て
い
る
こ
と
が
企
業

の
成
果
を
最
大
化
す
る
と
論
じ
て
い
る⑭
︒

一
方
︑
構
造
的
な
視
点
は
︑
二
者
間
の
関
係
だ
け
で
な
く
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全
体
の
繫
が
り
方
の
構
造
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
︑
社
会
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
分
析
の
手
法
の
発
展
と
と
も
に
研
究
が
増
加
し
て
い
る⑮
︒
例
え
ば
︑
Ａ
と
Ｂ
が
親
し
い
友
人
で
︑
Ａ
と
Ｃ
も
ま
た
親
し
い
友
人
で
あ
る

場
合
︑
Ｂ
と
Ｃ
が
友
人
で
あ
る
可
能
性
︑
ま
た
は
紹
介
な
ど
を
通
じ
て
友
人
に
な
る
可
能
性
は
高
い⑯
︒
つ
ま
り
︑
友
人
の
友
人
は
友
人
で
あ
る

可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
Ａ
と
Ｂ
と
Ｃ
の
三
者
が
共
に
強
い
つ
な
が
り
で
結
ば
れ
て
い
る
状
態
は
︑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
閉
鎖
性
が
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高
い
と
さ
れ
︑
そ
こ
に
は
効
果
的
な
規
範
と
信
頼
が
形
成
さ
れ
や
す
い
と
さ
れ
る
︒
こ
う
し
た
三
者
間
の
関
係
の
議
論
を
さ
ら
に
広
げ
て
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
全
体
の
構
造
に
適
用
し
︑
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
密
度
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
の
中
で
の
位
置
関
係
を
問
題
に
す
る
の
が
構
造
的
視

点
で
あ
る
︒
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
い
て
お
互
い
が
結
び
つ
い
て
い
る
割
合
が
高
い
凝
集
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
︵
派
閥
︶
は
構
造
的
埋
め
込
み
の

度
合
い
が
高
い
と
さ
れ
︑
情
報
の
伝
達
可
能
性
や
信
頼
の
形
成
と
い
う
面
で
は
優
れ
て
い
る
一
方
︑
知
識
が
同
質
化
し
︑
新
し
い
知
識
が
入
り

に
く
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
︒
こ
こ
で
︑
二
つ
の
異
な
る
凝
集
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
あ
り
︑
そ
の
間
に
つ
な
が
り
が
な
い
場
合
︑
そ
の
す
き

間
を
構
造
的
す
き
間
と
呼
び
︑
そ
の
す
き
間
に
つ
な
が
り
を
作
り
︑
ブ
リ
ッ
ジ
︵
橋
︶
を
渡
す
こ
と
で
新
し
い
情
報
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
流
通

す
る
こ
と
に
な
る⑰
︒
グ
リ
ュ
ッ
ク
ラ
ー
や
西
口
は
凝
集
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
土
台
の
う
え
に
適
度
な
ブ
リ
ッ
ジ
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
が
︑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
科
学
に
お
い
て
情
報
の
流
通
効
率
が
高
い
と
さ
れ
る
﹁
ス
モ
ー
ル
ワ
ー
ル
ド
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
に
相
当
す
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る⑱
︒
こ
う
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
の
あ
り
方
が
産
業
集
積
の
知
識
学
習
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
は
︑
與
倉
に
よ
る
定
量

的
実
証
分
析
が
あ
る⑲
︒
與
倉
は
︑
浜
松
地
域
の
製
造
業
に
お
け
る
異
業
種
交
流
会
お
よ
び
研
究
会
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
分
析
し
︑
複
数
の
研
究

会
に
ま
た
が
っ
て
参
加
す
る
企
業
の
存
在
と
研
究
会
参
加
者
の
流
動
性
の
高
さ
と
が
︑
そ
の
後
の
共
同
研
究
開
発
に
結
び
付
く
要
因
と
な
っ
て

い
る
と
指
摘
し
て
い
る
︒

こ
う
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
の
関
係
的
お
よ
び
構
造
的
埋
め
込
み
の
程
度
を
社
会
的
近
接
性
︵
あ
る
い
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
近
接
性
︶
と
定
義

す
る
な
ら
ば
︑
社
会
的
近
接
性
は
︑
つ
な
が
り
を
通
じ
た
知
識
の
相
互
学
習
を
も
た
ら
し
︑
制
度
的
近
接
性
や
組
織
的
近
接
性
と
同
様
に
認
知

的
近
接
性
を
高
め
る
可
能
性
が
指
摘
で
き
る⑳
︒
関
係
的
に
も
構
造
的
に
も
埋
め
込
み
の
度
合
い
が
強
い
よ
う
な
社
会
的
近
接
性
が
大
き
い
状
態

に
お
い
て
は
︑
規
範
︑
価
値
の
共
有
と
信
頼
関
係
の
形
成
が
進
み
︑
知
識
の
学
習
が
効
率
的
に
進
み
う
る
︒
そ
の
こ
と
は
時
間
の
経
過
と
と
も

に
知
識
の
共
有
と
同
質
化
が
進
行
す
る
こ
と
で
も
あ
り
︑
言
い
換
え
る
な
ら
認
知
的
近
接
性
が
大
き
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
逆
に
関
係
的
や

構
造
的
に
埋
め
込
み
の
度
合
い
を
低
め
る
方
向
の
動
き
︑
例
え
ば
弱
い
つ
な
が
り
の
形
成
や
構
造
的
す
き
間
の
橋
渡
し
を
す
る
こ
と
は
︑
新
し

い
知
識
の
流
入
を
促
し
︑
大
き
す
ぎ
る
認
知
的
近
接
性
を
小
さ
く
す
る
働
き
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
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︵
三
)

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
と
近
接
性

こ
こ
で
時
間
軸
の
視
点
か
ら
み
た
場
合
に
︑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
け
る
つ
な
が
り
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
る
か
︑
と
い
う
点
を
検
討
し
た

い
︒
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
の
議
論
に
お
い
て
︑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
け
る
つ
な
が
り
の
形
成
要
因
は
︑
地
理
的
近
接
性
と
ホ
モ
フ
ィ
リ
ー

︵
同
質
結
合
原
理
︶
が
あ
る㉑
︒
前
者
の
地
理
的
近
接
性
が
つ
な
が
り
の
形
成
を
促
す
こ
と
は
︑
地
理
的
近
接
性
に
よ
り
接
触
の
可
能
性
が
高
ま

る
た
め
で
あ
り
理
解
し
や
す
い
だ
ろ
う
︒
一
方
︑
ホ
モ
フ
ィ
リ
ー
と
は
︑
何
ら
か
の
点
で
共
通
の
特
徴
を
も
っ
て
い
る
︑
つ
ま
り
似
て
い
る
︑

近
い
者
ど
う
し
が
結
合
し
や
す
い
こ
と
を
指
す
も
の
で
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
類
は
友
を
呼
ぶ
﹂
と
い
う
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
こ
の
よ

う
に
︑
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
議
論
で
は
︑
地
理
的
に
近
い
も
の
ど
う
し
︑
あ
る
い
は
何
ら
か
の
似
た
要
素
を
持
つ
も
の
ど
う
し
は
結
合
し
や

す
い
︑
と
さ
れ
る
︒
こ
れ
を
近
接
性
の
議
論
と
関
連
付
け
る
と
︑﹁
似
て
い
る
﹂
と
は
︑
認
知
的
に
近
接
し
て
い
る
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
︒
し
た
が
っ
て
認
知
的
︑
地
理
的
な
近
接
性
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
け
る
つ
な
が
り
の
形
成
を
促
す
と
い
え
る
︒
つ
な
が
り
が
形

成
さ
れ
増
加
す
る
こ
と
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
密
度
と
凝
集
性
を
高
め
︑
構
造
的
な
埋
め
込
み
の
度
合
い
を
強
め
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
関
係
的
埋

め
込
み
の
強
さ
に
つ
い
て
も
︑
地
理
的
に
近
く
接
触
の
頻
度
と
密
度
の
高
い
場
合
や
︑﹁
似
た
も
の
﹂
ど
う
し
の
場
合
の
方
が
強
ま
る
で
あ
ろ

う
︒先

に
社
会
的
近
接
性
が
認
知
的
近
接
性
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
を
す
で
に
述
べ
た
が
︑
認
知
的
近
接
性
が
社
会
的
近
接
性
を
増
大
さ
せ
る
と
い

う
逆
方
向
の
関
係
も
存
在
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
︒
平
た
く
い
え
ば
︑
似
て
い
る
か
ら
つ
な
が
る
と
い
う
場
合
も
あ
れ
ば
︑
つ
な
が
っ
て
い
る

か
ら
似
て
く
る
と
い
う
場
合
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
他
方
︑
地
理
的
近
接
性
が
つ
な
が
り
の
形
成
を
促
し
︑
つ
な
が
り
の
形
成
が
社
会

的
近
接
性
を
高
め
︑
そ
れ
が
時
間
の
経
過
と
と
も
に
認
知
的
近
接
性
を
高
め
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
な
議
論
を
も
と
に
︑
バ
ー
ラ
ン
ド
ら
は
︑
近
接
性
を
固
定
的
な
も
の
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
︑
よ
り
動
態
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が

必
要
で
あ
る
と
主
張
す
る㉒
︒
ま
ず
︑
地
理
的
近
接
性
に
よ
る
も
の
に
せ
よ
ホ
モ
フ
ィ
リ
ー
に
よ
る
も
の
に
せ
よ
︑
な
ん
ら
か
の
関
係
が
形
成
さ
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れ
相
互
作
用
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
相
互
の
知
識
学
習
が
進
み
︑
し
だ
い
に
ア
ク
タ
ー
の
知
識
の
同
質
性
が
高
ま
り
︑
認
知
的
近
接
性
が
増
大
す

る
︒
ま
た
︑
慣
行
や
規
範
︑
ル
ー
ル
な
ど
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
制
度
に
つ
い
て
も
共
有
や
相
互
理
解
が
進
む
︵
つ
ま
り
制
度
的
近
接
性
が
増
大

す
る
︶
︒
二
者
間
の
緊
密
さ
や
信
頼
と
い
っ
た
関
係
的
な
埋
め
込
み
の
度
合
い
も
高
ま
り
︑
ま
た
︑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
凝
集
性
が
高
ま
る
こ
と

で
構
造
的
な
埋
め
込
み
の
度
合
い
も
増
大
す
る
︵
つ
ま
り
社
会
的
近
接
性
が
増
大
す
る㉓
︶
︒
こ
の
よ
う
に
︑
関
係
が
形
成
さ
れ
︑
そ
れ
が
持
続
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
︑
相
互
作
用
が
繰
り
返
さ
れ
︑
様
々
な
次
元
で
の
近
接
性
が
強
ま
る
︒
近
接
性
に
よ
っ
て
関
係
の
形
成
と
知
識
の
学
習
が
も
た

ら
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
︑
関
係
が
持
続
し
︑
そ
の
関
係
の
も
と
で
の
相
互
作
用
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
︑
時
間
の
経
過
に
し
た
が
っ
て
近
接

性
は
い
っ
そ
う
大
き
く
な
る
と
い
え
よ
う
︒

さ
ら
に
バ
ー
ラ
ン
ド
ら
は
︑
ア
ク
タ
ー
が
近
接
性
に
基
づ
い
て
知
識
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す
る
の
か
︑
あ
る
い
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
関
係
の

も
と
で
知
識
を
交
換
す
る
か
ら
よ
り
近
接
す
る
の
か
︑
と
い
う
問
い
を
た
て
た
う
え
で
︑
関
係
の
形
成
と
比
べ
る
と
近
接
性
は
よ
り
ゆ
っ
く
り

と
し
か
変
化
し
な
い
た
め
︑
短
期
的
に
は
近
接
性
が
知
識
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
︑
長
期
的
に
は
知
識
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
近
接
性
を
形
成
す
る

と
し
て
い
る㉔
︒
現
時
点
で
こ
の
議
論
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
も
う
少
し
検
討
・
検
証
が
必
要
だ
ろ
う
が
︑
近
接
性
を
よ
り
動
態
的
に
と
ら
え
知

識
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
近
接
性
の
共
進
化
の
視
点
を
提
起
し
た
と
い
う
意
味
で
は
重
要
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
そ
れ
に
し
た
が
う
な
ら
︑
短
期
的
に

変
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
知
識
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
側
で
あ
り
︑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
組
み
替
え
に
よ
っ
て
近
接
性
を
変
え
る
こ
と
の
意
義
が
示

さ
れ
る
︒

こ
こ
で
前
章
の
ロ
ッ
ク
イ
ン
や
進
化
の
議
論
と
の
関
係
を
み
て
み
よ
う
︒
知
識
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
つ
な
が
り
の
増
加
と
強
化
は
認
知
的
近
接

性
を
増
大
さ
せ
︑
信
頼
の
形
成
と
知
識
学
習
の
効
率
性
は
上
が
る
反
面
︑
新
奇
的
な
知
識
の
入
手
可
能
性
を
減
少
さ
せ
る
︒
す
な
わ
ち
集
積
に

お
い
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
持
続
す
る
こ
と
は
︑
地
域
的
な
負
の
ロ
ッ
ク
イ
ン
へ
の
潜
在
的
な
源
と
な
り
う
る㉕
︒
認
知
的
近
接
性
が
あ

る
時
点
で
適
度
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
時
間
の
経
過
と
と
も
に
し
だ
い
に
大
き
す
ぎ
る
よ
う
に
な
り
︑
新
奇
的
な
知
識
を
得
る
こ
と
が
難
し
く

な
る
こ
と
で
︑
負
の
ロ
ッ
ク
イ
ン
に
陥
り
か
ね
な
い
︒
多
様
性
・
異
質
性
を
維
持
す
る
た
め
に
は
︑
関
係
的
に
も
構
造
的
に
も
埋
め
込
み
の
度
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合
い
が
低
い
よ
う
な
社
会
的
近
接
性
の
小
さ
い
相
手
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
り
出
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
固
定

化
さ
れ
ず
流
動
的
で
あ
る
こ
と
も
︑
多
様
性
・
異
質
性
の
維
持
に
貢
献
す
る
と
考
え
ら
れ
る㉖
︒
先
述
の
水
野
・
立
見
の
議
論
と
統
合
す
る
な
ら

ば
︑
社
会
的
に
も
制
度
的
に
も
組
織
的
に
も
︑
様
々
な
次
元
で
﹁
遠
い
﹂
相
手
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
流
動
的
に
組
み
替
え
て
知
識
を
得
る
こ
と

で
適
度
な
﹁
距
離
﹂
を
作
り
出
す
こ
と
が
︑
新
奇
的
知
識
を
得
て
︑
ロ
ッ
ク
イ
ン
を
防
ぎ
︑
地
域
の
新
し
い
経
路
を
創
出
す
る
こ
と
に
つ
な
が

る
と
考
え
ら
れ
る㉗
︒

以
上
で
み
て
き
た
よ
う
に
︑
本
章
で
示
し
た
近
接
性
の
議
論
に
お
い
て
も
︑
時
間
軸
を
考
慮
し
た
動
態
的
な
捉
え
方
の
必
要
性
の
認
識
と
い

う
点
で
︑
前
章
の
進
化
経
済
地
理
学
の
議
論
と
共
通
の
方
向
性
が
み
ら
れ
る
︒
他
方
︑
前
章
の
関
連
あ
る
多
様
性
や
地
域
の
分
岐
な
ど
の
議
論

に
お
い
て
︑
多
様
で
異
質
な
も
の
の
重
要
性
を
強
調
し
つ
つ
︑
そ
こ
に
は
一
定
の
関
連
性
が
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
を
示
す
︒
こ
れ
は
近
接

性
の
議
論
に
お
け
る
﹁
適
度
な
近
接
性
﹂
の
考
え
方
で
説
明
で
き
る
︒
近
接
性
の
議
論
と
進
化
経
済
学
の
議
論
は
統
合
さ
れ
つ
つ
あ
る
︒

①

本
節
の
議
論
に
つ
い
て
の
よ
り
詳
細
は
以
下
の
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
水
野

真
彦
︵
二
〇
一
一
︶﹃
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
経
済
空
間
﹄
京
都
大
学
学
術
出
版
会
︑

七
一
-
八
三
頁
︒

②

T
orre,
A
.
and
G
illy,
J.P
.
(1999):
“O
n
analytical
dim
ension
of

p
ro
x
im
ity
d
y
n
a
m
ic
s”.
R
eg
io
n
a
l
S
tu
d
ies,
34-2,
p
p.
169-180.

C
arrincazeaux,C
.and
C
oris,M
.(2011)
“P
roxim
ity
and
innovation”.In

C
ooke,P
.,A
sheim
,B
.,B
oschm
a,R
.,Schw
arz,D
.and
T
odtling,F
eds.

H
an
d
book
of
region
al
in
n
ovation
an
d
grow
th
,
E
dw
ard
E
lgar,
pp.

269-281.

③

T
orre,
A
.
and
R
allet,
A
.
(2005):
“P
roxim
ity
and
localization”.

R
egion
al
S
tu
d
ies,39,
pp.47-59.

④

R
allet,
A
.
an
d
T
orre,
A
.
(1999):
“Is
g
eog
rap
h
ical
p
rox
im
ity

necessary
in
the
innovation
netw
orks
in
the
era
of
global
econom
y?”

G
eojou
rn
al,49,
pp.373-380.

⑤

例
え
ば
ガ
ー
ト
ラ
ー
は
︑
ド
イ
ツ
の
工
作
機
械
製
造
企
業
の
事
例
を
も
と
に
︑

知
識
が
地
理
的
距
離
を
克
服
す
る
こ
と
は
確
か
に
可
能
だ
が
︑
異
な
る
制
度
的
環

境
の
も
と
で
距
離
を
克
服
す
る
こ
と
は
難
し
い
し
費
用
が
か
か
る
と
主
張
し
て
い

る
︒
G
ertler,
M
.
(2004)
M
an
u
factu
rin
g
cu
ltu
re.
O
xford
U
niversity

P
ress.
pp.155-156.

⑥

サ
ク
セ
ニ
ア
ン
が
示
す
台
湾
と
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
の
間
を
結
ぶ
華
人
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
な
ど
は
こ
の
例
で
あ
ろ
う
︒
サ
ク
セ
ニ
ア
ン
︑
Ａ
．︵
二
〇
〇
八
︶﹃
最

新
・
経
済
地
理
学

グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
と
地
域
の
優
位
性

﹄︵
酒
井
泰
介

訳
︶︑
日
経
Ｂ
Ｐ
社
︒

⑦

N
ooteboom
,
B
.(1999):“Innovation,
learning
and
industrial
organi-

zation”.
C
am
brid
ge
Jou
rn
al
of
E
con
om
ics,23,
pp.127-150.

⑧

N
ooteboom
,B
.(2006):Innovation,learning
and
cluster
dynam
ics.In

A
sheim
,
B
.,
C
ooke,
P
.
and
M
artin,
R
.
eds.
C
lu
sters
an
d
region
al

d
evelopm
en
t:
critical
reflection
s
an
d
exploration
s.
pp.137-163.

産業集積の進化と近接性のダイナミクス（水野）

287 (287)



⑨

水
野
真
彦
・
立
見
淳
哉
︵
二
〇
〇
八
︶﹁
認
知
的
近
接
性
︑
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
︑

産
業
集
積
の
多
様
性
﹂︑
季
刊
経
済
研
究
︑
三
〇
巻
三
号
︑
一
-
一
四
頁
︒
な
お
︑

ボ
シ
ュ
マ
は
認
知
的
近
接
性
と
い
う
概
念
を
︑
知
識
基
盤
の
類
似
性
に
限
定
し
て

用
い
て
い
る
︒
近
接
性
概
念
の
定
義
は
︑
論
者
に
よ
っ
て
異
な
り
︑
注
意
が
必
要

で
あ
る
︒
B
oschm
a,
R
.
(2005):“P
roxim
ity
and
innovation:
a
critical

assessm
ent”.
R
egion
al
S
tu
d
ies,39-1,
pp.61-74.

⑩

こ
こ
で
い
う
﹁
新
奇
的
知
識
﹂
と
は
︑
す
で
に
ほ
か
の
主
体
が
も
っ
て
い
る
が
︑

そ
の
主
体
に
と
っ
て
は
新
奇
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒

⑪

前
掲
Ⅲ

⑨
水
野
・
立
見
︵
二
〇
〇
八
︶︒

⑫

水
野
真
彦
︵
二
〇
〇
七
︶﹁
経
済
地
理
学
に
お
け
る
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
の

意
義
と
展
開
方
向

知
識
の
議
論
を
中
心
に

﹂︑
地
理
学
評
論
八
〇
巻
八

号
︑
四
八
一
-
四
九
八
頁
︒
與
倉
豊
︵
二
〇
〇
八
︶﹁
経
済
地
理
学
お
よ
び
関
連

諸
分
野
に
お
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
め
ぐ
る
議
論
﹂︑
経
済
地
理
学
年
報
︑
五
四

-
一
︑
四
〇
-
六
二
頁
︒

⑬

グ
ラ
ノ
ベ
ッ
タ
ー
︵
一
九
九
八
︶﹃
転
職

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
キ
ャ
リ
ア
の

研
究
﹄︵
渡
辺
深
訳
︶
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︒

⑭

U
zzi,
B
.(1996):“T
he
sources
and
consequences
of
em
beddedness

for
the
econom
ic
perform
ance
of
organization:
T
he
netw
ork
effect”.

A
m
erican
S
ociological
R
eview
,61,pp.674-698.U
zzi,B
.(1997):“Social

structure
and
com
petition
in
interfirm

netw
orks:
T
he
paradox
of

em
beddedness”.
A
d
m
in
istrative
S
cien
ce
Q
u
arterly,42:35-67.

⑮

社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
分
析
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
安
田

雪
︵
一
九
九
七
︶﹃
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
分
析

何
が
行
為
を
決
定
す
る
か
﹄
新
曜

社
︒
安
田
雪
︵
二
〇
〇
一
︶﹃
実
践
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
分
析

関
係
を
説
く
理
論

と
技
法
﹄
新
曜
社
︒

⑯

グ
ラ
ノ
ベ
ッ
タ
ー
︑
Ｍ
．︵
二
〇
〇
六
︶﹁
弱
い
紐
帯
の
強
さ
﹂︵
野
沢
慎
司

編
・
監
訳
﹃
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論

家
族
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・

社
会
関
係
資
本
﹄
勁
草
書
房
︑
一
二
三
-
一
五
八
頁
︒

前
掲
Ⅱ

⑪

B
oschm
a
and
F
renken
(2010)

⑰

バ
ー
ト
︑
Ｒ
．
Ｓ
．︵
二
〇
〇
六
︶
社
会
関
係
資
本
を
も
た
ら
す
の
は
構
造
的

隙
間
か
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
閉
鎖
性
か
︵
金
光
淳
訳
︶．
野
沢
慎
司
編
﹃
リ
ー
デ
ィ
ン

グ
ス

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
：
家
族
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
社
会
関
係
資
本
﹄
勁
草
書

房
︑
二
四
三
-
二
七
七
頁
︒

⑱

G
luckler,J.
(2007):
“E
conom
ic
geography
and
the
evolution
of

netw
orks”.
Jou
rn
al
of
E
con
om
ic
G
eograph
y,7,
pp.619-634.西
口
敏
広

︵
二
〇
〇
七
︶﹃
遠
距
離
交
際
と
近
所
づ
き
あ
い

成
功
す
る
組
織
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
戦
略
﹄
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
︒
ス
モ
ー
ル
ワ
ー
ル
ド
に
つ
い
て
は
︑
ワ
ッ
ツ
︑
Ｄ
．

︵
二
〇
〇
四
︶﹃
ス
モ
ー
ル
ワ
ー
ル
ド
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

世
界
を
知
る
た
め

の
新
科
学
的
思
考
法

﹄︵
辻
竜
平
・
友
和
政
樹
訳
︶︑
阪
急
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
ズ
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

⑲

與
倉
豊
︵
二
〇
一
二
︶﹁
産
業
集
積
地
域
に
お
け
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
構
築
と
役
割

静
岡
県
浜
松
地
域
を
事
例
と
し
て
﹂
E
-Jou
rn
al

G
E
O
,七
巻
二
号
︑
一
五
八
-
一
七
七
頁
︒

⑳

社
会
的
近
接
性
が
ミ
ク
ロ
な
社
会
的
埋
め
込
み
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
︑
制
度

的
近
接
性
は
マ
ク
ロ
な
社
会
的
埋
め
込
み
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
︒

㉑

カ
ド
ゥ
シ
ン
︑
Ｃ
．︵
二
〇
一
五
︶﹃
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
理
解
す
る
﹄

︵
五
十
嵐
祐
監
訳
︶
北
大
路
書
房
︑
二
〇
-
二
五
頁
︒
前
掲
Ⅲ

⑱

G
luckle

(2007)︒

㉒

B
alland,
P
-A
.,
B
oschm
a,R
.
and
F
renken,
K
.(2015):“P
roxim
ity
and

innovation:
from

statics
to
dynam
ics”,
R
egion
al
S
tu
d
ies,
49-6,
pp.

907-920.
な
お
︑
つ
な
が
り
の
形
成
要
因
に
は
︑
そ
の
他
に
﹁
優
先
的
選
択
﹂

と
よ
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
す
で
に
多
く
の
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
る

者
が
新
た
な
つ
な
が
り
を
得
や
す
い
︑
と
い
う
も
の
で
︑
そ
の
結
果
と
し
て
多
く

の
つ
な
が
り
を
も
つ
少
数
の
﹁
ハ
ブ
﹂
を
中
心
と
す
る
階
層
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
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が
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
︑
興
味
深
い
︒
G
iuliani,
E
.
(2007):
T
he

selective
nature
of
know
ledge
netw
orks
in
clusters:
evidence
from

the
w
ine
industry.
Jou
rn
al
of
E
con
om
ic
G
eograph
y,7,
pp.139-168.

㉓

前
掲
Ⅱ

⑪

B
oschm
a
and
F
renken
(2010)

㉔

前
掲
Ⅲ

㉒

B
alland,
B
oschm
a
and
F
renken
(2015)

㉕

前
掲
Ⅱ

⑪

B
oschm
a
and
F
renken
(2010)

㉖

前
掲
Ⅲ

⑲

與
倉
︵
二
〇
一
七
︶︒
前
掲
Ⅲ

⑫

水
野
︵
二
〇
〇
七
︶

㉗

M
enzel,,
M
-P
.(2013):“Interrelating
dynam
ic
proxim
ities
by
bridg-

ing,
reducing
and
producing
distances”.
R
egion
al
S
tu
d
ies,49-11,
pp.

1892-1907.

Ⅳ

お
わ
り
に

進
化
経
済
地
理
学
と
近
接
性
の
議
論
の
交
差
点
か
ら

最
後
に
本
稿
の
議
論
を
要
約
し
︑
本
稿
の
議
論
が
地
域
発
展
論
︑
地
域
政
策
論
に
示
唆
す
る
と
こ
ろ
を
整
理
し
た
い
︒
Ⅱ
章
で
は
︑
進
化
経

済
地
理
学
に
お
け
る
産
業
集
積
の
進
化
を
め
ぐ
る
議
論
を
展
望
し
た
︒
産
業
集
積
の
進
化
を
め
ぐ
る
議
論
は
︑
集
積
地
域
に
焦
点
を
当
て
︑
産

業
な
い
し
知
識
の
多
様
性
・
異
質
性
の
あ
り
方
を
問
う
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
︒
地
域
が
特
定
の
産
業
に
特
化
す
る
こ
と
に
利
益
が
あ
る
こ
と

は
す
で
に
古
典
的
な
集
積
の
議
論
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
︑
そ
れ
は
永
続
的
な
も
の
で
は
な
く
︑
特
化
の
度
合
い
が
高
ま
る
こ
と
は
︑
短
期
的

効
率
性
を
高
め
る
反
面
︑
長
期
的
に
は
環
境
変
化
へ
の
適
応
力
を
損
な
う
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
︒
持
続
的
な
地
域
発
展
に
は
︑
あ
る
程
度
関
連

を
も
っ
た
形
で
の
多
様
性
・
異
質
性
を
維
持
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
︒
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
︑
地
域
の
既
存
の
産
業

か
ら
そ
れ
に
関
連
す
る
新
た
な
産
業
を
分
岐
さ
せ
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
集
積
地
域
は
︑
産
業
の
特
化
と
知
識
の

均
質
化
が
進
む
に
つ
れ
て
︑
成
長
か
ら
衰
退
へ
︑
一
定
の
軌
道
を
た
ど
る
こ
と
が
多
く
み
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
は
必
然
で
は
な
く
︑
主
体
の
意
図

的
行
為
に
よ
っ
て
複
数
の
軌
道
を
と
り
う
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
︒
こ
う
し
た
議
論
は
︑
地
域
や
集
積
と
い
う
メ
ソ
ス
ケ
ー
ル
の
領
域
を
対
象
と

し
︑
領
域
の
あ
り
方
を
時
系
列
の
視
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
で
多
く
の
有
益
な
知
見
を
提
供
し
て
い
る
反
面
︑
領
域
内
部
の
あ
り
方
に
関
心
が

集
中
し
︑
領
域
外
部
と
の
関
係
も
し
く
は
異
な
る
地
理
的
ス
ケ
ー
ル
の
影
響
に
つ
い
て
の
考
慮
が
欠
け
る
傾
向
は
指
摘
で
き
る
︒

次
に
Ⅲ
章
で
は
︑
主
体
間
関
係
に
焦
点
を
当
て
︑
そ
の
関
係
に
お
け
る
近
接
性
の
あ
り
方
を
問
う
議
論
を
整
理
し
た
︒
近
接
性
に
は
地
理
的

近
接
性
以
外
に
も
制
度
的
︑
組
織
的
︑
社
会
︵
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
︶
的
な
近
接
性
が
あ
り
︑
新
奇
的
な
知
識
の
学
習
か
ら
新
た
な
知
識
を
生
み
出
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す
に
は
︑
制
度
的
︑
組
織
的
︑
社
会
的
な
ど
︑
様
々
な
次
元
で
大
き
す
ぎ
ず
小
さ
す
ぎ
な
い
﹁
適
度
な
﹂
近
接
性
を
創
り
出
す
こ
と
が
必
要
で

あ
る
︒
こ
う
し
た
近
接
性
の
議
論
は
︑
ミ
ク
ロ
な
主
体
に
焦
点
を
お
い
て
︑
そ
れ
ら
の
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
け
る
知
識
の
学
習
を
考
察

す
る
と
い
う
点
に
特
色
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ま
で
は
動
態
的
な
視
点
が
弱
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
︑
進
化
を
め
ぐ
る
議
論
と
の

交
流
の
な
か
で
︑
時
間
軸
を
考
慮
し
た
議
論
が
始
ま
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
Ⅱ
章
︑
Ⅲ
章
で
み
て
き
た
議
論
は
︑
現
実
の
地
域
の
産
業
が
い

か
に
変
容
し
て
き
た
か
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
説
明
す
る
た
め
に
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
︒

最
後
に
︑
こ
う
し
た
進
化
の
議
論
と
近
接
性
の
議
論
は
︑
地
域
発
展
論
︑
地
域
政
策
論
に
ど
の
よ
う
な
示
唆
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
検

討
し
た
い
︒
地
域
の
産
業
集
積
は
︑
時
間
の
経
過
と
と
も
に
特
化
︑
同
質
化
し
て
い
く
こ
と
で
︑
特
定
の
産
業
に
ロ
ッ
ク
イ
ン
さ
れ
︑
成
熟
か

ら
衰
退
の
段
階
に
至
る
こ
と
が
多
い
︒
地
域
の
産
業
が
知
識
学
習
に
よ
っ
て
新
た
な
知
識
を
生
み
出
す
こ
と
で
︑
ロ
ッ
ク
イ
ン
を
回
避
し
新
た

な
経
路
を
創
出
す
る
た
め
に
は
︑
適
度
な
近
接
性
と
多
様
性
が
必
要
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
に
は
︑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
流
動
的
に
組
み
替
え
る
こ

と
で
︑
様
々
な
次
元
で
適
度
に
﹁
遠
い
﹂
相
手
か
ら
の
知
識
学
習
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
︒
具
体
的
に
は
第
一
に
︑
地
理
的
に
﹁
遠
い
﹂

と
い
う
意
味
で
︑
域
外
と
の
つ
な
が
り
か
ら
の
知
識
学
習
が
挙
げ
ら
れ
る①
︒
域
外
と
の
つ
な
が
り
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
域
内
の
つ

な
が
り
が
不
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
︑
域
内
と
域
外
の
バ
ラ
ン
ス
の
あ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
各
企
業
が
も
つ
こ
と
が
︑
域
内
に
新
し

い
知
識
を
流
通
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
外
か
ら
知
識
を
得
て
︑
域
内
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
域
内
の
ア
ク

タ
ー
に
得
た
知
識
を
拡
散
す
る
役
割
を
果
た
す
企
業
や
組
織
の
存
在
が
地
域
発
展
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る②
︒
こ
う

し
た
地
域
外
と
の
つ
な
が
り
か
ら
の
知
識
学
習
は
︑
特
に
地
域
内
の
産
業
に
多
様
性
が
欠
け
て
い
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
凝
集
性
が
高
い
よ
う
な

地
域
に
お
い
て
重
要
に
な
る③
︒

第
二
に
︑
地
理
的
に
近
接
し
て
い
る
が
︑
組
織
︑
制
度
︑
社
会
︵
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
︶
の
点
で
﹁
遠
い
﹂
相
手
か
ら
知
識
を
得
る
こ
と
で
あ
る
︒

こ
の
た
め
に
は
︑
地
域
内
に
関
連
あ
る
多
様
な
産
業
が
存
在
し
︑
異
質
な
知
識
を
持
つ
相
手
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
︒
し
か
し
︑

地
域
内
の
産
業
の
多
様
性
が
あ
り
︑
知
識
の
異
質
性
が
あ
る
地
域
で
も
︑
時
間
の
経
過
と
繰
り
返
さ
れ
る
相
互
作
用
に
よ
っ
て
し
だ
い
に
産
業
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が
特
化
︑
知
識
が
均
質
化
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
︒
多
様
性
︑
異
質
性
を
保
持
す
る
た
め
に
は
︑
ま
ず
短
期
的
効
率
性
を
求
め
て
特
化
し
な
い

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
︒
さ
ら
に
︑
既
存
産
業
と
関
連
す
る
新
産
業
を
分
岐
さ
せ
る
こ
と
は
︑
地
域
産
業
の
多
様
性
を
増
大
さ
せ
︑
均
質
化
を
食

い
止
め
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
︒
分
岐
を
起
こ
す
た
め
に
は
︑
適
度
に
﹁
近
い
﹂︑
関
連
性
の
あ
る
相
手
か
ら
の
知
識
学
習
が
有
効
で
あ
り
︑

地
域
の
産
業
構
成
が
関
連
あ
る
多
様
性
を
示
す
状
態
で
あ
る
こ
と
の
重
要
性
が
確
認
で
き
る
︒

な
お
︑
こ
こ
で
﹁
関
連
が
あ
る
﹂
と
は
主
と
し
て
産
業
分
類
の
観
点
か
ら
と
ら
え
た
も
の
で
あ
り
︑
固
定
的
な
も
の
で
は
な
い
︒
そ
れ
ま
で

関
連
が
な
い
と
み
な
さ
れ
て
い
た
︵
認
知
的
距
離
が
離
れ
た
状
態
に
あ
っ
た
︶
産
業
の
間
で
知
識
を
結
合
さ
せ
︑
関
連
を
も
た
せ
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
︑
そ
こ
か
ら
新
た
な
産
業
が
分
岐
す
る
可
能
性
が
あ
る
︒
認
知
的
距
離
が
離
れ
た
産
業
間
に
お
け
る
知
識
学
習
は
容
易
で
は
な
い
が
︑
地

理
的
近
接
性
の
も
と
で
密
度
の
高
い
対
面
接
触
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
効
果
的
な
学
習
の
可
能
性
は
高
ま
る
︒
そ
う
し
た
関
連
が
な
か
っ

た
産
業
間
に
関
連
を
作
り
出
し
︑
産
業
の
分
岐
を
起
こ
す
こ
と
は
︑
地
域
の
多
様
性
︑
異
質
性
の
維
持
に
つ
な
が
り
︑
ロ
ッ
ク
イ
ン
に
よ
る
衰

退
を
防
ぐ
効
果
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
関
連
が
あ
る
産
業
は
も
ち
ろ
ん
︑
そ
れ
ま
で
関
連
が
な
か
っ
た
産
業
の
間
に
も
横
断
的
な
つ
な
が
り

を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
産
業
を
産
み
だ
し
う
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
し
て
︑
地
域
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
地
域
政
策
論
と
し

て
は
︑
地
域
組
織
︵
行
政
や
民
間
団
体
な
ど
︶
が
︑
様
々
な
横
断
的
つ
な
が
り
を
仲
介
し
︑
そ
の
対
話
を
促
す
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
知
識
を
生

み
︑
地
域
発
展
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
︑
ク
ッ
ク
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て
い
る④
︒

以
上
が
︑
本
稿
で
み
て
き
た
進
化
や
近
接
性
の
議
論
が
︑
地
域
発
展
論
・
地
域
政
策
論
に
含
意
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
集
積
が
ロ
ッ
ク
イ
ン

に
よ
っ
て
成
熟
・
衰
退
の
経
路
を
た
ど
っ
た
際
に
︑
均
衡
論
的
な
議
論
で
は
︑
そ
れ
を
打
破
す
る
た
め
に
は
︑
外
的
シ
ョ
ッ
ク
し
か
方
法
が
な

い
と
さ
れ
て
い
る
︒
そ
う
し
た
考
え
方
は
︑
ロ
ッ
ク
イ
ン
に
よ
っ
て
停
滞
し
て
い
る
状
態
を
打
破
す
る
に
は
︑
外
的
な
シ
ョ
ッ
ク
な
ど
に
よ
っ

て
﹁
全
部
壊
す
﹂
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
議
論
に
つ
な
が
る
傾
向
に
あ
る⑤
︒
そ
し
て
そ
の
議
論
の
背
後
に
は
︑
壊
し
さ
え
す
れ
ば
新
し
い

経
路
が
自
然
と
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
暗
黙
の
仮
定
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
破
壊
は
可
能
で
も
︑
そ
の
後
の
何
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
の
経
路
の
創

出
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
経
済
地
理
学
の
議
論
が
示
す
こ
と
は
︑
適
度
な
距
離
を
作
り
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出
し
︑
分
岐
に
よ
っ
て
自
ら
を
多
様
化
さ
せ
る
思
慮
深
い
主
体
︵
個
々
の
企
業
や
公
的
も
し
く
は
民
間
の
地
域
組
織
︶
の
継
続
的
な
行
為
が
停
滞
を

打
破
し
︑
新
し
い
経
路
を
創
出
す
る
た
め
に
は
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

①

こ
の
外
か
ら
知
識
を
得
る
つ
な
が
り
を
︑
バ
ー
テ
ル
ト
ら
は
︑﹁
パ
イ
プ
ラ
イ

ン
﹂
と
呼
ぶ
︒
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
と
い
う
語
の
背
後
に
は
︑
集
積
の
内
部
の
よ
う
に

意
図
し
な
い
偶
然
の
つ
な
が
り
の
形
成
な
ど
は
期
待
で
き
な
い
が
︑
意
図
を
も
っ

て
計
画
的
に
︑
費
用
を
か
け
て
構
築
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
含
意
が
あ
る
︒

B
athelt,
H
.,
M
alm
berg,
A
.
and
M
askell,
P
.
(2004):
“C
lusters
and

know
ledge
local
buzz,global
pipelines
and
the
process
of
know
ledge

creation”.
P
rogress
in
H
u
m
an
G
eograph
y,28,
pp.31-56.

②

B
oschm
a,
R
.
(2015):
“T
ow
ards
an
evolutionary
perspective
on

regional
resilience”.
R
egion
al
S
tu
d
ies,49-1,
pp.733-751.

③

グ
リ
ュ
ッ
ク
ラ
ー
は
こ
う
し
た
地
域
外
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
橋
渡
し
を
グ

ロ
ー
バ
ル
ブ
リ
ッ
ジ
ン
グ
と
名
づ
け
て
い
る
︒
前
掲
Ⅲ

⑱

G
luckler
(2007)

④

C
ooke,
P
.(2014):“R
elatedness
and
transversality
in
spatial
para-

digm
s
and
regim
es”.
In
T
orre,A
.
and
W
allet,
F
.
eds.
R
egion
al

d
evelopm
en
t
an
d
proxim
ity
relation
s,
E
dw
ard
E
lgar,
pp.135-159.

⑤

こ
う
し
た
考
え
は
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
思
想
に
基
づ
く
構
造
改
革
の
議
論
に

し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
︒

﹇
付
記
﹈

本
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︑
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
﹇
基
盤
研
究
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Ｃ
︶﹈﹁
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積
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層
性
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都
市
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性
﹂︵
課
題
番
号
T
e
Ｋ
�
�
T

�
�
︑
研
究
代
表
者
：
長
尾
謙
吉
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の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒

︵
大
阪
府
立
大
学
現
代
シ
ス
テ
ム
科
学
域
教
授
︶
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chapter was most influential, having successfully co-sponsored with the MIT

Laboratory for Computer Science a public panel discussion in October 1985

entitled “Star Wars : Can the Computing Requirements be Met?” The panel

was comprised of well-known computer scientists, including David Parnas.

This panel, and the subsequent activities of CPSR shaped public opinion

regarding the infeasibility of the SDI software, which wound up being a key

factor in the dissolution of SDI .

Cluster Evolution and Proximity Dynamics, From a Learning

and Network Perspective

by

MIZUNO Masahiko

This paper aims to explore the dynamic understanding of learning and

networks in industrial clusters. In recent years, learning and networks have

been key concepts in economic geography. Local agglomerations of industry

have been thought to facilitate regional development through learning

among geographically proximate actors. However, this localization of

economies in clusters is not necessarily permanent. We need dynamic

perspectives on learning and networks in clusters. Additionally, learning

does not necessarily require geographical proximity, and geographical

proximity cannot be a sufficient condition for learning. For a better

understanding of learning in clusters, the concept of proximity needs to be

reconsidered, and proximity dynamics should be explored.

In the first half of this paper, the author considers recent arguments

focused on cluster evolution. Specialized clusters often gradually mature and

decline over time. As a cluster matures over time, the specialization of the

cluster increases and the heterogeneity of accessible knowledge in the

cluster decreases. This can lead the cluster to negative lock-in situations,

which make it vulnerable to rapid changes in external economic

environments and lead it to decline. The decline of clusters is likely to be

caused by factors that were advantages in the past. In the cluster lifecycle

approach, clusters are seen as following a kind of life cycle with stages from

emergence to growth, maturity, and decline.

( 304 )



However, this is not a predetermined process. It is true that some clusters

gradually decline because of negative lock-in processes. But other clusters

escape negative lock-in situations and create new growth paths. We have to

discuss how clusters gain the adaptability to avoid negative lock-ins and

create new paths. Several possibilities enable clusters to create new paths.

One of the possibilities is the existence of redundancies and heterogeneities

of accessible knowledge and capacities in clusters. Diversity in clusters

promotes innovative activities by the recombination of existing varieties.

Especially, related variety is likely to enable actors more mutual learning

than unrelated variety. Another possibility lies in diversifying from existing

industries or technologies in a cluster into related industries or technologies.

This can increase the diversity of the cluster, and this diversity can, in turn,

enable the cluster to diversify further. We have to understand various types

of cluster evolution, and not be limited to the life-cycle model.

In the latter half of the paper, the author argues that the dynamic

perspective of both proximity and networks is necessary for considering

regional development. Effective knowledge learning does not necessarily

presuppose geographical proximity between actors. Other dimensions of

proximity (such as institutional, organizational, social, and cognitive

dimensions) also enhance learning. While geographical proximity acts as a

substitute for other dimensions of proximity, other dimensions of proximity

can bridge geographical distance. We have to explore the interrelationship of

these various dimensions of proximity.

Furthermore, while too little proximity between actors prevents mutual

understanding, too much proximity is unfavorable for knowledge creation

because too- proximate actors often lack novel knowledge. To explore novel

knowledge and to learn it effectively, an optimal level of proximity is

required in these dimensions. To take the fact that proximity can change

over time into consideration, it is necessary to rewire knowledge networks

to keep an optimal level of proximity. We need a dynamic perspective on

network relationships within and outside clusters for considering proximity

dynamics. New network formations can be enhanced by cognitive proximity,

which many social network studies have described as “homophily.”

Moreover, geographical proximity also contributes to forming a new

connection to other actors because geographical closeness increases

opportunities for new-tie formation. In a specialized cluster, the density of

network relations can increase over time by geographical proximity

combined with homophily. Although such dense network relations facilitate
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local learning within a cluster, heterogeneity of accessible knowledge in the

cluster is likely to decrease. This leads the cluster to the stage of decline in

the cluster lifecycle. To avoid this, various actors in clusters need to rewire

their knowledge networks to connect geographically and cognitively distant

actors who were previously unconnected.
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