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て い る 。 そ こ で
，

こ の 偏 りを 是正 す る た め に
， 最 近

， 中

央山塊を横断す る東西交通 の 開発が国家の 地域計画の
一

環 と して 重 視 され る に い た っ て い る 。

　 大 都市 か ら隔 た っ た こ の 地 方 に お ける 工 業 の 発 展 に は

立 地 上 限度が あ る 。 そ こ で ，第二 次大戦後， ク レ ル モ

ン ー
フ ェ ラ ン 大学が 拡 張 さ れ る と と もに

，
サ ン テ チ ェ ン

ヌ と リ モ ージ ュ に
， 新 た に 国 立 大 学が 設立 さ れ た 。 ま た

，

リモ ージ ュ に は ， 郵便局 の 財政事務の 全国セ ン タ
ー，郵

便局 員 の 養 成機関などが 設立 さ れ た 。 こ れ らは，こ の 地

方の 振 興 とい う目的 もあ っ て 設立 され た もの で あ り， 事

実，雇用面 で もか なり大 き な役割 を果 た して い る 。

．なお，こ の 地 方の 都市で は ，都市周辺 部に お け る 工 場

と新興 住 宅 地 の 建 設 と並 ん で
，

古 い 住 宅 地 の 改 良 が 進 め

られ て い る 。 こ の 地 方の 都市 の 発展 に と っ て，農村人 口

の 減 少 が 大 きな マ イ ナ ス 要 因 に な っ て い る こ とを 考え る

と，混 合 経 済 会 社 な ど に よ る農村の 振 興 が 改 め て 注 目 さ

れ な けれ ば な らな くな る 。

　デ カ ン 高原 の 農村集落 と そ の 変貌

　　　　　　 広島大学　藤原　健蔵 ・中山　修
一。

　　　　　　　　　　　 米 田 　　厳 ・貞 方 　　昇 ・

　　　　　　　　　　　 福岡 　義 隆

　1980年度現地調査をした カ ル ナ ータ カ州 ラ イ チ ュール

県 イ エ ル ド村 を事例 と して，デ カ ン 高原 の 農 村 集落 の 特

徴 お よ び 大規模灌漑 に 伴 な う変 化 の 種 々 相 を 報告 す る。

　 ミ レ ッ ト作を中心 とする 天水農業 に依存 して い た 同村

は，1957年 の 用 水路灌漑導入 以 来，イ ネ 作 に ラ ッ カ セ イ

な ど商 品作 を加 え た 経 営 に 転換 した。労力需要の 急 増 は

大量の 村外労働力を吸 引 し，195／年ユ，223人 で あ っ た 同

村 の 人 口 は
，
1980年現 在4，521人 に ふ くらん だ。 こ れ ら

来 村者 の 居 住問題 に 加 え
， 農業 の 変質 ・大規 模 化 に 伴 な

う在来農家 の 村内移動が あり，典型的な格子状集村 をな

して い た 同村 の 集落形 態 に 急速な変化が 認 め られ る。

　 こ う した変化 を逓 じて
， 開発 途上 国に お け る 農業 開 発

の あ り方が 問い 直 さ れよ う。

　 岡 山県 に お け る ぶ ど う栽培 地 域 の 変 容

　　　　　　 岡山県 立備前東高校　河　合　保　生

　岡 山県 に お け るぶ ど う栽培 は，明 治 8 年 の 導 入 以 後 県

南 各 地 の 丘 陵 地 に 拡 大 し，産 地形 成 が 進 行 したが
， 特 に

マ ス カ ッ トの 温 室栽培 は全 国 的に 著名 と な っ た 。 しか し，

昭和42年以 降県南の 都市化進 行地域 を 中心 に 栽培面 積の

減少 が 顕 著 と な っ た。た だ 既 成 産 地 の 中 に も積極 的 に 産

地の 拡大 を 図 っ て い る と こ ろ も あ り，農業構造改善事業

を契機 に 県 中
・北 部に 新興 産 地 が 出現 し，全 体 的 に は 産

地の 維 持 が 成 さ れ て い る。

　岡山 県で は農 協 や 出荷組合 を遁 じて の 出荷体制が 確 立

して お り，そ れ ぞ れ の 出荷団体 を一産地 と把え る こ とが

で きる。そ こ で ウ ェーバ ー法 を使 用 して 産 地 を分 析 す る

と，L キ ャ ン ベ ル 型 ，　 II、べ 一リーA 型 ，　 III．ネ オ マ

ス カ ッ ト型 ，IV．温 室 ぶ ど う型 に 大 別 で き，栽培品種 で

は前 記 4 種 （温 室 ぶ ど うは マ ス カ ッ ト と コ ー
ル マ ン ） の

他 ス ーパ ーハ ン ブル ク，ヒ ロ ハ ン ブ ル ク
，

デ ラ ウ ェ ア が

主 要なもの と なる 。 そ の 中で も従来か ら県の 代表品種 で

あ っ た キ ャ ン ベ ル の 地 位は 著 し く低下 し
，

他 品種 へ の 転

換が 見 られ るよ うに な っ た 。 高級品種 へ の 対応は，温室

ぶ ど うや ネ オ マ ス カ ッ トに 代 表 さ れ る ハ ウ ス 栽培へ の 指

向が 強く， 巨峰等新品 種の 積極的導 入 は 顕 著で ない 。

　　ネ パ ール ・
ヒ マ ラ ヤ 南東部 の 活断層

　　　　　　　　　　　　 広島大学　中　田 　　　高

　　ネパ ー
ル

・ヒ マ ラ ヤ の サ プ ト コ シ 河以 東の 山麓地域 の

　活断層 の 特徴 か ら，プ レ ート境界 に お け る 地殼変動 の 様

　式 を 明らか に しよ うとした 。

　　本 地 域 に は Main　 Boundary　 Fault と　Himalayan

　Front　Fault の 二 っ の 活断層系 が あ り，
ヒ マ ラ ヤ と 外 ヒ

　マ ラ ヤ の 境界ならびに 外 ヒ マ ラヤ とガ ン ジ ス 平原 との 地

　形境 界 を な して い る 。

　　活断層 系 は長 さ 数 km〜10　km の 多数 の 断層線 に よ っ

　て 構成 さ れ て おり，そ れぞ れ，山地 や 斜面，河岸段 丘，

　扇状地 を変位 させ ，低 断層崖，断層 鞍部，段 丘 崖 の オ フ

　セ ッ トな どが よ く保 存 さ れ て い る 。

　　断層線の 走向およ び断層変位様式 は 場所 に よ っ て変化

一す る 。 すなわ ち イ ン ドプ レ
ー

トと ア ジ ア プ レ
ー

ト の 相 対

　運 動 の 方向に よ っ て 規定 さ れ た 爾北方向の 広 域 応力場 の

　もとで ，東西方向の 蓿断層 に沿 っ て は 無直変位成分 の ．卓

　越す る 逆断層変位，北東
一

南西 方 向 の 活 断層 に沿 っ て は

　左横ず れ 成分 の 卓越す る 断層変位，北西一南東方向の も

　の に沿 っ て は右横ずれ成分 の 卓越す る断層変位が 認 め ら

　れ る 。

　　こ れ らの 活 断層 に 沿 っ て は
一

般 に 山 地側 が 隆起 す るよ

　うな変位様式が 認 め られ るが，Main　Boundary　Faultに

　 沿 っ て は 変 位 が 認 め られ る と こ ろ もあ り注 目 さ れ る。本

　地 域の 活 断層 の 多様性 は二 っ の プ レ ー トの 衝 突の 複雑 さ

　を反映す る もの とい え る。
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