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立教大学観光学部は観光学科と交流文化学科の2学科体制で
す。フィールドを世界に拡げ、リアリティに満ちた学びの場を
提供するオンリーワンの観光教育を目指します。

立教大学観光学部
観光学科／交流文化学科

立教大学観光学部
〒352-8558　
埼玉県新座市北野1-2-26　
TEL 048-471-7375

学部の紹介や入学案内については

http://www.rikkyo.ac.jp/tourism

2015年度　
立教大学観光研究所　
公開講座
立教大学観光研究所では、以下の2つの

観光産業の入門的公開講座を実施しています。

学生はもちろん、社会人の方々にも広く受講頂けます。

旅行業講座　
「国内旅行業務取扱管理者試験」
「総合旅行業務取扱管理者試験」
のための準備講座

（2015年4月開講７月講義終了）

「旅行業講座」は、毎年10月に全国で行われる国家試験「総合旅

行業務取扱管理者試験」とそれに先立ち9月に行われる「国内旅

行業務取扱管理者試験」のための準備講座です。旅行業界とそ

の業務に関心を持つ人たちが受講しています。旅行業に必要な

専門的、かつ実際的な知識を一流の講師陣が、実務経験のない

人にもわかりやすく講義します。講義内容は、旅行業法から海

外・国内観光資源、旅行実務などの幅広い分野を扱います。

ホスピタリティ・マネジメント講座
宿泊・外食産業の理論と経営、最新動向を学ぶ　

（2015年９月開講12月講義終了）

ホテル・旅館業・外食産業を中心とするサービス産業を、今日

「ホスピタリティ産業」と呼んでいます。「ホスピタリティ・マネジ

メント講座」では、ホスピタリティ産業の基本理念から、マネジ

メントの基礎理論、マーケティング、人事、営業企画、法律、最新

の業界動向といった幅広い分野まで、業界の第一線の実務家を

講師に招いて講義を行います。

講座に関する問い合わせは

立教大学観光研究所事務局
〒171-8501
東京都豊島区西池袋3-34-1　12号館2F
TEL 03-3985-2577　FAX 03-3985-0279
Email：kanken@rikkyo.ac.jp
http://www.rikkyo.ac.jp/research/laboratory/IT/
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おみやげの世界は
広がっている
村上和夫

近代おみやげ文化の誕生
鈴木勇一郎

マレーシア、サラワク州の
観光と手工芸品
土産物店を利用する先住民
市川哲

「交流文化」フィールドノート�
埼玉県内の水辺空間の
利活用方策の検討
―民間事業の導入による魅力的な空間づくりの提案―
羽生研究室

対談

移動する「マトリョーシカ」
―みやげ品と観光文化研究をめぐって
鈴木涼太郎×大橋健一

表紙写真／鈴木涼太郎、鈴木勇一郎

読書案内
『おみやげと鉄道 名物で語る日本近代史』
最近の講演会から
「Performing the tourist」

「祭りと伝統の島バリ―その開発と観光の歴史―」
在外研究通信08
オクスフォード大学の魅力
杜国慶
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3 2特集　おみやげ

旅や観光に“おみやげ”は付き物だ。しかし、それは単なるお菓子や工芸品ではない。漢字
では「宮笥」とも「土産」とも当てられ、また「souvenir」の訳語ともされるこの“おみやげ”
という言葉は、それらの意味を複合的に示すものであり、それはまた旅や観光という現象の意
味の複合性を物語っている。本特集では、刻々と変化し拡大するこの“おみやげ”の意味を世
界各地のさまざまな事例の中に探ってみることにしよう。

おみやげ
［特集］



持
参
す
る
物
（
手
土
産
）
の
呼
び
名
で
も
あ
っ
た
。
訪

問
さ
れ
る
側
は
、訪
問
者
の
帰
り
際
に
そ
の〝
お
返
し
〞

を
進
呈
す
る
か
、あ
る
い
は
後
日
〝
お
中
元
〞
や
〝
お

歳
暮
〞
と
し
て
応
分
の
返
礼
を
し
た
。
こ
れ
が
何
か

を
記
念
す
る
会
で
あ
れ
ば
、主
催
者
は
来
訪
者
に
〝
引

き
出
物
〞と
呼
ば
れ
る
み
や
げ
を
持
た
せ
る
の
で
あ
る
。

み
や
げ
は
、
こ
の
よ
う
に
旅
を
伴
っ
て
人
と
共
に

移
動
す
る
物
（
物
材
）
と
そ
れ
を
媒
介
に
す
る
社
会
関

係
の
総
体
と
言
え
る
。
み
や
げ
は
、
概
念
と
し
て
そ

れ
自
体
が
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
丁
寧
語

と
し
て
表
現
さ
れ
る
の
を
常
態
と
す
る
。
日
常
語
と

し
て
の
〝
お
・
み
や
げ
〞（
以
下
、
お
み
や
げ
）
と
言
う

言
葉
は
、
贈
る
人
か
ら
貰
う
人
に
対
す
る
み
や
げ
品

や
贈
り
手
へ
の
良
い
印
象
が
意
識
さ
れ
、
用
い
ら
れ

る
。
も
ち
ろ
ん
、そ
れ
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
逆
の
意
味
で
あ
る
形
式
的
な
職
場
へ
の
お
み
や

げ
や
当
て
擦
り
を
含
む
贈
答
（
賄
賂
や
下
心
を
意
識
さ

せ
る
お
歳
暮
な
ど
）
の
意
味
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

旅
行
と
の
関
係
で
み
る
と
、
お
み
や
げ
は
非
日
常

の
世
界
（
旅
先
）
か
ら
、
貰
う
人
の
世
界
す
な
わ
ち
日

常
へ
持
ち
込
ま
れ
る
外
か
ら
の
物
で
あ
り
、
日
常
の

世
界
に
お
い
て
は
稀
で
か
つ
優
れ
て
い
る
こ
と
を
前

提
と
し
て
い
る
。
こ
の
前
提
は
、
み
や
げ
が
旅
行
に

観
光
（
楽
し
み
の
た
め
の
旅
行
）
と
言
う
意
味
を
付
与

す
る
要
素
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
お

み
や
げ
を
買
う
と
言
う
行
為
が
道
中
の
楽
し
み
で
あ

り
、
そ
し
て
後
に
旅
行
者
に
帰
り
着
い
て
か
ら
お
み

や
げ
を
渡
し
つ
つ
道
中
の
話
を
語
ら
せ
、
そ
こ
に
旅

の
楽
し
さ
を
創
り
だ
す
か
ら
で
あ
る
。
お
み
や
げ
の

接
頭
語
〝
お
〞
は
、
み
や
げ
そ
の
も
の
の
特
質
（
地

域
を
代
表
す
る
物
産
〝
土
産
〞）
を
現
し
、
同
時
に
そ
れ

を
選
別
す
る
行
為
（
贈
る
人
が
良
い
物
を
選
ぶ
）
を
含

み
、
旅
行
の
楽
し
さ
を
語
る
要
素
と
な
る
こ
と
が
持

つ
〝
好
ま
し
さ
〞
を
表
わ
し
て
い
る
。
一
般
に
、
本

稿
の
よ
う
な
文
章
で
は
接
頭
語
〝
お
〞
や
〝
ご
〞
は

省
い
て
書
く
の
が
通
常
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
あ
え

て
お
み
や
げ
と
標
記
す
る
こ
と
で
そ
の
意
味
を
明
確

に
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

ブ
ラ
ン
ド
み
や
げ
と

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
欲
望

お
み
や
げ
と
言
う
言
葉
の
一
通
り
の
解
説
に
、
筋

を
尽
く
し
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、
社
会
の
現
実
を
み

る
と
、
こ
の
筋
書
き
と
は
異
な
る
出
来
事
に
遭
遇
す

る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

例
え
ば
、
製
菓
や
農
産
品
な
ど
は
、
訪
問
先
を
代

表
す
る
物
産
を
示
す
「
土
産
」
と
言
う
言
葉
が
良
く

当
て
は
ま
る
例
で
あ
り
、
お
み
や
げ
と
し
て
用
い
ら

れ
る
が
、
現
実
は
土
地
に
由
来
し
な
が
ら
も
、
そ
れ

を
作
り
販
売
す
る
業
者
、
店
舗
、
農
家
な
ど
の
有
名

土
産
商
品
の
多
く
は
、
全
国
的
な
あ
る
い
は
国
際
的

な
品
評
会
で
優
良
と
評
価
さ
れ
、
所
謂
ブ
ラ
ン
ド
品

と
な
っ
て
い
る
。
代
表
例
は
、
二
社
の
ブ
ラ
ン
ド
が

全
国
的
に
有
名
と
な
っ
た
長
崎
の
〝
カ
ス
テ
ラ
〞
や

堅
焼
き
醤
油
煎
餅
の
代
名
詞
と
な
っ
た
東
京
の
〝
草

加
煎
餅
〞（
草
加
は
埼
玉
県
の
地
名
）、
高
級
進
物
の
記

号
と
な
っ
た
〝
○
○
屋
の
羊
羹
〞
な
ど
で
あ
ろ
う
。

そ
の
結
果
、
土
地
で
生
産
さ
れ
消
費
さ
れ
る
物
と
言

う
本
来
の
位
置
づ
け
を
越
え
、
広
い
地
域
で
消
費
さ

れ
る
存
在
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
お

み
や
げ
は
、
貰
う
人
に
寄
る
価
値
（
贈
る
人
の
意
図
、

物
産
と
し
て
の
代
表
性
）
の
査
定
を
必
要
と
す
る
た
め

に
、
貰
う
人
が
貰
っ
た
土
産
品
の
流
通
に
よ
る
認
知

向
上
は
、
贈
る
人
に
と
っ
て
お
み
や
げ
の
選
別
の
幅

を
拡
げ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
は
、
同
時
に
多
様

な
土
産
（
あ
る
い
は
、
新
商
品
に
ま
で
）
に
、
お
み
や
げ

品
と
し
て
の
普
及
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
に
つ
な
が

る
。
こ
の
結
果
が
、
土
産
品
店
や
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
土

産
品
売
り
場
、
大
都
市
の
百
貨
店
の
全
国
の
物
産
売

り
場
の
設
定
な
ど
を
生
む
事
に
な
る
。

様
々
な
土
産
や
新
し
く
開
発
さ
れ
る
商
品
に
よ
る

土
産
品
の
水
平
的
な
広
が
り
は
、
同
時
に
贈
る
人
の

良
い
物
を
選
ぶ
と
言
う
意
味
に
、「
よ
り
高
品
位
の

物
を
選
ぼ
う
と
す
る
」垂
直
性
を
強
化
す
る
。
例
え
ば
、

欧
州
の
ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
商
品
の
よ
う
に
、

特
定
の
地
域
の
さ
ら
に
特
定
の
店
舗
、
さ
ら
に
は
特

定
の
技
術
者
が
作
る
商
品
が
、
唯
一
無
二
の
高
い
贈

答
価
値
を
持
っ
て
、
世
界
か
ら
注
目
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
本
来
土
地
の
土
着
文

化
の
中
で
生
み
出
さ
れ
て
く
る
正
真
正
銘
で
あ
る
べ

き
土
産
が
、
他
者
が
受
領
し
得
な
い
稀
少
性
と
言
う

受
領
側
の
条
件
に
よ
り
価
値
の
高
低
が
さ
ら
に
付
与

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
、土
産
品
を
媒
介
に
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
表
出
す
る
人
々
の
欲
望
を
み
る
こ
と
が
で

き
る
。
差
異
化
の
誇
示
的
側
面
が
消
費
を
加
速
し
た

1
9
9
0
年
代
ま
で
の
日
本
の
消
費
文
化
は
、
お
み

や
げ
と
し
て
の
土
産
品
購
買
に
も
顕
著
な
特
性
を
生

み
出
し
た
。
さ
ら
に
、
自
分
が
使
う
物
を
買
う
と
言

う
贈
答
側
と
受
領
側
が
同
一
で
あ
る
自
己
消
費
の
た

め
の
お
み
や
げ
が
、
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
く

る
。
1
9
9
0
年
代
に
人
類
学
や
観
光
経
営
な
ど
の

分
野
で
、
日
本
人
の
土
産
品
購
買
行
動
の
研
究
が
世

界
的
に
行
わ
れ
、「
訪
問
す
る
地
域
を
代
表
す
る
物

産
」（
土
産
）
を
求
め
る
日
本
人
観
光
者
の
分
析
が
行

わ
れ
た
の
で
あ
る
。
直
前
の
1
9
7
0
年
代
後
半
か

ら
1
9
9
0
年
代
初
頭
ま
で
の
期
間
に
日
本
人
海
外

旅
行
者
は
急
増
し
、
世
界
各
地
で
土
産
品
を
大
量
に

購
入
し
た
。
さ
ら
に
ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
商

品
な
ど
を
、
ま
る
で
仲
買
業
者
の
買
い
付
け
の
よ
う

に
買
う
よ
う
す
は
世
界
で
注
目
さ
れ
た
。
日
本
で
は
、

す
で
に
土
産
品
は
大
き
な
市
場
と
流
通
シ
ス
テ
ム
が

完
成
し
て
お
り
、
大
量
消
費
の
機
会
を
提
供
し
て
い

た
こ
と
や
内
外
価
格
差
が
大
き
か
っ
た
た
め
に
、
日

本
人
海
外
旅
行
者
は
こ
の
国
内
消
費
社
会
の
状
況
に

即
し
た
行
動
を
世
界
で
展
開
し
た
。
観
光
経
営
学
の

研
究
者
は
彼
ら
の
消
費
行
動
の
特
性
を
分
析
し
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
類
学
者
や
社
会
学
者
は
、
そ

の
行
為
が
持
つ
帰
還
後
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に

注
目
し
た
の
で
あ
る
。

み
や
げ
話
の
役
割

お
み
や
げ
の
贈
答
は
、
貰
う
人
が
そ
の
価
値
を
認

識
し
、
贈
っ
た
人
の
選
定
セ
ン
ス
の
良
さ
を
評
価
す

る
こ
と
で
贈
り
手
へ
の
好
評
価
が
成
立
す
る
か
ら
こ

そ
、
単
純
に
考
え
れ
ば
よ
り
品
位
が
あ
り
高
価
格
な

商
品
を
土
産
品
と
し
て
購
入
し
よ
う
と
す
る
気
持
ち

を
生
む
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
を
土
産
品
選
択
の
垂

直
的
な
高
品
位
志
向
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

し
か
し
、
現
実
に
は
こ
の
垂
直
的
な
高
品
位
志
向

は
垂
直
方
向
へ
の
展
開
ば
か
り
を
生
む
訳
で
は
な
い
。

贈
答
土
産
品
が
貰
う
人
の
日
常
で
は
稀
で
あ
る
と
言

う
点
は
変
わ
ら
な
い
が
、
品
位
も
価
格
も
必
ず
し
も

高
く
な
い
物
に
水
平
的
に
ず
ら
し
て
行
く
現
象
を
み

る
こ
と
も
で
き
る
。
例
え
ば
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
ツ
ー
リ

文 

村
上
和
夫

お
み
や
げ
の

世
界
は

広
が
っ
て
い
る

こ
と
ば
と
し
て
の「
み
や
げ
」

観
光
に
と
っ
て
と
て
も
重
要
な
事
柄
の
ひ
と
つ
に

〝
み
や
げ
〞
が
あ
る
。

旅
行
者
の
帰
り
を
待
つ
人
に
と
っ
て
、
み
や
げ
と

し
て
何
を
も
ら
え
る
か
は
重
要
な
楽
し
み
で
あ
り
、

み
や
げ
を
持
っ
て
帰
る
旅
行
者
は
、
選
ん
だ
み
や
げ

を
喜
ん
で
く
れ
る
か
が
気
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
伝

統
的
に
は
訪
問
先
の
、
あ
る
い
は
旅
先
の
物
産
や
名

物
を
持
ち
帰
る
の
が
み
や
げ
で
あ
っ
た
。
み
や
げ
を

「
土
産
」と
書
く
の
も
、そ
し
て
そ
れ
を
さ
ら
に「
土
産・

物
」と
書
く
の
も
こ
の
慣
習
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

み
や
げ
は
、
ま
た
古
く
か
ら
異
境
か
ら
の
訪
問
者
が
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あ
る
。
こ
の
説
で
は
、
受
け
取
る
人
は
貰
う
物
の
形

態
と
価
値
を
予
め
理
解
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
よ

く
辞
書
な
ど
で
み
る
、
こ
の
説
明
は
、
お
み
や
げ
文

化
を
考
え
る
時
に
ま
ず
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
人
々

の
お
み
や
げ
に
対
す
る
共
通
理
解
の
ひ
と
つ
と
言
え

よ
う
。
先
の
、
広
く
普
及
し
た
ブ
ラ
ン
ド
品
の
例
や

高
次
化
の
議
論
も
そ
の
上
に
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
誇
示
的
な
み
や
げ
話
を
伴
う
エ
ス

ニ
ッ
ク
土
産
の
遣
り
取
り
は
、
貰
う
側
の
人
が
土
産

そ
の
も
の
を
知
ら
な
い
か
知
っ
て
い
て
も
経
験
し
難

い
状
態
の
も
と
に
、土
産
を
遣
り
取
り
す
る
の
で
あ
り
、

こ
の
一
般
的
な
お
み
や
げ
に
対
す
る
理
解
と
設
定
が

明
ら
か
に
違
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
違
い
が
、
な
ぜ
可
能
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
贈
呈
さ
れ
る
土
産
品
に
対
す
る
強
力
な
意

味
を
創
り
だ
す
贈
る
人
の
説
明
、
す
な
わ
ち
〝
み
や

げ
話
〞
が
、
土
産
品
の
存
在
よ
り
も
大
き
な
役
割
を

持
つ
か
ら
で
あ
る
。
還
元
す
れ
ば
、
ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー

ブ
ラ
ン
ド
商
品
が
持
つ
希
少
な
工
芸
品
と
言
う
価

値
に
も
匹
敵
す
る
強
い
メ
タ
フ
ァ
ー
を
み
や
げ
話
が

創
り
出
す
か
ら
で
あ
る
。
ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
ブ
ラ
ン

ド
商
品
が
物
と
し
て
品
位
を
上
げ
た
の
に
対
し
て
エ

ス
ニ
ッ
ク
土
産
の
遣
り
取
り
に
お
け
る
み
や
げ
話
は
、

物
語
を
通
じ
て
土
産
品
の
品
位
を
上
げ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
贈
呈
者
が
商
品
の
差
異
の
説
明
（
み
や
げ

話
）
を
利
用
し
て
自
分
を
誇
示
し
つ
つ
土
産
品
を
受
け

取
る
人
も
他
の
人
と
違
う
〝
品
位
の
解
る
〞
人
た
ち

の
仲
間
に
巻
き
込
も
う
と
す
る
セ
ン
ス
へ
、
受
領
者

が
好
評
価
を
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
当
然
、
そ
れ
を

可
能
と
す
る
に
は
、
商
品
の
差
異
化
を
通
じ
て
相
互

に
理
解
し
合
い
つ
つ
狭
い
関
係
を
創
り
出
そ
う
と
す

る
社
会
が
整
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
1
9
8
0
年

代
か
ら
2
0
0
0
年
代
初
頭
ま
で
、
日
本
で
見
ら
れ

た
消
費
社
会
の
ひ
と
つ
の
大
き
な
特
徴
で
も
あ
っ
た
。

み
や
げ
話
は
、
も
ち
ろ
ん
通
常
の
土
産
品
を
手

渡
す
時
に
も
語
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
、
我
々
は
い
く

つ
も
の
古
典
あ
る
い
は
近
代
の
作
品
を
知
っ
て
い
る
。

な
に
も
み
や
げ
話
の
存
在
が
珍
し
い
わ
け
で
は
な
い
。

注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
文
脈
（
修

辞
法
と
内
容
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
み
や
げ
話
を
、
旅

行
経
験
を
説
明
す
る
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
物
語
と

し
て
お
こ
う
。
物
語
と
は
、
作
者
、
語
り
手
、
登
場

人
物
な
ど
が
お
り
、
極
め
て
単
純
化
す
る
と
、
既
知

の
テ
ー
マ
に
新
し
い
情
報
（
レ
ー
マ
と
も
言
う
）
加
え

る
説
明
で
あ
る
。
物
語
は
、
話
し
手
（
以
下
、
書
き
手

も
含
む
）
と
聞
き
手
（
以
下
、
読
み
手
も
含
む
）
が
、
あ

る
程
度
世
界
観
を
共
有
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い

る
。
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
研
究
者
で
あ
る
石
川
美
子
氏

は
著
作
（『
旅
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
』
白
水
社
）
の
な
か
で

マ
ル
コ
ポ
ー
ロ
の
『
東
方
見
聞
録
』
の
執
筆
過
程
に

ふ
れ
、
中
国
へ
の
旅
行
経
験
を
周
囲
の
人
々
に
話
し

て
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
し
か
理
解
さ
れ
な
か
っ

た
と
言
う
逸
話
を
紹
介
し
て
い
る
。
物
語
に
お
い
て
、

聞
き
手
は
語
り
手
が
語
る
説
明
を
自
分
の
世
界
観
を

元
に
想
像
し
理
解
し
て
行
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

今
や
、
世
界
地
図
に
記
載
さ
れ
て
い
る
独
立
国
や

地
域
の
名
称
に
関
す
る
知
識
は
、
マ
ル
コ
ポ
ー
ロ
の

時
代
と
較
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
に
広
い
。
だ
と

す
る
と
、
語
り
手
（
贈
る
側
）
が
民
族
性
の
強
い
国
や

地
域
の
話
を
す
る
時
に
、
そ
れ
を
最
初
か
ら
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
と
す
る
人
は
少
な
い
だ
ろ
う
し
、
テ
ー
マ
と

な
っ
て
い
る
民
族
に
つ
い
て
知
識
を
持
つ
こ
と
は
貰

う
側
の
教
養
の
高
さ
を
示
す
指
標
と
も
な
り
う
る
の

で
あ
る
。
高
い
知
識
を
持
つ
と
自
負
す
る
者
同
士
の

限
定
さ
れ
た
や
や
ナ
ル
シ
ズ
ム
な
内
向
な
関
係
を
作

り
出
す
相
互
作
用
の
場
を
エ
ス
ニ
ッ
ク
土
産
は
提
供

し
、
相
互
作
用
の
楽
し
み
を
み
や
げ
話
が
創
出
す
る

機
会
を
拡
げ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
成
熟
し
た
消

費
社
会
が
、
お
み
や
げ
の
土
産
品
に
併
置
し
て
そ
の

存
在
を
創
り
出
す
「
物
語
（narrative

）」
の
側
面
（
み

や
げ
話
）
を
利
用
す
る
ひ
と
つ
の
形
で
あ
ろ
う
。
差
異

化
し
た
二
者
間
の
閉
じ
た
世
界
が
醸
し
出
す
ス
ノ
ビ

ズ
ム
世
界
は
、
外
か
ら
見
る
と
き
、
人
々
は
そ
の
俗

物
主
義
的
な
雰
囲
気
に
若
干
の
嫌
み
を
感
じ
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

ア
イ
ロ
ニ
ー
と
エ
ン
タ
メ

お
み
や
げ
と
な
る
物
の
水
平
的
な
広
が
り
と
垂
直

的
な
評
価
の
展
開
、
土
産
品
を
説
明
す
る
み
や
げ
話

に
重
点
を
お
き
、
垂
直
的
展
開
を
維
持
し
な
が
ら
知

識
で
お
み
や
げ
の
世
界
を
ス
ノ
ビ
ズ
ム
に
分
化
さ
せ

る
行
為
に
続
い
て
紹
介
し
た
い
も
の
が
、
相
対
的
に

少
数
で
狭
隘
な
ス
ノ
ビ
ズ
ム
世
界
を
共
有
す
る
人
々

を
批
判
し
つ
つ
お
み
や
げ
の
新
し
い
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ

世
界
を
創
出
す
る
ア
イ
ロ
ニ
ー
的
な
お
み
や
げ
の
展

開
で
あ
る
。

お
み
や
げ
自
体
は
極
め
て
大
衆
性
を
も
つ
現
象
で

あ
り
、
そ
れ
故
に
土
産
品
の
水
平
的
展
開
は
大
き
な

市
場
を
生
み
出
し
観
光
消
費
の
基
本
と
な
っ
た
。
し

か
し
、同
時
に
商
品
の
記
号
化
が
進
み
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ

化
す
る
こ
と
で
、
伝
統
の
工
芸
品
や
菓
子
な
ど
が
姿

を
消
し
た
こ
と
も
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
お
み
や
げ

の
ス
ノ
ビ
ズ
ム
化
が
強
調
し
た
み
や
げ
話
に
よ
る
価

値
創
造
の
コ
ン
テ
ン
ツ
手
法
は
そ
れ
を
回
避
す
る
こ

と
に
繋
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
何
の
因
果
も
な
い
の

で
あ
ろ
う
が
、
物
語
を
創
り
出
し
つ
つ
商
品
や
旅
行

な
ど
を
広
め
よ
う
と
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
志
向
の
観
光

が
成
熟
す
る
こ
と
に
よ
り
、
大
衆
化
し
た
土
産
品
世

界
に
も
大
き
な
革
新
が
起
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
例
が
、「
B
級
」
モ
ノ
の
広
が
り
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
土
産
品
を
製
造
す
る
側
も
お
み
や
げ
を
贈

る
人
た
ち
と
も
開
き
直
っ
て
「
自
分
は
、
一
流
で
は

な
い
B
級
だ
」
と
言
い
切
る
こ
と
で
垂
直
の
高
品
位

志
向
に
対
し
て
、
視
点
の
転
換
を
呼
び
か
け
る
ひ
と

つ
の
コ
ン
テ
ン
ツ
の
革
新
で
あ
る
。
こ
の
種
の
革
新

は
、
観
光
現
象
と
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
イ
ベ
ン
ト
と

し
て
成
長
し
普
及
し
た
が
、
土
産
品
の
世
界
に
も
存

在
し
て
き
た
。
手
法
と
し
て
は
、商
品
の
名
称
や
パ
ッ

ケ
ー
ジ
を
主
力
商
品
へ
の
パ
ロ
デ
ィ
あ
る
い
は
ア
イ

ロ
ニ
ー
と
し
て
創
り
、
み
や
げ
話
や
笑
い
を
誘
発
す

る
も
の
で
あ
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て「
〜
へ
行
っ

て
き
ま
し
た
ク
ッ
キ
ー
」
が
あ
る
。
ま
た
、
著
名
な

紛
争
事
例
に
は
、「
白
い
恋
人
」
と
「
面
白
い
恋
人
」

が
あ
る
。
ま
た
、
紛
争
に
な
ら
な
か
っ
た
が
、
各
地

の
恋
人
系
菓
子
の
例
は
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
る
。

そ
も
そ
も
は
、
名
称
の
パ
ロ
デ
ィ
化
に
始
ま
る
こ

の
現
象
は
、お
み
や
げ
効
果
と
し
て
貰
う
側
に「
笑
い
」

が
生
じ
る
こ
と
、
し
か
し
そ
の
「
笑
い
」
が
贈
る
人

の
み
や
げ
話
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
訳
で
は
な
い

こ
と
に
あ
る
。
修
辞
法
と
し
て
は
、
商
品
（
土
産
）
の

名
称（
例
え
ば
、「
面
白
い
恋
人
」）
が
含
意
す
る
メ
ジ
ャ
ー

商
品
「
白
い
恋
人
」
へ
の
「
嗤
い
」
を
、
贈
る
人
と

貰
う
人
が
と
も
に
感
じ
る
娯
楽
感
（「
エ
ン
タ
メ
」
と
も

言
う
）
の
あ
る〝
楽
し
さ
〞
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
事
実
、

ラ
ン
グ
ト
シ
ャ
の
「
白
い
恋
人
」
と
ゴ
ー
フ
ル
の
「
面

ズ
ム
好
き
の
旅
行
者
は
、
貰
う
人
が
知
ら
な
い
と
思

う
民
族
的
な
食
べ
物
な
ど
を
持
ち
帰
り
、
自
慢
げ
に

手
渡
す
こ
と
が
あ
る
。
お
み
や
げ
の
筋
か
ら
み
れ
ば

少
し
嫌
み
な
こ
の
行
為
は
、
継
い
で
貰
う
人
に
土
産

品
の
利
用
（
例
え
ば
食
す
る
や
遊
ぶ
）
を
促
し
、
同
時

に
そ
の
由
来
（
正
真
正
銘
さ
）
を
語
り
自
分
の
セ
ン
ス

を
贈
呈
者
に
誇
示
し
て
そ
の
セ
ン
ス
へ
の
好
評
価
を

求
め
る
こ
と
が
あ
る
。
基
本
、
土
産
品
の
お
み
や
げ

と
し
て
の
価
値
は
、
貰
う
人
の
日
常
生
活
に
お
け
る

土
産
品
の
希
少
性
を
ベ
ー
ス
と
す
る
相
互
作
用
が
展

開
す
る
こ
と
で
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に

二
人
が
エ
ス
ニ
ッ
ク
に
伝
統
的
な
お
み
や
げ
の
遣
り

取
り
を
通
じ
て
、
二
人
の
贈
る
人
と
貰
う
人
の
お
み

や
げ
関
係
を
創
り
だ
す
の
は
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
行
為
は
先
の
高
次
化
へ
の
志
向
と

は
違
う
。
そ
れ
は
、
土
産
品
が
そ
の
由
来
（
正
真
正
銘

さ
の
説
明
）
を
伴
わ
な
け
れ
ば
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
土
産

品
の
み
で
は
全
容
を
現
さ
ず
、
お
み
や
げ
の
価
値
が

生
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
お
み
や
げ
の
ひ

と
つ
の
一
般
的
な
説
明
を
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。
昔
、

各
地
か
ら
伊
勢
参
り
す
る
旅
人
に
は
、
講
の
仲
間
が

餞
別
を
渡
し
て
お
札
を
貼
る
た
め
の
「
宮
笥
」（
み
や

げ
）
を
拝
領
し
て
く
る
よ
う
頼
む
こ
と
が
あ
っ
た
そ

う
だ
。
帰
還
後
に
こ
の
「
み
や
げ
」
を
も
ら
う
行
為

が
お
み
や
げ
の
語
源
な
の
で
は
な
い
か
と
言
う
説
で
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が
ら
付
随
す
る
メ
タ
フ
ァ
ー
を
凝
ら
し
な
が
ら
お
み

や
げ
（
土
産
品
＋
み
や
げ
話
「
コ
ン
テ
ン
ツ
」）
と
な
っ
て

行
く
の
で
あ
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
広
が
る
お
み
や
げ

最
後
に
、
お
み
や
げ
の
概
念
か
ら
か
な
り
逸
れ
そ

う
で
あ
る
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
世
界
に
広
が
る

お
み
や
げ
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
ま
で

の
説
明
を
通
じ
て
、
お
み
や
げ
が
次
第
に
土
産
品
と

し
て
の
物
を
中
心
と
す
る
姿
か
ら
、
そ
れ
に
俟
つ
わ

る
話
を
含
め
た
存
在
（「
コ
ン
テ
ン
ツ
」
の
消
費
）
へ
と

変
化
し
て
い
る
こ
と
が
解
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
じ

つ
は
世
間
一
般
の
世
俗
的
な
な
が
れ
で
も
あ
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
（
S
N
S
）
で
交
換
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
一
方
的

に
ブ
ロ
グ
や
ツ
イ
ッ
タ
ー
に
書
か
れ
る
旅
行
体
験
は
、

写
真
や
動
画
も
豊
富
で
面
白
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

が
普
及
し
始
め
た
か
な
り
早
い
時
代
か
ら
、
旅
行
記

を
ブ
ロ
グ
サ
イ
ト
に
投
稿
す
る
人
は
多
か
っ
た
。
日

記
形
式
の
旅
行
記
録
を
写
真
と
共
に
掲
載
す
る
人
も

居
れ
ば
、
ス
ノ
ビ
ズ
ム
な
土
地
の
食
べ
物
や
産
物
そ

し
て
街
の
様
子
の
解
説
も
あ
る
。
さ
ら
に
テ
レ
ビ
番

組
を
真
似
た
旅
行
記
な
ど
も
あ
る
。YouTube
な
ど

に
は
、
た
く
さ
ん
の
旅
行
の
み
や
げ
話
動
画
が
存
在

し
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
り
、
よ
く
観
察
す
る

と
〝
現
地
報
告
〞
や
〝
コ
ン
ト
〞
の
よ
う
な
内
容
が

多
い
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
の
よ
う
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
旅
行
記
の
世
界
か
ら
は
、
所
謂
下
町
を
歩
く

「
ま
ち
歩
き
」
の
よ
う
な
観
光
の
ス
タ
イ
ル
や
そ
れ
に

対
応
し
た
町
づ
く
り
も
生
ま
れ
た
。
若
い
人
ば
か
り

で
な
く
高
齢
者
も
自
分
た
ち
の
旅
行
記
を
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
公
表
し
て
い
た
。
高
齢
者
の
人
た
ち
の
間

に
も
様
々
な
高
齢
者
の
ニ
ー
ズ
に
答
え
る
サ
イ
ト
が

生
ま
れ
、
そ
こ
に
仲
間
作
り
の
活
動
が
で
き
て
旅
行

経
験
の
ブ
ロ
グ
が
投
稿
さ
れ
る
な
ど
し
た
。現
在
で
は
、

そ
の
よ
う
な
高
齢
者
向
け
サ
イ
ト
に
は
旅
行
ク
ラ
ブ

や
そ
の
オ
フ
会
も
数
多
く
見
ら
れ
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
土
産
物
が
紹
介
さ
れ

る
時
、
そ
の
商
品
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
購

入
で
き
る
事
も
多
く
、
そ
も
そ
も
土
産
品
を
持
ち
帰

る
必
要
も
無
く
、
画
像
で
伝
達
す
れ
ば
済
む
事
に

な
る
。
物
か
ら
解
放
さ
れ
た
お
み
や
げ
に
、
最
後
に

残
る
の
は
、
み
や
げ
話
と
言
う
事
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
も
旅
の
楽
し
さ
を
伝
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
贈
る

側
と
貰
う
側
が
楽
し
む
に
は
、
テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
で
普
及
し
て
い
る
表
現
や
笑
い
の
修
辞
法

を
用
い
る
こ
と
が
容
易
な
手
法
と
な
る
。
こ
の
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
お
み
や
げ
文
化
へ
の
革
新
は
、

物
か
ら
の
開
放
ば
か
り
で
な
く
、
贈
る
人
が
特
定
の

貰
う
人
に
お
み
や
げ
を
渡
す
と
言
う
仕
組
を
変
化
さ

せ
た
と
も
言
え
る
。YouTube

へ
の
み
や
げ
話
の
投
稿

は
、
不
特
定
の
人
へ
の
「
お
み
や
げ
」
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
そ
も
そ
も
日
常
と
非
日
常
の
往
還
と
言
う
観

光
の
概
念
か
ら
は
ズ
レ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
送
る
側

が
広
い
外
の
世
界
の
事
物
を
、
狭
い
日
常
生
活
に
持

ち
込
み
貰
う
側
の
人
に
渡
す
こ
と
が
旧
来
の
お
み
や

げ
の
機
能
で
あ
っ
た
も
の
が
、
そ
れ
と
並
行
し
て
貰

う
側
も
日
常
の
特
定
の
人
に
限
定
さ
れ
ず
に
「
お
み

や
げ
」
を
送
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
可
能
な
世
界
が
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
上
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
社
会

に
は
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

YouTube

に
投
稿
さ
れ
る
訪
日
外
国
人
の
日
本
体
験

記
を
み
る
と
、
多
く
に
例
え
ば
人
々
が
足
早
に
通
過

す
る
駅
の
改
札
や
雑
然
と
し
た
看
板
が
連
な
る
都
市

の
フ
ァ
サ
ー
ド
、
ゲ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
や
居
酒
屋
な
ど

の
日
本
人
の
日
常
生
活
が
描
か
れ
て
い
る
。
エ
ス
ニ
ッ

ク
ツ
ー
リ
ズ
ム
が
流
行
っ
た
時
代
に
ア
ジ
ア
の
町
の

様
子
を
写
真
に
撮
り
、
み
や
げ
話
と
し
て
自
慢
し
た

ス
ノ
ビ
ズ
ム
世
代
が
日
本
に
も
あ
っ
た
が
、
訪
日
外

国
人
の
日
常
と
日
本
の
日
常
の
差
異
を
み
や
げ
話
と

し
て
持
ち
帰
る
様
子
は
、
前
述
の
ス
ノ
ビ
ズ
ム
で
は

無
い
が
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
社
会
が
可
能
と
し
た

み
や
げ
話
優
位
の
お
み
や
げ
の
世
界
と
言
え
よ
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
み
や

げ
話
が
充
実
し
て
く
る
と
、
贈
呈
す
る
土
産
物
の
世

界
も
多
様
と
な
る
。
送
る
人
に
み
や
げ
話
の
能
力

が
あ
ま
り
無
く
て
も
、
あ
る
い
は
非
常
に
現
代
的
で

あ
る
な
ら
ば
、
二
次
創
作
物
と
し
て
み
や
げ
話
を
創

り
上
げ
、
特
定
の
土
地
（
場
所
、
イ
ベ
ン
ト
）
で
購
入

し
た
土
産
品
も
と
も
に
お
み
や
げ
に
す
る
こ
と
も
可

能
と
な
る
。
食
玩
、
ブ
リ
キ
玩
具
な
ど
は
土
産
品
と

し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
コ
ミ
ッ

ク
マ
ー
ケ
ッ
ト
や
コ
ス
プ
レ
イ
ベ
ン
ト
あ
る
い
は
そ

の
他
の
ア
ー
ト
イ
ベ
ン
ト
な
ど
も
そ
の
よ
う
な
場
と

な
っ
て
い
る
、「
二
次
創
作
物
」
を
中
心
と
す
る
催
し

か
ら
生
み
出
さ
れ
る
土
産
品
や
み
や
げ
話
は
、
さ
ら

に
そ
の
発
展
系
か
も
し
れ
な
い
。

時
代
を
映
す
鏡

本
稿
で
は
、
お
み
や
げ
の
近
代
的
な
形
式
を
整
理

す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
み
た
が
、
そ
の
形
式
を
護
る

現
象
も
残
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
お
み
や
げ
を
巡
る

世
界
は
刻
々
と
広
が
り
を
み
せ
て
い
る
こ
と
が
解
っ

た
。
贈
る
人
と
貰
う
人
の
二
者
関
係
、
土
産
品
と

み
や
げ
話
に
よ
り
成
立
す
る
お
み
や
げ
の
世
界
か
ら
、

現
実
は
、
次
第
に
贈
る
人
と
み
や
げ
話
の
二
者
が
力

を
得
て
世
界
を
拡
げ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

ま
た
、
そ
の
中
で
み
や
げ
話
に
つ
い
て
、
本
稿
で

は
旅
行
か
ら
帰
っ
て
き
て
そ
の
経
験
を
も
と
に
創
作

さ
れ
る
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
た
が
、「
B
級
」

の
事
例
は
旅
行
経
験
を
総
合
し
て
「
笑
い
」
を
作
り

出
す
た
め
、
つ
い
に
そ
れ
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て

語
ら
れ
る
可
能
性
を
も
示
し
て
い
る
。
現
実
と
並
行

す
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
世
界
で
は
、
ノ
ン
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
と
並
ん
で
い
ろ
い
ろ
な
旅
行
経
験
を
取
り

ま
と
め
て
一
つ
の
旅
の
話
と
す
る
こ
と
の
面
白
さ
を

人
々
は
知
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
う
言
う
人
々
か

ら
み
る
と
、本
稿
で
初
め
の
こ
ろ
述
べ
た
リ
ア
リ
テ
ィ

を
翳
す
エ
ス
ニ
ッ
ク
土
産
に
つ
い
て
語
る
ス
ノ
ビ
ス

ト
た
ち
の
お
み
や
げ
交
換
な
ど
は
オ
チ
が
単
純
で
詰

ま
ら
な
い
も
の
に
見
え
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。

ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
社
会
と
の
関
係
で
は
、
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
の
中
で
ヒ
ー
ロ
ー
と
な
り
た
い
人
々
も
生

じ
て
来
た
。
テ
レ
ビ
番
組
の
模
倣
も
そ
れ
か
も
し
れ

な
い
が
、さ
ら
に
遊
園
地
で
の
迷
惑
行
為
を
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
誇
示
す
る
者
も
少
な
く
な
い
。
貰
う
人
を

特
定
し
土
産
品
を
選
別
す
る
行
為
に
立
ち
戻
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
行
為
が
抵
触
す
る
倫
理
の
壁
に
突
き
当

た
る
こ
と
に
な
る
は
ず
な
の
だ
が
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ

デ
ィ
ア
社
会
に
お
け
る
そ
の
規
範
は
未
だ
成
熟
し
て

い
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
時
代
を
追
っ
て
み
て
く
る
と
、
お

み
や
げ
文
化
は
、
常
に
時
代
を
映
す
鏡
の
よ
う
に
思

え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
研
究
に
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る

領
域
は
多
く
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

白
い
恋
人
」
は
、
菓
子
の
種
類
が
異
な
り
、
名
前
が

示
す
意
味
も
異
な
る
も
の
で
、
紛
争
は
起
こ
る
訳
は

な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
消
費
者
が
土
産
品
と

し
て
販
売
さ
れ
る
両
者
に
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
「
面

白
い
恋
人
」
が
「
白
い
恋
人
」
を
嗤
っ
て
い
る
と
感

じ
る
こ
と
が
、
結
果
と
し
て
販
売
に
繫
が
っ
た
こ
と

に
原
因
が
あ
る
。
訴
訟
で
は
、
和
解
（
2
0
1
3
年
2

月
13
日
）
が
成
立
し
、札
幌
市
の
石
屋
製
菓（「
白
い
恋
人
」

製
造
販
売
元
）
が
大
阪
市
の
吉
本
興
業
の
「
面
白
い
恋

人
」
に
名
称
の
使
用
を
認
め
、
販
売
地
域
を
限
定
す

る
と
言
う
も
の
で
あ
っ
た
。「
エ
ン
タ
メ
」
性
を
持
つ

パ
ロ
デ
ィ
を
感
じ
さ
せ
る
コ
ン
テ
ン
ツ
で
あ
る
名
称

の
メ
タ
フ
ァ
ー
は
問
題
と
さ
れ
ず
、
土
産
品
と
し
て

販
売
地
域
を
限
定
す
る
こ
と
で
決
着
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
事
例
は
、
お
み
や
げ
と
同
時
に
展
開
さ
れ
る

み
や
げ
話
の
効
果
の
重
要
性
を
示
唆
す
る
と
同
時
に
、

土
産
品
が
土
地
の
産
物
で
あ
り
正
真
正
銘
性
を
持
つ

と
言
う
説
明
に
限
界
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
延
い
て
は
、
多
く
の
「
B
級
」
イ
ベ
ン
ト
も

参
加
者
は
地
域
性
を
謳
い
な
が
ら
土
地
の
伝
統
か
ら

は
か
な
り
独
立
し
て
お
り
、
そ
こ
に
登
場
す
る
食
や

物
品
は
、
そ
れ
を
説
明
す
る
話
（
噺
と
書
く
、
商
業
化

さ
れ
た
「
コ
ン
テ
ン
ツ
」）
と
し
て
の
面
白
さ
が
重
視
さ

れ
て
い
る
。「
B
級
」
の
「
土
産
品
」
は
文
頭
に
述
べ

た
土
産
品
と
は
異
な
る
意
味
を
持
つ
、
物
で
あ
り
な
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ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
旅
し
た
本
人
の
メ
モ
リ
ア
ル
の

要
素
が
強
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日

本
の「
お
み
や
げ
」
の
起
源
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、

本
来
は
「
宮
笥
」
と
い
う
漢
字
を
当
て
、
神
社
仏
閣

に
参
詣
し
た
人
が
家
族
や
地
域
の
人
々
に
神
仏
の
お

か
げ
、
つ
ま
り
ご
利
益
を
分
配
す
る
こ
と
に
端
を
発

し
て
い
た
と
い
う
の
が
有
力
だ
。
当
初
は
寺
社
で
授

か
っ
た
お
札
や
お
神
酒
を
入
れ
た
杯
だ
っ
た
が
、
次

第
に
必
ず
し
も
神
仏
と
直
接
の
な
い
土
地
特
有
の
品

が
増
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で
「
土
産
」

と
い
う
漢
字
を
当
て
る
こ
と
が
一
般
化
し
て
い
っ
た

の
だ
。
つ
ま
り
日
本
の
お
み
や
げ
文
化
の
起
源
に
は
、

神
社
仏
閣
へ
の
参
詣
・
巡
礼
が
深
く
か
か
わ
り
、
か

つ
贈
答
と
密
接
不
可
分
な
関
係
が
前
提
に
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
明
治
時
代
以
前
に
お
み
や
げ
と
な
っ
て
い

た
の
は
、
暦
や
和
紙
、
う
ち
わ
と
い
っ
た
非
食
品
や
、

伊
勢
の
万
金
丹
と
い
っ
た
薬
が
主
流
で
あ
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
例
え
ば
、
現
在
伊
勢
み
や
げ
の
代
表
と
さ

れ
る
赤
福
も
、
江
戸
時
代
か
ら
売
ら
れ
て
い
た
こ
と

自
体
は
確
か
だ
が
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
場
で
食
べ
ら

れ
る
名
物
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
持
ち
帰
る
お
み
や

げ
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。

冷
静
に
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
当
た
り
前
の

こ
と
で
あ
る
。
徒
歩
が
基
本
で
あ
っ
た
当
時
の
旅
は
、

現
在
の
よ
う
に
せ
い
ぜ
い
数
日
で
帰
宅
す
る
わ
け
で

は
な
く
、
い
っ
た
ん
出
発
す
る
と
長
期
間
に
わ
た
る

こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
食
べ
物
、
特
に
生
の
餅

や
団
子
と
い
っ
た
菓
子
類
を
お
み
や
げ
と
し
て
持
っ

て
帰
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
実
上
不
可
能
だ
っ
た
。

他
方
、
神
社
仏
閣
の
門
前
や
街
道
沿
い
の
茶
屋

で
盛
ん
に
売
ら
れ
て
い
た
名
物
の
餅
や
団
子
な
ど
は
、

そ
の
由
緒
や
来
歴
が
語
ら
れ
る
こ
と
で
、
名
物
と
し

て
の
価
値
を
付
与
さ
れ
て
い
た
。

例
え
ば
、
東
海
道
と
中
山
道
が
合
流
す
る
場
所
に

草
津
と
い
う
宿
場
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
「
姥
が
餅
」

と
い
う
名
物
菓
子
が
古
く
か
ら
売
ら
れ
て
い
た
。「
う

ば
が
も
ち
」
は
、
小
さ
な
餅
を
こ
し
あ
ん
で
く
る
ん

だ
も
の
で
、
と
り
た
て
て
珍
し
い
材
料
を
使
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、戦
国
時
代
の
武
将
佐
々

木
氏
が
滅
亡
す
る
際
に
、
そ
の
遺
児
の
世
話
を
託
さ

れ
た
乳
母
が
草
津
に
身
を
潜
め
、
や
が
て
餅
を
作
っ

て
旅
人
に
売
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
始
ま
り
、
と
い

う
伝
説
が
伝
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
草
津
の
名
物
と
し

て
由
緒
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

お
み
や
げ
と
鉄
道
・
軍
隊

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
近
世
の
名
物
の
多
く
は
、

基
本
的
に
そ
の
場
で
食
べ
る
も
の
で
あ
り
、
お
み
や

げ
と
し
て
持
ち
帰
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

日本の「おみやげ」と外国の「スーベニア」には違いがある。日本のお
みやげはその土地の由緒と結び付けられた名物菓子が主役である。近代
日本で形成されたおみやげ文化とその変容を探る。
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「
お
み
や
げ
」
と
「
ス
ー
ベ
ニ
ア
」

私
た
ち
は
、
全
国
各
地
の
観
光
地
を
訪
れ
る
と
、

さ
ま
ざ
ま
な
「
み
や
げ
も
の
」
が
売
ら
れ
て
い
る
の

を
目
に
す
る
。

そ
こ
で
主
役
を
占
め
て
い
る
の
は
、
た
い
て
い
何

ら
か
の
形
で
そ
の
土
地
の
由
緒
と
結
び
付
け
ら
れ
た

名
物
菓
子
な
ど
、
食
品
類
で
あ
る
。
装
飾
品
や
置
物

な
ど
食
べ
ら
れ
な
い
も
の
は
片
隅
に
追
い
や
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
外
国
、
と
り
わ
け
西
欧

諸
国
の
そ
れ
と
比
べ
る
と
き
わ
め
て
特
徴
的
だ
。

こ
れ
ら
の
国
々
で
売
り
場
の
主
役
は
、
置
物
や
工

芸
品
な
ど
、
非
食
品
で
あ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。

し
か
し
、
日
本
に
比
べ
る
と
明
ら
か
に
〝
脇
役
〞
に

甘
ん
じ
て
い
る
。

そ
う
な
っ
た
要
因
は
い
く
つ
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、

一
つ
に
は
日
本
の
お
み
や
げ
と
外
国
の
ス
ー
ベ
ニ

ア
と
の
違
い
が
あ
る
。
例
え
ば
英
単
語
の
試
験
で

〝souvenir

〞
と
出
題
さ
れ
た
場
合
に
は
、
訳
と
し

て
「
お
み
や
げ
」
と
答
え
る
の
が
「
正
解
」
だ
ろ
う
。

だ
が
両
者
は
似
て
非
な
る
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を

ど
れ
だ
け
の
人
が
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

フ
ラ
ン
ス
語
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
ス
ー
ベ
ニ
ア

と
い
う
こ
と
ば
は
、「
思
い
出
」
と
か
「
心
の
中
に

よ
み
が
え
る
」
と
い
う
の
が
本
来
の
意
味
で
あ
り
、

1 伊勢みやげ　2 ベネチアで売られるみやげ
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広
い
地
域
を
対
象
と
し
て
い
た
。
徒
歩
が
基
本
だ
っ

た
当
時
、
日
帰
り
や
短
期
間
の
旅
用
と
し
て
は
、
収

録
範
囲
も
十
分
な
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
弥
次
さ
ん
喜

多
さ
ん
が
珍
道
中
を
繰
り
広
げ
る
『
東
海
道
中
膝
栗

毛
』
は
小
説
（
滑
稽
本
）
だ
が
、
実
際
に
は
旅
の
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク
と
し
て
も
広
く
利
用
さ
れ
て
い
た
。

だ
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
が
発
達
し
た
今
日

に
比
べ
る
と
、
そ
の
影
響
力
は
限
ら
れ
た
も
の
だ
っ

た
。
駅
な
ど
で
売
ら
れ
て
い
る
名
物
を
、
列
車
で
旅

す
る
多
く
の
人
々
が
目
に
す
る
こ
と
で
、
そ
の
知
名

度
を
全
国
規
模
に
拡
散
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

鉄
道
が
知
名
度
の
ア
ッ
プ
に
大
き
な
力
が
あ
っ
た

の
は
、
こ
う
し
た
古
く
か
ら
の
名
物
ば
か
り
で
な
く
、

近
代
に
な
っ
て
新
た
に
生
ま
れ
て
き
た
名
物
も
同
じ

だ
っ
た
。

例
え
ば
、
岡
山
の
代
表
的
な
名
物
の
ひ
と
つ
の
吉

備
団
子
。
吉
備
団
子
と
い
え
ば
、
桃
太
郎
が
鬼
が
島

へ
鬼
退
治
に
行
く
際
に
、
猿
や
雉
に
与
え
て
子
分
に

し
た
と
い
う
伝
説
が
す
ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
。と
こ
ろ
が
、

桃
太
郎
が
彼
ら
に
与
え
た
の
は
キ
ビ
で
作
っ
た
「
黍

団
子
」
で
あ
っ
て
、
吉
備
の
国
の
「
吉
備
団
子
」
で

は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
つ
ま
り
両
者
は
音
が
同
じ
と
い
う
だ
け
で
直

接
の
関
係
は
な
い
の
だ
。
事
実
、
現
在
に
続
く
吉
備

団
子
が
登
場
し
た
の
は
意
外
に
新
し
く
、
せ
い
ぜ
い

山
を
代
表
す
る
名
物
と
し
て
成
長
し
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
鉄
道
と
軍
隊
・
戦
争
と
の
関

係
で
全
国
的
に
知
名
度
を
拡
大
し
て
い
っ
た
名
物
は
、

こ
の
他
に
も
京
都
の
八
ッ
橋
な
ど
、
実
は
数
多
い
。

ち
な
み
に
現
在
で
も
、
鉄
道
の
駅
や
空
港
な
ど

で
は
、
構
内
の
売
店
で
た
く
さ
ん
の
お
み
や
げ
品
が
、

販
売
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
鉄
道
が
開
通
し
た
ば
か

り
の
こ
の
当
時
は
、
売
店
で
は
な
く
立
ち
売
り
が
主

流
だ
っ
た
よ
う
だ
。
駅
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
で
商
品

名
を
連
呼
し
な
が
ら
売
る
こ
と
で
、
初
め
て
そ
の
駅

を
通
過
す
る
人
々
に
も
、
そ
の
存
在
を
強
く
ア
ピ
ー

ル
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

名
物
が
お
み
や
げ
化
し
て
い
く
上
で
、
駅
構
内
で

の
販
売
は
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、

そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
と
は
、
売
り
上
げ
面
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
鉄
道
と
軍
隊
・
戦
争
を
通
じ
て
知
名
度
が

全
国
規
模
で
拡
散
し
た
こ
と
に
よ
る
、
名
物
と
し
て

の
地
位
向
上
へ
の
貢
献
も
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

博
覧
会
と
お
み
や
げ

近
代
の
お
み
や
げ
が
形
作
ら
れ
て
い
く
過
程
で
も

う
一
つ
見
逃
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
博
覧
会
の
影
響

で
あ
ろ
う
。
二
一
世
紀
の
今
日
で
は
さ
す
が
に
下
火

に
な
っ
て
い
る
が
、
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
か

け
て
博
覧
会
は
、
近
代
を
象
徴
す
る
イ
ベ
ン
ト
と
し

幕
末
く
ら
い
に
し
か
遡
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
だ
。

こ
の
吉
備
団
子
が
全
国
的
な
知
名
度
を
得
た
大
き

な
き
っ
か
け
は
、
近
代
日
本
が
最
初
に
体
験
し
た
本

格
的
な
対
外
戦
争
で
あ
る
日
清
戦
争
で
あ
っ
た
。
こ

の
時
、
数
多
く
の
将
兵
が
全
国
か
ら
動
員
さ
れ
て
広

島
宇
品
な
ど
か
ら
戦
地
へ
と
旅
立
っ
て
い
っ
た
。
そ

し
て
、
戦
争
終
結
後
、
将
兵
た
ち
は
戦
地
か
ら
国
内

へ
と
帰
還
し
て
い
く
。
彼
ら
の
多
く
は
鉄
道
を
利
用

し
、
岡
山
駅
も
そ
の
ル
ー
ト
上
に
位
置
し
て
い
た
。

そ
こ
で
、
吉
備
団
子
を
商
っ
て
い
た
広
栄
堂
の
主

人
は
、
岡
山
駅
で
帰
還
し
て
来
る
将
兵
を
待
つ
だ
け

で
な
く
、
自
ら
広
島
ま
で
赴
い
て
桃
太
郎
の
扮
装
で

彼
ら
を
出
迎
え
、
吉
備
団
子
購
入
の
予
約
を
取
っ
た

と
い
う
。
つ
ま
り
対
外
戦
争
を
桃
太
郎
の
鬼
退
治
に

な
ぞ
ら
え
た
、
と
い
う
わ
け
だ
。

こ
の
当
時
、
戦
地
へ
赴
い
た
兵
士
た
ち
は
、
出
発

す
る
際
に
郷
土
の
親
戚
や
知
人
な
ど
か
ら
餞
別
を
受

け
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
と
す
る
と
、
武
運

よ
ろ
し
く
無
事
帰
還
し
た
場
合
に
は
、
手
ぶ
ら
で
帰

る
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
今
度
は
何

か
お
み
や
げ
を
配
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
の
だ
。

岡
山
駅
で
売
ら
れ
て
い
る
光
景
を
目
に
し
た
兵
士

た
ち
は
、
吉
備
団
子
を
買
い
求
め
故
郷
へ
の
お
み
や

げ
と
し
て
各
地
へ
と
散
ら
ば
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し

て
吉
備
団
子
は
全
国
的
な
知
名
度
を
獲
得
し
、
岡

て
世
界
的
に
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
日
本
で
も
明
治
時

代
の
内
国
勧
業
博
覧
会
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
後
の

大
阪
万
博
な
ど
、
数
多
く
開
か
れ
て
き
た
。

さ
て
、
大
垣
名
物
の
柿
羊
羹
と
言
っ
て
も
、
現
在

そ
の
存
在
を
知
っ
て
い
る
方
は
稀
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

明
治
時
代
か
ら
昭
和
前
期
に
か
け
て
は
、
東
海
道
線

沿
線
で
も
屈
指
の
名
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
町
に
、
宝
暦
五
年
に
創
業
し
た
と
さ
れ
る
槌

谷
と
い
う
和
菓
子
屋
が
あ
る
。
大
垣
は
、
古
く
か
ら

柿
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
が
、
槌
谷
の
先
祖

で
あ
る
園
助
は
、
幕
末
の
天
保
九
年
に
名
産
の
柿
を

使
用
し
た
柿
羊
羹
を
開
発
し
た
。

そ
の
後
、
明
治
天
皇
に
柿
羊
羹
を
献
上
す
る
な
ど
、

そ
の
製
造
元
と
し
て
確
固
た
る
地
位
を
得
た
よ
う
に

見
え
た
槌
谷
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
こ
こ
に
強
力
な

ラ
イ
バ
ル
が
出
現
す
る
。
明
治
二
十
八
年
に
京
都
で

開
催
さ
れ
た
第
四
回
内
国
勧
業
博
覧
会
に
、
同
じ
大

垣
の
羽
根
田
豊
三
郎
が
柿
羊
羹
を
出
品
し
た
の
だ
。

羽
根
田
の
製
品
は
審
査
官
か
ら
絶
賛
さ
れ
、「
進

歩
二
等
賞
」
を
獲
得
し
た
。

槌
谷
が
こ
の
博
覧
会
に
自
ら
の
製
品
を
出
品
し
な

か
っ
た
の
は
、
容
器
の
開
発
に
手
間
ど
っ
て
い
た
か

ら
と
さ
れ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
槌
谷
か
ら
見
て

後
発
の
羽
根
田
が
、
内
国
勧
業
博
覧
会
と
い
う
大
き

な
舞
台
で
高
い
評
価
を
受
け
た
こ
と
に
、
強
い
衝
撃

し
か
し
、
そ
う
し
た
状
況
は
明
治
時
代
以
降
、
大

き
く
変
容
を
遂
げ
て
い
く
。
近
代
に
入
っ
て
導
入
さ

れ
た
輸
送
機
関
の
発
達
、
と
り
わ
け
鉄
道
の
導
入

と
普
及
が
、
旅
に
要
す
る
時
間
を
劇
的
に
短
縮
し

た
。
要
す
る
に
、
従
来
お
み
や
げ
に
す
る
こ
と
が
難

し
か
っ
た
菓
子
な
ど
の
名
物
を
、
持
ち
帰
っ
て
食
べ

る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

赤
福
も
日
露
戦
争
後
、
明
治
天
皇
の
伊
勢
神
宮

参
拝
を
き
っ
か
け
に
、
鉄
道
の
駅
構
内
で
販
売
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
大
き
な
画
期
と
な
っ
た
。
そ

れ
は
単
に
売
り
場
が
拡
大
し
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

専
用
の
折
詰
の
開
発
や
保
存
性
の
改
良
な
ど
に
よ
っ

て
、
そ
の
場
で
食
べ
る
名
物
か
ら
、
持
ち
帰
ら
れ
る

お
み
や
げ
へ
と
転
形
し
て
い
っ
た
の
だ
。

も
う
一
つ
、
鉄
道
が
名
物
の
お
み
や
げ
化
に
果
た

し
た
役
割
と
し
て
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
、

知
名
度
の
広
域
化
と
い
う
効
果
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
近
世
か
ら
名
所
案
内
記
や
道
中
案
内

と
い
っ
た
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
は
普
及
し
て
お
り
、
そ
の

中
で
各
地
の
名
物
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
。

例
え
ば
『
江
戸
名
所
図
会
』
は
、
近
世
を
代
表
す

る
名
所
案
内
の
ひ
と
つ
だ
。
名
所
図
会
は
寺
社
を
は

じ
め
と
す
る
各
地
の
名
所
を
絵
入
り
で
紹
介
し
た
も

の
で
あ
る
。「
江
戸
」
と
書
名
に
は
謳
っ
て
い
る
が
、

実
際
に
は
現
在
の
神
奈
川
県
や
埼
玉
県
ま
で
を
含
む1·2 立ち売り（『旅』7号　明治36年）
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そ
れ
だ
け
に
商
品
に
ま
つ
わ
る
由
緒
や
由
来
を
語
る

こ
と
は
、
名
物
と
し
て
の
価
値
を
高
め
る
と
と
も
に
、

お
み
や
げ
と
し
て
の
価
値
を
高
め
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
そ
の
品
物
に
付
着
し
た
「
物
語
」

が
大
き
く
て
深
い
ほ
ど
、
名
物
と
し
て
の
価
値
が
高

要
素
だ
。
例
え
ば
、
伊
勢
の
赤
福
も
そ
の
場
で
食

べ
る
名
物
か
ら
お
み
や
げ
品
化
す
る
過
程
で
、
容
器

も
竹
の
皮
か
ら
現
在
の
よ
う
な
折
詰
へ
と
変
化
し
て

い
る
。
羊
羹
で
も
、
現
在
の
よ
う
な
ア
ル
ミ
箔
の
包

装
材
が
ま
だ
登
場
し
て
い
な
い
当
時
で
は
、
半
分
に

切
っ
た
竹
の
中
に
羊
羹
を
入
れ
る
と
い
う
の
は
、
持

ち
運
び
が
し
や
す
い
上
に
、
見
た
目
も
イ
ン
パ
ク
ト

が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

こ
う
し
て
満
を
持
し
て
出
品
し
た
明
治
三
十
六
年

い
、
つ
ま
り
名
物
性
が
高
く
な
る
の
で
あ
る
。

赤
福
や
八
ッ
橋
と
い
っ
た
前
近
代
か
ら
存
在
す
る

名
物
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
実
質
的
に
近
代
以
降
に

作
り
出
さ
れ
た
柿
羊
羹
や
吉
備
団
子
な
ど
も
、
何
ら

か
の
形
で
由
緒
を
語
る
こ
と
で
、「
名
物
性
」
を
獲

得
し
て
い
る
。

そ
れ
と
同
時
に
、
従
来
は
そ
の
場
で
食
べ
る
こ
と

が
前
提
で
あ
っ
た
名
物
菓
子
を
本
格
的
に
お
み
や
げ

と
し
て
い
く
た
め
の
「
近
代
的
」
な
工
夫
が
な
さ
れ

て
い
く
。
保
存
性
や
容
器
の
改
良
な
ど
も
そ
れ
で
あ

る
。
こ
う
し
て
近
代
の
名
物
お
み
や
げ
が
生
成
さ
れ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
一
見
す
る
と
古
来
連
綿
と
変
わ
ら
な
く

続
い
て
き
た
よ
う
に
見
え
る
こ
れ
ら
名
物
菓
子
だ
が
、

実
際
に
は
鉄
道
や
博
覧
会
、
さ
ら
に
は
国
民
軍
と

い
っ
た
よ
う
な
近
代
の
装
置
が
、
そ
の
形
成
に
大
き

な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
。

と
い
っ
て
も
、
こ
う
し
た
「
つ
く
ら
れ
た
伝
統
」

的
な
議
論
は
、
別
に
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
し
、

本
稿
の
主
題
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、お
み
や
げ
が
「
近

代
化
」
し
て
い
く
と
同
時
に
、
そ
れ
が
元
来
持
っ
て

い
た
性
質
を
、
よ
り
深
め
て
い
っ
た
と
い
う
側
面
に
、

も
っ
と
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

近
年
、
お
み
や
げ
用
の
菓
子
は
多
様
化
し
、
必
ず

し
も
歴
史
的
な
人
物
や
故
事
に
絡
め
て
由
緒
づ
け
て

の
第
五
回
内
国
勧
業
博
覧
会
で
、
槌
谷
の
柿
羊
羹
は

高
い
評
価
を
獲
得
し
、
そ
の
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
博
覧

会
な
ど
で
数
々
の
賞
を
受
け
た
と
い
う
。

し
か
し
、
柿
羊
羹
を
め
ぐ
る
槌
谷
と
羽
根
田
の
競

争
は
こ
れ
で
終
わ
り
を
迎
え
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

各
地
で
開
催
さ
れ
た
博
覧
会
で
は
そ
の
後
も
、
槌
谷

と
羽
根
田
の
柿
羊
羹
が
軒
並
み
入
賞
す
る
状
況
が

続
く
な
ど
、
デ
ッ
ド
ヒ
ー
ト
を
繰
り
広
げ
た
の
で
あ

る
。
中
に
は
槌
谷
と
羽
根
田
が
揃
っ
て
審
査
員
を
務

め
、
揃
っ
て
表
彰
を
受
け
て
い
る
よ
う
な
例
が
あ
る

な
ど
、
果
た
し
て
公
平
性
が
保
た
れ
て
い
た
の
か
に

つ
い
て
は
疑
問
も
残
る
が
、
逆
に
い
え
ば
、
常
に
入

賞
し
続
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、
競
争
が

激
し
か
っ
た
と
も
い
え
る
。
そ
の
過
程
で
品
質
の
改

良
が
進
む
と
と
も
に
、
知
名
度
も
次
第
に
高
く
な
っ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

大
正
時
代
末
期
に
行
わ
れ
た
東
海
道
線
沿
線
の
名

物
の
人
気
投
票
で
、
柿
羊
羹
は
大
阪
駅
の
粟
お
こ
し

や
京
都
駅
の
八
ッ
橋
と
い
っ
た
、
並
み
居
る
強
豪
を

押
し
の
け
て
一
位
を
獲
得
す
る
な
ど
、
東
海
道
線
を

代
表
す
る
名
物
と
し
て
の
地
位
を
築
い
た
の
で
あ
る
。

近
代
化
と
お
み
や
げ
文
化
の
行
方

長
ら
く
名
物
菓
子
の
多
く
は
、
中
身
は
特
に
変

哲
も
な
い
饅
頭
で
あ
っ
た
り
、
餅
で
あ
っ
た
り
し
た
。

い
る
わ
け
で
も
な
く
、
内
容
的
に
も
餅
や
饅
頭
に
止

ま
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
一
見
す
る

と
、
名
物
性
の
希
薄
化
が
進
ん
で
い
る
と
見
る
こ
と

も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
そ
の
多
く
は
、
何
ら
か
の
形
で
そ
の
土
地

に
付
着
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
「
ご
当
地
ポ
ッ
キ
ー
」
は
そ
の
代
表
的
な

も
の
の
ひ
と
つ
だ
。
こ
れ
ら
の
中
身
は
、
大
手
製
菓

メ
ー
カ
ー
が
製
造
す
る
お
な
じ
み
の
菓
子
が
基
本
と

な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
夕
張
メ
ロ
ン
」

や
「
甲
州
ほ
う
と
う
」
と
い
っ
た
、
何
ら
か
の
土
地

の
特
産
品
の
風
味
な
ど
を
つ
け
る
こ
と
で
、
そ
の
土

地
と
の
関
わ
り
を
強
く
ア
ピ
ー
ル
し
た
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
こ
う
し
て
旅
行
の
際
、
お
み
や
げ
と
し
て
、

そ
れ
ら
は
十
分
通
用
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。

そ
の
意
味
で
、
お
み
や
げ
の
要
件
と
し
て
現
在
で
も

形
を
変
え
て
名
物
性
が
継
続
し
て
い
る
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
。

ま
た
、
近
年
の
お
み
や
げ
用
菓
子
は
、
個
別
包
装

が
主
流
で
、
赤
福
の
よ
う
に
そ
う
で
な
い
も
の
は
稀

だ
。
こ
れ
も
近
年
の
保
存
技
術
の
向
上
の
現
わ
れ
と

み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
同
時
に
旅
で
得
た
「
お
か

げ
」
を
周
囲
に
「
配
る
」
と
い
う
日
本
の
お
み
や
げ

が
古
く
か
ら
持
っ
て
き
た
機
能
を
拡
充
す
る
も
の
で

あ
っ
た
、
と
い
う
考
え
方
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

を
受
け
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

そ
こ
で
槌
谷
は
「
是
ヨ
リ
日
夜
寝
食
ヲ
忘
レ
テ
熱

心
之
カ
研
究
ニ
従
事
シ
不
退
不
転
柿
羊
羹
ヲ
以
テ
生

命
ト
ナ
ス
」
ほ
ど
の
決
意
を
し
て
、
そ
の
改
良
に
取

り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
。
柿
羊
羹
そ
の
も
の
の
改
良

の
ほ
か
、
明
治
二
十
九
年
に
は
、
以
前
か
ら
の
大
き

な
課
題
で
あ
っ
た
容
器
を
新
開
発
の
竹
製
半
月
型
の

も
の
に
一
新
し
た
。
実
は
お
み
や
げ
と
し
て
持
ち
帰

り
や
す
く
す
る
た
め
に
は
、
容
器
も
非
常
に
重
要
な

柿羊羹

つちや本店（岐阜県大垣市）

ご当地ポッキー
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マレーシア、サラワク州の少数民族の作る手工芸品は外国人観光客を対象と

した観光土産として販売されると同時に、現地の生活でも使用されている。

従来の観光人類学の枠組みでは説明できない状況をどう考えたらいいのか。

マレーシア、サラワク州の
観光と手工芸品

土産物店を利用する先住民 
文・写真 市川哲

東
南
ア
ジ
ア
は
ど
の
国
も
多
か
れ
少
な
か
れ
多

民
族
国
家
で
あ
る
。
同
一
の
国
家
の
中
に
複
数
の
民

族
が
居
住
し
て
い
た
り
、
同
じ
民
族
が
国
境
を
越
え
、

異
な
る
国
家
に
分
散
し
て
居
住
し
て
い
た
り
す
る
こ

と
が
一
般
的
で
あ
る
。
ま
た
特
に
都
市
部
か
ら
離
れ

た
遠
隔
地
で
は
様
々
な
少
数
民
族
が
居
住
し
、
彼
ら

彼
女
ら
の「
伝
統
的
な
衣
装
」「
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
文
化
」

が
観
光
資
源
と
な
っ
て
い
る
。
多
民
族
社
会
で
あ
り
、

特
徴
的
な
伝
統
文
化
を
持
つ
少
数
民
族
が
多
数
居
住

す
る
東
南
ア
ジ
ア
で
は
、
自
己
と
は
異
な
る
文
化
的
・

民
俗
的
背
景
の
人
々
と
の
交
流
や
訪
問
を
主
目
的
と

す
る
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
が
一
般
的
な
の

で
あ
る
。

本
稿
で
取
り
上
げ
る
マ
レ
ー
シ
ア
も
東
南
ア
ジ
ア

の
典
型
的
な
多
民
族
国
家
で
あ
る
。
最
大
多
数
派
の

マ
レ
ー
人
（
人
口
の
約
50
％
）
を
初
め
、華
人
（
約
25
％
）、

イ
ン
ド
人
（
約
7
％
）、
少
数
諸
民
族
（
約
11
％
）、
さ

ら
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
タ
イ
と
い
っ

た
近
隣
の
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
出
身
者
が
存
在
す
る

多
民
族
社
会
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
サ
ラ
ワ
ク
州
は

マ
レ
ー
シ
ア
の
他
地
域
と
比
較
し
て
も
域
内
に
居
住

す
る
少
数
民
族
が
多
い
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
サ

ラ
ワ
ク
州
の
最
大
多
数
派
民
族
は
イ
バ
ン
人
で
あ
り
、

そ
の
他
に
も
中
国
系
移
民
の
子
孫
の
華
人
や
マ
レ
ー

人
、
ビ
ダ
ユ
人
、
ム
ラ
ナ
ウ
人
、
カ
ヤ
ン
人
、
ク
ニ
ャ
ー

人
、
ル
ン
・
バ
ワ
ン
人
、
ル
ン
・
ダ
エ
人
、
ク
ラ
ビ
ッ

ト
人
、
プ
ナ
ン
人
等
、多
数
の
少
数
民
族
が
居
住
す
る
。

一
説
に
は
州
内
に
は
40
以
上
の
民
族
が
存
在
す
る
と

言
わ
れ
て
い
る
。

ロ
ン
グ
ハ
ウ
ス
観
光

サ
ラ
ワ
ク
の
諸
民
族
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
他
の
地

域
と
比
較
し
て
も
独
自
の
文
化
を
持
っ
て
い
る
。
サ

ラ
ワ
ク
先
住
民
の
多
く
は
伝
統
的
に
熱
帯
雨
林
の
中

に
ロ
ン
グ
ハ
ウ
ス
と
呼
ば
れ
る
長
屋
形
式
の
家
屋
を

作
り
暮
ら
し
、
伝
統
的
な
生
業
と
し
て
山
の
斜
面
を

切
り
開
き
陸
稲
を
植
え
る
と
い
う
焼
畑
を
行
っ
て
き

た
。ま
た
最
近
で
は
若
年
層
で
行
う
者
は
少
な
く
な
っ

て
き
た
が
、
身
体
の
各
部
分
に
イ
レ
ズ
ミ
を
入
れ
る

の
も
サ
ラ
ワ
ク
先
住
民
の
特
徴
的
な
文
化
で
あ
る
。

サ
ラ
ワ
ク
の
先
住
民
の
中
で
も
ロ
ン
グ
ハ
ウ
ス
に

居
住
す
る
人
々
は
、
熱
帯
雨
林
の
中
で
の
焼
畑
の
作

り
方
や
、
銃
や
罠
を
用
い
た
野
生
動
物
の
狩
猟
法
、

各
種
の
薬
効
の
あ
る
植
物
の
採
集
等
、
自
分
た
ち
を

取
り
巻
く
自
然
環
境
に
つ
い
て
の
知
識
を
持
っ
て
い

る
。
そ
の
た
め
サ
ラ
ワ
ク
の
先
住
民
た
ち
は
、
現
実

に
は
ど
う
で
あ
れ
、
欧
米
や
日
本
社
会
か
ら
は
「
自

然
と
調
和
し
て
生
き
る
人
々
」
と
い
う
ま
な
ざ
し
で

見
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
そ
の
た
め
サ
ラ
ワ
ク
の
先
住

民
を
対
象
と
し
た
観
光
は
、
ロ
ン
グ
ハ
ウ
ス
を
訪
れ
、

自
然
と
調
和
し
た
人
々
の
伝
統
的
な
生
活
を
見
る
、

と
い
う
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
形
態
を
と
る

こ
と
が
多
い
。

こ
れ
ら
の
ロ
ン
グ
ハ
ウ
ス
観
光
は
都
市
部
の
旅
行

代
理
店
が
企
画
し
、
宿
泊
施
設
や
食
事
等
、
外
国

人
観
光
客
の
受
け
入
れ
準
備
が
整
っ
て
い
る
ロ
ン
グ

ハ
ウ
ス
に
希
望
者
を
連
れ
て
行
く
と
い
う
ス
タ
イ
ル

を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
ロ
ン
グ
ハ
ウ
ス
訪
問
ツ

ア
ー
で
は
た
い
て
い
の
場
合
、
英
語
や
日
本
語
を

話
す
ツ
ア
ー
ガ
イ
ド
と
と
も
に
、
都
市
か
ら
車
で

川
沿
い
に
建
て
ら
れ
た
ロ
ン
グ
ハ
ウ
ス
の
川
下
に
行

き
、
そ
こ
か
ら
ボ
ー
ト
に
乗
っ
て
訪
問
す
る
。
こ
れ

ら
は
完
全
に
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ツ
ア
ー
と
し
て
定
着
し
て

お
り
、
参
加
者
は
束
の
間
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
ク
ル
ー
ズ

サラワク

ミリ

クチン

クアラルンプール

1 先住民のロングハウス
2 先住民の結納の儀礼

教会での結婚式後の伝統的な儀礼の様子
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ミリのMセンター内部

先住民カヤンのキリスト教会での結婚式の様子

周
辺
に
は
2
0
0
0
年
に
U
N
E
S
C
O
に
よ
り

世
界
自
然
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
グ
ヌ
ン
・
ム
ル
国
立

公
園
や
、
洞
窟
で
有
名
な
ニ
ア
国
立
公
園
と
い
っ
た
、

サ
ラ
ワ
ク
に
お
け
る
エ
コ
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
代
表
的

な
観
光
ス
ポ
ッ
ト
が
あ
る
。
ま
た
ミ
リ
か
ら
も
四
輪

駆
動
車
に
乗
っ
て
先
住
民
の
ロ
ン
グ
ハ
ウ
ス
を
訪
問

す
る
ツ
ア
ー
が
あ
る
。
そ
の
た
め
ミ
リ
市
内
に
は
エ

コ
・
ツ
ア
ー
や
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ツ
ア
ー
を
取
り
扱
う

旅
行
代
理
店
が
点
在
し
て
い
る
。

M
セ
ン
タ
ー
は
ミ
リ
市
内
の
中
心
部
で
先
住
民
関

係
の
手
工
芸
品
を
販
売
し
て
い
る
。
M
セ
ン
タ
ー
は

体
育
館
の
よ
う
な
建
物
で
、
そ
の
内
部
に
は
手
工
芸

や
「
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
気
分
」
を
楽
し
め
る
。

手
工
芸
品
と
「
観
光
土
産
」

こ
の
よ
う
な
エ
コ
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・

ツ
ー
リ
ズ
ム
が
合
わ
さ
っ
た
形
で
成
さ
れ
る
ロ
ン
グ

ハ
ウ
ス
訪
問
ツ
ア
ー
以
外
に
、
サ
ラ
ワ
ク
先
住
民
と

観
光
と
の
関
係
で
注
目
で
き
る
の
が
、
各
種
の
手
工

芸
品
で
あ
る
。
サ
ラ
ワ
ク
州
の
諸
民
族
は
、
木
彫
り

の
精
霊
像
や
仮
面
、織
物
、山
刀
や
吹
き
矢
等
の
武
器
、

ビ
ー
ズ
を
用
い
た
装
飾
品
等
を
作
成
し
、
日
常
的
に

用
い
る
以
外
に
も
、
各
種
の
儀
礼
や
祭
礼
で
使
用
し

て
き
た
。
こ
れ
ら
各
種
の
手
工
芸
品
は
先
住
民
の
生

活
の
中
で
使
わ
れ
る
以
外
に
も
、
外
国
人
観
光
客
を

対
象
と
し
た
サ
ラ
ワ
ク
各
地
の
土
産
物
店
で
販
売
さ

れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
手
工
芸
品
は
先
住
民
の
伝
統
的
な
文
様

を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
た
め

外
国
人
観
光
客
に
と
っ
て
は
、そ
の
デ
ザ
イ
ン
が
「
自

然
」「
エ
ス
ニ
ッ
ク
」「
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
」「
プ
リ
ミ
テ
ィ

ブ
」
と
い
っ
た
ボ
ル
ネ
オ
島
の
イ
メ
ー
ジ
と
合
致
す

る
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
ら
の
手
工
芸
品
は
人
気
が
高

い
。
そ
の
た
め
例
え
ば
サ
ラ
ワ
ク
の
州
都
ク
チ
ン
に

は
こ
れ
ら
先
住
民
が
作
成
し
た
手
工
芸
品
を
販
売
す

る
土
産
物
店
が
集
中
し
た
ス
ト
リ
ー
ト
も
あ
り
、
外

国
人
観
光
客
が
訪
問
す
る
観
光
ス
ポ
ッ
ト
に
も
な
っ

品
や
土
産
物
を
売
る
ス
ト
ー
ル
が
10
以
上
存
在
す
る
。

各
ス
ト
ー
ル
で
は
サ
ラ
ワ
ク
先
住
民
の
木
彫
や
織
物
、

伝
統
的
な
衣
服
、
装
飾
品
、
武
器
、
籐
細
工
等
の
手

工
芸
品
や
、
サ
ラ
ワ
ク
や
マ
レ
ー
シ
ア
の
イ
メ
ー
ジ

を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
T
シ
ャ
ツ
や
陶
器
、人
形
、
ネ
ッ

ク
レ
ス
、
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
等
を
販
売
し
て
い
る
。
各

ス
ト
ー
ル
で
手
工
芸
品
や
土
産
物
を
販
売
す
る
店
員

は
イ
バ
ン
や
華
人
、
カ
ヤ
ン
、
ク
ニ
ャ
ー
、
ル
ン
・

バ
ワ
ン
と
い
っ
た
サ
ラ
ワ
ク
の
様
々
な
民
族
で
あ
る
。

ス
ト
ー
ル
で
販
売
さ
れ
て
い
る
商
品
は
外
部
の
卸
売

店
や
製
作
者
か
ら
入
手
し
た
り
、
ス
ト
ー
ル
の
経
営

者
が
販
売
の
傍
ら
自
分
た
ち
で
作
っ
た
り
し
た
も
の

で
あ
る
。

M
セ
ン
タ
ー
は
サ
ラ
ワ
ク
先
住
民
に
関
係
す
る
手

工
芸
品
を
販
売
し
て
い
る
た
め
、
ミ
リ
で
の
エ
コ
・

ツ
ー
リ
ズ
ム
や
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
目
的

と
す
る
外
国
人
観
光
客
が
数
多
く
訪
れ
る
。
だ
が
実

際
に
M
セ
ン
タ
ー
内
部
で
手
工
芸
品
の
販
売
を
し
て

い
る
人
々
に
話
を
聞
い
て
み
る
と
、
外
国
人
観
光
客

よ
り
も
、
現
地
の
人
々
が
手
工
芸
品
を
買
う
こ
と
の

方
が
多
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
M
セ
ン
タ
ー

で
参
与
観
察
を
し
て
み
る
と
、
確
か
に
外
国
人
観

光
客
も
訪
れ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
地
元
の
人
々
が
セ

ン
タ
ー
内
部
で
手
工
芸
品
を
購
入
し
て
い
る
。
そ
し

て
こ
れ
ら
の
地
元
の
顧
客
は
、
必
ず
し
も
マ
レ
ー
シ

て
い
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
手
工
芸
品
は
観
光
化
し

た
ロ
ン
グ
ハ
ウ
ス
で
も
販
売
さ
れ
て
い
る
。
前
述
し

た
先
住
民
の
ロ
ン
グ
ハ
ウ
ス
を
訪
問
す
る
観
光
客
も
、

観
光
ビ
ジ
ネ
ス
に
携
わ
る
先
住
民
か
ら
手
工
芸
品
を

購
入
す
る
こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
ら
サ
ラ
ワ
ク
先
住
民
た
ち
が
作
成
し
販
売
す

る
手
工
芸
品
は
、
観
光
地
の
土
産
物
店
や
観
光
化
さ

れ
た
先
住
民
村
落
で
、
外
国
人
観
光
客
た
ち
が
購
入

す
る
た
め
、
典
型
的
な
外
国
人
観
光
客
向
け
の
「
観

光
土
産
」
と
見
な
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
実
際
、
こ
れ

ら
の
手
工
芸
品
は
か
な
り
カ
ラ
フ
ル
で
派
手
な
も
の

が
多
い
。
い
か
に
も
外
国
人
観
光
客
受
け
す
る
よ
う

な
手
工
芸
品
も
多
く
、
中
に
は
観
光
客
向
け
に
デ
ザ

イ
ン
さ
れ
作
ら
れ
た
の
で
は
、
と
思
い
た
く
な
る
も

の
も
あ
る
。
観
光
人
類
学
の
教
科
書
に
し
ば
し
ば
書

か
れ
て
い
る
、「
ホ
ス
ト
で
あ
る
観
光
地
の
住
民
た

ち
は
、
ゲ
ス
ト
で
あ
る
観
光
客
が
期
待
す
る
イ
メ
ー

ジ
を
提
供
す
る
」
と
い
う
内
容
を
思
い
出
さ
せ
る
。

確
か
に
こ
れ
ら
の
サ
ラ
ワ
ク
の
観
光
地
で
販
売

さ
れ
る
手
工
芸
品
の
中
に
は
、
外
国
人
観
光
客
向

け
に
作
成
さ
れ
る
モ
ノ
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
サ
ラ
ワ
ク
各
地
の
観
光
地
に
あ
る
土
産
物
屋
で

は
、「I♡

Saraw
ak

」
と
書
か
れ
た
り
、
伝
統
的
な
模

様
を
あ
し
ら
っ
た
り
し
た
T
シ
ャ
ツ
や
マ
グ
カ
ッ
プ
、

キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
等
が
販
売
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は

ア
人
の
国
内
旅
行
者
で
は
な
く
、
ミ
リ
市
や
そ
の
周

辺
の
住
民
の
方
が
多
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
M
セ
ン

タ
ー
は
典
型
的
な
外
国
人
向
け
の
観
光
土
産
を
販
売

す
る
施
設
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
あ
る
い

は
そ
れ
以
上
に
地
元
住
民
向
け
の
商
売
も
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

な
ぜ
外
国
人
観
光
客
が
訪
れ
る
手
工
芸
品
の
販
売

所
で
、
地
元
の
人
々
も
手
工
芸
品
を
買
う
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
の
理
由
は
い
く
つ
か
あ
る
。
M
セ
ン
タ
ー

の
人
々
に
聞
い
て
み
る
と
、
マ
レ
ー
シ
ア
人
の
国
内

観
光
客
の
場
合
は
外
国
人
観
光
客
と
同
様
、
サ
ラ
ワ

ク
を
訪
れ
た
記
念
と
し
て
手
工
芸
品
を
買
っ
て
行
く

と
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
以
外
の
近
隣
の
住
民

の
場
合
は
、
手
工
芸
品
を
観
光
土
産
と
し
て
買
う
訳

で
は
な
い
。
実
は
こ
れ
ら
の
手
工
芸
品
は
、
近
隣
の

住
民
の
日
常
生
活
や
、
結
婚
式
等
の
特
別
な
シ
チ
ュ

エ
ー
シ
ョ
ン
で
使
用
す
る
た
め
に
購
入
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

婚
姻
儀
礼
と
手
工
芸
品

こ
こ
で
は
カ
ヤ
ン
と
い
う
先
住
民
の
婚
姻
儀
礼

を
紹
介
し
て
み
た
い
。
現
在
、
サ
ラ
ワ
ク
の
ほ
と
ん

ど
の
カ
ヤ
ン
た
ち
は
キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
通
常
、
カ
ヤ
ン
の
結
婚
式
も
キ
リ
ス
ト
教

の
教
会
で
挙
げ
ら
れ
る
。
だ
が
カ
ヤ
ン
の
人
々
は
キ

サ
ラ
ワ
ク
各
地
の
工
場
で
作
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
サ

ラ
ワ
ク
の
土
産
物
店
で
興
味
深
い
の
は
、
外
国
人
観

光
客
だ
け
で
な
く
現
地
の
人
々
も
先
住
民
が
作
る
各

種
手
工
芸
品
を
購
入
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を

日
常
生
活
や
結
婚
式
や
宗
教
儀
礼
等
と
い
っ
た
、
観

光
と
は
異
な
る
場
で
使
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

地
元
の
人
も
手
工
芸
品
を
買
う

こ
こ
で
事
例
と
し
て
サ
ラ
ワ
ク
州
の
ミ
リ
と
い
う

都
市
に
あ
る
M
セ
ン
タ
ー
と
い
う
手
工
芸
品
販
売

施
設
を
紹
介
す
る
。
ミ
リ
は
サ
ラ
ワ
ク
州
と
ブ
ル
ネ

イ
の
国
境
付
近
に
位
置
す
る
都
市
で
あ
る
。
ミ
リ
の
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ビーズで飾られたベビー・キャリアー

村落で手工芸品を作る先住民の女性

い
て
凝
っ
た
デ
ザ
イ
ン
を
描
く
よ
う
に
な
っ
た
。
例

え
ば
現
在
、
サ
ラ
ワ
ク
先
住
民
が
様
々
な
祭
礼
の
場

で
着
る
伝
統
的
な
衣
装
は
ビ
ー
ズ
で
飾
ら
れ
て
い
る
。

だ
が
か
つ
て
は
こ
の
よ
う
な
衣
装
は
ビ
ー
ズ
細
工
で

は
な
く
、
刺
繍
や
金
属
製
の
装
飾
品
を
用
い
て
お
り
、

デ
ザ
イ
ン
も
現
在
よ
り
も
カ
ラ
フ
ル
で
は
な
か
っ
た
。

ビ
ー
ズ
の
流
通
が
、
伝
統
的
な
衣
装
の
デ
ザ
イ
ン
を

よ
り
派
手
に
、「
エ
ス
ニ
ッ
ク
風
」
に
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
衣
装
の
変
化
は
観
光
客
が
訪
れ

る
場
で
の
み
生
じ
る
の
で
は
な
く
、
前
述
し
た
よ
う

に
サ
ラ
ワ
ク
の
日
常
生
活
で
も
使
用
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

文
脈
で
変
化
す
る
土
産
物

現
在
の
サ
ラ
ワ
ク
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
状
態
は
、

い
わ
ば
先
住
民
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
手
工
芸
品
が

外
国
人
観
光
客
を
対
象
と
し
た
観
光
土
産
と
し
て
販

売
さ
れ
る
と
同
時
に
、
現
地
の
住
民
の
生
活
の
中
で

も
使
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
表
現
で
き
る
。
サ
ラ
ワ

ク
に
お
け
る
手
工
芸
品
は
エ
コ
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
や
ロ

ン
グ
ハ
ウ
ス
訪
問
等
と
と
も
に
、
サ
ラ
ワ
ク
に
お
け

る
観
光
資
源
の
一
つ
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
ら
は
単
に

ゲ
ス
ト
と
し
て
の
外
国
人
観
光
客
と
、
ホ
ス
ト
と
し

て
の
サ
ラ
ワ
ク
住
民
の
間
で
創
り
出
さ
れ
、
観
光
の

場
で
の
み
流
通
す
る
存
在
な
の
で
は
な
い
。
現
在
の

リ
ス
ト
教
式
の
結
婚
式
を
挙
げ
る
だ
け
で
な
く
、
伝

統
的
な
婚
姻
儀
礼
も
同
時
に
行
っ
て
い
る
。
例
え
ば

カ
ヤ
ン
た
ち
の
多
く
は
教
会
で
の
結
婚
式
に
先
立
ち
、

ロ
ン
グ
ハ
ウ
ス
の
中
で
夫
側
か
ら
妻
側
に
贈
物
を
送

る
、
日
本
の
結
納
に
似
た
儀
礼
を
行
っ
て
い
る
。
そ

の
際
に
夫
は
妻
の
家
族
に
槍
や
山
刀
、
盾
、
真
鍮
製

の
ゴ
ン
グ
、
ビ
ー
ズ
細
工
等
を
贈
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
伝
統
的
に
は
こ
れ
ら
の
品
々
は
先
住
民
が
祖

先
か
ら
受
け
継
い
で
来
た
り
、
自
分
で
作
っ
た
り
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
現
在
は
ロ
ン
グ
ハ
ウ
ス
を

離
れ
都
市
で
仕
事
す
る
人
々
が
増
加
し
た
た
め
、
自

サ
ラ
ワ
ク
の
手
工
芸
品
を
巡
る
状
況
は
、
サ
ラ
ワ
ク

を
訪
れ
る
外
国
人
が
期
待
す
る
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
」
な

イ
メ
ー
ジ
に
合
わ
せ
、
先
住
民
が
自
己
の
文
化
を
変

化
さ
せ
る
と
い
う
、
観
光
人
類
学
の
教
科
書
的
な
枠

組
み
で
説
明
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な

状
態
も
全
く
存
在
し
な
い
訳
で
は
な
い
。
だ
が
、
現

地
の
住
民
も
自
分
た
ち
が
日
常
生
活
や
各
種
の
儀
礼

で
必
要
と
す
る
物
品
を
、
外
国
人
観
光
客
も
利
用
す

る
手
工
芸
品
を
販
売
す
る
店
舗
や
施
設
で
購
入
す
る

と
い
う
状
態
な
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
な

る
べ
く
サ
ラ
ワ
ク
住
民
た
ち
が
観
光
客
相
手
に
売
る

モ
ノ
を
「
観
光
土
産
」
と
は
呼
ば
ず
、「
手
工
芸
品
」

と
表
現
し
て
き
た
が
、
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
モ
ノ
が
単

に
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
で
外
国
人
も
買
う
か
ら
、
と
い
う

理
由
で
「
観
光
土
産
」
と
表
現
す
る
の
は
現
状
を
上

手
く
表
現
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
土
産
物
と
は
観

光
客
が
観
光
と
い
う
自
己
の
経
験
の
記
念
と
し
て
購

入
す
る
モ
ノ
だ
が
、
そ
れ
ら
は
必
ず
観
光
客
向
け
に

作
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
観
光

地
の
人
々
の
日
用
品
が
土
産
物
に
な
る
こ
と
も
あ
る

し
、
逆
に
観
光
客
向
け
に
作
ら
れ
た
モ
ノ
が
現
地
の

人
々
の
日
常
生
活
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
も

あ
る
。
現
在
の
サ
ラ
ワ
ク
の
観
光
の
現
場
で
は
、
こ

の
よ
う
な
文
脈
に
よ
っ
て
変
化
す
る
土
産
物
の
性
格

が
よ
く
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

分
た
ち
で
こ
れ
ら
の
品
々
を
作
る
こ
と
が
出
来
な
い

若
者
が
増
え
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
結
納
の
儀
礼
で

夫
側
が
妻
側
に
贈
る
品
々
は
、
実
は
観
光
客
向
け
に

手
工
芸
品
を
売
っ
て
い
る
店
舗
で
入
手
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
観
光
客
向
け
に
販
売
さ
れ
て
い
る
手
工

芸
品
は
、
別
の
場
面
で
は
先
住
民
の
伝
統
的
な
儀
礼

の
た
め
の
贈
答
品
と
し
て
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
教
会
で
キ
リ
ス
ト
教
式
の
結
婚
式
を
挙
げ
た

後
に
、
カ
ヤ
ン
の
伝
統
的
な
婚
姻
儀
礼
が
行
わ
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
会
で
の
結
婚
式
で
は
新

郎
は
ス
ー
ツ
、
新
婦
は
ウ
エ
デ
ィ
ン
グ
ド
レ
ス
を
着

る
。
だ
が
伝
統
的
な
婚
姻
儀
礼
を
行
う
場
合
は
、
キ

リ
ス
ト
教
会
で
の
結
婚
式
後
、
新
郎
は
妻
方
の
家
を

訪
問
し
、
新
婦
を
新
た
に
自
分
の
家
に
連
れ
て
行
く

と
い
う
こ
と
を
す
る
。
そ
の
際
に
新
郎
も
新
婦
も
先

住
民
の
伝
統
的
な
衣
装
を
身
に
つ
け
る
。
こ
の
伝
統

的
な
衣
装
も
、
か
つ
て
は
自
分
た
ち
で
作
っ
た
も
の

を
使
用
し
て
い
た
が
、
現
在
で
は
M
セ
ン
タ
ー
の
よ

う
な
店
舗
を
訪
れ
、
外
国
人
観
光
客
も
買
う
よ
う
な

も
の
を
買
っ
て
使
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

カ
ラ
フ
ル
に
な
っ
た
伝
統
デ
ザ
イ
ン

結
婚
式
の
よ
う
な
特
別
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
以

外
に
も
先
住
民
た
ち
は
手
工
芸
品
販
売
店
で
様
々
な

も
の
を
購
入
し
使
用
し
て
い
る
。
例
え
ば
サ
ラ
ワ
ク

先
住
民
た
ち
は
赤
ん
坊
を
背
負
う
た
め
に
ベ
ビ
ー
・

キ
ャ
リ
ア
ー
を
作
っ
て
き
た
。
こ
の
ベ
ビ
ー
・
キ
ャ

リ
ア
ー
は
現
在
で
も
サ
ラ
ワ
ク
各
地
で
使
用
さ
れ

て
い
る
。
ベ
ビ
ー
・
キ
ャ
リ
ア
ー
は
元
々
は
竹
や
籐
、

樹
皮
等
を
使
っ
て
作
ら
れ
た
た
め
、
デ
ザ
イ
ン
も
シ

ン
プ
ル
な
も
の
が
多
か
っ
た
。
だ
が
近
年
は
日
本
製

や
台
湾
製
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
製
の
ガ
ラ
ス
・
ビ
ー
ズ

が
サ
ラ
ワ
ク
各
地
に
出
回
り
、
そ
れ
を
使
っ
て
装

飾
し
た
ベ
ビ
ー
・
キ
ャ
リ
ア
ー
が
作
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
ビ
ー
ズ
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
装
飾
品
を

使
っ
て
装
飾
し
た
ベ
ビ
ー
・
キ
ャ
リ
ア
ー
は
見
た
目

も
い
い
た
め
、
現
在
で
は
サ
ラ
ワ
ク
各
地
の
多
く
の

先
住
民
が
使
用
し
て
い
る
。
同
時
に
、
カ
ラ
フ
ル
な

デ
ザ
イ
ン
の
ベ
ビ
ー
・
キ
ャ
リ
ア
ー
は
外
国
人
観
光

客
相
手
の
店
舗
で
も
販
売
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
サ

ラ
ワ
ク
で
は
、
安
価
な
ビ
ー
ズ
が
簡
単
に
入
手
で
き
、

カ
ラ
フ
ル
な
装
飾
の
ベ
ビ
ー
・
キ
ャ
リ
ア
ー
が
数
多

く
作
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
そ
れ
ら
を
外
国
人

向
け
に
販
売
す
る
だ
け
で
な
く
、
現
地
の
人
々
も
使

用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ビ
ー
ズ
細
工
は
そ
の
他
の
手
工
芸
品

で
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
サ
ラ
ワ
ク
先
住
民
た
ち

は
、
か
つ
て
は
伝
統
的
な
衣
装
や
装
飾
品
の
模
様
は

染
色
や
刺
繍
に
よ
っ
て
表
現
し
て
き
た
。
だ
が
安
価

な
ビ
ー
ズ
が
出
回
る
よ
う
に
な
る
と
、
ビ
ー
ズ
を
用
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埼玉県内の水辺空間の
利活用方策の検討

―民間事業の導入による魅力的な空間づくりの提案―
羽生研究室（観光学部観光学科）

現在、埼玉県内では河川区域の民間事業者への開放が進められている。
これを受けて、魅力的な水辺空間づくりの提案を行った。

調
査
の
目
的
と
概
要

従
来
、
道
路
や
河
川
、
都
市
公
園
と
い
っ
た
行
政

が
管
理
す
る
公
共
空
間
は
、
例
え
ば
民
間
事
業
者
の

参
入
と
い
っ
た
様
々
な
活
用
が
厳
し
く
制
限
さ
れ
て

い
た
。
し
か
し
、
近
年
、
各
地
で
路
上
や
水
辺
と
い
っ

た
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
（
空
地
）
の
価
値
が
見
直
さ
れ
、

多
様
な
賑
わ
い
空
間
の
創
出
が
試
み
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
受
け
て
、
国
も
徐
々
に
規

制
を
緩
和
し
つ
つ
あ
る
。

県
土
に
占
め
る
河
川
面
積
の
割
合
が
日
本
一
の
埼

玉
県
で
は
、
2
0
0
7
年
に
「
川
の
再
生
基
本
方
針
」

を
策
定
し
、「“
川
の
国
埼
玉
”
の
実
現
」
に
向
け
て

水
質
の
浄
化
や
水
辺
に
親
し
め
る
親
水
空
間
の
整
備

と
い
っ
た
諸
施
策
を
実
施
し
て
き
た
。
合
わ
せ
て
周

辺
の
複
数
市
町
村
や
住
民
と
連
携
し
、
ま
ち
づ
く

り
と
一
体
に
な
っ
た
川
の
再
生
に
取
り
く
ん
で
い
る
。

2
0
1
3
年
か
ら
は
、
民
間
事
業
者
に
河
川
敷
地
の

使
用
を
認
め
る
「
水
辺
と
こ
と
ん
活
用
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
が
開
始
さ
れ
、
民
間
事
業
者
が
河
川
敷
地
を

利
用
し
た
収
益
事
業
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
市
町
村
や
地
元
住
民
団
体

な
ど
が
中
心
と
な
っ
て
行
っ
て
き
た
活
用
に
加
え
て
、

民
間
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
よ

り
魅
力
的
な
に
ぎ
わ
い
空
間
の
創
出
が
期
待
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

県
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
周
知
を
進
め
る
中
で
、
市

町
村
や
関
連
す
る
団
体
、
事
業
者
が
イ
メ
ー
ジ
を
膨

ら
ま
せ
や
す
い
よ
う
、
立
教
大
学
と
連
携
し
て
、
学

生
の
目
か
ら
見
た
魅
力
的
な
水
辺
空
間
の
ア
イ
デ
ィ

ア
を
具
体
化
す
る
作
業
を
実
施
し
た
。
県
か
ら
示
さ

れ
た
候
補
地
は
図
1
に
示
す
6
箇
所
で
あ
る
。
こ
れ

を
立
地
特
性
か
ら
2
つ
に
分
け
、
羽
生
研
究
室
の
3

年
生
14
名
が
「
市
街
地
班
」「
郊
外
班
」
の
2
班
に

分
か
れ
て
担
当
し
た
。
学
生
は
対
象
地
に
た
び
た
び

訪
れ
、
現
地
な
ら
び
に
周
辺
地
域
の
踏
査
と
関
係
者

ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
た
。
ま
た
、
国
内
外
の
魅
力
的

な
水
辺
空
間
の
事
例
を
集
め
る
と
と
も
に
、
国
内
先

進
地
事
例
で
あ
る
大
阪
市
、
広
島
市
を
訪
問
し
、
利

用
の
状
況
や
空
間
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
た
。
こ
う

し
て
収
集
し
た
情
報
を
班
内
で
共
有
化
し
、
比
較
す

る
形
で
課
題
の
整
理
や
活
用
方
針
の
検
討
を
行
っ
た
。

◉
市
街
地
班

越
谷
市
・
大
相
模
調
節
池

大
相
模
調
節
池
の
周
辺
を
歩
き
、
周
辺
の
整
備
状

況
や
人
の
流
れ
、
風
景
な
ど
の
情
報
の
収
集
を
行
っ

た
と
こ
ろ
、
近
年
開
発
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
で
あ

る
た
め
、
整
備
さ
れ
た
空
間
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と

が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
収
集
し
た
情
報
等
を
も
と
に

S
W
O
T
分
析
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
強
み
と
し
て
は
、

周
辺
の
整
備
が
進
ん
で
お
り
人
々
が
利
用
し
や
す
い

状
態
で
あ
る
こ
と
、
イ
オ
ン
レ
イ
ク
タ
ウ
ン
と
い
う

隣
接
す
る
商
業
施
設
の
存
在
に
よ
り
、
誘
致
活
動

を
せ
ず
と
も
“
大
勢
の
人
が
来
る
”
環
境
が
整
っ
て

い
る
こ
と
が
特
に
注
目
す
べ
き
点
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

弱
み
と
し
て
は
、
隣
接
す
る
商
業
施
設
の
イ
メ
ー
ジ

が
強
く
、
大
相
模
調
節
池
が
あ
る
“
レ
イ
ク
の
ま
ち
”

と
い
う
認
識
が
弱
い
点
が
挙
げ
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
分
析
を
も
と
に
、
大
相
模
調
節
池
の
水

辺
の
活
性
化
の
た
め
の
い
く
つ
か
の
活
動
を
検
討
し
、

こ
の
中
か
ら
大
相
模
調
節
池
の
持
つ
特
徴
を
活
か
し
、

課
題
を
解
決
し
、
民
間
が
導
入
で
き
る
も
の
を
軸
と

し
て
考
え
た
結
果
、
2
つ
の
提
案
に
至
っ
た
（
図
2
）。

1
つ
目
は
、「
水
上
マ
ー
ケ
ッ
ト
」
の
開
催
で
あ
る
。

大
相
模
調
節
池
は
様
々
な
水
上
イ
ベ
ン
ト
の
実
績
が

図1 調査対象地

越谷レイクタウン

図2
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が
な
い
こ
と
、
ア
ク
セ
ス
が
悪
い
こ
と
、
増
水
時
は

水
か
さ
が
上
昇
す
る
こ
と
、
一
部
、
整
備
・
管
理
が

追
い
つ
い
て
な
い
場
所
が
あ
る
こ
と
、
用
水
の
遺
跡

の
活
用
が
不
十
分
と
い
っ
た
問
題
が
あ
る
。
機
会
と

し
て
は
、
高
齢
化
に
伴
い
、
高
齢
者
の
交
流
の
場
と

し
て
賑
わ
う
こ
と
、
街
の
再
開
発
に
よ
る
人
口
増
加
、

市
民
の
河
川
・
快
哉
堂
（
※
志
木
市
の
有
形
文
化
財
）

へ
の
愛
着
の
高
ま
り
、
健
康
ブ
ー
ム
の
到
来
が
、
ま
た
、

脅
威
と
し
て
は
、
今
後
、
少
子
化
に
よ
っ
て
既
存
の

公
園
利
用
者
が
減
っ
て
し
ま
う
懸
念
、
自
然
保
護
の

風
潮
の
高
ま
り
（
開
発
・
整
備
へ
の
嫌
悪
）、
河
川
の

汚
染
の
懸
念
が
挙
げ
ら
れ
た
。

以
上
よ
り
、
い
く
つ
か
の
利
用
案
を
検
討
し
た

が
、
そ
の
過
程
で
、
新
河
岸
川
の
特
徴
の
う
ち
比
較

的
人
通
り
が
あ
る
こ
と
、
サ
イ
ク
リ
ン
グ
や
ラ
ン
ニ

ン
グ
な
ど
市
民
が
様
々
な
方
法
で
利
用
し
て
い
る
こ

と
、
市
役
所
前
と
い
う
立
地
、
周
辺
が
公
園
と
し
て

整
備
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
点
に
注
目
し
、
そ
こ
か

ら
、
新
河
岸
川
が
抱
え
る
課
題
を
解
決
で
き
る
利
用

案
と
し
て
「
ド
ッ
ク
ラ
ン
併
設
の
ド
ッ
ク
カ
フ
ェ
」

を
提
案
し
た
（
図
3
）。

施
設
の
概
要
は
、
ド
ッ
ク
カ
フ
ェ
、
ド
ッ
ク
ラ
ン

の
運
営
と
な
る
。
建
物
は
2
階
建
て
で
、
雨
天
時

の
浸
水
の
可
能
性
を
考
慮
し
、
1
階
部
分
は
少
し

高
め
に
設
け
る
も
の
と
す
る
。
テ
ラ
ス
や
ド
ッ
グ
ラ

ン
の
敷
地
内
の
ど
こ
で
も
飲
食
可
能
と
い
う
こ
と
が

ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
ま
た
、
水
辺
の
憩
い
の
場
と
し

て
、
愛
犬
家
で
は
な
い
市
民
の
利
用
も
促
し
た
い
た

め
、
2
階
は
犬
が
入
れ
な
い
空
間
と
し
た
。

こ
の
提
案
は
、「
リ
ー
ド
か
ら
離
し
て
散
歩
さ
せ

る
場
所
が
欲
し
い
」
と
い
う
市
民
の
方
の
声
が
あ
っ

た
こ
と
、
実
際
に
対
象
地
で
犬
と
散
歩
し
て
い
る
市

民
の
方
を
よ
く
見
か
け
た
、
と
い
う
こ
と
か
ら
発
案

し
た
。
現
在
、「
カ
フ
ェ
と
川
辺
の
空
間
」「
カ
フ
ェ

と
ド
ッ
ク
ラ
ン
の
空
間
」
の
そ
れ
ぞ
れ
は
存
在
し
て

い
る
が
、「
カ
フ
ェ
」
と
「
ド
ッ
グ
ラ
ン
」
と
「
川
辺
」

の
3
つ
の
要
素
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
い
る
施
設
は
国

内
に
は
な
い
。
川
辺
の
快
適
な
空
間
の
中
で
、
愛
犬

を
遊
ば
せ
た
り
自
由
に
走
り
回
ら
せ
る
こ
と
が
で
き

る
、
と
い
う
こ
と
に
特
徴
が
あ
り
、
民
間
企
業
の
参

入
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る
。

	

（
澁
谷
奈
央
・
イ 

チ
ャ
ン
ヨ
ン
）

春
日
部
市
・
大
落
古
利
根
川

春
日
部
市
を
流
れ
る
大
落
古
利
根
川
に
つ
い
て
は
、

幾
度
か
の
現
地
訪
問
や
S
W
O
T
分
析
を
行
っ
た
結

果
、
大
き
く
以
下
の
4
点
の
特
徴
が
あ
る
と
考
え
た
。

❶
美
し
い
桜
並
木
の
存
在
:川
に
沿
っ
た
桜
並
木
は
、

現
状
と
し
て
も
人
々
の
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
る

あ
る
こ
と
か
ら
、
水
面
を
利
用
し
た
イ
ベ
ン
ト
を
ス

ム
ー
ズ
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
水
上
マ
ー

ケ
ッ
ト
は
日
本
で
前
例
が
な
い
こ
と
か
ら
、「
日
本

初
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
水
上
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
定
期
的
に
開
催

す
る
こ
と
で
、
レ
イ
ク
タ
ウ
ン
の
恒
例
行
事
と
し
て

定
着
さ
せ
、
認
知
度
の
向
上
を
狙
う
。

2
つ
目
は
、「
ア
ー
ト
の
ま
ち
越
谷
レ
イ
ク
タ
ウ

ン
」の
創
造
で
あ
る
。“
○
○
の
ま
ち
”と
い
う
イ
メ
ー

ジ
を
つ
け
る
こ
と
で
、
認
知
度
の
向
上
に
繋
が
る
。

同
時
に
、
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
で
あ
る
越
谷
レ
イ
ク
タ
ウ

ン
に
は
ま
だ
地
域
の
確
固
た
る
文
化
が
な
く
、
新
た

な
文
化
を
定
着
さ
せ
や
す
い
と
い
う
点
に
着
目
し
た
。

ア
ー
ト
に
よ
っ
て
知
名
度
が
向
上
し
た
瀬
戸
内
の

島
々
や
羽
田
空
港
第
二
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
あ
る
ア
ー
ト

空
間
と
い
っ
た
先
行
事
例
を
参
考
に
、
ア
ー
ト
ギ
ャ

ラ
リ
ー
・
ア
ト
リ
エ
や
椅
子
カ
フ
ェ
な
ど
の
芸
術
を

と
り
い
れ
た
地
域
づ
く
り
を
提
案
し
た
。
ア
ー
ト
を

活
か
し
て
認
知
度
を
向
上
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
地

域
の
新
た
な
文
化
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
創
造
を

狙
っ
た
提
案
で
あ
る
。

	

（
北
里
文
乃
・
清
原
優
子
・
結
城
楓
）

志
木
市
・
新
河
岸
川

対
象
地
は
、
東
武
東
上
線
の
志
木
駅
東
口
か
ら
2

㎞
離
れ
た
場
所
に
位
置
し
、
志
木
駅
東
口
か
ら
は
バ

ス
で
約
5
分
、
徒
歩
約
20
分
の
距
離
で
あ
る
。
も
と

も
と
水
が
溜
ま
り
や
す
い
低
地
で
、
洪
水
を
防
ぐ
た

め
に
周
り
は
堤
防
で
囲
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
県
の

川
辺
再
生
1
0
0
プ
ラ
ン
の
整
備
が
行
わ
れ
た
こ
と

で
、
周
辺
は
歩
き
や
す
い
空
間
に
な
っ
て
お
り
、
河

川
敷
に
は
い
ろ
は
親
水
公
園
を
は
じ
め
、
野
鳥
が
観

察
で
き
る
バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
小
屋
な
ど
が
あ
る
。

ま
ず
、
新
河
岸
川

周
辺
の
実
態
調
査
か

ら
ス
タ
ー
ト
し
、
様
々

な
資
源
や
情
報
を
地

図
上
に
書
き
落
と
し

た
。
周
辺
環
境
と
し
て

は
、
い
ろ
は
橋
を
挟
ん

で
志
木
市
役
所
が
あ
る

こ
と
、
中
学
校
・
高
校
な
ど
が
い
く
つ
か
あ
る
こ
と

か
ら
、
学
生
を
は
じ
め
多
く
の
人
が
こ
こ
を
利
用
す

る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
S
W
O
T
分
析

の
結
果
、
強
み
と
し
て
は
、
比
較
的
人
通
り
が
あ
る

こ
と
、
周
辺
が
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

ラ
ン
ニ
ン
グ
等
市
民
が
様
々
な
方
法
で
利
用
し
て
い

る
こ
と
、
舟
運
文
化
の
歴
史
が
あ
る
こ
と
、
市
役
所

前
と
い
う
立
地
、
周
辺
に
中
学
校
高
校
が
あ
る
こ
と
、

魚
や
鳥
が
多
く
自
然
が
豊
か
な
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

一
方
、
弱
み
と
し
て
は
、
周
辺
に
食
事
を
す
る
場
所

図3

新河岸川

大落古利根川

図4
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な
ど
「
地
域
住
民
と
の
密
接
度
が
高
い
こ
と
」
や
広

い
河
原
や
整
備
さ
れ
た
ウ
ッ
ド
デ
ッ
キ
な
ど
「
活
動

可
能
余
地
が
多
い
こ
と
」、
さ
ら
に
は
「
駅
か
ら
飯

能
河
原
ま
で
の
道
の
り
に
飯
能
銀
座
と
呼
ば
れ
る
商

店
街
や
小
売
店
が
多
く
立
ち
並
ん
で
い
る
こ
と
」
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
た
。
一
方
、
弱
み
と

し
て
は
「
駐
車
ス
ペ
ー
ス
が
不
十
分

で
あ
る
こ
と
」、「
夏
期
と
そ
の
他
の

シ
ー
ズ
ン
に
よ
っ
て
需
要
の
差
が
激

し
い
こ
と
」、
少
数
の
店
舗
が
バ
ー
ベ

キ
ュ
ー
器
材
の
貸
出
し
や
食
材
の
販

売
を
独
占
し
て
い
る
こ
と
で
「
新
規

参
入
が
困
難
で
あ
る
こ
と
」
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
た
。

以
上
の
分
析
と
飯
能
河
原
周
辺
の

資
源
の
状
況
よ
り
、
活
用
提
案
を
検

討
し
た
。
飯
能
河
原
は
夏
季
の
利
用

に
偏
っ
て
い
る
た
め
、
夏
季
と
そ
れ

以
外
の
シ
ー
ズ
ン
で
河
川
敷
に
お
け

る
活
用
方
法
を
分
け
る
こ
と
で
、
通

年
利
用
を
可
能
に
す
る
と
い
う
提
案

に
た
ど
り
着
い
た
（
図
5
）。

夏
季
に
は
整
備
さ
れ
た
ウ
ッ
ド

デ
ッ
キ
上
に
「
地
域
連
携
食
材
販

売
所
」
を
設
置
す
る
。
主
に
バ
ー
ベ

キ
ュ
ー
を
目
的
に
訪
れ
た
人
た
ち
を
対
象
に
野
菜
な

ど
の
食
材
を
直
売
り
す
る
こ
と
で
、
生
産
者
と
消
費

者
の
対
面
が
は
か
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
飯
能
市
内
で

営
業
し
て
い
る
小
売
業
者
の
出
店
を
優
先
す
る
こ
と

で
、
地
域
経
済
の
活
性
化
を
促
す
。
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー

客
に
と
っ
て
は
、
河
原
ま
で
重
い
食
材
を
運
ぶ
手
間

が
解
消
さ
れ
、
手
ぶ
ら
で
訪
れ
る
こ
と
が
可
能
に

な
っ
た
こ
と
で
、
鉄
道
利
用
で
も
不
便
を
感
じ
る
こ

と
が
な
く
な
り
、
マ
イ
カ
ー
利
用
を
抑
え
る
こ
と
も

に
つ
な
が
る
。

そ
の
他
の
季
節
は
、
ウ
ッ
ド
デ
ッ
キ
上
に
「
複
合

型
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ペ
ー
ス
」
を
設
置
す
る
。
オ
ー

プ
ン
カ
フ
ェ
式
に
す
る
こ
と
で
地
域
住
民
の
交
流
の

場
と
な
る
。
ま
た
広
い
河
川
敷
を
イ
ベ
ン
ト
が
で
き

る
よ
う
に
整
備
し
、
文
化
芸
術
の
発
信
の
場
と
す
る

こ
と
で
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
空
間
の
中
で
コ
ー
ヒ
ー

を
飲
み
な
が
ら
演
奏
会
等
を
観
覧
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

	

（
工
藤
有
里
奈
・
野
口
賢
一
）

皆
野
町
・
荒
川

対
象
地
で
あ
る
親
鼻
橋
河
原
に
は
、
現
在
、
秩

父
鉄
道
が
管
理
運
営
す
る
長
瀞
ラ
イ
ン
下
り
の
乗
船

場
が
あ
り
、
ラ
イ
ン
下
り
の
利
用
客
を
長
瀞
駅
よ
り

◉
郊
外
班

飯
能
市
・
入
間
川

対
象
地
は
入
間
川
が
蛇
行
し
て
で
き
た
大
き
な
飯

能
河
原
で
あ
る
。
活
用
を
提
案
す
る
に
あ
た
り
、
こ

が
、
今
後
も
川
を
活
用
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
重

要
と
考
え
る
。

❷
百
貨
店
を
中
心
に
人
の
流
れ
が
あ
る
こ
と
:川
の
す

ぐ
近
く
に
地
域
の
中
心
と
な
る
百
貨
店
が
あ
り
、
買

い
物
客
等
も
川
の
周
辺
に
集
ま
る
可
能
性
が
あ
る
。

❸
舟
運
の
歴
史
が
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
:旧
日
光

街
道
・
粕
壁
宿
と
い
う
歴
史
が
あ
り
、
か
つ
て
は

舟
運
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
現
在
舟
運
は
廃
れ
て
い

る
が
、
県
に
よ
る
船
着
場
や
雁
木
の
整
備
が
行
わ

れ
て
お
り
、
N
P
O
法
人
の
舟
遊
び
イ
ベ
ン
ト
が

実
施
さ
れ
る
な
ど
、
今
後
舟
運
を
活
用
し
て
い
こ

う
と
す
る
動
き
も
あ
る
。

❹
河
川
と
東
武
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
ラ
イ
ン
が
並
行
に

走
っ
て
い
る
こ
と
:河
川
と
東
武
ス
カ
イ
ツ
リ
ー

ラ
イ
ン
が
並
行
に
走
っ
て
お
り
、
周
辺
自
治
体
と

連
携
し
た
河
川
利
用
の
取
り
組
み
に
よ
り
、
相
乗

の
地
が
持
つ
価
値
を
最
大
限
に
活
か
す
こ
と
を
第
一

と
し
た
。
ま
ず
、
緑
豊
か
な
自
然
、
川
遊
び
や
バ
ー

ベ
キ
ュ
ー
に
最
適
な
浅
い
水
深
な
ど
の
環
境
面
、
さ

ら
に
西
武
池
袋
線
飯
能
駅
か
ら
徒
歩
15
分
ほ
ど
に
位

置
し
、
池
袋
駅
か
ら
1
時
間
以
内
で
訪
れ
る
こ
と
が

で
き
る
好
ア
ク
セ
ス
に
着
目
し
、
よ
り
人
々
が
訪
れ

的
に
地
域
と
し
て
の
魅
力
を
増
や
す
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。

以
上
の
特
徴
を
中
心
に
、
舟
運
の
歴
史
を
活
用
し

つ
つ
新
し
い
春
日
部
ブ
ラ
ン
ド
の
発
信
拠
点
と
す
る

「
春
日
部
マ
ル
シ
ェ
」
と
、
周
辺
自
治
体
と
連
携
し

て
河
川
利
用
に
取
り
組
み
つ
つ
舟
運
の
歴
史
を
活
か

す
こ
と
の
で
き
る
「
観
光
周
遊
コ
ー
ス
」
の
2
つ
の

提
案
を
行
っ
た
（
図
4
）。

「
春
日
部
マ
ル
シ
ェ
」
は
、
川
沿
い
の
美
し
い
桜
並

木
前
に
ス
ペ
ー
ス
確
保
の
た
め
の
川
床
を
設
け
、
そ

こ
に
箱
型
の
建
物
を
設
置
し
商
業
施
設
を
誘
致
す
る

も
の
で
あ
る
。
商
業
施
設
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
新

し
い
ブ
ラ
ン
ド
を
創
出
す
る
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
を

設
定
し
て
い
る
の
で
、
カ
フ
ェ
や
バ
ー
、
雑
貨
屋
な
ど
、

若
い
女
性
に
人
気
の
出
る
よ
う
な
も
の
を
想
定
し
た
。

ま
た
、
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
の
設
置
や
、
よ
り
河
川
に

る
河
原
と
な
る
よ
う
、
集
客
お
よ
び
住
民
と
の
つ
な

が
り
の
強
化
を
目
標
と
し
た
。

飯
能
河
原
の
S
W
O
T
分
析
を
行
っ
た
結
果
、
強

み
と
し
て
は
「
夏
期
の
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
場
と
し
て
の

需
要
が
大
き
い
こ
と
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
地

域
の
小
学
校
の
遠
足
先
、
住
民
の
方
の
散
歩
コ
ー
ス

近
い
空
間
を
確
保
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
き
、
将
来

的
に
舟
運
が
復
活
し
た
際
に
は
春
日
部
マ
ル
シ
ェ
が

拠
点
な
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。

「
観
光
周
遊
コ
ー
ス
」
は
、
現
在
あ
る
船
着
場
や
雁

木
を
利
用
し
て
、
旧
日
光
街
道
粕
壁
宿
・
杉
戸
宿
の

歴
史
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
コ
ー
ス
は
春
日

部
市
だ
け
で
な
く
周
辺
自
治
体
と
連
携
し
て
実
施
す

る
こ
と
に
よ
り
、
相
乗
効
果
が
見
込
ま
れ
よ
り
魅
力

的
な
コ
ー
ス
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
周
遊
」

と
い
う
行
為
は
、
船
に
乗
る
人
だ
け
で
な
く
、
両
岸

か
ら
そ
れ
を
眺
め
る
人
双
方
に
魅
力
を
感
じ
て
も
ら

え
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
将
来
的
に
は
舟
運
の

復
活
に
も
つ
な
が
る
こ
と
も
期
待
で
き
る
と
考
え
る
。

	

（
鈴
木
建
吾
・
寺
内
昇
）

入間川

図5
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読書案内

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
水
上
ア
ク
テ
ィ

ビ
テ
ィ
拠
点
施
設
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
初
心

者
で
も
気
軽
に
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
に
挑

戦
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
愛
好
者
が
拡
大
す
る

こ
と
で
、
恒
常
的
な
河
川
利
用
者
の
増
加
が
見
込
ま

れ
る
。
ま
た
カ
フ
ェ
ス
ペ
ー
ス
や
休
憩
ス
ペ
ー
ス
を

施
設
内
に
設
け
る
こ
と
で
、
一
日
を
河
原
で
過
ご
し

皆
野
の
豊
か
な
自
然
を
人
々
に
満
喫
し
て
も
ら
う
こ

と
も
大
き
な
狙
い
で
あ
る
。

	

（
小
笠
原
紗
智
・
水
野
翔
平
・
松
田
嗣
夢
）

東
松
山
市
・
都
幾
川

対
象
地
は
都
幾
川
に
架
か
る
鞍
掛
橋
周
辺
で
、
東

松
山
市
の
西
部
に
位
置
し
て
い
る
。
鉄
道
利
用
客
は

東
武
東
上
線
つ
き
の
わ
駅
南
口
か
ら
約
2
k
m
、
徒

歩
30
分
程
度
歩
く
必
要
が
あ
る
。
自
家
用
車
で
は
関

越
自
動
車
道
東
松
山
I
C
か
ら
約
4
k
m
、
10
分
の

と
こ
ろ
に
あ
る
。
い
ず
れ
も
初
め
て
訪
れ
る
人
に
は

わ
か
り
づ
ら
い
立
地
で
あ
る
。

冠
水
橋
で
あ
る
鞍
掛
橋
の
周
辺
に
は
農
地
が
広

が
っ
て
い
て
、
住
宅
は
そ
れ
ほ
ど
密
度
が
高
く
無
い

が
、
車
通
り
は
多
い
。
北
側
駐
車
場
は
河
川
敷
の
す

ぐ
近
く
に
整
備
さ
れ
て
い
る
お
り
、
河
原
に
降
り
や

す
く
な
っ
て
い
る
。
南
側
に
は
臨
時
駐
車
場
・
イ
ベ

ン
ト
広
場
・
ト

イ
レ
・
ベ
ン
チ

が
整
備
さ
れ
て

い
る
。

利
用
状
況
と

し
て
は
、
夏
に

行
楽
客
が
バ
ー

ベ
キ
ュ
ー
を
楽

し
む
た
め
に
車
で
訪
れ
る
他
、
地
元
の
子
供
た
ち
の

遊
び
場
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
夏
以
外
は
地
域
住

民
の
散
歩
コ
ー
ス
と
し
て
使
わ
れ
た
り
、
毎
年
11
月

に
開
催
さ
れ
る
日
本
ス
リ
ー
デ
ー
マ
ー
チ
の
際
に
は

コ
ー
ス
の
一
つ
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
現
況
に
基
づ
き
、
鞍
掛
橋
周
辺
の
S
W
O
T

分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
強
み
と
し
て
、「
地

元
住
民
が
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ス
と
し
て
利
用
し
て

い
る
」「
川
遊
び
に
適
し
た
環
境
が
整
っ
て
い
る
」
こ

と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
た
。
反
対
に
弱
み
と
し
て
、「
駅

か
ら
の
道
が
わ
か
り
に
く
い
」「
ア
ク
セ
ス
が
悪
く

認
知
度
も
低
い
」「
地
域
住
民
の
車
両
通
行
が
多
く

歩
行
者
が
危
険
さ
ら
さ
れ
る
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
た
。

ま
た
、
機
会
と
し
て
、「
エ
コ
ブ
ー
ム
に
伴
う
、
自
然

環
境
保
全
の
た
め
の
学
習
機
会
」「
健
康
志
向
の
上

昇
や
、
高
齢
者
の
増
加
に
よ
る
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
欲
求

の
高
ま
り
」
な
ど
が
、
反
対
に
脅
威
と
し
て
「
既
存

の
類
似
型
観
光
地
（
嵐
山
渓
谷
）
の
存
在
」
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
た
。

以
上
の
調
査
・
分
析
を
基
に
2
つ
の
提
案
を
行
っ

た
。
1
つ
目
は
、「
子
供
の
水
遊
び
場
」「
子
供
向
け

教
育
」
で
あ
る
。
都
幾
川
の
比
較
的
浅
く
、
水
が
澄

ん
で
い
る
と
い
う
特
徴
を
活
か
し
て
、
気
軽
に
遊
び

に
行
け
る
地
元
の
子
供
た
ち
の
遊
び
場
と
し
て
の
定

着
を
狙
う
。
ま
た
、
学
校
の
課
外
演
習
と
し
て
鞍
掛

橋
周
辺
の
水
質
調
査
を
実
施
し
た
り
、
鞍
掛
橋
の
近

く
の
戦
争
に
つ
い
て
展
示
し
て
あ
る
丸
木
美
術
館
と

組
み
合
わ
せ
て
学
習
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
。

2
つ
目
は
「
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
」
で
あ
る
。
東
松
山

市
は
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
が
盛
ん
な
地
域
で
あ
る
が
、
現

在
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ス
を
利
用
し
つ
つ
、ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
の
活
動
拠
点
を
鞍
掛
橋
周
辺
に
整
備
す
る
こ

と
で
、
よ
り
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
活
性
化
が
可
能
で
あ

る
と
考
え
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
活
動
は
非
営
利
が
中
心
と
な
る

こ
と
か
ら
民
間
事
業
の
導
入
は
時
期
尚
早
と
考
え
ら

れ
る
。
公
共
が
中
心
と
な
っ
て
こ
う
し
た
取
り
組
み

を
進
め
、
対
象
地
が
よ
り
活
発
に
利
用
さ
れ
て
い
く

こ
と
に
伴
っ
て
、
い
ず
れ
は
民
間
事
業
者
が
参
入
し

て
く
る
可
能
性
も
高
ま
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

	

（
仲
手
川
裕
渡
・
瀬
川
す
み
れ
）

輸
送
す
る
バ
ス
や
、
舟
を
下
流
よ
り
運
搬
す
る
大
型

ト
ラ
ッ
ク
の
回
転
ス
ペ
ー
ス
や
舟
の
係
留
場
が
設
け

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
親
鼻
橋
を
挟
ん
だ
河
原
の
西

側
に
は
県
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
紅
簾

石
片
岩
が
あ
り
、
下
流
側
に
は
秩
父
鉄
道
の
S
L
列

車
が
走
り
撮
影
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
も

人
気
が
高
い
荒
川
橋
梁
が
あ
る
な
ど
、

周
囲
に
見
ど
こ
ろ
の
多
い
エ
リ
ア
と

い
え
る
。
普
段
は
ラ
イ
ン
下
り
利
用

客
や
カ
ヌ
ー
・
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ
な
ど

水
上
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
の
利
用
客
が

訪
れ
る
他
、
春
夏
は
B
B
Q
目
的
で

訪
れ
る
人
々
で
河
川
敷
は
賑
わ
う
。

し
か
し
そ
の
滞
在
時
間
は
短
く
、

ま
た
季
節
に
よ
っ
て
繁
閑
の
差
が
激

し
い
こ
と
か
ら
、
親
鼻
橋
河
原
の
ポ

テ
ン
シ
ャ
ル
を
す
べ
て
活
か
す
こ
と

が
で
き
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

問
題
点
の
一
つ
と
し
て
、
河
原
に
お

い
て
飲
食
を
提
供
す
る
場
が
な
い
た

め
、
人
々
が
短
時
間
の
利
用
を
余
儀

な
く
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
が
挙
げ

ら
れ
る
。
ま
た
繁
忙
期
に
は
ラ
イ
ン

下
り
の
た
め
の
長
蛇
の
列
が
作
ら
れ

る
が
、
順
番
待
ち
の
間
に
よ
り
有
意

義
な
時
間
を
過
ご
し
て
も
ら
う
た
め
の
工
夫
が
必
要

で
あ
る
。

そ
こ
で
、
そ
れ
ら
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
、
河

原
に
面
す
る
斜
面
に
建
つ
高
床
式
の
和
風
茶
屋
の
整

備
を
提
案
し
た
（
図
6
）。
茶
屋
で
は
軽
食
や
甘
味

な
ど
の
飲
食
提
供
を
行
い
、
テ
ラ
ス
席
を
設
け
る
こ

と
で
ゆ
っ
た
り
と
親
鼻
橋
河
原
の
豊
か
な
自
然
を
眺

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
天
然
記
念
物
で
あ
る
紅
簾
石
片
岩
を
見
る
た

め
に
は
、
現
在
は
県
道
か
ら
住
宅
の
間
の
非
常
に
狭

い
道
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
案
内
板
等
も
不
十

分
で
分
か
り
に
く
い
。
一
方
、
河
原
か
ら
は
足
場
が

極
め
て
悪
く
、
紅
簾
石
片
岩
に
近
づ
く
観
光
客
は
少

な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
親
鼻
橋
河
原
で
有
意
義

な
時
間
を
過
ご
し
て
も
ら
う
に
あ
た
っ
て
は
、
茶
屋

な
ど
の
整
備
だ
け
で
な
く
こ
う
し
た
既
存
資
源
の
活

用
が
不
可
欠
で
あ
り
、
人
々
の
活
動
範
囲
と
回
遊
性

の
拡
大
を
可
能
に
す
る
茶
屋
と
紅
簾
石
片
岩
を
結
ぶ

遊
歩
道
の
整
備
が
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
。

さ
ら
に
、
水
上
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
拠
点
施
設
を
合

わ
せ
て
提
案
す
る
。
親
鼻
橋
河
原
に
は
カ
ヌ
ー
・
ラ

フ
テ
ィ
ン
グ
の
個
人
利
用
客
も
多
く
訪
れ
る
が
、
現

在
、
シ
ャ
ワ
ー
や
更
衣
室
な
ど
の
施
設
は
整
備
さ
れ

て
い
な
い
。
ま
た
用
品
貸
出
等
も
行
わ
れ
て
い
な
い

こ
と
か
ら
、
河
川
利
用
者
は
中
級
者
以
上
の
者
に
限

荒川

図6

都幾川
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31 30特集　おみやげ　移動する「マトリョーシカ」―みやげ品と観光文化研究をめぐって

み
や
げ
品
と
観
光
文
化
研
究

O
：
観
光
文
化
研
究
に
お
い
て
み
や
げ
品
を
取
り
上

げ
る
研
究
は
、
1
9
7
0
年
代
に
少
数
民
族
が
つ

く
る
工
芸
品
に
観
光
の
影
響
が
ど
の
よ
う
に
及
ん
だ

か
と
い
う
観
点
か
ら
、
観
光
人
類
学
の
領
域
で
議
論

が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
一
般
的
に
観
光
に

よ
っ
て
文
化
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
か
と
い
う
議

論
で
は
、
お
祭
り
や
芸
能
を
扱
う
研
究
が
多
く
、
み

や
げ
品
な
ど
の
モ
ノ
（
物
質
文
化
）
に
関
す
る
研
究
は

意
外
に
発
展
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

S
：
私
も
観
光
文
化
研
究
で
は
モ
ノ
自
体
に
対
す
る

関
心
が
薄
い
と
い
う
実
感
が
あ
り
ま
す
。
私
自
身
も

モ
ノ
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
7
、

8
年
の
こ
と
で
す
。

O
：
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
で
し
ょ
う
か
。
モ
ノ
を
扱
う

よ
り
現
象
を
扱
う
ほ
う
が
高
尚
だ
と
い
う
認
識
が

あ
っ
た
た
め
で
し
ょ
う
か
。
文
化
一
般
の
議
論
で
も

そ
う
い
う
傾
向
は
あ
り
ま
す
ね
。

S
：
確
か
に
。
民
俗
学
者
の
柳
田
国
男
は
「
郷
土
生

活
の
研
究
法
」
に
お
い
て
民
俗
資
料
を
「
有
形
文
化
」

「
言
語
芸
術
」「
心
意
現
象
」
の
3
つ
に
分
類
し
て
い

る
の
で
す
が
、
目
に
見
え
る
「
有
形
文
化
」
を
「
旅

人
の
学
」
と
と
ら
え
、
そ
れ
は
「
同
郷
人
の
学
」
で

あ
る
「
心
意
現
象
」
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
研
究

の
入
り
口
と
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。

O
：
目
に
見
え
る
も
の
の
背
後
に
何
が
あ
る
の
か
を

探
る
と
い
う
の
が
、
研
究
の
基
本
的
な
発
想
に
あ
っ

た
の
で
、
モ
ノ
そ
れ
じ
た
い
は
軽
視
さ
れ
が
ち
な
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
モ
ノ
は
見
た
ま
ま
で
わ
か
っ
た

よ
う
な
気
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
ね
。

S
：
し
か
も
現
在
の
わ
れ
わ
れ
は
、
目
に
見
え
な
い

も
の
を
理
解
す
る
た
め
の
理
論
を
先
に
知
っ
て
し

ま
っ
て
い
ま
す
。
や
や
自
省
を
込
め
て
言
う
な
ら
ば
、

そ
の
理
論
的
な
道
具
を
使
う
た
め
に
、
都
合
良
く
目

に
見
え
て
い
る
モ
ノ
を
選
ん
で
研
究
し
て
き
た
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

O
：
し
か
し
、
一
方
で
わ
れ
わ
れ
の
研
究
の
現
場
=

フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
る
観
光
地
に
行
く
と
多
く
の
モ
ノ

が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
れ
は
何
だ
ろ
う
、

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
モ
ノ
が
生
み
出
さ
れ
た
の
だ
ろ
う

と
思
わ
せ
る
も
の
も
た
く
さ
ん
見
つ
か
り
ま
す
。
こ

れ
は
、
私
た
ち
二
人
に
共
通
す
る
問
題
関
心
の
出
発

点
と
言
え
る
の
か
と
思
い
ま
す
。

「
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
」
と
の
出
会
い

O
：
観
光
地
に
行
く
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
芸
品
や
民

芸
品
な
ど
が
売
ら
れ
て
い
る
の
を
目
に
し
ま
す
。
そ

の
よ
う
な
モ
ノ
を
目
に
し
て
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
モ

ノ
が
つ
く
ら
れ
た
の
か
、
一
体
こ
れ
ら
は
な
ん
な
の

だ
ろ
う
か
、
と
興
味
を
引
か
れ
る
こ
と
が
多
く
あ
り

ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
し
ば
ら
く
以
前
に
箱
根
に
あ

る
富
士
屋
ホ
テ
ル
に
視
察
に
行
っ
た
と
き
、
近
所
に

お
み
や
げ
屋
さ
ん
が
あ
っ
て
、
何
が
売
ら
れ
て
い
る

か
見
て
い
た
ら
、
そ
こ
に
「
ロ
シ
ア
の
マ
ト
リ
ョ
ー

シ
カ
の
原
型
は
こ
れ
で
す
」
と
書
か
れ
た
七
福
神
の

入
れ
子
細
工
が
シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン
ド
ウ
に
飾
っ
て
あ
り

ま
し
た
。
店
主
に
話
を
聞
く
と
、
昔
ロ
シ
ア
人
が
箱

根
の
入
れ
子
細
工
を
見
本
と
し
て
持
っ
て
帰
っ
て
マ

ト
リ
ョ
ー
シ
カ
を
つ
く
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
箱

根
町
の
郷
土
資
料
館
に
行
っ
て
み
た
ら
、
そ
こ
で
も

同
様
の
展
示
と
解
説
が
あ
り
ま
し
た
。
マ
ト
リ
ョ
ー

シ
カ
そ
の
も
の
は
私
た
ち
の
中
で
は
「
ロ
シ
ア
」
の

イ
メ
ー
ジ
と
直
結
し
て
い
て
ロ
シ
ア
観
光
の
ア
イ
コ

ン
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
い
き
な
り
箱
根
と

い
う
全
く
別
の
観
光
地
と
関
係
を
も
っ
て
い
た
と
い

う
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
面
白
い
話
だ
な
と
思
っ
た
の

が
き
っ
か
け
で
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
に
関
心
を
持
ち
始

め
ま
し
た
。

S
：
ロ
シ
ア
で
広
く
販
売
さ
れ
て
い
る
マ
ト
リ
ョ
ー

シ
カ
の
解
説
本
で
も
、
こ
の
話
は
有
力
な
説
と
し
て

紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。
私
の
場
合
マ
ト
リ
ョ
ー
シ

カ
に
関
心
を
持
っ
た
の
は
、
ベ
ト
ナ
ム
を
訪
れ
る
日

本
人
観
光
客
に
人
気
の
お
み
や
げ
で
あ
る
「
ア
ジ

ア
ン
雑
貨
」
に
つ
い
て
調
べ
て
い
る
う
ち
に
、
ベ
ト

1·2 箱根の木地師　田中一幸さんの工房　3 モスクワ・赤の広場のワシリー大聖堂

1
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シ
カ
の
起
源
が
箱
根
で
あ
る
と
す
る
説
と
も
関
連
す

る
も
の
で
す
。
19
世
紀
の
終
わ
り
、
革
命
前
夜
の
ロ

シ
ア
に
お
い
て
鉄
道
事
業
で
財
を
な
し
た
マ
モ
ン
ト

フ
家
は
、
芸
術
家
の
パ
ト
ロ
ン
を
し
た
り
、
子
ど
も

の
教
育
活
動
に
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
た
そ
う
で
す
。

そ
の
な
か
で
「
子
ど
も
の
教
育
」
と
い
う
工
房
を
立

ち
上
げ
、
世
界
中
か
ら
子
ど
も
向
け
の
お
も
ち
ゃ
を

収
集
し
つ
つ
、
新
た
な
教
材
の
開
発
な
ど
に
も
取
り

組
ん
で
い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
の
中
に
は
、
箱
根
の
七
福
神
も
あ
り
ま
し
た
。
そ

れ
が
ヒ
ン
ト
と
な
り
、
1
8
9
0
年
ご
ろ
、
ロ
シ
ア

初
の
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
が
生
ま
れ
た
と
い
う
の
で
す
。

ま
た
、
マ
モ
ン
ト
フ
家
は
モ
ス
ク
ワ
の
北
方
、
セ
ル

ギ
エ
フ
・
ポ
サ
ー
ド
か
ら
も
ほ
ど
近
い
ア
ブ
ラ
モ

ツ
エ
ヴ
ォ
と
い
う
場
所
に
、
芸
術
家
コ
ミ
ュ
ー
ン
を

作
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
は
現
在
野
外
博
物
館
の
よ

う
に
し
て
公
開
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
こ
の
ス

タ
ッ
フ
か
ら
は
、
マ
モ
ン
ト
フ
家
が
周
辺
の
農
民
の

生
活
を
豊
か
に
す
る
た
め
芸
術
家
た
ち
に
木
工
細
工

の
指
導
を
さ
せ
て
い
た
と
説
明
さ
れ
ま
し
た
。
マ
ト

リ
ョ
ー
シ
カ
の
大
量
生
産
が
最
初
に
開
始
さ
れ
た
セ

ル
ギ
エ
フ
・
ポ
サ
ー
ド
と
芸
術
家
村
ア
ブ
ラ
ム
ツ
エ

ヴ
ォ
の
関
係
も
大
変
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

O
：
そ
の
話
は
北
海
道
み
や
げ
と
し
て
有
名
な
木
彫

り
熊
の
話
と
ど
こ
か
似
て
い
ま
す
ね
。
尾
張
徳
川
家

ナ
ム
で
も
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
が
お
み
や
げ
と
し
て
売

ら
れ
て
い
る
の
を
発
見
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
す
。

な
ぜ
ロ
シ
ア
の
民
芸
品
が
ベ
ト
ナ
ム
を
訪
れ
る
観
光

客
に
向
け
て
売
ら
れ
て
い
る
の
か
、
不
思
議
に
思
っ

た
か
ら
で
す
。

O
：
な
ぜ
だ
っ
た
の
で
す
か
。

S
：
詳
し
い
こ
と
は
ま
だ
明
ら
か
に
で
き
て
い
ま
せ

ん
。
ベ
ト
ナ
ム
は
社
会
主
義
国
家
と
し
て
ソ
ビ
エ
ト

連
邦
の
支
援
を
受
け
て
い
た
た
め
、
1
9
8
6
年
の

ド
イ
モ
イ
政
策
導
入
以
前
か
ら
、
留
学
や
政
府
関

係
の
仕
事
な
ど
で
現
在
の
ロ
シ
ア
と
多
く
の
人
が

行
き
来
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
の
な
か
で
ロ
シ
ア

を
代
表
す
る
み
や
げ
と
し
て
持
ち
込
ま
れ
た
マ
ト

リ
ョ
ー
シ
カ
が
、
女
の
子
向
け
の
お
も
ち
ゃ
の
一
つ

と
し
て
定
着
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
が

1
9
9
0
年
代
以
降
、
い
わ
ゆ
る
西
側
諸
国
か
ら
も

多
く
の
観
光
客
を
受
け
入
れ
る
中
で
、
お
み
や
げ
と

し
て
売
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
調
べ
て

い
る
う
ち
に
、こ
の
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
マ
ト
リ
ョ
ー

シ
カ
の
存
在
が
、
観
光
と
モ
ノ
の
関
係
に
つ
い
て
考

え
る
う
え
で
、
ヒ
ン
ト
に
な
る
テ
ー
マ
で
は
な
い
か

と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化

O
：
そ
ん
な
わ
れ
わ
れ
の
関
心
を
さ
ら
に
具
体
的
に

第
十
九
代
当
主
で
あ
っ
た
徳
川
義
親
が
大
正
時
代
に

ス
イ
ス
を
訪
れ
た
時
、
木
彫
り
の
熊
が
お
み
や
げ
に

売
ら
れ
て
い
る
の
を
見
つ
け
、
そ
れ
を
北
海
道
八
雲

の
徳
川
農
場
に
持
ち
帰
り
、
見
本
と
し
て
冬
の
農
閑

期
の
農
民
の
仕
事
に
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
話
が
あ

り
ま
す
。

S
：
名
も
な
き
農
民
が
芸
術
作
品
を
創
造
す
る
と
い

う
点
で
は
、
柳
宗
悦
の
民
藝
運
動
に
も
通
じ
ま
す
。

O
：
農
民
、
そ
し
て
ロ
シ
ア
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、

民
藝
運
動
よ
り
も
、
山
本
鼎
が
や
は
り
大
正
時
代
に

長
野
で
始
め
た
農
民
美
術
運
動
の
方
が
直
接
的
な
関

係
が
み
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
明
治
の
末
に

フ
ラ
ン
ス
へ
留
学
し
た
画
家
の
山
本
は
、
ロ
シ
ア
を

経
由
し
て
帰
国
の
途
に
つ
き
ま
す
が
、
そ
の
際
モ
ス

ク
ワ
に
し
ば
ら
く
滞
在
し
、
ロ
シ
ア
で
盛
ん
で
あ
っ

た
ぺ
ザ
ン
ト
・
ア
ー
ト
、
農
民
美
術
の
運
動
に
強
く

関
心
を
寄
せ
ま
し
た
。
そ
し
て
帰
国
後
、
長
野
で
運

動
を
実
践
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
か
ら
見
え
て
く
る

の
は
、
入
れ
子
細
工
や
木
彫
り
熊
な
ど
モ
ノ
自
体
も

グ
ロ
ー
バ
ル
に
移
動
し
て
い
る
が
、
モ
ノ
の
生
産
に

関
す
る
発
想
や
思
想
も
移
動
し
て
い
る
と
い
う
状
況

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

O
：
と
こ
ろ
で
、
最
初
に
ロ
シ
ア
で
つ
く
ら
れ
た
マ

ト
リ
ョ
ー
シ
カ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で

し
ょ 

う
か
。

追
究
す
る
に
は
や
は
り
ロ
シ
ア
へ
出
か
け
る
し
か
な

い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
ね
。

S
：
は
い
、
実
際
に
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
が
生
産
さ
れ
、

そ
し
て
観
光
客
に
販
売
さ
れ
て
い
る
現
場
に
行
っ
て

み
た
ら
、
何
か
も
っ
と
お
も
し
ろ
い
こ
と
が
わ
か
る

の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。
実
は
、
私
は

学
生
時
代
、
ロ
シ
ア
旅
行
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
際
、
や
は
り
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
を
お
み
や
げ
と

し
て
購
入
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
と
比
べ
て
、
現
在

の
状
況
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
の
か
、
と
い

う
関
心
も
あ
り
ま
し
た
。
す
で
に
日
本
で
も
マ
ト

リ
ョ
ー
シ
カ
を
研
究
し
て
い
る
方
の
本
も
出
て
い
た

の
で
、
そ
れ
ら
を
参
考
に
生
産
地
を
訪
ね
て
み
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。
訪
ね
た
の
は
、
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ

の
有
名
な
生
産
地
の
ひ
と
つ
、
世
界
遺
産
に
も
登
録

さ
れ
て
い
る
セ
ル
ギ
エ
フ
・
ポ
サ
ー
ド
と
い
う
町
で

す
。
セ
ル
ギ
エ
フ
・
ポ
サ
ー
ド
が
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ

の
産
地
と
な
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
現
地
の
ガ
イ
ド

に
よ
れ
ば
、
街
の
名
の
由
来
に
な
っ
て
い
る
聖
セ
ル

ギ
ー
が
創
建
し
た
大
聖
堂
が
そ
の
後
巡
礼
地
と
な
り
、

大
聖
堂
の
装
飾
品
や
巡
礼
者
の
み
や
げ
の
た
め
に

木
工
細
工
が
周
辺
地
域
で
発
達
し
た
こ
と
、
聖
セ
ル

ギ
ー
が
自
ら
木
工
細
工
を
作
っ
て
子
供
た
ち
に
与
え

て
い
た
と
い
う
逸
話
が
あ
る
こ
と
が
背
景
に
あ
る
と

説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
う
ひ
と
つ
は
、マ
ト
リ
ョ
ー

1 ベトナムのみやげ店に並ぶマトリョーシカ　2 セルギエフ・ポサードの大修道院門前に並ぶみやげ露店3 アブラムツェヴォ博物館　4 芸術家村に集った人々
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い
人
は
あ
ま
り
や
り
た
が
ら
な
い
」
と
の
こ
と
で
す
。

ち
な
み
に
こ
こ
で
も
工
場
の
社
長
さ
ん
が
日
本
の
こ

け
し
を
持
っ
て
き
て
、
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
と
日
本
の

縁
に
つ
い
て
紹
介
し
て
く
れ
ま
し
た
。
セ
ル
ギ
エ
フ・

ポ
サ
ー
ド
の
玩
具
博
物
館
で
も
、
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ

の
日
本
起
源
説
に
つ
い
て
彼
ら
が
ど
う
考
え
て
い
る

か
興
味
が
あ
り
ま
し
た
。
話
を
聞
く
と
、
私
が
日
本

人
だ
っ
た
か
ら
リ
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
し
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
想
像
し
て
い
た
以
上
に
日
本
起
源
説
を

有
力
視
し
て
い
る
印
象
で
し
た
。

O
：
こ
の
工
房
は
以
前
は
セ
ル
ロ
イ
ド
の
マ
ネ
キ

ン
な
ど
も
つ
く
っ
て
い
た
工
場
だ
っ
た
そ
う
で
す

ね
。
最
盛
期
は
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
の
絵
付
け
も
工
房

内
で
行
っ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
現
在
マ
ト
リ
ョ
ー

シ
カ
の
大
量
生
産
拠
点
は
、
ロ
シ
ア
内
の
別
の
場
所

に
移
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、
興
味
深

い
の
は
、
こ
の
工
房
の
見
学
を
す
る
観
光
ツ
ア
ー
が

す
で
に
商
品
化
さ
れ
て
い
て
、
日
本
か
ら
も
団
体
ツ

ア
ー
客
が
来
て
い
て
、
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
の
絵
付
け

体
験
も
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ

O
：
セ
ル
ギ
エ
フ
・
ポ
サ
ー
ド
以
外
に
も
重
要
な
産

地
が
あ
り
ま
す
ね
。
先
頃
ソ
チ
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が

あ
り
ま
し
た
が
、
公
式
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
が
あ
っ
て
、

S
：
最
古
と
言
わ
れ
る
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
に
描
か
れ

て
い
る
の
は
、
鶏
を
抱
え
た
ロ
シ
ア
の
農
村
の
少
女

で
す
。
基
本
的
に
現
在
の
も
の
と
同
じ
で
、
入
れ
子

細
工
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
セ
ル
ギ
エ
フ・

ポ
サ
ー
ド
に
は
玩
具
博
物
館
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は

古
い
時
代
の
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
が
多
数
収
蔵
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
展
示
品
の
中
に
、
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ

の
ヒ
ン
ト
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
、
日
本
か
ら
来

た
七
福
神
の
入
れ
子
細
工
や
「
F
U
K
U
R
U
M
A

（
七
福
神
が
な
ま
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
）」
が
並
べ
ら

れ
て
い
ま
す
。

O
：
今
で
も
そ
れ
は
箱
根
で
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
ね
。

S
：
箱
根
で
木
地
職
人
を
訪
ね
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

お
そ
ら
く
、
80
代
の
方
で
す
。
そ
の
時
印
象
的
だ
っ

た
の
は
、箱
根
と
い
う
と
「
寄
木
細
工
」
が
有
名
だ
が
、

も
と
も
と
は
寄
木
に
限
ら
ず
箱
根
は
江
戸
時
代
か
ら

木
工
細
工
が
盛
ん
な
地
域
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
い

ま
で
は
仲
間
が
廃
業
し
て
困
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
、
ご
自
身
も
い
つ
ま
で
続
け
ら
れ
る
か
と
い
う
話

を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

O
：
ロ
シ
ア
と
箱
根
の
関
わ
り
に
は
、
ロ
シ
ア
正
教

の
関
係
者
の
避
暑
の
た
め
の
施
設
が
箱
根
塔
ノ
沢
に

あ
っ
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
か

ら
な
ぜ
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
が
グ
ロ
ー
バ
ル
に
展
開
し

て
い
く
か
を
考
え
る
う
え
で
、
1
9
0
0
年
の
パ

そ
の
生
産
地
は
セ
ル
ギ
エ
フ
・
ポ
サ
ー
ド
で
は
な
く
、

セ
ミ
ョ
ー
ノ
フ
と
い
う
場
所
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

S
：
セ
ル
ギ
エ
フ
・
ポ
サ
ー
ド
は
最
初
の
大
量
生

産
地
で
す
が
、
最
盛
期
に
最
も
量
産
し
た
の
は
セ

ミ
ョ
ー
ノ
フ
と
い
う
場
所
だ
そ
う
で
す
。
黄
色
い
ス

カ
ー
フ
を
し
て
赤
い
花
を
抱
え
て
い
る
タ
イ
プ
の
こ

れ
が
標
準
で
す
。
ベ
ト
ナ
ム
で
も
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ

の
典
型
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
セ
ミ
ョ
ー
ノ
フ
の
も
の
で

し
た
。
と
こ
ろ
で
、
1
9
9
6
年
に
私
が
買
っ
た
マ

ト
リ
ョ
ー
シ
カ
は
、
ソ
連
・
ロ
シ
ア
の
歴
代
指
導
者

を
描
い
た
も
の
で
、
い
ち
ば
ん
外
側
の
絵
は
当
時
の

エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
中

か
ら
は
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
や
ブ
レ
ジ
ネ
フ
、
ス
タ
ー
リ

ン
や
レ
ー
ニ
ン
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
外
国
人
観

光
客
向
け
の
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
の
定
番
の
よ
う
で
す
。

も
う
ひ
と
つ
、
そ
の
頃
ア
メ
リ
カ
メ
ジ
ャ
ー
リ
ー
グ

の
ド
ジ
ャ
ー
ス
で
活
躍
し
て
い
た
野
茂
英
雄
が
書
か

れ
た
も
の
も
購
入
し
ま
し
た
。
中
か
ら
は
ド
ジ
ャ
ー

ス
の
選
手
が
出
て
き
ま
す
。
現
在
で
は
、
政
治
家
も

の
だ
と
プ
ー
チ
ン
や
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
が
外
側
に
描

か
れ
て
い
ま
す
し
、
日
本
人
向
け
の
も
の
だ
と
ロ
シ

ア
リ
ー
グ
で
プ
レ
ー
し
て
い
た
サ
ッ
カ
ー
の
本
田
圭

佑
の
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
が
売
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

O
：
そ
う
い
う
時
事
モ
ノ
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
何
の
た

め
に
出
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

リ
の
万
国
博
覧
会
に
出
品
し
て
賞
を
と
っ
た
こ
と
は

重
要
で
す
。
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
が
世
界
的
に
広
ま
る

き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
結
果

が
、
セ
ル
ギ
エ
フ
・
ポ
サ
ー
ド
に
お
け
る
マ
ト
リ
ョ
ー

シ
カ
の
大
量
生
産
に
つ
な
が
っ
た
わ
け
で
す
し
、
今

日
、
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
が
ロ
シ
ア
の
イ
メ
ー
ジ
と
重

な
る
よ
う
我
々
に
刷
り
込
ま
れ
て
い
る
の
も
、
こ
の

万
国
博
覧
会
出
品
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
思
い

ま
す
。

生
産
工
房
と
玩
具
博
物
館

O
：
現
在
の
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
の
生
産
の
現
場
は
ど

の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

S
：
セ
ル
ギ
エ
フ
・
ポ
サ
ー
ド
に
あ
る
マ
ト
リ
ョ
ー

シ
カ
の
生
産
工
房
を
訪
問
し
ま
し
た
。
1
9
4
0

年
代
後
半
に
設
立
さ
れ
た
老
舗
の
一
つ
で
、
旋
盤
工

が
木
を
削
っ
て
入
れ
子
の
人
形
を
制
作
し
て
い
ま
し

た
。
現
在
で
は
、
絵
付
け
は
別
途
個
人
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
に
委
託
す
る
こ
と
が
多
い
そ
う
で
す
。
今
と
な
っ

て
は
旋
盤
工
の
数
も
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
16
歳

か
ら
始
め
て
こ
の
道
40
年
以
上
と
い
う
職
人
さ
ん
が
、

見
事
な
技
術
で
菩
提
樹
の
木
を
旋
盤
で
削
っ
て
マ
ト

リ
ョ
ー
シ
カ
の
形
に
仕
上
げ
て
い
く
様
子
を
見
学
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
彼
が
語
る
に
、「
長
時
間

労
働
で
大
変
な
仕
事
の
割
に
も
う
か
ら
な
い
し
、
若

1・2 セルギエフ・ポサード玩具博物館の展示　3 旋盤職人アレキサンドル氏
4 モスクワ最大級のみやげ市場ヴェルニサージュで販売されている白木のマトリョーシカ　5 歴代指導者のマトリョーシカ（1996年購入）　6 手
前：ロサンゼルスドジャース野茂英雄選手マトリョーシカ（1996年購入）、奥：CSKAモスクワ本田圭佑選手マトリョーシカ（2013年購入）
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モ
ノ
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
と
い
う
過
程
で
す
。
こ

の
モ
ノ
が
世
界
を
ぐ
る
ぐ
る
移
動
す
る
こ
と
、
そ
れ

自
体
が
持
っ
て
い
る
意
味
に
つ
い
て
ど
う
説
明
す
る

べ
き
か
に
つ
い
て
今
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

O
：
そ
の
意
味
で
い
う
と
、
我
々
は
マ
ト
リ
ョ
ー
シ

カ
の
起
源
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
突
き

詰
め
る
こ
と
自
体
に
は
あ
ま
り
関
心
は
あ
り
ま
せ

ん
ね
。
ど
こ
が
始
ま
り
か
終
わ
り
か
と
い
う
こ
と

は
、
厳
密
に
調
べ
れ
ば
出
て
く
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
そ
の
こ
と
自
体
が
面
白
い
と
い
う
よ
り
、
マ

ト
リ
ョ
ー
シ
カ
が
ぐ
る
ぐ
る
世
界
を
回
っ
て
い
る
こ

と
、
し
か
も
そ
れ
が
人
の
動
き
と
パ
ラ
レ
ル
に
展
開

し
て
い
く
こ
と
が
面
白
い
の
で
す
。
観
光
の
現
場
を

見
て
い
く
と
こ
の
よ
う
な
面
白
い
現
象
に
出
会
い
ま

す
。
そ
れ
に
こ
だ
わ
っ
て
モ
ノ
を
見
て
い
く
と
、
観

光
の
し
く
み
が
見
え
て
く
る
。

浅
草
、
ベ
ト
ナ
ム
、
そ
し
て
世
界

S
：
実
は
浅
草
や
成
田
空
港
に
は
日
本
風
の
マ
ト

リ
ョ
ー
シ
カ
が
売
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
。
し
か
も
そ

れ
は
メ
イ
ド
・
イ
ン
・
チ
ャ
イ
ナ
な
ん
で
す
が
…
。

O
：
そ
こ
が
ま
た
面
白
い
と
こ
ろ
で
ね
。

S
：
店
先
で
ヒ
ア
リ
ン
グ
す
る
と
、
こ
の
人
形
の
起

源
は
箱
根
だ
と
い
う
店
員
さ
ん
も
い
れ
ば
、
い
や
ロ

シ
ア
の
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
だ
と
話
す
人
も
い
る
。
ま

S
：
観
光
み
や
げ
と
し
て
大
量
に
売
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
1
9
9
0
年
代
以
降
で
す
。
し
か

し
、
玩
具
博
物
館
に
行
く
と
、
古
い
時
代
か
ら
変

わ
り
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
が
あ
る
こ
と
に
気
付
き
ま
し

た
。
20
世
紀
初
め
に
は
す
で
に
、
軍
人
さ
ん
を
見
立

て
た
も
の
や
、
結
婚
式
の
引
き
出
物
用
ら
し
い
の
で

す
が
、
入
れ
子
の
中
か
ら
親
族
全
員
が
出
て
く
る
も

の
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
変
わ
り
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ

の
歴
史
も
古
い
よ
う
で
す
。

O
：
も
う
ひ
と
つ
の
関
心
は
、
か
つ
て
は
キ
ッ
チ
ュ

で
ベ
タ
な
観
光
用
み
や
げ
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
マ
ト

リ
ョ
ー
シ
カ
や
こ
け
し
な
ど
の
民
芸
品
が
、
最
近
再

発
見
さ
れ
、「
か
わ
い
い
も
の
」
と
し
て
プ
ラ
ス
の

評
価
に
置
き
換
わ
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
さ

ら
に
、
そ
れ
を
見
た
り
購
入
し
た
り
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
ツ
ア
ー
も
登
場
し
て
い
ま
す
。
た
と
え

ば
、
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
と
こ
け
し
の
研
究
家
で
あ
る

沼
田
元
氣
氏
の
企
画
で
毎
年
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
の
産

地
を
訪
ね
る
ツ
ア
ー
や
絵
付
け
ツ
ア
ー
が
商
品
化
さ

れ
、
若
い
女
性
が
参
加
し
て
い
ま
す
。

S
：
私
の
ゼ
ミ
に
は
、鎌
倉
に
沼
田
氏
が
開
い
た
「
コ

ケ
ー
シ
カ
」
と
い
う
シ
ョ
ッ
プ
を
わ
ざ
わ
ざ
訪
れ

る
学
生
も
い
ま
す
よ
。
い
ま
は
ち
ょ
っ
と
し
た
マ
ト

リ
ョ
ー
シ
カ
ブ
ー
ム
が
起
き
て
い
る
と
い
っ
て
も
い

い
よ
う
で
す
。
ギ
フ
ト
な
ど
で
も
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ

た
、
日
本
で
売
ら
れ
て
い
る
和
服
の
女
の
子
の
マ
ト

リ
ョ
ー
シ
カ
は
、
ベ
ト
ナ
ム
で
も
似
た
も
の
が
売
ら

れ
て
い
ま
す
。
ベ
ト
ナ
ム
で
日
本
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

雑
貨
を
売
っ
て
い
る
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
ア
ニ
メ
グ
ッ

ズ
と
一
緒
に
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
が
売
ら
れ
て
い
た
り

す
る
ん
で
す
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
ベ
ト
ナ
ム
で
売
ら

れ
て
い
る
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
に
は
2
つ
の
パ
タ
ー
ン

が
あ
り
ま
す
。
ひ
と
つ
は
、
空
港
な
ど
で
観
光
客
向

け
に
売
ら
れ
て
い
る
多
く
は
中
国
製
と
思
わ
れ
る
も

の
で
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
街
の
玩
具
屋
さ
ん
で
売
ら

れ
て
い
る
ロ
シ
ア
製
の
も
の
で
す
。

O
：
こ
う
い
う
も
の
は
い
つ
頃
か
ら
ベ
ト
ナ
ム
に
現

れ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

S
：
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
自
体
は
1
9
6
0
年
代
か
ら

北
部
を
中
心
に
広
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
観
光

地
の
店
先
に
並
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
時
期
は
、
は
っ
き

り
わ
か
り
ま
せ
ん
。
私
も
気
に
な
る
よ
う
に
な
っ
て

か
ら
た
ま
に
目
に
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

O
：
そ
ん
な
に
目
に
付
く
場
所
に
置
か
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
で
す
ね
。

S
：
そ
う
な
の
で
す
が
、
い
ざ
意
識
を
持
っ
て
探
し

て
み
る
と
、
結
構
多
く
の
店
で
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
を

置
い
て
い
ま
す
。
と
く
に
ハ
ノ
イ
の
ノ
イ
バ
イ
国
際

空
港
や
ホ
ー
チ
ミ
ン
市
の
ベ
ン
タ
イ
ン
市
場
で
は
た

く
さ
ん
売
ら
れ
て
い
ま
す
。
ビ
ー
チ
リ
ゾ
ー
ト
の

的
要
素
を
使
っ
た
グ
ッ
ズ
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。
最

近
購
入
し
た
も
の
の
な
か
に
、「
ハ
リ
コ
ー
シ
カ
」

と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
張
り
子
細
工
の
こ
い
の

ぼ
り
な
の
で
す
が
、
大
き
な
お
父
さ
ん
鯉
の
中
か
ら

お
母
さ
ん
鯉
、
そ
し
て
小
さ
な
子
ど
も
、
と
い
う
よ

う
に
入
れ
子
に
な
っ
て
出
て
き
ま
す
。

O
：
要
は
入
れ
子
の
こ
と
を
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
と
認

識
す
る
感
覚
が
定
着
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

S
：
そ
の
と
お
り
で
す
。入
れ
子
と
い
う
フ
ォ
ー
マ
ッ

ト
を
使
っ
て
い
ろ
い
ろ
表
現
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
、

マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
私

自
身
、
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
に
興
味
が
あ
る
の
は
、
こ

の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
と
い
う
こ
と
と
深
く
か
か
わ
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
観
光
と
み
や
げ
と
い
う
テ
ー

マ
を
め
ぐ
っ
て
議
論
さ
れ
て
い
た
の
は
、
も
と
も
と

本
来
あ
る
べ
き
文
化
の
姿
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
観
光

と
交
わ
る
こ
と
で
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
の

か
、
と
い
う
枠
組
み
で
し
た
。
観
光
に
よ
っ
て
モ
ノ

が
世
界
を
移
動
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
に

は
関
心
が
及
ば
な
く
て
、
元
の
部
分
か
ら
何
が
違
っ

て
し
ま
っ
た
の
か
に
つ
い
て
し
か
、
論
じ
ら
れ
て
こ

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
マ
ト

リ
ョ
ー
シ
カ
か
ら
み
え
て
く
る
の
は
、
入
れ
子
と
い

う
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
が
世
界
中
を
移
動
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
土
地
の
文
化
要
素
と
接
合
し
な
が
ら
新
た
な

1 玩具博物館展示の軍人マトリョーシカ　2 マトリョーシカツアーのパンフレット

1
2

3 仲見世で売られている「忍者マトリョーシカ」　4 外国人観光客も多く訪れる浅草・仲見世
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39 38特集　おみやげ　移動する「マトリョーシカ」―みやげ品と観光文化研究をめぐって

1 『マトリョーシカ（乙女
の玉手箱シリーズ）』グラ
フィックス社（2011年）　
2 スターバックスのロシ
ア版ご当地タンブラー

シ
カ
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
タ
ン

ブ
ラ
ー
と
い
う
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
問
題
で
あ
る
と
同

時
に
、
そ
こ
に
何
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
る
か
、
何
が

描
か
れ
る
か
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ

は
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
と
し
て
の
、
つ
ま
り
入
れ
子
人
形

と
し
て
の
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
で
は
な
く
、
ロ
シ
ア
の

農
民
の
少
女
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
意
味
で
の
マ
ト

リ
ョ
ー
シ
カ
で
す
。
そ
も
そ
も
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
と

い
う
呼
び
名
は
ロ
シ
ア
女
性
の
名
前
の
愛
称
形
だ
そ

う
で
す
が
、
モ
ノ
と
し
て
の
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
を
と

ニ
ャ
チ
ャ
ン
で
も
多
く
の
店
で
販
売
さ
れ
て
い
る
そ

う
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
動
き
は
ベ
ト
ナ
ム

だ
け
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
最
近
の
マ
ト
リ
ョ
ー
シ

カ
ブ
ー
ム
を
反
映
し
て
「
乙
女
の
玉
手
箱
」
と
い
う

シ
リ
ー
ズ
の
1
冊
に
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
を
紹
介
し
た

本
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
こ
で
イ
ン
ド
・
中
国
・
ポ
ー

ラ
ン
ド
・
ド
イ
ツ
な
ど
世
界
各
地
に
マ
ト
リ
ョ
ー
シ

カ
が
あ
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

O
：
で
も
、
イ
ン
ド
に
せ
よ
、
中
国
、
ド
イ
ツ
に
せ
よ
、

旧
ソ
連
に
関
係
の
あ
っ
た
国
々
で
す
ね
。

S
　
そ
う
で
す
ね
。
た
だ
こ
れ
ら
の
モ
チ
ー
フ
は
、

中
国
だ
っ
た
ら
パ
ン
ダ
、
イ
ン
ド
だ
っ
た
ら
象
と
い

う
よ
う
に
そ
の
地
域
の
ア
イ
コ
ン
が
描
か
れ
て
お
り
、

観
光
客
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う

な
気
が
し
ま
す
。

O
：
と
こ
ろ
で
、
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
と
類
似
し
た
も

の
は
他
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
観
光
に
も
関
わ
り
、

世
界
を
ぐ
る
ぐ
る
回
る
よ
う
な
モ
ノ
は
。
　

S
：
た
と
え
ば
、
T
シ
ャ
ツ
や
栓
抜
き
、
灰
皿
と
い
っ

た
も
の
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？
世
界
中
ど
こ
に

行
っ
て
も
あ
り
ま
す
し
。

O
：
と
い
う
こ
と
は
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
問
題
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

S
：
そ
の
と
お
り
で
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
と
い
う
こ
と

で
す
。
ロ
シ
ア
の
民
芸
品
と
認
識
さ
れ
て
い
る
マ
ト

ら
え
る
際
、
入
れ
子
人
形
と
い
う
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の

側
面
と
、
ロ
シ
ア
の
農
民
の
少
女
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

と
し
て
の
側
面
の
双
方
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
で

し
ょ
う
。

S
：
ソ
チ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
放
映
を
観
て
い
る
と
、

フ
リ
ー
ス
タ
イ
ル
ス
キ
ー
や
ジ
ャ
ン
プ
競
技
の
い
ち

ば
ん
目
に
付
く
場
所
に
大
き
な
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ

が
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
は
ソ
チ

を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
オ
ブ
ジ
ェ
と
し
て
だ
け
で
な
く
、

ロ
シ
ア
と
い
う
国
を
代
表
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
す
。

移
動
す
る
現
象
の
動
態
を
求
め
て

S
：
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
話
し
て

き
た
わ
け
で
す
が
、
私
が
こ
の
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
と

い
う
一
つ
の
モ
ノ
に
興
味
を
持
つ
き
っ
か
け
は
、
ベ

ト
ナ
ム
・
ハ
ノ
イ
で
し
た
。
そ
し
て
そ
の
マ
ト
リ
ョ
ー

シ
カ
へ
の
関
心
が
、モ
ス
ク
ワ
、セ
ル
ギ
エ
フ・
ポ
サ
ー

ド
、そ
し
て
箱
根
や
浅
草
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

O
：
そ
れ
以
前
に
も
、観
光
地
で
よ
く
見
ら
れ
る
「
民

芸
品
」
と
呼
ば
れ
る
み
や
げ
品
と
柳
宗
悦
の
「
民
藝

運
動
」
と
の
連
続
と
断
絶
と
い
っ
た
こ
と
に
関
心
が

あ
っ
て
、
運
動
の
拠
点
の
ひ
と
つ
で
あ
る
益
子
へ
も

ご
一
緒
に
見
学
に
行
き
ま
し
た
ね
。

S
：
そ
の
時
は
、「
手
作
り
」
で
「
世
界
で
一
つ
だ
け
」

と
い
う
モ
ノ
を
め
ぐ
る
物
語
を
求
め
る
観
光
客
に
つ

い
て
考
え
て
い
く
う
ち
に
、
ア
ジ
ア
ン
雑
貨
好
き
な

日
本
人
観
光
客
の
趣
味
嗜
好
と
柳
宗
悦
の
「
民
藝
」

と
の
関
係
に
つ
い
て
関
心
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

O
：
と
こ
ろ
が
そ
の
後
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
を
追
っ
て

い
っ
た
ロ
シ
ア
で
再
び
、「
民
藝
」
と
も
底
流
で
関

連
し
な
が
ら
ほ
ぼ
同
時
代
に
起
き
て
い
た
活
動
が
マ

ト
リ
ョ
ー
シ
カ
を
生
み
出
し
た
と
い
う
こ
と
を
知
っ

た
わ
け
で
す
ね
。

S
：
そ
う
な
ん
で
す
。
先
ほ
ど
も
話
に
も
あ
り
ま
し

た
が
、
一
体
ど
こ
が
始
点
で
ど
こ
が
終
着
点
な
の
か

…
モ
ノ
の
移
動
は
ぐ
る
ぐ
る
と
回
っ
て
な
か
な
か
整

理
で
き
ま
せ
ん
。

O
：
我
々
の
話
題
も
ぐ
る
ぐ
る
回
り
ま
す
ね
。
し
か

し
、
こ
れ
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
る
も
の
と
ロ
ー
カ
ル
な

る
も
の
が
接
合
す
る
現
象
と
し
て
の
観
光
と
い
う

現
象
の
宿
命
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
一
カ
所
に
留

ま
っ
て
静
態
的
に
現
象
を
な
が
め
る
の
で
は
な
く
、

観
光
と
い
う
動
態
的
な
移
動
現
象
の
特
徴
に
合
わ
せ

て
、
観
光
文
化
研
究
の
視
点
自
体
も
む
し
ろ
移
動
さ

せ
て
い
く
こ
と
は
重
要
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
意
味
で
観
光
に
つ
き
も
の
の
「
お
み
や
げ
」
は
、

観
光
が
人
の
移
動
の
み
な
ら
ず
モ
ノ
の
移
動
に
お
い

て
も
重
要
な
現
象
で
あ
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
気
づ

か
せ
て
く
れ
る
興
味
深
い
現
象
で
す
ね
。

リ
ョ
ー
シ
カ
で
す
ら
、
ひ
と
つ
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
と

な
っ
て
い
る
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト

と
い
う
観
点
だ
け
で
す
べ
て
が
理
解
さ
れ
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
。

O
：
自
由
に
ア
レ
ン
ジ
が
利
く
と
い
う
こ
と
が
重
要

で
す
ね
。

S
：
そ
う
で
す
ね
。
形
態
と
し
て
は
新
し
い
モ
ノ
で

あ
っ
て
も
、
そ
の
地
域
に
伝
わ
る
工
芸
の
技
術
が
表

現
さ
れ
や
す
い
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
が
マ
ト

リ
ョ
ー
シ
カ
の
場
合
重
要
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
と
い
う
考
え
方
が
重
要
な
の
は
、

あ
る
地
域
の
文
化
が
本
物
で
、
観
光
に
交
わ
る
こ
と

で
モ
ノ
の
変
化
が
起
こ
る
と
い
う
視
点
で
考
え
る
だ

け
で
は
、
T
シ
ャ
ツ
と
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
の
間
に
普

遍
的
な
つ
な
が
り
が
あ
る
と
い
う
論
点
は
出
て
こ
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
モ
ノ
の
移
動
に
関
心
を
持
つ

と
、
こ
の
ふ
た
つ
に
も
類
似
性
が
あ
る
こ
と
が
見
え

て
く
る
。
こ
う
い
う
論
点
の
立
て
方
は
観
光
文
化
研

究
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

O
：
そ
の
一
方
で
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
は
ロ
シ
ア
的
な

ロ
ー
カ
ル
な
イ
メ
ー
ジ
と
強
力
に
結
び
つ
い
て
い
ま

す
。
た
と
え
ば
、
世
界
各
地
に
出
店
し
て
い
る
コ
ー

ヒ
ー
店
の
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
で
売
ら
れ
て
い
る
「
ご

当
地
タ
ン
ブ
ラ
ー
」
の
ロ
シ
ア
版
に
は
、マ
ト
リ
ョ
ー

3 ロシア製マトリョーシカが売られているベトナム・ハノイ旧市街の玩具店
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私
は
学
生
時
代
か
ら
日
本
史
を
専
攻
し
、
近

代
の
都
市
形
成
を
中
心
に
研
究
を
進
め
て

き
た
。
そ
の
中
で
、
日
本
の
近
代
を
描
く

場
合
で
も
、
そ
れ
以
外
の
時
代
の
深
み
と
地
域
の
広
が

り
の
中
で
位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
を
強
く
感

じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

特
に
学
位
論
文
を
ま
と
め
た
後
、
こ
の
問
題
に
取

り
組
む
き
っ
か
け
を
模
索
す
る
日
々
が
続
い
た
。
そ
う

し
た
中
で
、
二
〇
〇
一
年
に
た
ま
た
ま
訪
れ
た
大
英
博

物
館
で
開
催
さ
れ
て
い
た
「
現
代
日
本
の
お
み
や
げ
文

以
上
に
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。

民
俗
学
な
ど
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
な
か
っ
た
わ
け
で

は
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
み
や
げ
と
い
う
文
化
の
起
源
や

習
俗
に
重
点
が
あ
り
、
そ
の
歴
史
的
な
来
歴
、
と
り
わ

け
近
代
以
降
の
展
開
は
、
具
体
的
に
分
析
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

と
は
い
え
、
こ
う
し
た
先
行
研
究
を
学
ぶ
中
で
、
日

本
の
お
み
や
げ
文
化
が
、
本
来
は
神
仏
の
「
お
か
げ
」

を
分
か
ち
合
う
こ
と
が
そ
の
起
源
で
あ
り
、
自
ら
の
メ

モ
リ
ア
ル
と
し
て
の
色
彩
が
濃
い
西
欧
の
ス
ー
ヴ
ェ
ニ

ア
と
は
、
性
格
が
異
な
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。

さ
ら
に
日
本
に
目
を
向
け
て
も
、
近
世
と
近
代
で

は
、
お
み
や
げ
の
あ
り
方
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と

に
も
気
づ
い
た
。
現
在
、日
本
各
地
の
み
や
げ
も
の
店
で
、

売
場
の
主
役
を
占
め
て
い
る
の
は
、
菓
子
を
は
じ
め
と

す
る
食
品
類
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
江
戸
時
代
の
お
み

や
げ
は
、ほ
と
ん
ど
が
「
楊
枝
」
や
「
う
ち
わ
」
と
い
っ
た
、

持
ち
運
び
の
し
や
す
い
非
食
品
に
限
ら
れ
て
い
た
の
だ
。

そ
う
し
た
近
世
的
な
名
物
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
、

近
代
の
お
み
や
げ
が
生
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
大
き
な
課
題
と
し
て
浮
上
し
て
き
た

の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
お
み
や
げ
に
ま
つ
わ
る
史
料
探
し
の
旅

が
始
ま
っ
た
。
そ
の
足
跡
は
、
南
は
沖
縄
県
波
照
間
島

や
与
那
国
島
か
ら
北
海
道
稚
内
、
根
室
に
至
る
日
本
の

領
域
の
大
半
に
及
ん
だ
。
さ
ら
に
、ア
ジ
ア
や
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
各
地
に
も
足
を
運
ん
だ
が
、
こ
れ
ら
の
地
域
を
積

極
的
に
見
て
回
る
こ
と
で
、
日
本
と
の
違
い
や
共
通
点

が
次
第
に
見
え
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。

調
査
の
過
程
で
、
各
地
の
図
書
館
や
資
料
館
を
数

多
く
訪
れ
た
。
実
は
今
世
紀
の
初
頭
ま
で
、
東
京
は
と

も
か
く
、
地
方
の
ど
こ
に
ど
う
い
っ
た
資
料
が
あ
る
の

か
を
事
前
に
把
握
す
る
の
は
、
非
常
な
困
難
が
伴
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
十
数
年
で
O
P
A
C
な
ど
、
ネ
ッ
ト
上

の
検
索
ツ
ー
ル
が
格
段
に
整
備
さ
れ
た
こ
と
で
、
地
方

で
の
調
査
も
格
段
に
効
率
よ
く
回
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
う
し
た
意
味
で
本
書
は
、
二
一
世
紀
の
産
物
で
あ
る

と
も
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
歴
史
学
は
現
状
を
直
接
的
に
分
析
す

る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
の
営
み
を
文
字
に
書
か

れ
た
「
史
料
」
を
用
い
て
再
構
成
す
る
と
い
う
の
が
基

本
的
な
方
法
と
な
っ
て
い
る
。
各
地
の
図
書
館
や
資
料

館
を
回
っ
て
わ
か
っ
て
き
た
の
は
、
こ
の
分
野
に
関
す

る
史
料
の
乏
し
さ
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
、
こ
の
分
野
の

研
究
が
進
ん
で
こ
な
か
っ
た
理
由
は
い
く
つ
も
あ
る
が
、

こ
う
し
た
史
料
や
文
献
の
乏
し
さ
が
大
き
な
要
因
の
一

つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

だ
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
名
所
案
内
や
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の

類
に
は
、
断
片
的
な
が
ら
名
物
や
お
み
や
げ
に
関
す
る

記
述
が
少
な
く
な
い
。
本
書
で
は
こ
う
し
た
細
切
れ
の

情
報
を
で
き
る
だ
け
数
多
く
集
め
る
こ
と
で
、
全
体
像

を
構
築
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
。

お
み
や
げ
の
「
近
代
化
」
と
伝
統

私
が
本
書
を
ま
と
め
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
は
以
上

の
通
り
だ
が
、
内
容
に
つ
い
て
は
、
本
誌
の
別
記
事
で

す
で
に
触
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
詳
し
く
は
繰
り
返

さ
な
い
。
乱
暴
に
ま
と
め
る
と
、
近
代
以
前
の
お
み
や

げ
は
、
現
在
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
現
代
私
た

ち
が
見
る
こ
と
の
で
き
る
日
本
の
お
み
や
げ
文
化
の
あ

り
方
は
、
鉄
道
、
軍
隊
、
博
覧
会
と
い
っ
た
「
近
代
の

装
置
」
が
大
き
く
影
響
し
て
い
た
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
装
置
が
お
み
や
げ
の
「
近
代
化
」

を
促
進
し
た
だ
け
で
な
く
、
日
本
の
お
み
や
げ
が
伝
統

的
に
持
っ
て
き
た
機
能
を
よ
り
拡
大
強
化
さ
せ
る
役
割

を
果
た
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
も
目
を
向
け
る
必
要

が
あ
る
。
例
え
ば
、
近
年
お
み
や
げ
菓
子
は
個
別
包
装

化
が
進
ん
で
き
て
い
る
。
こ
れ
も
旅
の
「
お
か
げ
」
を

周
囲
に
配
る
と
い
う
、
日
本
の
お
み
や
げ
文
化
が
元
来

有
し
て
き
た
性
格
が
こ
う
し
た
近
代
の
装
置
に
よ
っ
て

強
化
さ
れ
て
き
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
歴
史
は
単
線
的
に
進
化
し
て
い
く
の
で

は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
入
り
交
じ
り
な
が
ら
、

複
線
的
に
進
行
し
て
い
く
の
で
あ
る
。  

（
鈴
木
勇
一
郎
）

お
み
や
げ
と
鉄
道

名
物
で
語
る
日
本
近
代
史

鈴
木
勇
一
郎 

著
（
二
〇
一
三
）
　

講
談
社
（
本
体
一
五
〇
〇
円
＋
税
）

化
展
」
を
目
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
展
示
は
広
大
な

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
片
隅
で
開
か
れ
た
、
ほ
ん
の
小
さ
な

企
画
展
で
あ
っ
た
が
、
私
の
目
か
ら
う
ろ
こ
を
落
と
す

の
に
十
分
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
っ
て
い
た
。

近
世
的
な
名
物
の
変
容

ち
な
み
に
私
は
元
々
、旅
は
好
き
な
方
で
は
あ
っ
た
が
、

そ
れ
ま
で
全
国
各
地
の
観
光
地
で
目
に
す
る
名
物
や
お

み
や
げ
の
文
化
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
特
に

考
え
た
こ
と
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
外
国
人
に
と
っ

て
は
必
ず
し
も
自
明
の
も
の
で
は
な
く
、
特
異
な
文
化

と
し
て
映
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、単
純
な
驚
き
で
あ
っ

た
し
、
そ
れ
以
上
に
こ
う
し
た
こ
と
が
研
究
の
テ
ー
マ

と
な
り
得
る
と
い
う
こ
と
に
感
心
し
た
の
で
あ
る
。

同
時
に
そ
れ
ま
で
漠
然
と
頭
に
あ
っ
た
、
前
近
代
と

近
代
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
、
適
当
な
テ
ー

マ
で
あ
る
と
も
思
え
て
き
た
の
だ
。
お
み
や
げ
は
、
こ

う
し
た
角
度
か
ら
日
本
の
近
代
に
切
り
込
み
を
入
れ
る

こ
と
が
で
き
る
恰
好
の
題
材
だ
と
感
じ
た
の
で
あ
る
。

帰
国
後
、
さ
っ
そ
く
お
み
や
げ
に
つ
い
て
の
研
究
が

ど
の
程
度
な
さ
れ
て
き
た
の
か
調
べ
て
み
た
が
、
予
想

41 40読書案内
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L
e

c
tu

re

最
近
の
講
演
会
か
ら

ら
影
響
を
受
け
、
在
り
方
を
変
え
て
い
る
と
示
唆

で
き
る
。
旅
行
者
と
場
所
の
関
係
を
探
る
こ
と
に

よ
り
場
所
が
ど
の
よ
う
に
観
光
地
と
し
て
成
立
し

て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

開催日

2013
11／27

最近の観光学部講演会・シンポジウム

2014
4／7

5／14

6／25

7／1

7／9

7／18・19

講演者

Claudio Minca
オランダ・Wageningen大学教授

尹 榮玉（Yoon Youngok）　 
センチュリオンホテル・グランド・赤坂 支配人

Aldrin Abdullah
Universiti Sains Malaysia准教授

倉沢 愛子
慶應義塾大学経済学部名誉教授

沖田 雅生
株式会社実業之日本社 編集企画第3部長

堀口 茉純 
文化人タレント

Meghann Ormond
オランダ・Wageningen大学准教授

真野 俊樹 
多摩大学教授、研究開発機構
医療・介護のソリューション研究所
所長

小野 真由美 
岡山大学国際センター講師

近藤 正規 
国際基督教大学教養学部
経済経営学科上級准教授

CHEE Heng Leng 
マレーシア大学KANITA
客員教授

Timothy LEE 
立命館アジア太平洋大学
アジア太平洋学部教授

Meghann ORMOND 
ヴァーヘニンゲン大学
文化地理学科准教授

Yanxia ZHANG 
ブルネイ大学
人文社会科学学部上級講師

Andrea WHITTAKER 
モナシュ大学
社会科学研究所准教授

重松伸司 
追手門学院大学名誉教授

辻上奈美江 
東京大学特任准教授

川端隆史 
東京外国語大学アジア・アフリ
カ言語文化研究所 共同研究員

豊田 三佳 
本学観光学部交流文化学科
准教授

演題

観光学部で学んだこと

Urban Landscape and Tourism

祭りと伝統の島バリ―その開発と観光の歴史―

「たのしみ」の最前線

Transport and embodiment 
in medical tourism

国際シンポジウム
「アジア諸国における医療ツーリズム：
現状とその課題」

Performing the tourist

観光学部アカデミックアドバイザー講演会
Performing the tourist
“旅行者”を“する”とは

観
光
が
生
み
出
す
も
の
は
、
場
所
や
文
化
、
そ

の
他
の
物
に
分
類
で
き
る
。
観
光
客
の
行
動
は
、

複
数
の
事
象
か
ら
影
響
を
受
け
て
決
定
づ
け
ら
れ
、

多
く
の
影
響
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
今
回
の
講
演

で
は
、
旅
行
者
の
行
動
に
着
目
し
、
旅
行
者
が
周

囲
か
ら
受
け
る
影
響
と
そ
の
影
響
が
及
ぼ
す
旅
行

客
の
行
動
の
変
化
に
つ
い
て
講
演
い
た
だ
い
た
。

C
laudio M

inca

教
授
は
、
観
光
地
に
お
け
る
旅

行
者
の
行
動
は
時
代
と
と
も
に
変
化
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
問
い
か
け
た
。
現
代
の
旅
行
者
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
か
ら
、
旅

行
に
行
く
前
の
段
階
か
ら
膨
大
の
量
の
情
報
を
手

に
入
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
ま
た
メ
デ
ィ

ア
を
通
し
、
日
常
的
に
見
た
こ
と
の
な
い
土
地
の

情
報
に
触
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
周
囲

か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
情
報
か
ら
現
地

で
ど
の
よ
う
な
行
動
を
取
る
べ
き
か

を
自
然
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
旅
行
者
た
ち
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
国
か
ら
そ
の
地
を
訪
れ
て
い
る

に
も
関
わ
ら
ず
、
皆
同
じ
行
動
を
と
る

の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ペ
ル
ー
の
マ

チ
ュ
ピ
チ
ュ
で
は
遺
跡
を
背
に
し
、
写

2013年11月27日（水） 
新座キャンパス8号館 N8B1教室
講師／ Dr. Claudio Minca
（オランダ・Wageningen 大学教授）
司会／村上和夫（観光学部教授）

真
を
撮
る
と
い
う
こ
と
が
マ
チ
ュ
ピ
チ
ュ
に
足
を

運
ん
だ
際
に
行
う
当
た
り
前
の
こ
と
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
旅
行
者
は
事
前
に
そ
の
土
地

に
お
い
て
取
る
行
動
が
自
然
と
決
定
づ
け
ら
れ
て

い
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
旅
行
者
は
観
光
地
に

お
い
て
ど
の
よ
う
に
観
光
客
と
し
て
ふ
る
ま
う
べ

き
か
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
知
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

加
え
て
、
旅
行
者
が
ゲ
ス
ト
を
演
じ
る
と
い
う

こ
と
で
、
観
光
地
側
も
ホ
ス
ト
を
演
じ
る
こ
と
を

促
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
、
イ

タ
リ
ア
で
も
有
名
な
観
光
地
の
コ
ロ
ッ
セ
ウ
ム
に

は
観
光
客
が
大
勢
訪
れ
て
い
る
が
、
そ
の
遺
跡
の

周
り
に
は
古
代
ロ
ー
マ
時
代
の
剣
闘
士
の
格
好
を

し
た
人
々
が
旅
行
者
と
一
緒
に
記
念
写
真
を
撮
る

と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
が
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

現
象
は
、
観
光
客
が
多
く
訪
れ
る
と
い
う
事
実
か

ら
起
こ
っ
た
事
象
で
あ
り
、
観
光
地
側
は
観
光
客

を
受
け
入
れ
る
と
い
う
役
割
を
与
え
ら
れ
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
観
光
客
は
観
光
地
に
さ
ま
ざ
ま
な

影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
大
き

く
作
用
し
て
い
る
。
ま
た
旅
行
者
も
そ
の
環
境
か

右 講演会場にて
左 Claudio Minca教授　立教大学観光学部はインドネシア社会史をご専門とする倉沢愛子慶應義塾大学名誉

教授をお招きし、アカデミックアドバイザー講演会「祭りと伝統の島バリ―その開発と歴

史―」を開催しました。戦前・戦中のオランダ植民地時代・日本軍政期から終戦後の独立

宣言・独立戦争を経て、インドネシアの観光開発がどのようになされて来たか、特にバリ

観光の商品化の過程をお話しいただきました。戦後賠償によって同国最大の援助国であ

る日本は開発事業に深くかかわっており、バリ観光の開発と20世紀以降の観光史と文化

的背景が、多彩な事例で読み解かれました。

観光学部アカデミックアドバイザー講演会

祭りと伝統の島バリ
―その開発と観光の歴史―
2014年6月25日（水）
新座キャンパス4号館2階N421教室
講師 倉沢愛子慶應義塾大学経済学部名誉教授
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英
国
の
冬
は
長
く
て
雨
が
多
い
。
4
月
に
入
る
と

気
候
が
温
か
く
な
り
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
最
も

大
き
な
変
化
は
、
町
中
に
観
光
客
が
溢
れ
る
ほ
ど

増
え
て
く
る
こ
と
だ
ろ
う
。
ロ
ン
ド
ン
か
ら
鉄
道
な

ら
1
時
間
、
バ
ス
な
ら
2
時
間
弱
の
こ
の
町
は
人
口

約
15
万
人
と
少
な
い
が
、
年
間
の
観
光
客
入
込
数
が 

9

 

5

 

0
万
人
と
英
国
6
位
に
な
る
ほ
ど
だ
。

観
光
客
が
訪
れ
る
の
は
、映
画『
ハ
リ
ー・
ポ
ッ
タ
ー
』

の
ロ
ケ
地
の
ボ
ド
リ
ア
ン
図
書
館
（�

e Bodleian 

Library

）や
ク
ラ
イ
ス
ト
チ
ャ
ー
チ・
カ
レ
ッ
ジ（C

hrist 

C
hurch C

ollege

）
で
あ
る
。
他
に
は
ア
シ
ュ
モ
レ
ア

ン
博
物
館
（Ashm

olean M
useum

）
や
ピ
ッ
ト
・
リ

ヴ
ァ
ー
ス
博
物
館
（Pitt R

ivers M
useum

）
な
ど
も

あ
る
が
、
い
ず
れ
も
大
学
の
施
設
で
あ
る
。
換
言
す

れ
ば
、
観
光
客
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
と
い
う
町
を
見

学
す
る
と
い
う
よ
り
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
を
見

学
し
て
い
る
と
言
う
方
が
正
し
い
。

さ
て
、
一
つ
の
大
学
が
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
観
光
客

を
惹
き
つ
け
る
魅
力
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

町
と
し
て
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
は
英
国
に
お
い
て

決
し
て
歴
史
の
長
い
町
と
は
言
え
な
い
が
、
オ
ッ
ク

ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
が
英
語
圏
に
お
い
て
最
古
の
大
学

で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
建
物
や
街
並
み
が
大

事
に
保
存
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
英
語
圏
で

最
も
歴
史
の
あ
る
教
育
と
伝
統
を
大
事
に
守
っ
て
い

る
と
こ
ろ
が
最
大
の
魅
力
と
言
え
よ
う
。

1 

複
雑
な
カ
レ
ッ
ジ
体
系

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
は
38
の
カ
レ
ッ
ジ（college

） 

と
5
の
ホ
ー
ル
（hall

）
で
構
成
さ
れ
る
巨
大
組
織
で

あ
り
、
各
カ
レ
ッ
ジ
と
ホ
ー
ル
は
独
自
の
敷
地
と
校

舎
を
も
つ
。

各
カ
レ
ッ
ジ
は
、
財
政
も
運
営
も
独
立
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
学
生
は
通
常
の
大
学
と
同
様
に
専
門

で
学
科
（departm

ent

）
を
選
ぶ
ほ
か
、
所
属
カ
レ
ッ

ジ
も
選
択
す
る
の
が
必
須
条
件
で
あ
る
。
教
員
も
専

門
分
野
で
学
科
に
所
属
し
な
が
ら
普
段
は
ほ
と
ん

ど
所
属
カ
レ
ッ
ジ
で
活
動
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
同

じ
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
も
所
属
カ
レ
ッ
ジ
に

よ
っ
て
学
生
は
授
業
料
と
寮
費
が
違
い
、
教
職
員
は

給
料
と
待
遇
が
異
な
る
。こ
の
よ
う
な
複
雑
な
カ
レ
ッ

ジ
制
度
が
未
だ
に
存
在
し
て
い
る
理
由
は
、各
カ
レ
ッ

ジ
の
設
立
年
代
と
ス
ポ
ン
サ
ー
、
所
有
す
る
不
動
産

な
ど
の
財
産
が
大
き
く
異
な
り
、
培
っ
て
き
た
文
化

を
重
ん
じ
る
た
め
、
統
一
し
て
管
理
す
る
の
が
ほ
ぼ

不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

大
学
側
は
カ
レ
ッ
ジ
体
系
が
核
心
的
な
体
制
で
あ

る
と
理
解
し
、
学
生
た
ち
に
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
教
養

を
身
に
付
け
さ
せ
る
た
め
に
は
、
広
大
か
つ
国
際
的

な
大
学
に
属
し
な
が
ら
、
小
規
模
な
カ
レ
ッ
ジ
で
多

分
野
教
育
を
受
け
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
提
供
す
る
。

学
生
は
異
な
る
専
門
、
異
な
る
学
年
、
異
な
る
文
化
、

異
な
る
国
の
学
生
を
カ
レ
ッ
ジ
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を

通
し
て
交
流
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は
、
指
導
教
員
と
学
生
の
関
係
を

縮
め
、
学
生
が
少
人
数
教
育
を
享
受
で
き
、
各
種
サ
ー

ク
ル
活
動
に
も
参
加
し
や
す
い
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

多
く
の
観
光
客
が
カ
レ
ッ
ジ
を
見
学
す
る
の
に

は
い
く
つ
か
理
由
が
あ
る
。
ま
ず
、
多
種
多
様
な

建
築
物
を
見
学
す
る
た
め
だ
。
13
世
紀
にM

erton

、

Balliol

な
ど
い
く
つ
の
カ
レ
ッ
ジ
が
創
立
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
大
学
が
発
足
し
、
以
降
、
カ
レ
ッ
ジ
が

増
え
て
き
た
。
異
な
る
時
代
に
建
て
ら
れ
た
校
舎
は
、

ゴ
シ
ッ
ク
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
、
ビ
ク
ト
リ
ア
ン
な
ど
の

様
式
に
よ
る
歴
史
の
記
録
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

次
い
で
、
カ
レ
ッ
ジ
見
学
は
他
の
大
学
で
は
体
験
で

き
な
い
探
検
で
も
あ
る
。
基
本
的
に
、
カ
レ
ッ
ジ
は

教
育
施
設
で
観
光
宣
伝
は
一
切
し
て
い
な
い
。
非
常

に
狭
い
出
入
り
口
一
つ
で
カ
レ
ッ
ジ
は
外
の
世
界
か

ら
切
り
離
さ
れ
た
別
世
界
で
あ
る
。
第
三
に
、カ
レ
ッ

ジ
生
活
を
そ
の
ま
ま
見
学
で
き
る
こ
と
も
魅
力
だ
。

教
職
員
と
学
生
が
毎
日
利
用
し
て
い
る
食
堂
や
チ
ャ

ペ
ル
な
ど
は
も
ち
ろ
ん
、
緑
豊
か
な
ガ
ー
デ
ン
も
見

学
で
き
る
。

カ
レ
ッ
ジ
は
す
べ
て
の
学
習
と
教
育
、
生
活
の
核

心
的
な
存
在
で
あ
り
、
学
生
は
毎
週
の
ミ
ー
テ
ィ
ン

グ
、
個
人
指
導
に
参
加
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ

る
。
カ
レ
ッ
ジ
は
学
生
に
食
事
と
宿
舎
を
提
供
す
る

と
と
も
に
、
学
生
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
生
活
の
場
で
も

あ
り
、
エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
と
ス
ポ
ー
ツ
、
音
楽
、

演
劇
な
ど
の
施
設
を
設
け
て
い
る
。
広
大
な
緑
地
と

公
園
、
グ
ラ
ン
ド
を
所
有
す
る
カ
レ
ッ
ジ
も
少
な
く

な
い
。
例
え
ば
、Magdalen

カ
レ
ッ
ジ
は
広
大
な
ガ
ー

デ
ン
を
持
ち
、
数
百
頭
の
鹿
ま
で
飼
育
し
て
い
る
。

Oxford
在外研究通信　08

オクスフォード大学
の魅力
杜 国慶

毎年多くの観光客が訪れるオクスフォー

ド（英国）には、映画『ハリー・ポッター』

のロケ地のボドリアン図書館や博物館な

どがあるが、最大の目的はオクスフォー

ド大学の見学にある。英語圏で最古の教

育機関としての同大学の優れた教育シス

テムや学生生活について報告する。

上 ボドリアン図書館の一部も観光客に公開されている（2013年9
月29日撮影）  下 Balliolカレッジは13世紀に開校されたもっとも
古いカレッジの一つ（2013年10月23日撮影）
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個
人
指
導
を
重
ん
ず
る
教
育

大
学
の
授
業
方
式
は
主
に
個
人
指
導
（tutor

）、

ク
ラ
ス
（class
）、
講
義
（lecture

）
が
あ
る
。
講
義

は
専
門
性
を
強
調
す
る
学
科
（departm

ent

）
が
各

カ
レ
ッ
ジ
に
分
散
し
て
い
る
学
生
を
対
象
に
開
講
す

る
科
目
で
、
通
常
の
大
学
の
講
義
と
同
じ
で
あ
る
。

ク
ラ
ス
は
少
人
数
の
学
生
が
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を

通
し
て
意
見
を
交
わ
す
方
式
で
、
演
習
ま
た
は
ゼ
ミ

の
よ
う
な
形
式
で
あ
る
。
こ
の
2
種
類
の
教
育
方
法

は
日
本
の
大
学
に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
最
も
特
色
を
も
つ
の
は
カ
レ
ッ
ジ
体
系

に
由
来
す
る
個
人
指
導
で
あ
る
。
学
部
生
は
入
学
当

時
に
個
人
指
導
を
担
当
す
る
指
導
教
員
（tutor

）

が
指
定
さ
れ
、
学
部
生
時
代
の
3
年
間
に
指
導
教
員

の
下
で
勉
学
す
る
。
基
本
的
に
は
週
に
一
回
面
会
し
、

教
員
か
ら
参
考
論
文
と
図
書
を
指
定
さ
れ
、
学
生
は

そ
れ
を
精
読
し
た
う
え
で
小
論
文
（essay

）
を
ま
と
め
、

次
の
週
に
教
員
に
小
論
文
を
提
出
し
て
新
た
な
指
導

を
受
け
る
。
こ
れ
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。
場
合
に
よ
っ

て
、
週
に
2
本
の
小
論
文
を
書
か
せ
る
教
員
も
少
な

く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
訓
練
で
、
学
生
の
読
み
書
き

能
力
が
厳
し
く
鍛
え
ら
れ
、
学
習
ま
た
は
研
究
能
力

が
素
早
く
上
達
し
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
、
教
員
が
学

生
の
状
況
を
見
て
適
宜
指
導
し
て
い
る
た
め
、
統
一

さ
れ
た
教
材
も
方
式
も
存
在
せ
ず
、
場
所
も
特
定
さ

れ
な
い
。
冗
談
か
も
し
れ
な
い
が
、
酒
好
き
の
教
員

に
は
学
生
が
ビ
ー
ル
や
ワ
イ
ン
を
持
参
す
る
こ
と
も

あ
る
そ
う
だ
。
こ
の
よ
う
な
学
部
生
時
代
を
通
し
て

行
わ
れ
る
徹
底
し
た
個
人
指
導
は
、
世
界
で
も
稀
で

貴
重
な
存
在
で
あ
る
。

3 

『
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
』
の
食
堂
は
空
想
で
は
な
い

映
画
『
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
』
に
は
食
堂
の
シ
ー

ン
が
よ
く
登
場
す
る
。
食
事
は
重
要
な
教
育
の
一
環

で
あ
る
。
カ
レ
ッ
ジ
で
は
食
堂
が
一
日
三
食
提
供
す

る
。
教
員
に
と
っ
て
食
事
を
美
味
し
く
享
受
す
る
こ

と
は
待
遇
の
一
部
で
も
あ
る
。
学
生
に
と
っ
て
も
安

価
で
健
康
的
な
食
事
が
で
き
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

食
堂
は
カ
レ
ッ
ジ
に
よ
っ
て
デ
ザ
イ
ン
が
異
な
る
が
、

共
通
す
る
の
は
テ
ー
ブ
ル
の
配
列
と
内
壁
の
装
飾
で

あ
る
。『
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
』
の
シ
ー
ン
と
同
様
に
、

学
生
は
入
口
か
ら
奥
に
延
び
る
長
い
テ
ー
ブ
ル
に
座

り
、
教
員
は
一
番
奥
の
高
台
に
置
か
れ
る
テ
ー
ブ
ル

を
利
用
す
る
。
内
壁
に
は
、
奥
の
高
台
か
ら
歴
代
の

カ
レ
ッ
ジ
長
を
務
め
た
人
、
ま
た
は
有
名
な
卒
業
生

の
大
き
な
肖
像
画
が
飾
ら
れ
て
い
る
。
今
日
に
お
い

て
も
そ
の
肖
像
画
は
必
ず
油
絵
で
、
写
真
は
一
切
使

わ
な
い
。

日
常
的
な
食
事
の
ほ
か
に
、
カ
レ
ッ
ジ
が
週
に

一
回
は
フ
ォ
ー
マ
ル
・
デ
ィ
ナ
ー
を
提
供
し
、
教

職
員
も
学
生
も
知
り
合
い
を
招
聘
し
て
参
加
す
る
。

「
フ
ォ
ー
マ
ル
」
と
略
称
さ
れ
る
こ
の
デ
ィ
ナ
ー
は
、

前
菜
・
メ
イ
ン
・
デ
ザ
ー
ト
の
3
コ
ー
ス
し
か
提
供

さ
れ
な
い
が
、
服
装
が
正
装
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
食
事
が
始
ま
る
前
に
、
長
を
務
め
る
人
が

ラ
テ
ン
語
で
挨
拶
す
る
。
食
事
の
後
に
は
、
正
装
の

ま
ま
カ
レ
ッ
ジ
の
バ
ー
で
飲
み
な
が
ら
歓
談
を
続
け

る
。
そ
の
た
め
、
カ
レ
ッ
ジ
が
ど
れ
だ
け
い
い
ワ
イ

ン
や
ウ
ィ
ス
キ
ー
を
提
供
す
る
か
も
評
判
に
な
る
。

こ
の
フ
ォ
ー
マ
ル
・
デ
ィ
ナ
ー
は
他
カ
レ
ッ
ジ
の

学
生
と
知
り
合
っ
て
交
流
す
る
い
い
機
会
で
も
あ
る

が
、
所
属
者
か
ら
の
招
聘
が
な
け
れ
ば
参
加
で
き

な
い
。
そ
の
た
め
、
新
入
生
が
沢
山
の
友
達
を
作
り
、

す
べ
て
の
カ
レ
ッ
ジ
の
「
フ
ォ
ー
マ
ル
」
を
い
か
に

早
く
制
覇
す
る
か
を
学
生
同
士
が
競
い
合
う
こ
と
が

慣
例
ゲ
ー
ム
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

4 

厳
し
い
試
験
制
度

さ
て
、
名
門
校
で
の
学
習
生
活
は
容
易
で
は
な
い
。

最
大
の
難
関
は
試
験
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
筆
記
試
験
に
は
専
用
の
試
験
場

（Exam
ination School

）
が
設
け
ら
れ
、
カ
レ
ッ
ジ
と

ホ
ー
ル
に
所
属
し
て
い
る
学
生
は
必
ず
こ
の
1

 

8

 

8

 

2

年
に
建
て
ら
れ
た
専
用
の
試
験
場
で
試
験
を
受
け
る
。

試
験
時
間
は
3
時
間
と
長
く
、
試
験
問
題
は
ほ
と
ん

ど
論
述
形
式
で
、
学
生
の
論
述
能
力
と
文
章
力
が
問

わ
れ
る
。
通
常
、
大
学
で
の
試
験
は
期
末
試
験
が
多

い
が
、
こ
こ
は
期
末
も
あ
れ
ば
、
学
期
の
始
ま
り
に
実

施
す
る
試
験
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
た
め
、
学
生
は
夏

休
み
も
冬
休
み
も
休
ま
ず
、
学
期
が
始
ま
る
と
す
ぐ

に
行
わ
れ
る
試
験
の
た
め
に
猛
勉
強
す
る
。

そ
し
て
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
特
色
で
も

あ
る
が
、
試
験
に
は
厳
し
い
ド
レ
ス
コ
ー
ド
が
設
け

ら
れ
て
い
る
。
試
験
監
督
を
務
め
る
教
員
は
正
装
に

長
い
ガ
ウ
ン
を
着
用
し
、『
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
』
の

教
員
と
同
じ
姿
で
登
場
す
る
。
受
験
学
生
の
服
装
に

も
厳
し
い
条
件
が
付
け
ら
れ
る
。
男
性
は
黒
い
ス
ー

ツ
に
白
い
シ
ャ
ツ
と
白
い
蝶
ネ
ク
タ
イ
、
女
性
は
黒

い
ス
ー
ツ
（
ス
カ
ー
ト
ま
た
は
ズ
ボ
ン
）
に
白
い
シ
ャ

ツ
で
首
に
黒
い
リ
ボ
ン
を
巻
く
。
加
え
て
、
男
女
と

も
黒
い
ガ
ウ
ン
を
覆
い
、
角
帽
を
被
る
。
毎
年
5
月

と
6
月
に
は
試
験
が
多
く
、
大
勢
の
学
生
た
ち
が
正

装
姿
で
町
を
歩
い
て
試
験
場
に
赴
く
の
が
、
季
節
を

彩
る
風
景
に
な
る
。

こ
れ
だ
け
厳
し
い
試
験
に
対
し
て
、
学
生
は
遊
び

心
も
忘
れ
て
い
な
い
。
ガ
ウ
ン
に
バ
ッ
チ
の
代
わ
り
に

カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
花
を
付
け
る
風
習
が
学
生
に
広

が
っ
て
い
る
。
白
の
花
を
付
け
る
の
は
初
め
て
受
験
す

る
人
、
ピ
ン
ク
を
付
け
る
の
は
上
級
生
、
真
っ
赤
な
花

を
付
け
る
の
は
最
後
の
試
験
を
受
け
る
卒
業
予
備
軍

の
人
た
ち
と
い
う
暗
黙
の
ル
ー
ル
が
あ
る
。
一
説
で
は
、

花
の
色
が
濃
く
な
る
の
は
学
生
が
一
歩
ず
つ
成
熟
し
て

い
く
こ
と
を
象
徴
す
る
と
言
う
。
も
う
一
説
は
、
試
験

が
大
変
で
最
後
に
な
る
と
、
過
労
し
て
吐
い
た
血
が

白
い
花
を
真
っ
赤
に
染
め
た
と
言
う
。
は
た
し
て
ど

ち
ら
が
正
解
だ
ろ
う
か
？

1 チャペルは学生活動の場でもある（Hertfordカレッジ）（2013年10月27日撮影）  2 「ハリー・ポッター」食堂
の原型になったChrist Churchカレッジの食堂（2013年11月13日撮影）  3 図書館の一部Radcliffe Cameraは
オックスフォードのランドマークでもある（2014年3月4日撮影）  4 試験場に赴く正装姿の学生（2014年6月5日
撮影）  5 カレッジ間で競い合うBumpレースは一大慣例イベント（2014年5月31日撮影）
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