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【写真1】 乾燥地帯の砂礫地 を数百

頭の ラクダ を連 れて移牧 を行 うラ
バ リ男性(2001年 筆者撮影)

「見

つ
け
た
!
」
木

の
枝
に
袋
が
掛
か

っ
て
い
る
。

近
づ
く
と
、
少
し
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な

っ
た
袋
か
ら
ラ
ク

ダ
の
乳
と
尿
の
混
ざ

っ
た
独
特

の
匂

い
が
し
た
。
木

の
下
に
は
小
枝
の
燃
え
か
す
が
あ
る
。
間
違
い
な
い
、

　
　
　
　
バま
　ノ

ラ
ク
ダ
の
移
牧

の
通
り
道
に
違

い
な
い
。
こ
こ
で
待

て
ば
ラ
ク
ダ
飼

い
た
ち
に
逢
う
こ
と
が

で
き
る
。
弾

む
心
を
落
ち
着
か
せ
な
が
ら
、
木
に
掛
か

っ
て
い
る

袋
を
手
に
取

っ
て
み
る
。

　

こ
こ
は
ア
ラ
ビ
ア
海
に
面
す
る
イ
ン
ド
西
端
、
パ

キ
ス
タ
ン
と
の
国
境
沿

い
に
位
置
す
る
カ

ッ
チ
地
方

(地
図
1
)。
北
部
に
タ
ー
ル
砂
漠
が
あ
り
、
そ
の
影

響
を
受
け
て
年
間
降
水
量
姻
㎜
以
下
の
乾
燥
地
帯
で

あ

る

。

私

の
調

査

対

象

で

あ

る

牧

畜

民

・
ラ

バ

リ

(肉
鋤
曾

眠
)

は

紀

元

前

5

世

紀

ご

ろ

、

ア

ラ

ビ

ア

に

現

れ

、

11

世

紀

ご

ろ

に

中

央

ア
ジ

ア
を

経

て
イ

ン

ド

西

北

部

地

方

(現

イ

ン

ド

・
ラ
ジ

ャ

ス

タ

ー

ン

州

)

へ
移

り

、

そ

の
後

14
世

紀

に

シ

ン
ド

地

方

(現

パ

キ

ス

タ

ン
南

東

部

シ

ン
ド

州

)

を

経

て
、

カ

ッ
チ

地
方

へ
到

達

し

、

い
く

つ
か

の
集

団

に

分

岐

し

た

と

さ

れ

て

い
る

。

現

在

、

ラ
ジ

ャ

ス

タ

ー

ン
州

に

1
集

団

、

グ

ジ

ャ

ラ

ー

ト

州

に

11
集

団

と

広

範

囲

に
分

散

し

て

居

住

し

て

い
る

。

こ

の

カ

ッ
チ

地

方

に

は

カ

チ

、

デ

バ

リ

ア

、

ヴ

ァ
ガ

デ

ィ

ア

の
3

集

団

が

居

住

し

、

そ

の
人

口

は

約

1

5

0

0

0

～

1

8

0

0

0
人

(
カ

ッ



【写真2】 乳当 て袋 を外 して母ラ クダ
の乳 を搾 るラバ リ男性 。移牧 中は子

ラクダが必要以上 に母ラ クダの乳 を

吸 って しまわないよ うに乳当 て袋 を

覆い被せ てお く。

(2003年 筆者撮影)

デ リパキスタン

ラジャスターン州

コ ルカ タ(カ ル カ ノ5)

カッチ地方

イ ン ド

ム ンバイ(ボ ンベ イ)
グジャラー ト州

ベンガル湾

チェンナイ(マ ドラス)
アラビア海

イン ド洋

地 図1　 イン ド独立 後、 カッチ地方 はパキス タンとの

　 　 　　 国境 に接 するこ とから、国防上 の特別行政区

　 　 　　 になっていた。 その後 、1960年 に グジャラー

　 　 　　 ト州の19県 の一つ カッチ県 となった。

 

チ
県
総
人
口
の
約
1
%
)
と
さ
れ
て
い
る
。

放
牧
用
袋

・
ダ
ブ
リ
オ
　

ワ
ノ

　
現
在
、
カ

ッ
チ
地
方
に
居
住
す

る

ラ
バ
リ
の
約

60
%
は
特
定

の
村
に
家
を
持
ち
な
が
ら
、
ラ
ク
ダ
と

共
に
1
年

の
う
ち
約
10
ヵ
月
間
を
季
節
的
に
放
牧
地

を
求
め
て
家
畜
を
移
動
さ
せ
て
い
る

(写
真
1
)。

　
こ
の
よ
う
な
牧
畜
を
主
な
生
業
と
す
る
ラ
バ
リ
の

男
性
は
、
道
具
を

]
切
用

い
な
い
で
身
体
の
み
を
利

用
す
る
織
技
術
を
保
持
し
て
い
る

(本
稿
で
は
、
こ

の
よ
う
な
身
体
を
利
用
し
て
タ
テ
糸
を
張
る
織
機
を

「身
体
機
」
と
称
す
る
)。
彼
ら
に
よ

っ
て
織
り
出
さ

れ
る
も

の
に
は
、
ラ
ク
ダ
の
乳
房
に
覆

い
被
せ
る
乳

当
て
袋
や
乳
当
て
袋
を
留
め
る
細
帯
な
ど
の
放
牧
用

具
が
あ
る

(写
真
2
)。

【写真3】 放 牧用具 を入れてお

く袋 ・ダブ リオ 　ワノ。ラ ク

ダの毛 とヤギの毛 を用 いて紡

がれた紐 を使 用 して、ラバ リ

の男性に よって織 られる。織

作 業に は一切 の道具 を使 用 し

ない。(2001年 筆者撮影)

　
本
稿
で
は
、
彼
ら
が
家
畜
を
移
動
さ
せ
て
い
る
間
、

放
牧
用
紐
や
紅
茶
の
葉
、
砂
糖
、
飲
み
物
用
の
食
器
、

煙
草

の
葉
、
火
付
け
用
の
石
や
綿
花
な
ど
を
入
れ
て

い
る
放
牧
用
袋
を
取
り
上
げ
、
そ
の
制
作
工
程
を
紹

介
す
る

(写
真
3
)。
こ
の
袋
は
ラ
バ
リ
の
伝
統
的
な

飲
み
物
用
の
真
鍮
製
の
食
器
名

「ダ
ブ
ル

(気
鋤
ぴN)」

を
入
れ
る
袋

「
ワ
ノ

(
ミ
碧

o
)
」
と

い
う
意
味

で

「
ダ
ブ
リ
オ
　
ワ
ノ
(気
暮
謡
.途

壽

き
)
」
と
呼

ば
れ
、

一ス
バ
リ
の
男
性
の
み
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
て
い
る
。

小
石
に
よ
る
糸
紡
ぎ
作
業

　
通
常
、
放
牧
用
袋

の
制
作
に
は
ラ
ク
ダ
の
毛
、
ま

た
は
山
羊
の
毛
が
用
い
ら
れ
る
。
ラ
バ
リ
の
男
性
は

自
ら
が
飼
育
す
る
こ
れ
ら

の
家
畜

の
毛
を
刈
り
取

り
、
自
分
た
ち
で
糸
を
紡
い
で
放
牧
用
具
の
制
作
を

行

っ
て
い
る

(写
真
4
、
5
)
。

　

ラ
バ
リ
の
糸
紡
ぎ
作
業
は
通
常
、
他
地
域
で
見
ら

れ
る
よ
う
な
紡
錘
車
を
使
用
せ
ず
、
紡
ぎ
の
回
転
の

た
め
の

「
は
ず
み
」
に
小
石
と
小
枝
を
用
い
る
だ
け

で
あ
る

(写
真

6
)
。
ラ
バ
リ
で
は
移
動
中
で
も
容

易
に
糸
紡
ぎ
を
行
う
た
め
に
、
ほ
ぐ
し
た
繊
維
を
紐

状
に
し
て
何
重
に
も
た
ぐ
り
よ
せ
て
輪
奈
状
に
し
て

い
る
。
こ
れ
は
ヴ
ィ
デ
ィ

(
ミ
ミ
)
と
呼
ば
れ
、
こ

れ
を
右
腕
に
通
し
て
糸
紡
ぎ
作
業
は
行
わ
れ
る

(写

真
7
)。
作
業
は
ま
ず
小
石
を

「錘
り
」
に
右

回
転

さ
せ
、
ヴ
ィ
デ
ィ
の
端
か
ら
繊
維
を
引
き
だ
し

て
糸

に
紡
い
で
ゆ
き
、
順
次
、
撚
り
上
が

っ
た
糸
を
石
の

上
に
巻
き
取

っ
て
は
、
そ
の
都
度
糸
止
め
と
な

る
小

枝
に
絡
め
て
作
業
が
続
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
小
石
の

巻
き
付
け
た
糸
が
あ
る
程
度
ま
で
た
ま
る
と
、
止
め

棒
と
な
る
小
枝
を
引
き
抜
き
、
巻
き
付
け
た
糸

の
上

を

一
定

の
定
ま

っ
た
方
向

に
位
置
を
ず
ら
し

な
が

ら
、
小
枝
を
置
き
、
こ
れ
を
支
点
と
し
な
が
ら
糸
紡

ぎ
が
な
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ
の
よ
う
に
小
枝
を
少
し
ず

つ
ず
ら
す
こ
と
に
よ

っ
て
整

っ
た
球
状
に
糸
を
巻
き

付
け
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
回
転

の
な
め
ら
か
な
錘

【写真4】 飼育 してい るラクダ

の 毛 を刈 り取 るラバ リ男性 。

ラクダの毛 は、コ ブ周辺部 分

が柔 らか く繊維素 材 と して優

れてい る。(2003年 筆者撮影)

【写真5】 飼育 しているヤギの毛
を刈 り取 るラバ リ男性。 ヤギの

毛の色 は黒色 、白色 、茶色 など

があ り、春 ごろにまとめて刈 り

取 り、同 じ色 同士 に選 り分 けて

お く。(2001年 筆者撮影)



【写 真9】 タテ 糸保 持 紐

(茶 色)の 撚 りの間 に タ

テ糸(黒 色)を 折 り返 し

な が ら通 して、両 足の親

指 に引 っ掛 ける。 タテ糸

の手前 の輪部分 に タテ糸

保 持 紐 を 通 して い る 。

(2003年 筆者撮影)

【写真6】 糸紡 ぎに用 いられ る小石 と小枝。巻 き付

けた糸 が解 けないように小枝に糸 を引 っ掛 けて作

業を行 う。(2001年 筆者撮影)【 写真7】 糸紡 ぎ作

業中のラバ リ男性。繊維 を平行に引 き揃え、太 く

て柔 らかい紐状の束 を輪状に したヴ ィデ ィを右腕

に通 している。(2001年 筆者撮影)【 写 真8】 移牧

中に糸紡 ぎを行 うラバ リ男性。紡いだ糸 を球状 に

巻 き付 けて、この巻糸 自体 を回転の 「はずみ」 と
して用 いてい る。(2001年 筆者撮影)

 

り
に
な

っ
て
ゆ
く

(写
真
8
)。

　

つ
ま
り
、
紡

い
だ
球
状
の
巻
糸
そ
の
も
の
が
紡
錘

の
役
目
を
持

っ
て
い
る
。
そ
し
て
糸
紡

ぎ
が
終
わ
る

と
、
小
石
は
再
び
地
面

へ
と
戻
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

ラ
バ
リ
の
糸
紡
ぎ
作
業
は
、
こ
れ
と

い

っ
た
道
具
を

使
用
し
な
い
素
朴
な
技
術
な
の
で
あ
る
。

放
牧
用
袋
の
織
準
備

　
織
準
備
は
、
ま
ず
自
ら
で
紡

い
だ
糸
を
撚
り
合
わ

せ
て
双
糸
に
し
、
こ
れ
を
さ
ら
に
2
本

撚
り
合
わ
せ

た
4
本
撚
り
の
紐
を
必
要
量
用
意
す
る

こ
と
か
ら
始

め
る
。
そ
し
て
、
こ
の
4
本
撚
り

の
紐

を
さ
ら
に
2

本
撚
り
合
わ
せ
て
8
本
撚
り

の
太

い
紐
を
制
作
し
、

タ
テ
糸
保
持
紐
と
し
て
用

い
る
。

　
制
作
者
は
投
げ
足
の
姿
勢
で
織
作
業

を
行
う
。
ま

ず
、
タ
テ
糸
保
持
紐

の
端
か
ら
30
㎝
ほ
ど

の
所
の
撚

り
の
間
に
タ
テ
糸
と
な
る
双
糸
2
本
を
撚
り
合
わ
せ

た
4
本
撚
り

の
紐
を
通
す
。
タ
テ
糸

の
長
さ
を
決
め

る
と
、
そ

の
長
さ
に
合
わ
せ
て
タ
テ
糸
を
折
り
返
し

て
次
の
タ
テ
糸
保
持
紐
の
撚
り
の
間
に
通
し
て
引
き

出
す
。
必
要
数

の
タ
テ
糸
を
揃
え
る
と
、
タ
テ
糸
保

持
紐
を
両
端
を
足

の
親
指
に
引
掛
け
る
。
そ

し
て
、

両
足
の
親
指
と
両
膝
で
矩
形
が
で
き
る
よ
う
に
、
タ

テ
糸
の
輪
に
な

っ
た
部
分
を
タ
テ
糸
保
持
紐
に
通
し

て
ゆ
く

(写
真
9
)。
す
べ
て
の
タ
テ
糸
を
紐

に
通

す
と
、
右
膝

の
横

で
紐
を
縛
る
。
す
る
と
、
こ
の
紐

で
作

っ
た
矩
形
が
、
織
機
で
例
え
る
と
タ
テ
糸
を
保

持
す
る
部
分
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

こ
に

35
～
40
本

の
タ
テ
糸
が
平
行
に
固
定
さ
れ
、
膝
と
足

の
親
指
を
動
か
す
こ
と
に
よ

っ
て
張
力
を
与
え

る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る

(写
真
10
)
。
ま
さ
に
道
具

を

一
つ
も
用

い
な

い

「身
体
機
」
と
い
え
る
。

織
作
業

　
タ
テ
糸
の
準
備
が
終
わ
る
と
織
作
業
を
行
う
。
足

の
左
親
指
の
方
か
ら
タ
テ
糸
を
2
本
お
き
に
指

で
掬

い
、
準
備
し
て
お
い
た
ヨ
コ
糸
と
な
る
紐
を
通
し
て

ゆ
く
。
通
常
、
ヨ
コ
糸
は
4
本
撚
り

の
紐
を
用

い
る
。

最
後
の
タ
テ
糸
ま
で
ヨ
コ
糸
を
通
す
と
、
指
で
ヨ
コ

糸
を
弾
き
な
が
ら
タ
テ
糸

へ
打
ち
込
む
。
今
度
は
今

来
た
方
向

へ
、
先
程
掬

っ
た
タ
テ
糸
よ
り
1
本
ず
れ

る
よ
う
に
、
2
本
お
き
に
タ
テ
糸
を
掬
い
な
が
ら
ヨ

コ
糸

の
紐
を
通
し
て
ゆ
く

(写
真

11
)
。
そ
し

て
、

ま
た
タ
テ
糸
の
端
ま
で
く
る
と
、
指
で
ヨ
コ
糸
を
弾

き
な
が
ら
タ
テ
糸

へ
打
ち
込
む

(写
真
12
)。

　
ヨ
コ
糸
が
2
往
復
す
る
と
、
今
度
は
タ
テ
糸

の
端

で
折
り
返
す
の
で
は
な
く
、
矩
形
を
作

っ
た
タ

テ
糸

保
持
紐

の
撚
り

の
間
に

ヨ
コ
糸
を
通
し
て
折

り
返

す
。
以
後
、
端
ま
で
く
る
と
、
こ
の
タ
テ
糸
保
持
紐
の

撚
り
の
問
に
ヨ
コ
糸
を
通
し
て
固
定
し
て
ゆ
く

(写

真
13
)
。
こ
の
よ
う
に
タ
テ
糸
保
持
紐

の
撚
り

の
問

に
ヨ
コ
糸
を
通
す
こ
と
で
、
タ
テ
糸
と
ヨ
コ
糸

の
間

に
す
き
間
が
で
き
て
も
固
定
す
る
こ
と
が
可
能
な
の

で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
タ
テ
糸
を
1
本
ず

つ
ず
ら
し
な
が
ら
、

2
本
お
き
に
タ
テ
糸
を
掬

い
、
織
り
進
め
て
ゆ
く

(写

真

14
)
。
あ
る
程
度
織
り
上
が
る
と
、
タ
テ
糸
を
1

本
ず

つ
引

っ
張
り
な
が
ら
ヨ
コ
糸
の
密
度
を
高
く
し

て
ゆ
く
。
ま
た
、
ダ
ブ
リ
オ
　
ワ
ノ
に
用
い
ら
れ
る
主

な
文
様
は
、
ラ
バ
リ
の
伝
統
的
文
様
の
ジ
グ
ザ
グ
で

あ
る
。
時
に
は
ヨ
コ
糸
を
途
中
で
変
え
、
こ
の
よ
う

な
縮
子
組
織
に
よ

っ
て
表
現
し
て
ゆ
く

(写
真
15
)
。

　
タ
テ
糸
保
持
紐
の
手
前
ま
で
織
り
上
が
る
と

(写

真

16
)
、
親
指
と
膝
か
ら
紐
を
外
し
、
袋
と
し
て
の

形
を
整
え
て
ゆ
く
。
織
り
上
が

っ
た
矩
形
を
タ
テ
方

向
に
半
分
に
折
り
重
ね

(写
真

17
)
、
袋
の
底
部
分

か
ら
た
る
ん
だ
タ
テ
糸
を
1
本
ず

つ
引

っ
張

っ
て
形

を
整
え
て
ゆ
く

(写
真
18
)
。
こ
の
時
に
は
尖
ら
せ

た
木

の
枝
を
使
用
す
る
。
形
が
整
う
と
、
端
を
綴
じ

て
か
ら
、
さ
ら
に
袋
状
の
形
に
整
え
る
た
め
に
、
こ

の
袋

の
中
に
石
を
入
れ
て
、
2
、
3
日
間
木
に
ぶ
ら

下
げ
て
お
く

(写
真

19
)。

織
機
を
用
い
な
い

「織
り
」

　
こ
の
放
牧
用
袋
の
織
作
業
は
単
純
な
制
作
工
程
に

見
え
る
が
、
私
は
幾

つ
か
の
興
味
深
い
点
を
観
察
し

た
。
ま
ず
、
こ
の
織
作
業
で
は
、
織
の
最
低
条
件
で

あ
る
タ
テ
糸
を
平
行
に
並
べ
て
固
定
さ
せ
る
、
均

一

な
張
力
で
タ
テ
糸
を
張
る
こ
と
が
で
き
る
、
タ
テ
糸

に
対
し
て
ヨ
コ
糸
が
垂
直
に
交
わ

っ
て
い
る
、
タ
テ

糸
を
張

っ
た
状
態
で
両
手
が
使
え
る
な
ど
と

い
っ
た

こ
と
が
揃

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

こ
の

「身
体
機
」
に
よ
る
織
技
術
は
タ
テ
糸
を
1
本

ず

つ
掬

い
上
げ
る
、
綜
続
発
明
以
前

の
技
術
の

一
つ

な
の
で
あ
る
。
ま
た
ラ
バ
リ
の

「身
体
機
」
で
制
作

さ
れ
る
繊
維
素
材
は
柔
ら
か
く
、
太
い
紐
を
使
用
し
、

タ
テ
糸
の
本
数
が
少
な
い
こ
と
が
条
件
と
な
る
。

　
さ
ら
に
、
特
に
注
目
し
た
い
こ
と
は
、
こ
の
放
牧

用
袋
の
制
作
工
程
に
お

い
て
、
ラ
バ
リ
の
男
性
に
は
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タ
テ
糸
と

ヨ
コ
糸
と

い
う
意
識
が
明
確
に
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は

「織
る
」
と

い
う
動
作
を

「
ヨ
コ
糸
を
タ
テ
糸
の
上
と
下
に
通
す

」
と
説
明
し

て
い
る
。

一
方

で
彼
ら
は
編
技
術
も
保
持
し
て
い
る

が
、
こ
の
編
技
術
と
織
技
術
と
は
明
確
に
区
別
を
し

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
今
後
、
筆
者
が
編
技
術
か
ら

織
技
術

へ
の
技
術
的
発
達
の
比
較
検
討
を
行

っ
て
ゆ

く
際
に
、
制
作
者
の
意
識
を
探
る
鍵

に
な
る
の
で
は

と
考
え
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
技
術
を
調
査
す
る
に
は
幾

つ
か
の
困
難
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
ラ
バ
リ
の
男

性
に
よ
る
放
牧
用
具
の
制
作
作
業
は
、
村
や
幹
線
道

路
か
ら
遠
く
離
れ
た
移
牧
中
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
多

い
。
そ

の
た
め
、
カ
ッ
チ
地
方
を
訪
れ
る
旅
行
者
は

ラ
バ
リ
の
制
作
作
業
を
見
か
け
る
機
会
が
極
端
に
少

な

い
の
で
あ
る
。
運
良
く
作
業
を
見
か
け
る
こ
と
が

あ

っ
て
も
、
ラ
バ
リ
の
外
部
の
人

へ
の
警
戒
的
な
気

質
か
ら
、
そ
の
作
業
工
程
を
何
時
間
も
観
察
し
続
け

る
こ
と
は
難
し

い
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
男
性

の
制
作
す
る
放
牧
用
具
は
家
畜

に
対

し
て
使
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
自
家
用
に
作
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
観
光
客
や
研
究
者
が
村
々

を
訪
れ
た
際
に
見
か
け
る
放
牧
用
具
は
、
泥
や
埃
に

ま
み
れ
て
家

の
片
隅
に
置
か
れ
た
状
態
で
あ
り

、
注

目
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
手
に
取
ら
れ
る
こ
と

も
少

な

い
の
で
あ
る
。

　
ラ
バ
リ
社
会

で
は
男
性
と
女
性

の
領
域
が
明
確
に

区
別
さ
れ
て
い
る
。
男
性
が
女
性

の
領
域
で
あ

る
刺

繍
作
業
の
場
所
に
入
れ
な

い
こ
と
と
同
様
に
、
女
性

は
男
性
の
領
域
で
あ
る
放
牧
用
具
の
作
業
場
所

に
入

る
こ
と
が
で
き
な

い
。
そ
の
た
め
、
ラ
バ
リ
女
性
に

と

っ
て
も
完
成
し
た
放
牧
用
具
を
見
る
こ
と
は
あ

っ

て
も
、
そ
の
制
作
工
程
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い

こ
と
が
多

い
。

　
私
は
ラ
バ
リ
の
調
査
を
始
め
て
か
ら
2
年
後
に
、

そ
れ
ま
で
調
査
の
都
度
に
寄
宿
し
て
い
た
ラ
バ
リ
家

庭
で
、
ラ
バ
リ
の
娘
と
認
め
て
も
ら
え
る
こ
と
が
で

き
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
外
部
の
人
々
に
対
し
て

閉
鎖
的
な
ラ
バ
リ
の
男
性
と
も
容
易
に
接
触
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

　
現
在
で
も
ラ
バ
リ
の
よ
う
に
移
牧
や
放
牧
を
行

っ

て
い
る
少
数
民
族
集
団
の
中
に
は
、
ラ
バ
リ
と
同
様

に
編
技
術
か
ら
織
技
術

へ
の
技
術
的
発
達
を
探
る
た

め
の
重
要
な
過
渡
期
的
技
術
が
未
だ
残
さ
れ
て
い
る

と
筆
者
は
考
え
て
い
る
た
め
、
さ
ら
な
る
追
加
調
査

を
重
ね
て
ゆ
く
予
定
で
あ
る
。

　
　
　

(大
阪
芸
術
大
学
非
常
勤
講
師
/
う
え
ば

・
よ
う
こ
)

(注

1
)
遊
牧

は
牧
畜

生
活
を
基
盤

と
し
て
、
全
生
活

形
態
が
移
動

　
の
上

に
成
り
立

っ
て

い
る
遊
動
的
な
牧
畜

で
あ
る
。
遊
牧

は
家
族

　
や
す
べ
て
の
財
産
な
ど
を
持

っ
て
移
動
す
る
が
、
そ
れ

に
対

し
て

　
移
牧
は
主
体
を
定
住
的
な
と

こ
ろ

に
残
し
、

一
部

の
人
が
家
畜
を

　
連

れ
て
牧

畜
生

活
を

行
う

こ
と

で
あ

る
。

[松

原

正
毅

1
9

8

　
4

"
2
9
3
]。

こ
の
定
義

に
ラ
バ
リ
を
あ

て
は
め
る
と
、

14
世

　
紀
に
イ

ン
ド
西
部

に
到
達
す

る
ま

で
は
遊
牧
を
行

い
、
そ

の
後
移

　
牧
を
行
う
よ
う
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
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【写真19】 完成 した放

牧用 具 袋 を肩 に か け

るラバ リ男性。(2003

年筆者撮影)


