
  

民俗学 

８．はこぶ－交通・運輸－ 

菊地暁 folklore.lecture@gmail.com 

 

１．「はこぶ transport」ということ 

・対象：交通（ヒト）、運輸（モノ）、通信（情報） 

・はこぶ手段：動力×道具×施設×制度 

・さまざまな「はこぶ」：動機（自発/強制）、距離（近/遠）、頻度（日常/非日常） 

 

２．「はこぶ」の前近代 

・運搬 

人力（手、頭、肩、背中、腰、おす、ひく…）、畜力（牛、馬…）、自然力（水、風） 

・日常的移動 

農民の季節的移動（農作業、奉公人、杜氏…） 

山（マタギ、木地師…）と海（家船…） 

宗教者・芸能者（瞽女など） 

・非日常的移動：災害、戦乱、参詣、巡礼… 

 

３．「はこぶ」の近代：「鉄道」を事例として 

・travel から tour へ 

・時間の均質化 

・旅する身体感覚の変容（「パノラマ化」by シベルブシュ） 

・旅する社会関係の変容 

・都市空間／国土空間の変容 

 

４．「はこぶ」の現在 

・グローバリゼーション＝交通・通信技術の急展開にともなう時間と空間の圧縮 

・巨大交通システムの利便性（大量、高速、安全、快適…）と脆弱性 
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由

中間をカットした交通形態 班賑のあと

か
つ
た
こ
と
か
と
、
感
慨
を
の
べ
て
い
ら
れ
る
。
歴
史
地
理
学
を
専
門
に
し
て
い
ら
れ
る
学
者
と
し
て
、
当
然
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

身
近
の
学
生
諸
君
に
郷
里
か
ら
で
て
く
る
途
中
の
駅
の
名
を
た
ず
ね
て
も
、
せ
い
ぜ
い
特
急
の
停
車
駅
の
名
を
記

憶
し
て
い
る
程
度
で
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
は
少
な
い
。
ど
こ
そ
こ
の
駅
の
近
く
の
堤
防
の
桜
並
木

は
美
し
い
と
か
、
あ
る
駅
は
、
近
ご
ろ
百
貨
店
が
併
設
さ
れ
た
と
聞
く
が
、
ど
の
よ
う
に
改
造
さ
れ
た
か
な
ど
と
た

ず
ね
て
も
、
ま
ず
返
事
は
か
え
っ
て
こ
な
い
。
こ
れ
に
く
ら
べ
て
、
筆
者
の
学
生
時
代
は
戦
中
、
戦
後
の
窮
乏
期
で
、

列
車
は
す
べ
て
低
品
位
炭
し
か
焚
か
な
い
各
駅
停
車
で
あ
っ
た
。
一
駅
ず
つ
指
折
り
数
え
て
通
る
か
ら
、
い
や
で
も

駅
の
名
や
、
そ
の
た
た
ず
ま
い
を
記
憶
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
育
っ
た
も
の
に
と
っ
て
は
、
「
旅
」
は
家
を
出
る
と
き
か
ら
は
じ
ま
る
し
、
列
車
の
窓
か
ら
み
え
る
獄

色
は
、
栽
培
さ
れ
て
い
る
稲
の
品
菰
や
生
育
の
度
ま
で
み
わ
け
る
能
力
は
な
い
が
、
関
心
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
。

と
こ
ろ
が
現
在
の
学
生
諸
君
は
、
史
跡
見
学
な
ど
で
い
っ
し
ょ
に
旅
行
に
出
て
も
、
列
車
に
乗
る
と
同
時
に
週
刊
誌

の
類
を
読
み
ふ
け
り
、
友
だ
ち
と
ゲ
ー
ム
や
オ
シ
ャ
ペ
リ
を
楽
し
み
、
窓
外
の
景
色
に
は
ま
っ
た
く
無
関
心
で
、
ふ

だ
ん
の
教
室
で
の
休
み
時
間
と
少
し
も
変
ら
な
い
。
こ
の
人
た
ち
に
と
っ
て
、
旅
行
と
か
見
学
と
い
う
も
の
は
、
目

的
地
に
着
い
て
か
ら
は
じ
ま
る
も
の
ら
し
い
。

Ｉ

、
、
、
、
、

剛
こ
う
し
た
風
潮
を
、
私
は
近
代
に
特
有
の
中
間
カ
ッ
ト
の
交
通
形
態
、
な
い
し
は
情
報
伝
達
の
シ
ス
テ
ム
な
ど
と

よ
ぶ
べ
き
も
の
の
、
も
っ
と
も
顕
著
な
現
わ
れ
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
国
鉄
の
列
車
ダ
イ
ヤ
は
毎
年
十
月
一
日
に
改
正
さ
れ
る
の
が
例
に
な
っ
て
い
る
が
、
と
く
に
近
年
は
、

し

１

中
間
を
カ
ッ
ト
渡
辺
久
雄
氏
の
罫
忘
れ
ら
れ
た
日
本
史
』
と
い
う
密
物
は
、
「
歴
史
と
地
理
の
谷
間
」
と
い
う

し
た
交
通
形
態
副
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
、
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

ｖ
い
た
る
と
こ
ろ
の
鉄
道
が
電
化
し
た
り
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
化
し
た
り
す
る
以
前
、
十
数
年
前
ま
で
は
学
生
を
つ
れ
て

旅
行
す
る
と
き
、
い
つ
も
こ
ん
な
注
恋
を
し
た
。
汽
車
の
旅
を
し
て
煤
煙
に
悩
ま
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
、
川

の
流
れ
て
い
る
方
向
に
注
意
し
な
さ
い
。
列
車
が
川
を
直
角
に
横
切
っ
て
い
る
あ
い
だ
は
、
平
野
の
ま
ん
中
を
走
っ

て
い
る
証
拠
だ
か
ら
、
窓
を
あ
け
て
い
て
よ
ろ
し
い
。
川
の
流
れ
に
沿
っ
て
走
り
は
じ
め
た
ら
要
注
意
、
と
く
に
流

れ
に
さ
か
ら
っ
て
走
っ
て
い
る
ぱ
あ
い
は
ト
ン
ネ
ル
の
な
か
も
上
り
坂
と
な
り
、
列
車
の
速
度
は
落
ち
る
。
機
関
車

は
蒸
気
の
圧
力
を
あ
げ
る
た
め
、
余
分
に
石
炭
を
焚
く
か
ら
、
油
断
す
る
と
煤
煙
で
ま
と
も
に
い
ぶ
さ
れ
る
。
窓
は

あ
ら
か
じ
め
閉
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逆
に
、
川
の
流
れ
と
お
な
じ
方
向
に
走
り
は
じ
め
た
ら
、
ト
ン
ネ

ル
の
な
か
も
下
り
坂
に
な
る
し
、
そ
れ
ほ
ど
警
戒
し
な
く
て
よ
ろ
し
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

渡
辺
氏
は
こ
う
し
た
こ
と
を
記
さ
れ
た
あ
と
、
こ
ん
な
こ
と
も
い
ま
で
は
昔
話
に
な
っ
た
。
右
雌
い
こ
と
に
は
ち

が
い
な
い
が
、
ど
う
も
列
車
内
が
あ
ま
り
快
適
に
な
り
す
ぎ
て
、
お
か
げ
で
学
生
た
ち
が
川
の
流
れ
な
ど
に
注
意
し

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
以
前
は
分
水
界
を
越
え
る
の
が
、
ひ
と
つ
の
喜
び
で
あ
っ
た
。
下
り
坂
に
な
れ
ば
窓
を
あ

け
、
車
外
の
き
れ
い
な
空
気
を
い
っ
ぱ
い
吸
う
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
、
そ
れ
だ
け
川
の
流
れ
る
方
向
に
敏
感
で
あ

り
、
そ
れ
が
河
川
自
体
を
観
察
す
る
機
会
に
も
な
っ
た
。
新
幹
線
に
乗
る
と
、
あ
っ
と
い
う
ま
に
東
京
ま
で
運
ん
で

く
れ
る
。
便
利
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
味
も
そ
つ
け
も
な
く
、
川
も
ト
ン
ネ
ル
も
騒
音
の
な
か
に
す
ぎ
、
そ
こ
に
は

「
旅
」
と
い
う
文
字
は
な
く
な
っ
て
、
「
ビ
ジ
ネ
ス
」
と
い
う
言
葉
だ
け
が
残
っ
て
い
る
。
昔
の
旅
は
な
ん
と
楽
し

扇
一
宮
旬
旅
正
男
仰
痢
艮
俺
、
、
ミ
３
世
朝
司
調
間
仏
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… 文
明
に
飼
自
動
車
の
排
気
公
害
が
社
会
問
題
に
な
り
は
じ
め
る
直
前
の
こ
ろ
、
「
深
夜
の
国
道
に
男
の
眼
」
と

青
さ
れ
る
た
「
走
る
と
い
う
よ
り
飛
ぶ
感
じ
」
「
充
実
し
た
男
の
車
」
と
い
っ
た
言
葉
が
自
動
車
の
セ
ー
ル

ス
に
使
わ
れ
、
新
聞
広
告
な
ど
で
お
め
に
か
か
っ
た
。
ス
ピ
ー
ド
と
野
性
、
男
ら
し
さ
と
い
っ
た
も
の
に
焦
点
を
あ

わ
せ
た
こ
れ
ら
の
宣
伝
文
句
は
、
デ
ラ
ッ
ク
ス
な
乗
物
に
の
せ
ら
れ
、
て
い
よ
く
迎
ば
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
対
す
る

人
女
の
抵
抗
感
、
と
く
に
若
者
特
有
の
一
匹
オ
オ
カ
ミ
的
な
感
覚
を
掘
り
お
こ
し
、
そ
れ
を
セ
ー
ル
ス
の
ポ
イ
ン
ト

に
し
よ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

自
動
車
を
運
転
し
て
長
距
離
旅
行
を
し
て
み
る
と
、
朝
は
つ
と
め
て
早
く
、
街
道
の
混
雑
し
な
い
う
ち
に
宿
を
出

発
し
、
身
心
の
爽
快
な
午
前
中
に
で
き
る
だ
け
そ
の
日
の
旅
程
を
消
化
し
、
夕
方
は
日
の
暮
れ
る
前
、
早
目
に
予
定

の
宿
に
着
き
、
馬
の
手
入
れ
を
す
ま
せ
て
か
ら
風
呂
に
入
り
、
夕
食
を
と
る
と
い
う
、
昔
の
馬
を
使
っ
た
旅
行
者
の

心
得
が
わ
か
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
馬
ほ
ど
で
な
い
に
し
て
も
、
自
動
車
も
疲
れ
を
休
ま
せ
、
手
入
れ
し
て
や
ら
な

Ｉ迩転のあと文明に飼育される

れ
、
く
つ
だ
ん
不
思
議
に
思
わ
な
く
な
る
と
い
う
、
私
た
ち
の
心
の
も
ち
か
た
の
変
化
ま
で
含
め
て
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
歴
史
の
発
展
と
か
世
相
の
変
遷
な
ど
と
い
う
と
、
社
会
体
制
と
か
生
活
環
境
と
い
っ
た
言
葉
で
あ
ら
わ

さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
自
分
自
身
の
こ
と
は
除
外
し
た
外
界
に
お
け
る
状
況
の
変
化
だ
け
で
、
話
が
す
ん
で

し
ま
い
そ
う
で
あ
る
。
Ｙ
そ
う
し
た
状
況
と
対
応
す
る
な
か
で
、
ほ
か
で
も
な
く
私
た
ち
自
身
が
し
ら
ず
し
ら
ず
の
う

ち
唱
も
の
の
考
え
方
と
か
生
活
態
度
な
ど
を
含
め
て
、
内
側
か
ら
全
般
的
に
変
っ
て
き
た
こ
と
、
い
つ
の
ま
に
か

姪
ら
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
反
省
し
な
い
と
、
こ
と
は
本
当
の
歴
史
に
な
ら
な
い
と
思
う
。

い
と
機
嫌
よ
く
走
っ
て
く
れ
な
い
。
昔
の
武
士
が
乗
替
え
馬
を
用
意
し
た
よ
う
に
、
ド
ラ
イ
バ
ー
も
、
簡
単
な
取
替

え
部
品
と
工
具
は
持
参
す
べ
き
で
あ
る
。

だ
が
、
現
代
の
ド
ラ
イ
バ
ー
は
、
い
く
ら
一
匹
オ
オ
カ
ミ
を
自
認
し
て
旅
に
出
て
も
、
馬
に
乗
っ
て
山
野
を
駿
渉

す
る
よ
う
な
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
通
れ
る
道
は
限
ら
れ
て
い
る
し
、
高
速
道
路
に
入
れ
ば
、
一
定
の
速
度
で
道
路

標
識
の
指
示
す
る
ま
ま
、
次
の
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
ま
で
、
ひ
た
す
ら
走
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
３
自
動
車
に
乗
る

と
い
う
こ
と
は
、
一
見
し
て
自
由
な
選
択
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
結
果
的
に
は
近
代
の
機
械
文
明
の
一
環
に
、
よ

り
強
く
繋
が
れ
る
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
．
瀞
な
じ
よ
う
に
、
私
た
ち
は
明
治
以
来
、
外
圧
に
抗
し
て
自
ら
近
代

を
つ
く
り
だ
し
、
あ
る
い
は
つ
く
り
だ
そ
う
と
つ
ね
に
努
力
し
て
き
た
と
自
負
し
て
い
る
。
だ
が
、
私
た
ち
の
な
か

に
は
近
代
以
前
か
ら
持
越
し
て
き
た
も
の
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
う
え
、
自
身
で
つ
く
り
だ
し
た
つ
も
り
の
「
近
代
」
に

飼
育
さ
れ
、
飼
い
な
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
率
直
に
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

歴
史
を
変
革
す
る
と
か
、
変
革
の
主
体
と
い
っ
た
表
現
が
用
い
ら
れ
る
が
、
そ
の
主
体
自
身
が
流
動
し
、
転
位
し

て
や
ま
な
い
の
が
真
相
と
い
え
よ
う
。
私
た
ち
の
日
常
に
は
あ
る
種
の
磁
場
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
し

ら
ず
し
ら
ず
の
あ
い
だ
に
私
た
ち
の
行
動
を
規
制
し
、
変
質
さ
せ
て
い
る
や
本
人
は
真
直
ぐ
に
歩
い
て
い
る
つ
も
り

寺
《

が
、
磁
場
の
作
用
で
柾
げ
ら
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
引
力
や
斥
力
に
支
配
さ
れ
、
曲
っ
た
ま
ま
進

ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
不
安
に
思
う
の
が
、
人
と
し
て
本
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ひ
ろ
く
民
俗
率
象
と
よ
ば
れ

て
い
る
も
の
、
日
常
平
凡
な
生
活
の
場
で
な
に
げ
な
く
行
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
凝
視
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
磁

場
の
検
出
を
き
び
し
く
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
よ
っ
て
来
て
い
る
原
点
と
、
そ
の
本
恋
を
探
る
た
め
で
あ
る
が
、
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