
中国 シルクロード 第3回
　

古
代
か
ら
西
域
に
対
す
る
最
前

線
の
軍
事
拠
点
と
し
て
さ
ま
ざ
ま

な
民
族
が
興
亡
を
繰
り
返
し
た
地

で
あ
る
敦
煌
は
、ま
た
、そ
の
地
を

行
き
交
っ
た
人
々
が
も
た
ら
す
文
化

の
花
が
、文
字
通
り
、華
麗
に
咲
き

誇
っ
た
東
西
の
交
差
点
で
も
あ
り
ま

し
た
。日
本
で
も
、小
説
や
映
画
の

舞
台
と
な
っ
て
き
た
敦
煌
は
、紛
れ

も
な
く
、中
国
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
ハ
イ

ラ
イ
ト
と
言
う
べ
き
存
在
で
す
。

１
０
０
０
年
の
信
仰
心
伝
え

る｢

砂
漠
の
大
画
廊｣　

　

中
国
西
部
の
甘
粛
省
に
あ
って
、

さ
ら
に
、そ
の
西
端
に
位
置
す
る

敦
煌
は
、砂
漠
の
中
に
あ
る
オ
ア
シ

ス
の
小
さ
な
町
に
過
ぎ
ま
せ
ん
で

し
た
が
、20
世
紀
の
初
め
に
数
多

く
の
写
本
や
仏
画
を
収
め
て
い
た

蔵
経
洞
が
発
見
さ
れ
、列
強
各
国

の
探
検
隊
が
写
本
や
仏
画
を
持

ち
去
っ
た
こ
と
で
、皮
肉
に
も
、莫

高
窟
を
は
じ
め
と
す
る
敦
煌
石
窟

が
世
界
中
に
知
れ
わ
た
る
結
果
と

な
り
ま
し
た
。

　

東
西
交
通
の
要
衝
の
地
と
し

て
、経
典
を
求
め
て
西
に
旅
す
る

人
々
や
布
教
の
た
め
に
東
へ
旅
す

る
人
々
が
往
来
し
て
い
た
敦
煌
は
、

4
世
紀
の
頃
に
は「
村
塢（
村
落
）

相
属
し
、多
く
寺
塔
あ
り
」と
記

さ
れ
る
ほ
ど
の
町
に
な
っ
て
い
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。漢
族
が
イ
ン

ド
の
仏
教
を
受
容
し
て
、僧
た
ち

が
イ
ン
ド
西
域
の
仏
教
を
求
め
て

敦
煌
ま
で
辿
り
着
き
、こ
の
地
で

西
域
の
僧
た
ち
と
交
わ
って
、修
行

の
た
め
に
禅
定
窟
を
造
っ
た
の
が
、

敦
煌
に
お
け
る
石
窟
の
始
ま
り

だ
っ
た
の
で
す
。

　

1
9
8
7
年
に「
万
里
の
長
城
」

「
故
宮
博
物
院
」と
と
も
に
中
国

で
初
め
て
の
世
界
文
化
遺
産
に
登

録
さ
れ
た「
敦
煌
莫
高
窟
」は
、東

西
文
化
の
交
差
点
で
あ
る
敦
煌
の

誇
る
至
宝
と
言
え
ま
す
。

　

莫
高
窟
は
北
涼
、北
魏
、西
魏
、

北
周
、隋
、唐
、五
代
、宋
、西
夏
、元

な
ど
の
十
王
朝
の
時
代
を
経
て
き

て
お
り
、そ
の
長
い
歴
史
を
通
じ

て
自
然
に
よ
る
浸
食
や
人
為
的
な

破
壊
な
ど
に
よ
っ
て
、草
創
期
の
石

窟
を
考
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
く

な
っ
て
い
る
も
の
の
、紀
元
4
3
0

年
ご
ろ
に
開
削
さ
れ
た
北
涼
時
代

の
も
の
が
最
も
時
代
を
遡
る
窟

と
さ
れ
て
い
ま
す
。4
世
紀
か
ら

1
0
0
0
年
以
上
に
わ
た
っ
て
開

削
が
続
け
ら
れ
て
き
た
莫
高
窟

は
、15
〜
30
メ
ー
ト
ル
の
断
崖
に
南

北
約
1
7
0
0
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
っ

て
石
窟
が
立
ち
並
ぶ
現
在
の
姿
と

な
り
ま
し
た
。

　

敦
煌
石
窟
は
、敦
煌
地
域
に
お

け
る
石
窟
寺
院
の
総
称
で
、敦
煌

市
の
莫
高
窟
と
西
千
仏
洞
、安

西
県
の
楡
林
窟
と
東
千
仏
洞
、

粛
北
県
の
五
個
廟
に
は
、莫
高
窟

7
3
5
窟
、西
千
仏
洞
22
窟
、楡

林
窟
42
窟
、東
千
仏
洞
7
窟
、五

個
廟
6
窟
の
、合
わ
せ
て
8
1
2

窟
が
存
在
し
て
い
ま
す
。

　

莫
高
窟
が
世
界
中
に
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、1
9
0
0
年

5
月
に
莫
高
窟
下
寺
に
住
み
込
ん

で
い
た
道
教
の
僧
侶
が
、莫
高
窟

に
堆
積
し
た
砂
を
清
掃
中
に
、偶

然
、蔵
経
洞（
莫
高
窟
第
17
窟
）を

発
見
し
、そ
こ
に
納
め
ら
れ
て
い
た

写
本
や
仏
画
を
敦
煌
に
や
っ
て
き

た
列
強
各
国
の
探
検
家
た
ち
に
売

り
渡
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
は
、冒
頭
で
も
紹
介
し
た

通
り
で
す
。

　

1
9
0
7
年
に
初
め
て
英
国
の

ス
タ
イ
ン
が
敦
煌
を
訪
れ
て
写
本

や
絹
画
な
ど
を
廉
価
で
買
い
取
っ

た
の
に
続
き
、1
9
0
8
年
に
は
フ

ラ
ン
ス
の
ぺ
リ
オ
が
ス
タ
イ
ン
の
残

し
た
絹
画
な
ど
を
購
入
し
、窟
内

の
木
造
仏
像
も
持
ち
去
り
ま
し

た
。そ
し
て
、こ
の
時
、ぺ
リ
オ
は
、

壁
画
の
銘
文
を
記
録
し
て
写
真
撮

影
な
ど
を
行
う
と
と
も
に
、全
部

の
窟
に
番
号
を
付
け
て
お
り
、こ
の

番
号
が
多
く
の
窟
を
特
定
す
る
手

段
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

そ
の
後
も
日
本
や
ロ
シ
ア
、米
国

な
ど
の
探
検
隊
が
相
次
い
で
敦
煌

を
訪
れ
、至
宝
の
多
く
が
国
外
に

流
出
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、莫

高
窟
を
は
じ
め
と
す
る
敦
煌
石
窟

は
今
な
お
、「
砂
漠
の
大
画
廊
」と

し
て
1
0
0
0
年
に
及
ん
だ
人
々

の
信
仰
の
心
を
今
に
伝
え
る
貴
重

な
存
在
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は

あ
り
ま
せ
ん
。

至
宝
・
莫
高
窟
美
術
を
育
ん

だ
風
土
と
歴
史

　

敦
煌
観
光
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
が
敦

煌
石
窟
で
あ
る
こ
と
は
、こ
こ
ま
で

見
て
き
た
通
り
で
す
が
、敦
煌
市

の
中
心
部
か
ら
少
し
足
を
延
ば
せ

ば
、周
辺
地
域
の
悠
久
の
歴
史
に

触
れ
た
り
、西
域
の
風
を
体
感
す

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

第96窟・九層楼は、北大像と呼ばれる高さ34.5メートルの大仏が坐す莫高窟の象
徴的な建物

「西のかた陽関を出ずれば故人なからん」と詠まれ
た陽関の先には赤い砂漠が果てしなく続く

莫高窟（中期窟）第57窟に描かれた観
音菩薩。東洋美にあふれる艶やかさと
淑やかさを醸し出す

莫
高
窟（
前
期
窟
）第
２
７
５
窟
に
安
置
さ
れ
て
い

る
交
脚
菩
薩
像
。交
脚
坐
式
は
西
域
か
ら
伝
わ
っ

て
き
た
仏
像
様
式

楡林窟東崖第2層・第25窟北壁の「弥勒
経変」。故族の服を身に着けた吐蕃人も
描かれており、社会風俗史的にも重要

2015年シルクロード観光年

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
交
差
点・敦
煌
と
そ
の
周
辺

洗
練
さ
れ
た
気
品
高
い
仏
教
美
術
を
今
に
伝
え
る

素材研究
（特別編）
素材研究
（特別編）
素材研究
（特別編）



　

唐
の
詩
人・王
之
渙
が「
春
光
不

度
玉
門
関
」（
春
光
渡
ら
ず
玉
門

関
）と
詠
ん
だ
玉
門
関
は
、敦
煌
市

内
か
ら
西
北
に
90
キ
ロ
ほ
ど
、砂
漠

の
中
に
あ
る
漢
代
の
遺
跡
で
す
。前

漢
の
武
帝
の
時
代
に
造
ら
れ
た
と
い

う
玉
門
関
の
名
は
、西
域
原
産
の
玉

（
ぎ
ょ
く
）が
こ
こ
を
通
っ
て
漢
の
領

土
に
運
ば
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と

言
わ
れ
、そ
の
付
近
に
は
、玉
や
絹
織

物
の
交
易
を
匈
奴
か
ら
守
る
た
め

に
築
か
れ
た
漢
代
の
長
城
の
跡
な
ど

も
累
々
と
続
い
て
い
ま
す
。

　

敦
煌
市
内
か
ら
西
南
へ
70
キ
ロ
ほ

ど
、や
は
り
、砂
漠
の
中
に
あ
る
漢
代

の
遺
跡
が
陽
関
で
す
。こ
ち
ら
も
、

唐
の
詩
人・王
維
が「「
君
に
勧
む 

さ

ら
に
尽
く
せ
よ 

一杯
の
酒
／
西
の
彼

方 

陽
関
を
出
ず
れ
ば 

故
人
な
か
ら

ん
」と
詠
じ
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い

ま
す
が
、そ
の
詩
に
込
め
ら
れ
た
哀

惜
と
寂
寥
感
は
、時
を
経
た
今
も
、

陽
関
の
荒
涼
と
し
た
景
観
を
通
じ

て
、こ
の
地
を
訪
れ
る
人
々
の
胸
に

迫
っ
て
き
ま
す
。玉
門
関
か
ら
90
キ

ロ
南
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
、陰
陽

の
思
想
に
基
づ
い
て
名
付
け
ら
れ
た

と
い
う
陽
関
の
先
に
は
、「
こ
こ
か
ら

西
は
胡
人
の
地
」と
胸
を
詰
ま
ら
せ

た
で
あ
ろ
う
古
人
の
思
い
を
偲
ば
せ

る
よ
う
な
赤
い
砂
漠
が
果
て
し
も
な

く
続
い
て
い
ま
す
。少
し
前
ま
で
、強

風
の
後
に
は
、周
辺
の
砂
漠
か
ら
昔

の
兵
器
や
陶
器
の
か
け
ら
、古
銭
な

ど
も
現
れ
た
と
い
う
陽
関
は
、現
代

か
ら
古
代
へ
と
至
る
門
で
も
あ
る
と

言
え
そ
う
で
す
。

　

砂
丘
が
幾
重
に
も
連
な
り
、い
か

に
も
中
国
内
陸
部
ら
し
い
壮
大
な

景
観
が
広
が
る
鳴
沙
山
は
、世
界
文

化
遺
産
の
敦
煌
莫
高
窟
が
穿
た
れ

た
山
で
あ
る
と
同
時
に
、河
西
回
廊

の
南
に
連
な
る
祁
連
山
脈
の
前
山

で
も
あ
り
ま
す
。鳴
沙
山
と
い
う
名

称
は
、強
風
に
煽
ら
れ
て
移
動
す
る

細
か
い
砂
粒
が
、あ
る
時
は
、楽
器
の

よ
う
な
音
色
を
奏
で
る
か
と
思
う

と
、あ
る
時
に
は
、数
万
も
の
兵
馬

が
打
ち
鳴
ら
す
太
鼓
や
銅
鑼
の
音

に
も
聞
こ
え
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で

す
。そ
の
砂
粒
の
色
は
、黒
色
や
黄

色
だ
け
で
な
く
、紅
色
や
緑
色
、白

色
も
揃
って
い
る
こ
と
か
ら
、五
色
砂

と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
鳴
沙
山
の
谷
あ
い
で
静
か
に

水
を
た
た
え
て
い
る
三
日
月
の
形
を

し
た
月
牙
泉
は
、敦
煌
市
の
中
心
か

ら
南
へ
5
キ
ロ
の
近
郊
に
あ
る
オ
ア

シ
ス
で
す
。そ
の
水
は
涸
れ
た
こ
と

が
な
く
、一
帯
の
風
景
は
、ま
る
で
砂

漠
に
し
た
た
り
落
ち
た
滴
が
集
ま

り
、一筋
の
流
れ
と
な
っ
て
注
ぎ
込
ん

だ
か
の
よ
う
な
美
し
さ
を
誇
り
ま

す
。

　

鳴
沙
山
と
月
牙
泉
の
風
景
は
、特

に
、沈
み
ゆ
く
夕
陽
に
よ
っ
て
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
な
陰
影
が
生
じ
る
黄
昏
時

が
最
も
美
し
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す

が
、満
月
の
夜
に
砂
丘
で
仰
ぎ
見
る

月
の
風
情
に
も
格
別
の
も
の
が
あ

り
、敦
煌
市
内
か
ら
も
多
く
の
人
々

が
月
見
に
訪
れ
て
い
る
ほ
ど
で
す
。

　

1
9
5
9
年
に
敢
行
さ
れ
た『
敦

煌
』で
作
家・井
上
靖
は
、列
強
各
国

の
探
検
隊
が
訪
れ
て
敦
煌
か
ら
持

ち
去
っ
た
文
物
に
つ
い
て
、「
東
洋
学

の
み
に
留
ま
ら
ず
、世
界
文
化
史
上

の
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
研
究
を
改
変

す
る
ま
で
の
宝
物
」と
記
し
て
い
ま

す
が
、洗
練
さ
れ
た
気
品
の
高
い
仏

教
美
術
と
し
て
残
さ
れ
た
多
く
の

塑
像
や
壁
画
と
と
も
に
、莫
高
窟
美

術
に
代
表
さ
れ
る
至
宝
を
育
ん
だ

風
土
や
歴
史・文
化
も
、敦
煌
の
大

き
な
魅
力
と
な
って
い
ま
す
。

鳴沙山の谷合にある三日月の形をした月牙泉は、涸れたことがないという水を
静かにたたえている

「敦煌夜市」とも呼ばれる沙州市場。衣料
品や雑貨類、生鮮食料品の店に加え、小
さな屋台が沢山並ぶ食堂街も

甘粛蘭州と新疆ウルムチを結んで2014
年に開通した新高速鉄道・蘭新列車

漢に運ばれる西域原産の玉が通ったという
玉門関

「万里の長城」の西端となる嘉峪関。二重
の城壁と3つの鐘楼を持つ往時の姿がほ
ぼそのまま残されている

2022年の冬季五輪開催が決定
河北省は日本人旅行者の誘致強化へ
　2022年冬季五輪の開催地に決定し
た北京。氷上競技を北京市中心部の競
技場で開催し、雪上競技については北京
市延慶県と河北省張家口で実施する予
定です。張家口では、古楊樹跳台スキー
場、樺林東スキー場、雲頂スキー場、太
舞スキー場、万龍スキー場などを舞台に、
スキージャンプ、クロスカントリースキー、フ
リースタイルスキーなどのスキー競技が繰
り広げられることになります。
　中国国内のスキー人口は1990年代まで年間1万人程度でしたが、その後、
スキーブームが到来して、10カ所に満たなかったスキー場は約200カ所まで増
加し、中国のスキー人口も2500万人に達しました。このスキーブームの受け皿
となっているのが河北省で、西北部に位置する張家口市の崇礼県は、降雪量
が多い一方で、山地の起伏も穏やかなのに加え、風もあまり吹かないことから、
華北地区で最高の天然スキー場と評価されています。
　河北省では、2022年冬期オリンピックの開催決定を受けて、今年10月には
訪日代表団が来日して観光セミナーを開催する一方、日本人旅行者の誘致強
化に向けた観光地の整備やガイドの育成、受入施設の拡充などにも力を注い
でいます。

華北地区で最高の天然スキー場と評価されている
河北省張家口の雪山

広 告


