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特
集
　

誰
が
環
境
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
の
か

制
度
の
理
念
的
設
計
・
自
生
的
進
化
と
そ
の
整
合
化

―

タ
イ
の
共
有
林
管
理
の
事
例
か
ら＊

生
　

方
　

史
　

数

1
．
は
じ
め
に―

参
加
型
ア
プ
ロ
ー
チ
の
浸
透

　

気
候
変
動
や
生
物
多
様
性
に
関
す
る
国
際
的
な
議
論
や
条
約
に
み
ら
れ
る
よ

う
に
、
近
年
環
境
問
題
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
様
相
を
強
め
て
き
て
お
り
、
地
球

全
体
で
の
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
こ
れ
ら

の
問
題
の
影
響
を
直
接
受
け
る
の
は
、
必
ず
地
球
上
の
ど
こ
か
の
地
域
、
す
な

わ
ち
ロ
ー
カ
ル
な
領
域
で
あ
る
。
人
間
が
特
定
の
地
域
に
依
存
し
て
生
活
す
る

以
上
、
ロ
ー
カ
ル
を
離
れ
て
純
粋
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
問
題
は
存
在
し
え
な

い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
環
境
問
題
は
必
ず
ロ
ー
カ
ル
な
側
面
を
伴
っ
て
い

る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
ロ
ー
カ
ル
な
視
点
と
役
割
を
重
視
し
た
取
り
組

み
と
し
て
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
基
づ
く
天
然
資
源
管
理
（C

om
m

unity-based 

N
atural R

esource M
anagem

ent: C
B

N
R

M

）」
に
代
表
さ
れ
る
参
加
型
の
ア

プ
ロ
ー
チ
や
制
度
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
枠
組
み
は
、
地
域
住
民
を
軽
視
し
て

き
た
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
の
取
り
組
み
に
対
す
る
批
判
と
反
省
か
ら
生
ま
れ
て
き

た
。
特
に
、
発
展
途
上
国
に
お
い
て
は
、
開
発
や
環
境
保
全
事
業
に
伴
い
地
域

住
民
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
こ
の
た
め
、
地
域
住
民
が
慣
習

的
に
天
然
資
源
を
持
続
的
に
管
理
し
て
い
る
事
例
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
事
業

へ
の
住
民
参
加
を
通
し
て
住
民
主
導
の
資
源
保
全
を
推
進
す
る
と
い
う
代
替
的

な
枠
組
み
と
し
て
、
参
加
型
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
提
案
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

　

現
在
、
参
加
型
の
環
境
保
全
ア
プ
ロ
ー
チ
（
な
か
で
も
C
B
N
R
M
）
は
、

天
然
資
源
や
環
境
を
保
全
す
る
現
実
的
か
つ
効
率
的
な
方
策
と
し
て
、
ま
た
、

地
域
住
民
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
の
手
段
と
し
て
、
開
発
援
助
関
係
者
の
広
範

な
支
持
を
集
め
て
お
り
、
数
多
く
の
開
発
計
画
に
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
途
上
国
各
国
も
、
こ
の
よ
う
な
国
際
開
発
の
風
潮
を
踏
ま
え
、
住
民
参

加
型
の
資
源
管
理
や
環
境
保
全
を
政
策
に
取
り
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い

る
。

　

こ
の
よ
う
な
ロ
ー
カ
ル
重
視
の
傾
向
は
、
も
ち
ろ
ん
歓
迎
さ
れ
る
べ
き
こ
と

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
参
加
型
事
業
の
枠
組
み
が
政
策
と
し
て
一
般
化
す
る
に

つ
れ
て
、
枠
組
み
が
う
た
っ
て
い
る
「
住
民
参
加
」
の
意
味
と
目
的
が
何
で
あ

る
か
と
い
う
新
た
な
問
題
が
生
じ
て
き
て
い
る

）
1
（

。
政
府
や
事
業
者
が
意
図
す
る
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「
参
加
」
と
住
民
の
意
思
に
大
き
な
ず
れ
が
あ
る
場
合
、
住
民
参
加
型
事
業
は
、

究
極
的
に
は
住
民
が
内
発
的
、
主
体
的
に
参
加
す
る
こ
と
を
外
部
が
推
進
す
る

と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
突
き
当
た
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
ま
で
極
端
で
な
い
に
し
て

も
、
政
策
と
し
て
一
般
化
し
た
昨
今
の
参
加
型
事
業
の
枠
組
み
は
、
大
な
り
小

な
り
、
住
民
か
ら
の
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
要
求
と
い
う
側
面
と
、
政
府
や
事
業
者

が
意
図
す
る
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
政
策
と
い
う
側
面
を
併
せ
持
っ
て
い
る
と
い
え

る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
要
求
と
政
策
と
い
う
二
つ
の
側
面
に
着

目
し
て
、
タ
イ
の
参
加
型
森
林
管
理
の
事
例
を
読
み
解
く
こ
と
で
、
環
境
ガ
バ

ナ
ン
ス
に
お
け
る
地
域
住
民
の
視
点
や
役
割
を
め
ぐ
る
現
状
と
課
題
に
つ
い
て

明
ら
か
に
し
た
い
。

　

以
下
で
は
、
ま
ず
、
タ
イ
に
お
け
る
参
加
型
森
林
管
理
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
林

管
理
）
政
策
導
入
の
経
緯
を
概
観
す
る
。
つ
ぎ
に
、
タ
イ
東
北
部
の
一
地
域
を

事
例
と
し
て
、
共
有
林
管
理
制
度
が
導
入
さ
れ
た
経
緯
を
み
て
い
く
こ
と
で
、

地
域
社
会
の
も
つ
要
求
と
政
策
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
、
調
整
の
状
況
を
み
る
。
最

後
に
、
参
加
型
ア
プ
ロ
ー
チ
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
、
制
度
の
自
生
的
進
化
、

理
念
的
設
計
と
そ
の
整
合
化
と
い
う
視
点
か
ら
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

2
．
運
動
と
政
策―

タ
イ
に
お
け
る
参
加
型
森
林
管
理
の
経
緯

　

タ
イ
に
お
け
る
参
加
型
森
林
管
理
の
代
表
格
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
林
管
理
で

あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
林
（pa chum

chon

）
は
、「
住
民
が
彼
ら
共
同
の
も
の

で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
森
林
」
と
定
義
さ
れ
、
典
型
的
な
ロ
ー
カ
ル
・
コ
モ

ン
ズ
の
ひ
と
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る

）
2
（

。
し
か
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
名
前
で
村

人
に
呼
ば
れ
て
き
た
森
を
概
念
と
し
て
ま
と
め
た
政
策
用
語
で
あ
る
た
め
、
一

昔
前
ま
で
は
一
般
の
村
人
に
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
現
在
は
、

片
田
舎
の
村
長
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
中
に
こ
の
言
葉
を
使
う
こ
と
も
稀
で
は
な

く
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
ほ
ど
こ
の
言
葉
が
大
衆
化
し
た
背
景
に
は
、
住
民
に
よ

る
要
求
と
行
政
に
よ
る
政
策
実
施
と
い
う
二
つ
の
要
因
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き

い
。

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
林
が
タ
イ
で
社
会
的
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

一
九
八
〇
年
代
末
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
一
九
八
九
年
に
チ
ェ
ン
マ
イ
県
フ
ア

イ
ゲ
ー
オ
村
で
起
き
た
事
件―

民
間
企
業
に
よ
る
早
生
樹
種
植
林
に
反
対
す

る
住
民
が
運
動
を
展
開
し
、彼
ら
が
共
同
利
用
・
管
理
を
行
っ
て
き
た
森
林
（
植

林
対
象
地
で
あ
っ
た
）
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
林
と
し
て
森
林
局
（
R 

F 

D
）
に

認
め
さ
せ
た
最
初
の
例
で
あ
る―

が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る

）
3
（

。
一
方
、

政
府
の
政
策
と
し
て
も
、
既
に
当
時
こ
の
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
た
。
森
林
局
内

に
林
業
普
及
部
門
が
設
置
さ
れ
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
林
の
普
及
活
動
が
通
常
予
算

枠
の
中
に
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
た

）
4
（

。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
背
景
に
は
、
開
発
や
保
全
に
お
い
て
住
民
参
加
を
希

求
す
る
社
会
運
動
が
、
一
九
八
〇
年
代
を
通
じ
て
国
際
的
に
数
多
く
発
生
し

た
こ
と
や
、
住
民
参
加
型
開
発
や
保
全
の
枠
組
み
整
備
が
国
際
的
な
ト
レ
ン

ド
の
ひ
と
つ
と
し
て
脚
光
を
浴
び
、
さ
ま
ざ
ま
な
援
助
機
関
で
推
進
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
国
際
的
要
因
以
上
に
、

一
九
八
〇
年
代
以
降
に
タ
イ
社
会
自
体
が
著
し
く
変
容
し
、
天
然
資
源
管
理
や

農
村
開
発
の
あ
り
方
の
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
林

の
大
衆
化
を
推
し
進
め
た
直
接
の
原
因
だ
ろ
う
。
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タ
イ
で
は
森
林
は
原
則
と
し
て
国
有
で
あ
り
、
森
林
局
に
よ
っ
て
一
元
的
に

管
理
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
住
民
に
は
、
法
的
に
は
森
林
資
源
へ
の
ア
ク

セ
ス
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
実
態
と
し
て
は
、
森
林
は
、
農
村

に
住
む
多
く
の
住
民
に
よ
っ
て
、
日
々
の
生
活
に
不
可
欠
な
資
源
と
し
て
利
用

さ
れ
て
い
た
。
こ
の
法
律
と
実
態
の
大
き
な
乖
離
が
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
に

問
題
化
し
て
い
く
。
こ
の
時
期
政
府
は
、
国
有
保
存
林
指
定
を
急
ぎ
、
木
材
コ

ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
網
を
全
国
に
く
ま
な
く
拡
大
し
た
。
一
方
で
、
住
民
の
間
で

は
畑
作
物
ブ
ー
ム
が
起
こ
り
、
ケ
ナ
フ
、
キ
ャ
ッ
サ
バ
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
な
ど

の
畑
作
物
が
森
林
を
切
り
開
い
て
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
七
〇
年

代
に
入
る
と
、
辺
境
地
の
共
産
主
義
対
策
の
た
め
に
政
府
が
開
拓
を
奨
励
し
た

こ
と
な
ど
も
あ
っ
て
、
住
民
は
土
地
を
求
め
て
開
拓
移
動
を
繰
り
返
し
た
。
つ

ま
り
、
政
府
・
住
民
の
両
者
と
も
、
森
林
に
対
す
る
圧
力
を
急
激
に
強
め
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
一
九
八
〇
年
代
ま
で
に
は
タ
イ
の
森

林
は
急
激
に
減
少
、
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
は
ほ
ぼ
失
わ
れ
、
実
態
と
関
係
の
な
い
国

有
保
存
林
内
に
一
〇
〇
万
世
帯
以
上
に
も
及
ぶ
森
林
の
「
不
法
占
拠
者
」
が
居

住
す
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
一
九
九
〇
年
代
に
か
け
て
の
高

度
経
済
成
長
と
そ
れ
に
伴
う
社
会
の
急
激
な
変
容
と
相
ま
っ
て
、
住
民
に
と
っ

て
も
森
林
行
政
に
と
っ
て
も
重
要
な
転
機
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
、

住
民
に
と
っ
て
は
、
森
林
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
消
滅
自
体
が
上
述
の
よ
う
な
「
従

来
型
」
森
林
管
理
に
よ
る
政
府
と
の
対
立
を
助
長
す
る
大
き
な
要
因
と
な
っ

た
。
開
墾
可
能
地
が
失
わ
れ
た
こ
と
で
、
住
民
は
、
政
府
の
政
策
に
よ
っ
て
被

る
不
利
益
か
ら
避
難
す
る
場
を
失
っ
た
。
追
い
詰
め
ら
れ
た
住
民
は
、
政
府
の

略
奪
的
な
政
策
に
対
し
て
政
治
的
な
抗
議
の
声
を
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る

）
5
（

。

　

そ
の
先
駆
的
な
例
の
ひ
と
つ
が
、
先
に
挙
げ
た
フ
ア
イ
ゲ
ー
オ
村
の
事
件
で

あ
る
。
一
九
八
〇
年
代
半
ば
以
降
、
タ
イ
北
部
の
住
民
た
ち
は
、
森
林
局
に
よ

る
森
林
か
ら
の
住
民
の
排
除
に
対
抗
し
て
、
村
の
慣
習
的
な
森
林
利
用
の
権
利

を
認
め
さ
せ
る
た
め
に
抗
議
運
動
を
起
こ
し
て
い
っ
た
。
そ
の
際
に
、
村
人
が

森
林
を
管
理
し
て
き
た
こ
と
、
住
民
と
森
林
と
の
共
存
が
可
能
で
あ
る
こ
と
の

証
と
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
林
の
保
全
運
動
を
行
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
や

が
て
こ
れ
ら
の
運
動
は
、
東
北
部
に
お
け
る
同
様
の
運
動
と
と
も
に
、「
北
部

農
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（kruakhai kasetakon phak neua

）」
や
「
貧
民
フ
ォ
ー

ラ
ム
（sam

atcha khonjon

）」
の
設
立
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
地
域
的
、
全
国

的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
農
民
た
ち
は
、
N 

G 

O
、

学
界
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
力
を
借
り
な
が
ら
、
政
府
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な

異
議
申
し
立
て
や
要
求
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
林

は
、
ダ
ム
開
発
な
ど
の
問
題
と
並
ん
で
、
彼
ら
の
重
要
な
運
動
フ
レ
ー
ム
の
ひ

と
つ
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
動
き
は
、
森
林
関
連
の
法
整
備
の
面
に
も
現
れ
る
よ

う
に
な
る
。
住
民
に
よ
る
森
林
利
用
の
権
利
を
原
則
的
に
認
め
な
か
っ
た
現
行

法
に
代
わ
り
、地
域
住
民
に
付
近
の
森
林
管
理
を
任
せ
る
法
的
根
拠
と
な
る「
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
林
法
（prarachabanyat pa chum

chon

）」
を
策
定
す
る
動
き
が

出
て
き
た
。
こ
の
運
動
は
、
一
九
九
〇
年
代
の
民
主
化
の
流
れ
と
相
ま
っ
て
、

一
時
は
大
き
な
盛
り
上
が
り
を
見
せ
た
。
二
〇
〇
〇
年
に
、
国
民
に
よ
る
法
案

の
提
出
と
い
う
一
九
九
七
年
憲
法
の
仕
組
み
を
利
用
し
て
「
国
民
版
」
の
法
案



社 会 と 倫 理

34

提
出
を
行
い
、「
政
府
版
」
法
案
に
対
抗
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
立
公

園
内
の
住
民
に
対
す
る
権
利
を
め
ぐ
っ
て
N 

G 

O
の
間
で
意
見
が
分
か
れ
る

な
ど
、
運
動
側
も
一
枚
岩
で
は
な
い
。
ま
た
、
頻
繁
な
政
権
交
代
や
経
済
危
機

に
よ
っ
て
審
議
が
遅
れ
た
り
、
差
し
戻
さ
れ
た
り
し
た
影
響
も
あ
っ
て
、
現
在

に
至
る
ま
で
法
律
は
発
効
し
て
い
な
い

）
6
（

。

　

法
律
整
備
に
未
だ
課
題
を
残
し
て
い
る
と
は
い
え
、
森
林
保
全
に
お
け
る
住

民
参
加
の
問
題
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
せ
た
と
い
う
意
味
で
は
、
運
動
と
し
て

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
林
の
意
義
は
、
非
常
に
大
き
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て

こ
れ
ら
は
、
政
府
の
政
策
に
も
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

　

森
林
行
政
は
、
こ
の
時
期
、
経
済
発
展
の
中
で
多
元
化
す
る
社
会
へ
の
対
応

を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
上
述
の
よ
う
な
住
民
か
ら
の
要
求
を
含
め
、
中

間
層
、
企
業
、
N 

G 

O
な
ど
多
様
な
勢
力
が
政
治
へ
の
働
き
か
け
を
強
め
て

い
く
よ
う
に
な
り
、
森
林
破
壊
や
環
境
問
題
、
国
有
保
存
林
問
題
や
貧
困
問
題

な
ど
が
し
ば
し
ば
重
要
な
政
治
課
題
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
政
府
は
単
独
で

の
森
林
管
理
を
あ
き
ら
め
、
森
林
保
全
・
再
生
の
道
を
こ
れ
ら
の
諸
勢
力
と
の

連
携
に
見
出
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る

）
7
（

。
一
九
八
九
年
に
議
会
に
よ
っ
て
可

決
さ
れ
た
商
業
伐
採
の
禁
止
は
、
こ
の
象
徴
的
な
例
で
あ
る
。

　

こ
れ
以
降
、
森
林
局
は
、
林
産
物
生
産
を
司
る
組
織
か
ら
森
林
保
全
を
う
た

う
組
織
へ
の
脱
皮
を
図
る
。
皮
肉
に
も
、
森
林
の
消
滅
が
、
森
林
局
が
管
轄
す

る
林
地
（
必
ず
し
も
森
林
で
は
な
い
）
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
生
み
出

し
、
森
林
局
の
組
織
や
予
算
の
拡
充
に
貢
献
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
国

立
公
園
や
野
生
生
物
保
護
区
と
い
っ
た
保
護
領
域
を
増
設
す
る
「
囲
い
込
み
」

政
策
を
推
進
す
る
一
方
で
、
実
態
の
な
い
国
有
保
存
林
を
再
区
分
し
農
地
改
革

対
象
地
に
す
る
と
と
も
に
、
住
民
参
加
型
の
森
林
保
全
政
策
を
部
分
的
に
推
進

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
住
民
に
よ
る
森
林
利
用
を
排
除
で
き
な
い
と
す

る
な
ら
ば
、
森
林
局
と
し
て
も
、
彼
ら
を
味
方
に
つ
け
た
ほ
う
が
、
効
率
的
な

森
林
保
全
を
推
進
す
る
上
で
理
に
か
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
で
、
森

林
局
内
部
に
お
い
て
も
、
森
林
保
全
の
現
実
的
な
方
策
と
し
て
一
定
程
度
の
住

民
参
加
を
考
慮
す
る
役
人
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
八
〇
年
代
末
に
森

林
局
に
担
当
部
署
が
設
置
さ
れ
た
あ
と
も
、
事
業
は
徐
々
に
拡
大
を
続
け
た
。

一
九
九
二
年
に
は
、
第
七
次
国
家
経
済
社
会
開
発
計
画
の
中
で
奨
励
活
動
が
採

択
さ
れ
、
住
民
組
織
、
村
落
委
員
会
、
お
よ
び
タ
ン
ボ
ン
評
議
会
（
の
ち
の
タ

ン
ボ
ン
自
治
体
）
に
荒
廃
林
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
林
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
を
認

め
る
政
策
が
採
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

）
8
（

。

　

表
1
は
森
林
局
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
林
関
連
予
算
額
の
推
移
を
示
し
た
も
の
で

あ
る
。
一
九
九
七―

二
〇
〇
〇
年
の
経
済
危
機
の
時
期
を
除
き
、
最
近
ま
で
一

貫
し
て
予
算
額
が
増
加
し
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
二
〇
〇
〇―

二
〇
〇
四

年
に
ふ
た
た
び
急
激
に
増
加
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
タ
ク
シ
ン
政
権
下
の

二
〇
〇
二
年
に
実
施
さ
れ
た
省
庁
再
編
の
影
響
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
省
庁
再

編
で
、森
林
局
は
国
立
公
園
・
野
生
動
植
物
局
（
以
下
、国
立
公
園
局
と
す
る
）、

森
林
局
な
ど
に
分
割
さ
れ
た
。
大
き
な
利
権
の
対
象
で
あ
っ
た
保
護
区
が
森
林

局
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
分
割
後
の
森
林
局
内
に
お
け
る
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
林
の
戦
略
的
意
義
が
高
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

全
国
的
に
み
れ
ば
、
こ
こ
十
数
年
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
林
政
策
の
浸
透
力
は
、

運
動
の
推
進
力
よ
り
強
力
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
運
動
が
盛
ん
な
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
や
地
方
は
限
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
政
府
の
政
策
は
、
官
僚
機
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構
を
通
じ
て
画
一
的
に

実
施
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
先
に
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
林
と
い
う
語
の
農

村
に
お
け
る
普
及
は
、

運
動
と
政
策
の
二
つ
の

要
因
に
よ
る
と
述
べ
た

が
、
近
年
は
後
者
の
影

響
の
ほ
う
が
ず
っ
と
大

き
く
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
住
民
に
よ
る
森

林
管
理
の
実
態
は
、
こ

の
よ
う
な
政
策
動
向
に

ど
の
よ
う
な
影
響
を
受

け
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。以
下
で
は
、コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
林
政
策
の
具
体

的
な
対
象
で
あ
る
「
共

有
林
」
の
実
態
の
一
部

に
迫
っ
て
み
よ
う
。

3
．
共
有
林
管
理
の
実
態

3
・
1
　

タ
イ
の
共
有
林
管
理
の
動
向

　

共
有
林
は
、「
水
源
林
（pa ton nam

）」「
埋
葬
林
（pa cha

）」「
放
牧
地
（thi 

tham
le liang sat

）」「
鎮
守
の
森
（don pu ta

）」
な
ど
、
住
民
に
よ
る
開
拓
の

過
程
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
成
員
の
共
同
利
用
に
供
す
る
場
所
と
し
て
私
的
占
有

を
免
れ
残
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
定
義
上
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
林
と
ほ
ぼ
同

義
で
あ
る
が
、
村
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
林
は
共
有
林
の
う
ち
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

林
法
案
の
対
象
と
し
て
登
録
さ
れ
た
も
の
を
指
す
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
以
下
で
は
登
録
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
態
と
し
て
住
民
に
共

同
管
理
さ
れ
て
い
る
森
林
を
幅
広
く
指
す
語
句
と
し
て
、
共
有
林
と
い
う
言
葉

を
用
い
た
い
。

　

こ
れ
ら
共
有
林
は
、
最
近
ま
で
慣
習
的
な
規
範
な
ど
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て

い
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、
フ
ォ
ー
マ
ル
な
権
限
・
規
定
は
も
と
よ
り
イ
ン

フ
ォ
ー
マ
ル
な
き
ま
り
も
制
度
化
さ
れ
ず
、
土
地
の
境
界
が
曖
昧
で
あ
る
こ
と

も
少
な
く
な
か
っ
た
。
ま
た
、
従
来
こ
れ
ら
の
使
用
・
管
理
権
は
事
実
上
（de 

facto

）
の
も
の
で
、
政
府
に
よ
る
法
的
な
土
地
分
類
と
は
無
関
係
に
存
在
し
て

い
た
。
タ
イ
で
は
、
私
有
さ
れ
た
土
地
を
除
く
全
て
の
土
地
が
国
有
地
と
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
中
に
は
先
占
可
能
な
土
地
と
そ
う
で
な
い
土
地
の
両
者
が
含

ま
れ
て
い
る
。
重
冨
に
よ
れ
ば
、
タ
イ
の
法
制
度
は
国
有
地
に
関
す
る
住
民
の

共
同
の
使
用
権
を
保
障
し
て
い
る
が
、
つ
い
最
近
ま
で
は
、
そ
れ
ら
を
保
護

す
る
よ
う
な
公
的
制
度―

例
え
ば
国
有
地
証
書
（nansu sam

kan sam
rap thi 

luang: no so lo
）
の
発
行
な
ど―

を
積
極
的
に
う
ち
出
し
て
は
こ
な
か
っ
た

）
9
（

。

表 1：森林局のコミュニティ林支援プロジェクト関連予算の推移

年度 予算額（百万バーツ）

1985

1990

1995

1997

2000

2003

2004

  9.8

 16.5

 69.7

 84.7

 59.2

 84.4

114.5

注： 森林局年次報告より作成。値は名目額。一米ドルは 1997 年以前が

約 25 バーツ、以降が約 40 バーツである。1998 年から 2000 年にか

けて、緊縮財政のため予算が大幅に削減された。
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共
有
林
の
権
利
を
保
障
す
る
公
的
制
度
が
不
十
分
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
よ
う

な
土
地
を
ど
の
よ
う
に
利
用
す
る
か
は
専
ら
住
民
の
事
情
に
よ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
近
年
に
な
っ
て
状
況
は
徐
々
に
変
わ
っ
て
き
た
。
そ
の
第
一
は
、

住
民
自
身
に
よ
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
き
ま
り
や
管
理
組
織
の
強
化
で
あ
る
。

経
済
学
者
で
あ
る
重
冨
は
、
豊
富
に
あ
っ
た
森
林
・
林
地
が
、
農
地
開
墾
な
ど

に
よ
っ
て
希
少
化
す
る
に
つ
れ
て
、
資
源
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
競
合
が
生

じ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
が
契
機
と
な
っ
て
、
住
民
間
に
資
源
の
共
同
利
用
の

意
識
が
芽
生
え
、
成
員
の
権
利
と
義
務
、
罰
則
規
定
な
ど
を
含
め
た
「
タ
イ
ト
」

な
共
有
資
源
管
理
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
論
じ
て
い
る

）
10
（

。
こ
の
見
解

は
、
資
源
の
希
少
化
を
制
度
変
化
の
要
因
と
し
て
取
り
上
げ
る
誘
発
的
制
度
進

化
の
仮
説
に
近
い
。
す
な
わ
ち
天
然
資
源
の
希
少
化
が
、従
来
の
土
地
制
度
を
、

資
源
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
規
制
し
投
資
を
誘
発
す
る
方
向
へ
と
改
変
さ
せ
、
労
働

集
約
的
・
資
源
保
全
型
の
土
地
利
用
や
利
用
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
効
率
的
な
資
源

管
理
を
可
能
に
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る

）
11
（

。

　

一
方
で
、
人
類
学
者
は
、
一
連
の
動
き
を
社
会
運
動
と
し
て
捉
え
、
住
民
が

政
府
と
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
に
直
面
す
る
中
で
、
彼
ら
が
権
利
概
念
を
再
構
築

し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
重
視
す
る

）
12
（

。
こ
の
よ
う
な
見
解
の
差
は
あ
る
が
、
い
ず

れ
に
せ
よ
、
住
民
自
身
に
よ
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
林
が
「
発
見
」
さ
れ
、
そ
こ

へ
の
働
き
か
け
を
強
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
は
、
確
か
な
傾
向
で
あ
ろ

う
。

　

第
二
は
、
政
府
や
自
治
体
の
支
援
に
よ
る
フ
ォ
ー
マ
ル
な
き
ま
り
や
管
理
組

織
の
強
化
お
よ
び
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
き
ま
り
、
管
理
組
織
と
の
接
近
・
同

化
で
あ
る
。
上
述
し
た
通
り
、
共
有
林
管
理
は
、
限
定
的
な
が
ら
も
森
林
局
に

よ
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
林
政
策
と
し
て
一
貫
し
て
推
奨
さ
れ
て
き
て
い
る
。
最

近
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
林
法
が
近
い
将
来
に
制
定
さ
れ
た
場
合
を
に
ら
ん

で
、
共
有
林
の
登
録
も
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
国
立
公
園
局
は
、
軍
や
王
室

と
連
携
し
な
が
ら
、
住
民
に
よ
る
森
林
保
全
の
優
良
事
例
に
対
し
て
王
妃
が
直

接
旗
を
下
賜
す
る
独
自
の
森
林
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
森
林
保
護
住
民
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
研
修
事
業：

ro so tho po

）
を
実
施
し
て
お
り
、
内
務
省
土
地
局
も
、

共
用
地
（
注
9
参
照
）
と
し
て
区
分
さ
れ
う
る
共
有
地
へ
の
国
有
地
証
書
の
発

行
を
増
加
さ
せ
て
き
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、一
九
九
四
年
に
「
タ
ン
ボ
ン
評
議
会
お
よ
び
タ
ン
ボ
ン
自
治
体
法
」

が
成
立
し
て
以
降
、
タ
ン
ボ
ン
（
注
8
参
照
）
を
単
位
と
し
た
地
方
自
治
制
度

の
改
革
が
段
階
的
に
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

）
13
（

。
タ
ン
ボ
ン
自
治
体
は
、
タ

ン
ボ
ン
レ
ベ
ル
で
の
開
発
に
お
け
る
住
民
参
加
と
民
主
主
義
推
進
の
た
め
に
作

ら
れ
た
地
方
自
治
体
で
あ
る
。
議
会
と
執
行
部
か
ら
な
り
、
住
民
は
各
村
か
ら

二
名
の
議
員
を
選
挙
で
選
ぶ
と
と
も
に
、
自
治
体
の
首
長
も
直
接
選
挙
に
よ
っ

て
選
出
す
る
。

　

タ
ン
ボ
ン
自
治
体
に
は
一
定
の
徴
税
権
と
自
治
権
が
与
え
ら
れ
、
か
つ
て
中

央
省
庁
が
担
当
し
て
い
た
開
発
計
画
の
策
定
と
事
業
の
一
部
が
移
管
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
一
九
九
九
年
に
は
「
地
方
分
権
計
画
お
よ
び
手
順
規
定
法
」
が

成
立
し
、地
方
自
治
体
関
連
の
予
算
も
増
加
し
た

）
14
（

。
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
林
な
ど
の
天
然
資
源
管
理
は
、
タ
ン
ボ
ン
自
治
体
の
業
務
の
ひ

と
つ
と
し
て
も
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
変
化
が
資
源
管
理
の
潜
在
能
力
や
問
題
点
に
及
ぼ
す
影
響
は
、
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実
際
に
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
。
資
源
管
理
の
形
成
プ
ロ

セ
ス
、
特
に
住
民
や
タ
ン
ボ
ン
自
治
体
の
参
加
の
度
合
い
が
大
き
く
異
な
る
た

め
、
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
が
経
路
依
存
的
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
で
は
、

タ
イ
東
北
部
の
ヤ
ソ
ー
ト
ン
県
K
郡
に
お
け
る
、
二
つ
の
対
照
的
な
事
例
に
つ

い
て
み
て
い
こ
う
。

3
・
2
　

ヤ
ソ
ー
ト
ン
県
K
郡
の
事
例

　

ヤ
ソ
ー
ト
ン
県
K
郡
は
、
東
北
部
ヤ
ソ
ー
ト
ン
県
の
県
庁
所
在
地
ヤ
ソ
ー

ト
ン
市
の
南
東
約
二
五
キ
ロ
に
位
置
す
る
。
郡
の
東
西
は
そ
れ
ぞ
れ
セ
バ
ー

イ
川
、
チ
ー
川
に
挟
ま
れ
、
地
形
は
川
の
氾
濫
原
、
低
地
（
海
抜
一
二
〇
m
前

後
）
と
、
点
在
す
る
わ
ず
か
な
高
み
や
緩
や
か
な
丘
陵
（
海
抜
一
四
〇
m
前

後
）
か
ら
な
る
。
農
地
の
中
に
パ
ッ
チ
状
に
森
林
が
分
布
す
る
景
観
を
も
っ
て

お
り
、
特
に
氾
濫
原
、
自
然
堤
防
域
と
丘
陵
・
高
み
に
森
林
が
多
く
点
在
し
て

い
る
。
郡
の
中
央
を
ヤ
ソ
ー
ト
ン
市
と
ウ
ボ
ン
ラ
ー
チ
ャ
タ
ー
ニ
ー
市
と
を
結

ぶ
幹
線
道
路
が
貫
い
て
お
り
、
県
内
で
も
交
通
ア
ク
セ
ス
が
よ
い
郡
の
ひ
と
つ

で
あ
る
。

　

住
民
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
生
業
は
農
業
で
あ
る
。
郡
面
積
の
五
割
を
占
め

る
農
地
の
う
ち
約
九
割
が
水
田
（
ほ
と
ん
ど
が
天
水
田
）
で
あ
り
、
自
給
用

の
モ
チ
米
と
販
売
用
の
ウ
ル
チ
米
を
生
産
し
て
い
る

）
15
（

。
畑
作
は
、
郡
北
部
に
あ

る
丘
陵
部
で
行
わ
れ
て
お
り
、
お
も
に
キ
ャ
ッ
サ
バ
が
栽
培
さ
れ
る
。
な
お
近

年
は
、
肉
牛
飼
養
と
牧
草
の
生
産
、
そ
し
て
ゴ
ム
栽
培
が
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い

る
。

　

こ
の
地
域
は
農
業
以
外
に
目
立
っ
た
産
業
も
な
く
、
タ
イ
東
北
部
の
中
で
も

所
得
の
低
い
地
域
で
あ
る
。
従
っ
て
、
住
民
の
多
く
が
乾
期
に
バ
ン
コ
ク
な

ど
に
出
稼
ぎ
に
行
く
こ
と
が
常
態
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
住
民
の
天
然
資

源
へ
の
依
存
度
は
相
対
的
に
高
い
。
パ
ッ
チ
状
の
森
林
の
多
く
は
、
共
有
林
と

し
て
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
に
使
用
さ
れ
、
水
田
や
、
川
・
沼
な
ど
の
水
域
と
と
も

に
、
今
日
に
至
る
ま
で
住
民
の
生
活
を
支
え
て
き
た
。

　

こ
こ
で
は
、
二
つ
の
対
照
的
な
タ
ン
ボ
ン
の
事
例
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

タ
ン
ボ
ン
N 

K
お
よ
び
タ
ン
ボ
ン
K 

J
は
、
そ
れ
ぞ
れ
郡
の
南
東
お
よ
び
北

東
に
位
置
す
る
。
表
2
に
示
す
通
り
、
人
口
は
、
タ
ン
ボ
ン
K 

J
が
タ
ン
ボ

ン
N 

K
の
一
・
七
倍
ほ
ど
の
規
模
を
も
っ
て
い
る
も
の
の
、
両
者
の
土
地
、
農

地
（
水
田
）
お
よ
び
森
林
面
積
は
ほ
ぼ
等
し
く
、
と
も
に
郡
内
で
も
っ
と
も
森

林
の
多
い
地
域
の
一
つ
で
あ
る
。
全
般
に
、こ
の
郡
に
お
け
る
共
有
林
管
理
は
、

管
理
制
度
の
導
入
と
保
全
活
動
の
実
施
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
比
較
的
良
好
な
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
維
持
し
て
お
り
、
政
府
の
参
加
型
プ
ロ
グ
ラ
ム
導
入
の
効
果

も
高
い

）
16
（

。
な
か
で
も
両
地
域
は
、
郡
内
で
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
林
管
理
の
モ
デ
ル

と
な
る
地
域
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
は
そ
の
管
理
制
度
の
導
入

プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
対
照
的
な
経
緯
を
た
ど
っ
て
き
た
。
タ
ン
ボ
ン
N 

K
に

お
い
て
は
、
外
部
者
、
特
に
政
府
機
関
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
の
に
対
し

て
、
タ
ン
ボ
ン
K 

J
で
は
地
域
住
民
の
意
向
を
強
く
反
映
し
た
プ
ロ
セ
ス
を
た

ど
っ
た
の
で
あ
る
。

A

：

強
い
外
部
の
影
響

：

タ
ン
ボ
ン
N 

K
の
事
例

　

こ
の
タ
ン
ボ
ン
付
近
に
は
、
セ
バ
ー
イ
川
沿
い
の
氾
濫
原
お
よ
び
点
在
す
る

高
み
に
森
林
が
豊
富
に
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
、
タ
ン
ボ
ン
内
各
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村
に
お
け
る
共
有
地
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
約
一
六
〇
ha
の
バ
ー
ン
ガ
オ

と
呼
ば
れ
る
高
み
は
、
付
近
で
も
豊
穣
な
森
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

　

実
は
こ
の
森
は
、
か
つ
て
P 

I
村
が
あ
っ
た
場
所
で
あ
る
。
一
九
三
二
年

に
マ
ラ
リ
ア
に
よ
り
多
く
の
死
者
が
出
た
た
め
、
住
民
の
多
く
が
四
キ
ロ
ほ
ど

離
れ
た
現
在
の
P 

I
村
の
場
所
に
移
り
住
ん
だ
の
で
あ
る
。
以
降
、
こ
の
場

所
は
P 

I
村
の
共
有
地
と
な
り
、
そ
の
他
の
共
有
地
同
様
、
住
民
の
天
然
資

源
採
取
の
場
で
あ
る
と
と
も
に
、
豆
や
瓜
、
ケ
ナ
フ
な
ど
の
焼
畑
が
行
わ
れ
て

い
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
八
三
年
に
一
人
の
僧
侶
が
こ
の
森
に
居
を
構
え
、
森

の
寺
と
し
て
瞑
想
の
場
に
使
用
し
始
め
た

）
17
（

。
そ
れ
以
降
、
こ
の
場
所
は
保
全
の

対
象
と
な
り
、
焼
畑
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ

ブ
の
も
と
、
森
は
二
村
か
ら
な
る
委
員
会
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
保
全
の
き
ま
り
が
明
記
さ
れ
、
違
反
者
に
は
罰
金
が
科
さ
れ
た
。
残
さ
れ

た
森
林
は
豊
か
に
保
た
れ
、
荒
廃
し
て
い
た
場
所
も
徐
々
に
植
生
が
回
復
し
て

い
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
活
動
に
転
機
が
訪
れ
た
の
は
、
一
九
九
九
年
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
森
が
立
派
に
保
全
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
森
林
局
は
、
こ
の
森
を

そ
の
年
の
森
林
保
護
住
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
研
修
事
業
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
の

で
あ
る
。
こ
の
森
は
、
P 

I
村
の
属
す
る
タ
ン
ボ
ン
N 

K
と
と
も
に
、
タ
ン

ボ
ン
D 

Y
の
領
域
に
も
一
部
跨
っ
て
い
た
の
で
、
こ
れ
ら
二
タ
ン
ボ
ン
の
住
民

お
よ
そ
一
〇
〇
人
が
、
郡
森
林
官
の
主
催
す
る
事
業
の
研
修
に
参
加
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
し
て
研
修
の
あ
と
、
森
林
の
名
前
は
「
王
妃
陛
下
七
二
歳
の
栄

誉
を
祝
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
林
」
に
変
え
ら
れ
、
こ
れ
ら
二
タ
ン
ボ
ン
の
九
村
を

包
括
し
た
新
し
い
き
ま
り
が
成
立
し
た
。
事
業
に
よ
る
審
査
の
結
果
、
こ
の
森

表 2：タンボン NK とタンボン KJ

項目 タンボン NK タンボン KJ

人口

村の数

面積 (ha)

水田面積 (ha)

森林面積 (ha)

主な農作物

主な家畜

共有林の数

共有林の面積 (ha)

3,668

8

5,980

2,262

1,493

コメ

牛

13*

653*

6,231

12

5,400

2,824

1,229

コメ

牛

25**

520**

出所： 星印のあるものを除き、各タンボンの農業普及事務所資料（二〇〇四年のデータ）より作成。

タンボン NK の森林面積は、「森林面積」と「共有地面積」の合計。

　　　* 二〇〇二年度コミュニティ森林資源保全優良事例選考委員会の資料より。多くの共有地が

沼地や湿地であり森林ではないため、共有地面積はこの数字よりかなり大きい。

　　　** 聞き取り調査（二〇〇五）より。
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の
保
全
は
東
北
部
に
お
け
る
優
良
事
例
に
選
ば
れ
、
王
妃
か
ら
直
々
に
旗
が
下

賜
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

以
後
、
九
村
の
森
林
保
護
住
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
か
ら
な
る
委
員
会
が
組
織
さ

れ
、
看
板
や
防
火
帯
の
設
置
、
見
回
り
の
実
施
、
啓
蒙
活
動
な
ど
を
行
う
よ

う
に
な
っ
た
。
二
〇
〇
二
年
に
は
、
保
全
が
二
タ
ン
ボ
ン
内
の
一
九
筆
五
三
四

ha
の
共
有
林
に
拡
張
さ
れ
た
。
同
時
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
林
と
し
て
登
録
が
行

わ
れ
、
そ
れ
に
伴
い
組
織
の
改
組
が
行
わ
れ
た
。
現
在
、
一
六
村
が
二
〇
筆

六
九
四
ha
を
管
理
す
る
に
至
っ
て
い
る

）
18
（

。

B

：

外
部
か
ら
の
「
脅
威
」
へ
の
対
応

：

タ
ン
ボ
ン
K 

J
の
事
例

　

タ
ン
ボ
ン
K 

J
は
、
タ
ン
ボ
ン
N 

K
と
同
様
、
セ
バ
ー
イ
川
に
接
し
て
い

る
た
め
、
川
沿
い
に
大
き
な
森
林
が
残
っ
て
い
る
。
ま
た
、
タ
ン
ボ
ン
の
西
部

は
緩
や
か
な
丘
陵
の
東
端
で
あ
る
が
、
そ
こ
は
肥
沃
度
が
低
く
畑
地
に
適
さ
な

い
た
め
、
現
在
も
小
径
木
の
森
林
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
こ
の
タ
ン
ボ
ン
内
の

森
林
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
村
（
ま
た
は
由
来
を
同
じ
く
す
る
複
数
の
村
）
の
共
有

地
と
し
て
住
民
の
利
用
に
供
さ
れ
、
管
理
も
各
村
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
行
っ
て

き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
管
理
や
き
ま
り
の
程
度
は
村
に
よ
っ
て
大
き
く
異

な
っ
て
い
た
。
管
理
の
程
度
が
ば
ら
ば
ら
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
土
地

と
森
林
に
対
す
る
圧
力
が
あ
ま
り
大
き
く
な
か
っ
た
た
め
、
一
帯
の
森
林
は
急

激
に
減
少
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た

）
19
（

。

　

し
か
し
、
最
近
に
な
っ
て
こ
の
よ
う
な
状
況
は
転
機
を
迎
え
る
。
タ
ン
ボ
ン

へ
の
入
口
の
道
路
が
舗
装
さ
れ
、
ア
ク
セ
ス
が
格
段
に
向
上
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
以
降
、
雨
季
の
は
じ
め
（
五―

六
月
）
に
森
に
キ
ノ
コ
が
た
く
さ
ん
生
え

る
時
期
に
は
、
郡
内
の
他
地
域
や
、
県
内
の
他
郡
、
遠
く
は
他
県
か
ら
、
朝
早

く
ト
ラ
ッ
ク
に
乗
っ
て
人
が
大
勢
や
っ
て
き
て
、
住
民
が
採
り
に
出
る
前
に
キ

ノ
コ
を
採
っ
て
帰
っ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た

）
20
（

。
そ
の
結
果
、「（
資
源
を
も
っ
て

い
る
）
我
々
は
依
然
と
し
て
貧
乏
な
の
に
、
よ
そ
者
は
こ
こ
に
来
て
た
く
さ
ん

採
っ
て
売
っ
て
儲
け
て
い
る
」「
我
々
の
資
源
は
、
我
々
が
利
用
す
べ
き
だ
」

と
感
じ
る
住
民
が
多
く
な
っ
た
。
ま
た
、
彼
ら
は
キ
ノ
コ
を
大
量
に
採
っ
て
い

く
だ
け
で
な
く
、
森
の
中
で
ゴ
ミ
を
捨
て
た
り
す
る
な
ど
、
し
ば
し
ば
森
を
荒

ら
す
行
為
も
行
っ
た
。
そ
の
た
め
、
森
林
保
全
の
観
点
か
ら
も
、
何
ら
か
の
対

策
を
講
じ
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

彼
ら
は
車
で
移
動
す
る
た
め
、
問
題
の
起
こ
る
場
所
は
広
範
囲
に
わ
た
る
。

こ
れ
ま
で
の
各
村
単
位
で
の
管
理
で
は
限
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
タ

ン
ボ
ン
全
体
で
の
管
理
の
必
要
性
が
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、

数
回
に
わ
た
る
協
議
と
森
林
局
に
よ
る
森
林
保
護
住
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
研
修

を
経
て
、
県
森
林
局
職
員
、
タ
ン
ボ
ン
議
員
、
公
務
員
、
学
校
教
師
、
村
長
お

よ
び
ガ
ム
ナ
ン

）
21
（

、
タ
ン
ボ
ン
自
治
体
職
員
、
村
の
長
老
、
住
民
有
志
な
ど
を
交

え
た
二
〇
〇
五
年
六
月
の
会
議
に
お
い
て
、
タ
ン
ボ
ン
全
体
を
対
象
と
し
た
新

し
い
き
ま
り
が
制
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　

き
ま
り
は
一
一
項
か
ら
な
り
、
共
有
林
に
お
け
る
伐
採
、
火
入
れ
、
耕
作
の

禁
止
、
建
材
取
得
の
際
の
森
林
保
護
住
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
委
員
会

（
一
二
村
の
代
表
六
一
名
か
ら
な
る
新
し
い
組
織
。
委
員
長
は
ガ
ム
ナ
ン
）
へ

の
許
可
の
義
務
付
け
、
水
域
に
お
け
る
水
生
動
物
の
産
卵
期
（
五―

七
月
）
の

捕
獲
禁
止
、
動
物
の
違
法
な
手
段
（
薬
や
毒
物
、
電
気
、
爆
薬
の
使
用
な
ど
）

に
よ
る
捕
獲
禁
止
な
ど
を
規
定
し
て
い
る

）
22
（

。
し
か
し
、
こ
の
き
ま
り
で
も
っ
と
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も
ユ
ニ
ー
ク
な
の
は
、
外
部
者
が
域
内
で
林
産
物
な
ど
を
採
取
す
る
場
合
に
、

事
前
に
委
員
会
へ
の
許
可
を
義
務
付
け
、
一
人
あ
た
り
四
kg
以
下
と
い
う
量
的

制
限
を
設
け
、
か
つ
一
回
一
人
あ
た
り
二
〇
バ
ー
ツ
の
利
用
料
の
徴
収
を
規
定

し
て
い
る
点
に
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
規
定
は
、
タ
ン
ボ
ン
に
隣
接
す
る
村
の
住
民
に
ち
ょ
っ
と
し

た
波
紋
を
呼
ん
だ
。
彼
ら
は
以
前
か
ら
タ
ン
ボ
ン
内
の
森
や
水
域
を
利
用
し
、

林
産
物
や
魚
を
得
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
、
外
部
者
と
し

て
扱
わ
れ
、
料
金
を
徴
収
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
の
一
部

は
郡
に
実
情
を
訴
え
た
と
い
う
。
し
か
し
、
郡
や
タ
ン
ボ
ン
は
、
彼
ら
に
対
し

て
決
し
て
利
用
を
禁
止
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
説
明
し
、
現
状
に
理

解
を
求
め
て
い
る
。

　

一
方
で
、
タ
ン
ボ
ン
内
の
住
民
の
多
く
は
こ
の
規
定
に
賛
成
で
あ
っ
た
が
、

実
は
、
一
部
に
反
対
す
る
者
も
お
り
、
き
ま
り
を
協
議
す
る
過
程
で
議
論
に

な
っ
て
い
た
。
タ
ン
ボ
ン
K 

J
内
に
も
、
隣
接
す
る
タ
ン
ボ
ン
L 

H
へ
魚
を

捕
り
に
行
く
住
民
が
い
た
の
で
あ
る
。そ
の
よ
う
な
規
定
を
設
け
て
し
ま
え
ば
、

近
隣
の
タ
ン
ボ
ン
も
報
復
措
置
と
し
て
同
様
の
規
定
を
設
け
る
よ
う
に
な
り
、

結
果
と
し
て
彼
ら
の
生
活
に
悪
影
響
を
与
え
て
し
ま
う
と
い
う
懸
念
が
あ
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
人
た
ち
は
少
数
派
で
あ
っ
た
た
め
、
き
ま

り
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

3
・
3
　

制
度
導
入
の
プ
ロ
セ
ス

　

以
上
が
事
例
の
概
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
共
有
林
管
理
の
導
入
プ
ロ
セ
ス
に

つ
い
て
、
以
下
の
二
点
が
指
摘
で
き
る
。
第
一
点
は
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
両

者
と
も
森
林
管
理
に
対
し
て
一
定
の
住
民
理
解
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
事
例
で
は
、
森
林
が
比
較
的
早
く
か
ら
希
少
化
し
て
お
り
、
保

全
が
共
有
地
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
既
存
の
文
化
的
規
範
の
上
に
成
り
立
っ

て
い
る
。
こ
の
点
で
、
住
民
理
解
の
基
盤
が
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
森

林
管
理
の
プ
ロ
セ
ス
と
は
大
き
く
異
な
る
。

　

こ
の
点
は
、
葉
山
が
述
べ
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
基
づ
く
森

林
管
理
（C

om
m

unity-based Forest M
anagem

ent: C
B

F
M

）
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

の
現
状
と
比
較
す
れ
ば
、
よ
り
明
確
に
な
る

）
23
（

。
一
九
九
五
年
に
制
度
化
さ
れ
た

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
森
林
資
源
保
全
と
再
生
の
担
い
手
と

し
て
位
置
づ
け
て
お
り
、
持
続
的
な
国
有
林
地
管
理
に
向
け
た
画
期
的
な
国
家

戦
略
と
し
て
期
待
さ
れ
て
き
た
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
導
入

は
、
国
有
林
地
の
経
済
価
値
の
低
下
、
住
民
を
管
理
主
体
と
し
て
位
置
づ
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
実
質
的
な
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
の
解
消
を
狙
う
当
局
の
意
図
、

ア
キ
ノ
政
権
成
立
以
降
の
国
有
林
地
に
お
け
る
権
利
獲
得
運
動
と
「
先
祖
伝
来

の
領
域
に
対
す
る
利
用
権
（C

ertificate of A
ncestral D

om
ain

）」
の
認
可
と

い
っ
た
要
因
に
支
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
要
求
と
政
策
の
せ
め
ぎ

あ
い
の
中
で
制
度
化
さ
れ
、
地
域
社
会
が
国
の
下
請
け
機
関
と
し
て
の
役
割
を

期
待
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
タ
イ
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
林
の
例
と
酷
似
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
状
況
は
、
彼
女
の
指
摘
を
み
る
限
り
、
タ
イ

の
状
況
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
登
録
さ
れ
て
い
る
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
全
国
で
五
、五
〇
〇
に
の
ぼ
る
が
、
多
く
の
活
動
が
低
調
、
あ

る
い
は
ま
っ
た
く
な
い
状
態
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う
。
保
全
か
再
生
か
と
い
っ
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た
事
業
目
的
の
違
い
に
加
え
、
地
理
的
・
自
然
的
要
因
や
生
業
等
、
様
々
な
要

因
が
か
ら
ん
で
い
る
た
め
、
違
い
が
生
じ
た
理
由
を
包
括
的
に
分
析
す
る
の
は

難
し
い
が
、
ひ
と
つ
に
は
、
C 

B 

F 

M
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
想
定
す
る
農
村
社
会

や
森
林
が
、
総
じ
て
実
際
の
現
場
に
お
け
る
そ
れ
ら
と
大
き
く
乖
離
し
て
い
る

こ
と
が
起
因
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
タ
イ
東
北
部
に
お
け
る
共
有
林
管
理

で
は
、
既
に
慣
習
的
な
実
態
が
あ
る
程
度
存
在
し
て
い
る
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
で

は
、
少
な
く
と
も
葉
山
の
提
供
す
る
ミ
ン
ダ
ナ
オ
島
の
山
地
民
の
事
例
に
限
っ

て
み
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
要
素
は
見
出
し
に
く
い

）
24
（

。
政
策
当
局
者
が
、
モ
ビ
リ

テ
ィ
の
高
い
ミ
ン
ダ
ナ
オ
島
山
地
住
民
の
も
つ
自
生
的
な
制
度
や
秩
序
の
中
に

森
林
を
保
全
・
再
生
す
る
手
が
か
り
を
見
出
せ
な
い
た
め
、
画
一
的
・
フ
ォ
ー

マ
ル
な
制
度
設
計
や
介
入
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
外
部
か
ら
制
度
化
を
行
う
際
に
は
、
地
域

社
会
に
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
制
度
的
「
基
層
」
部
分
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
、

あ
る
い
は
「
基
層
」
部
分
と
整
合
的
な
制
度
設
計
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か

が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

第
二
点
は
、
タ
ン
ボ
ン
と
い
う
従
来
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
越
え
た
単
位
に

よ
っ
て
管
理
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

政
府
や
タ
ン
ボ
ン
自
治
体
の
よ
う
な
、
従
来
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
範
囲
を
超
え

た
組
織
に
よ
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
増
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
管
理
が
フ
ォ
ー

マ
ル
化
の
度
合
い
を
強
め
て
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
共
有

林
管
理
の
実
態
も
、
村
落
内
部
の
自
生
的
な
管
理
制
度
の
生
成
と
外
部
介
入
と

の
せ
め
ぎ
あ
い
の
場
と
し
て
の
特
徴
を
強
め
、
両
者
の
調
整
能
力
が
問
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
調
整
の
状
況
は
二
つ
の
事
例
で
著

し
く
異
な
っ
て
お
り
、
結
果
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
異
な
る
課
題
を
抱
え
る

よ
う
に
な
っ
た
。

　

タ
ン
ボ
ン
N 

K
で
は
、
き
ま
り
の
成
立
当
初
か
ら
資
源
の
希
少
性
と
の
関

連
が
薄
く
、
住
民
の
外
部
か
ら
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
。
村
で
尊
敬
を
受
け
て

い
る
僧
侶
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
で
保
全
の
き
ま
り
が
導
入
さ
れ
、
そ
れ
が
や
が

て
政
府
の
目
に
留
ま
っ
て
管
理
が
大
規
模
化
、
フ
ォ
ー
マ
ル
化
さ
れ
る
に
至
っ

た
そ
の
過
程
は
、
住
民
の
理
解
と
協
力
を
得
ら
れ
た
と
い
う
前
提
は
あ
る
も
の

の
、
お
も
に
宗
教
組
織
と
い
う
文
化
装
置
と
、
王
室
と
い
う
国
家
の
装
置
に
支

え
ら
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
装
置
の
拠
り
所
と
な
る
言
説
の
世
界
と
住
民

の
生
活
世
界
と
の
間
に
は
、
当
然
な
が
ら
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
存
在
す
る
。
筆

者
が
調
査
中
に
、
住
民
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
と
そ
の
妻
か
ら
、
共
有
林
か
ら
の
便

益
を
増
や
す
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
を
尋
ね
ら
れ
た
。「
住
民
は
み
ん
な
こ

れ
ら
の
森
林
か
ら
何
か
を
得
た
い
の
だ
が
、
こ
れ
ら
は
保
全
の
対
象
に
な
っ
て

い
る
の
で
、
野
草
や
枯
れ
木
、
非
木
材
林
産
物
以
外
の
も
の
は
得
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
現
在
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
皆
で
話
し
合
っ
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
、

何
か
い
い
案
が
あ
っ
た
ら
教
え
て
ほ
し
い
」
と
い
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

実
は
、
こ
の
リ
ー
ダ
ー
の
住
む
N 

K
村
は
、
一
九
九
九
年
の
委
員
会
に
よ
る

共
同
管
理
に
は
参
加
し
て
い
る
の
だ
が
、
二
〇
〇
二
年
の
拡
張
改
組
の
際
に
、

こ
の
村
の
共
有
林
約
三
二
〇
ha
を
そ
の
傘
下
に
入
れ
ず
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
林
登

録
を
行
わ
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
、
共
有
林
が
正
式
に
登
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
れ
ま
で
慣
習
的
に
行
っ
て
き
た
森
の
利
用
や
管
理
が
で
き
な
く
な
っ
て

し
ま
う
「
フ
ォ
ー
マ
ル
化
の
逆
説
」
と
で
も
い
う
べ
き
事
態
を
恐
れ
て
い
た
の
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で
あ
る
。

　

一
方
、
タ
ン
ボ
ン
K 

J
の
事
例
に
お
い
て
は
、
資
源
が
豊
富
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
住
民
に
よ
る
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
が
強
か
っ
た
。
近
年
の
交
通
ア

ク
セ
ス
の
向
上
は
、
外
部
者
に
よ
る
森
林
破
壊
の
脅
威
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
が

き
ま
り
や
管
理
組
織
を
生
成
す
る
原
動
力
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
外
部
者

を
排
除
す
る
か
た
ち
で
の
新
し
い
管
理
制
度
の
導
入
が
、
タ
ン
ボ
ン
内
外
に
お

い
て
波
紋
を
呼
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
住
民
に
よ
る
資
源
へ
の
ア
ク
セ

ス
が
、
も
と
も
と
は
地
域
的
に
固
定
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の

オ
プ
シ
ョ
ン
を
伴
っ
た
地
理
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
に
起
因

し
て
い
る
。
こ
の
事
例
の
よ
う
な
、
領
域
に
よ
っ
て
外
部
者
を
制
限
す
る
き
ま

り
の
導
入
は
、
必
然
的
に
そ
の
領
域
を
超
え
た
資
源
利
用
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

変
容
を
も
た
ら
す
。
ペ
ル
ソ
ー
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
る

「
領
域
化
」、
そ
れ
に
伴
う
囲
い
込
み
と
排
除
と
い
う
新
た
な
問
題
が
、
今
後
住

民
参
加
型
森
林
管
理
に
お
い
て
起
こ
っ
て
く
る
可
能
性
は
高
い

）
25
（

。

　

以
上
二
点
を
ま
と
め
る
と
、
結
局
の
と
こ
ろ
両
事
例
と
も
、
政
府
機
関
等
の

外
部
ア
ク
タ
ー
に
対
す
る
住
民
の
対
応
が
管
理
制
度
導
入
の
鍵
と
な
っ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
際
、
森
林
の
希
少
化
の
程
度
、
森
林
保
全
へ
の
住
民

理
解
や
制
度
的
・
文
化
的
基
盤
の
存
在
と
い
っ
た
要
因
が
、
比
較
的
ス
ム
ー
ズ

な
制
度
導
入
を
可
能
に
し
た
。
一
方
で
、「
上
」
か
ら
の
地
方
自
治
や
形
式
的

な
制
度
を
受
け
入
れ
た
こ
と
に
よ
る
問
題
、
す
な
わ
ち
「
フ
ォ
ー
マ
ル
化
」
や

「
領
域
化
」
に
伴
う
問
題
を
は
ら
む
こ
と
に
も
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
問
題
が
、

一
九
九
〇
年
代
の
自
生
的
制
度
の
発
展
期
に
は
そ
れ
ほ
ど
目
立
た
な
か
っ
た
こ

と
を
考
え
れ
ば
、
制
度
的
・
文
化
的
基
盤
も
含
め
た
外
部
ア
ク
タ
ー
へ
の
対
応

能
力
が
、
最
近
に
な
っ
て
共
有
林
管
理
に
と
っ
て
重
要
に
な
っ
て
き
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
共
有
林
管
理
だ
け
で
な

く
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
に
お
け
る
政
府
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
全
般
の
増
大
と
な
っ
て

現
れ
て
い
る
の
で
あ
る

）
26
（

。

4
．
お
わ
り
に―

自
生
的
制
度
、
制
度
設
計
、
エ
ン
バ
イ
ロ

メ
ン
タ
リ
テ
ィ

　

本
稿
で
は
、
タ
イ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
林
政
策
と
共
有
林
管
理
を
事
例
に
、
住

民
参
加
型
の
環
境
対
策
を
、「
下
」
か
ら
の
要
求
と
「
上
」
か
ら
の
政
策
・
事

業
実
施
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
場
と
し
て
捉
え
、
そ
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
論

じ
た
。
そ
の
結
果
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
る
従
来

の
森
林
管
理
が
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
林
」
と
し
て
政
治
化
し
、
政
策
用
語
と
化
す

こ
と
に
よ
っ
て
、「
上
」
か
ら
の
政
策
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
い
っ
た
事
実

で
あ
る
。

　

一
九
八
〇
年
代
末
か
ら
一
九
九
〇
年
代
の
社
会
変
動
の
中
で
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
林
の
政
策
的
要
請
は
、
住
民
運
動
と
政
府
の
対
応
が
重
な
り
あ
う
か
た
ち

で
徐
々
に
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
農
村
に
対
す
る

外
部
ア
ク
タ
ー
の
影
響
力
増
大
に
よ
っ
て
、
共
有
林
管
理
の
実
態
も
、
村
落
内

部
の
自
生
的
な
管
理
制
度
の
生
成
と
外
部
に
よ
る
制
度
設
計
と
の
せ
め
ぎ
あ
い

の
場
と
し
て
の
特
徴
を
強
め
、
両
者
の
調
整
能
力
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
政
策
は
、
共
有
林
に
関
す
る
文
化
的
な
規
範
と
相
ま
っ

て
、
保
全
活
動
の
一
般
化
と
い
う
森
林
保
全
に
と
っ
て
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
効
果
を
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も
た
ら
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
管
理
単
位
が
広
域
化
、
制
度
が
フ
ォ
ー
マ
ル
化

す
る
と
と
も
に
、「
フ
ォ
ー
マ
ル
化
の
逆
説
」
や
「
領
域
化
」
に
よ
る
囲
い
込

み
と
い
っ
た
住
民
に
と
っ
て
の
新
た
な
問
題
が
現
れ
て
き
て
い
る
。

　

秩
序
や
制
度
に
は
、
目
的
達
成
の
た
め
に
人
に
よ
っ
て
設
計
さ
れ
る
構
成
的

な
側
面
と
、
歴
史
の
中
で
自
己
組
織
化
さ
れ
る
自
生
的
な
側
面
が
あ
る
と
い

う
）
27
（

。
事
例
に
お
け
る
共
有
林
管
理
で
は
、「
上
」
か
ら
の
制
度
設
計
と
意
図
が

住
民
に
あ
る
程
度
浸
透
し
、「
成
功
」
を
お
さ
め
て
い
る
。
し
か
し
、
制
度
設

計
に
全
幅
の
信
頼
を
寄
せ
る
こ
と
は
大
き
な
誤
り
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
事
例
に

お
い
て
、
フ
ォ
ー
マ
ル
化
が
あ
る
程
度
成
功
し
て
い
る
の
は
、
共
有
林
に
関
す

る
文
化
的
な
規
範
や
制
度
の
自
生
的
な
側
面
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
例
え

ば
、
近
隣
住
民
と
の
森
林
利
用
の
軋
轢
に
直
面
し
た
タ
ン
ボ
ン
K 

J
の
住
民

は
、
隣
に
位
置
す
る
タ
ン
ボ
ン
L 

H
の
住
民
に
よ
る
森
林
利
用
を
二
〇
〇
六

年
か
ら
黙
認
す
る
こ
と
に
し
た
。
フ
ォ
ー
マ
ル
化
に
伴
う
問
題
へ
の
こ
の
よ
う

な
対
応
に
よ
っ
て
、
制
度
の
実
際
の
運
営
に
柔
軟
性
を
も
た
せ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
挙
げ
た
葉
山
に
よ
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
C 
B 

F 

M
へ

の
批
判
と
対
比
し
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な

制
度
的
・
文
化
的
基
盤
や
調
整
能
力
を
軽
視
す
る
と
、
そ
の
崩
壊
を
通
じ
て

フ
ォ
ー
マ
ル
な
制
度
に
も
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

　

た
だ
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
自
生
的
な
制
度
進
化
や
秩
序
形
成
に
任
せ
て

お
け
ば
全
て
う
ま
く
い
く
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
既

に
多
く
の
コ
モ
ン
ズ
が
歴
史
の
中
で
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
ひ
と

つ
の
証
左
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
フ
ォ
ー
マ
ル
化
や
「
上
」
か
ら
の
庇
護
は
、
住

民
が
外
部
者
の
脅
威
か
ら
自
分
た
ち
の
権
利
を
守
る
た
め
の
拠
り
所
と
も
な
り

う
る
。
鈴
村
は
、
自
生
的
進
化
と
理
念
的
設
計
と
い
う
こ
の
二
つ
の
制
度
変
化

の
契
機
を
整
合
化
す
る
こ
と
が
、
経
済
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
た
め
の
制
度
設
計

を
成
功
さ
せ
る
重
要
な
必
要
条
件
と
な
る
と
論
じ
て
い
る
が
、
ま
っ
た
く
同
様

の
こ
と
が
環
境
保
全
の
制
度
に
つ
い
て
も
い
え
よ
う

）
28
（

。
た
だ
問
題
は
、
両
者
を

ど
の
よ
う
に
整
合
化
す
る
か
で
あ
る
。

　

タ
イ
に
限
ら
ず
、
多
く
の
発
展
途
上
国
で
は
、
国
家
を
管
理
主
体
と
す
る

「
従
来
型
」
の
資
源
管
理
制
度
の
あ
り
方
は
近
年
徐
々
に
見
直
さ
れ
、
本
稿
で

述
べ
た
よ
う
な
住
民
参
加
型
の
ア
プ
ロ
ー
チ
や
、
国
際
環
境
条
約
、
認
証
制
度

や
R 

E 

D 

D
（
途
上
国
に
お
け
る
森
林
減
少
・
劣
化
か
ら
の
温
室
効
果
ガ
ス

の
排
出
削
減
）
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
市
場
志
向
・
グ
ロ
ー
バ
ル
型
制
度

の
論
理
を
取
り
入
れ
る
か
た
ち
で
変
容
が
進
ん
で
き
て
い
る
。
こ
の
中
で
、
住

民
参
加
型
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
や
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
環
境
問
題
へ
の

取
り
組
み
を
地
域
に
つ
な
げ
る
大
き
な
役
割
を
担
う
こ
と
が
今
後
期
待
さ
れ
て

い
る

）
29
（

。

　

こ
の
よ
う
な
資
源
管
理
制
度
の
変
容
に
対
し
て
、
大
き
く
わ
け
て
二
つ
の
見

方
が
存
在
す
る
。
ひ
と
つ
は
、
変
容
を
地
域
社
会
と
の
よ
い
意
味
で
の
妥
協
や

政
府
の
柔
軟
な
対
応
と
し
て
捉
え
、
効
率
的
な
環
境
対
策
へ
道
を
開
い
た
と
評

価
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
こ
の
変
容
を
新
た
な
統
治
の
た
め
の

政
府
の
戦
略
変
更
と
し
て
捉
え
、「
上
」
か
ら
の
論
理
や
権
力
の
浸
透
と
み
る

批
判
的
な
見
方
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
見
方
は
、
参
加
型
ア
プ
ロ
ー
チ
の
も
つ

二
つ
の
目
的―

管
理
や
政
策
策
定
へ
の
住
民
参
加
や
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
を

推
進
す
る
運
動
側
の
目
的
と
、
よ
り
現
実
的
な
環
境
保
全
を
模
索
す
る
行
政
や

環
境
保
護
団
体
側
の
目
的―

の
本
質
的
な
相
違
を
よ
く
表
し
て
お
り
、
上
記
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の
「
整
合
化
」
に
倫
理
的
・
規
範
的
な
評
価
を
下
す
際
に
非
常
に
重
要
な
論
点

と
な
る
。

　

例
え
ば
、
ア
グ
ラ
ワ
ル
は
、
イ
ン
ド
の
ク
マ
オ
ン
地
方
に
お
け
る
森
林
管
理

の
歴
史
を
も
と
に
、
国
家
が
新
た
な
管
理
技
術
を
駆
使
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

や
個
人
の
中
に
国
家
の
意
図
を
内
部
化
さ
せ
、
彼
ら
を
管
理
主
体
と
し
て
仕
立

て
上
げ
て
い
く
さ
ま
を
、
フ
ー
コ
ー
の
ガ
バ
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
の
概
念
を
援
用
し

た
エ
ン
バ
イ
ロ
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
批
判
的
に
表
現
し
て
い

る
）
30
（

。
一
方
、
久
保
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
二
つ
の
分
権
型
森
林
管

理
の
事
例
を
挙
げ
、
そ
こ
で
住
民
に
よ
っ
て
資
源
利
用
ル
ー
ル
が
了
承
さ
れ
た

事
実
を
「
違
反
は
罰
す
る
と
い
う
脅
し
を
住
民
が
受
け
入
れ
た
結
果
で
あ
り
、

処
罰
を
恐
れ
て
自
ら
の
行
為
を
統
制
す
る
規
律
主
体
が
内
部
形
成
さ
れ
た
…
…

（
中
略
）
…
…
住
民
行
動
を
見
据
え
る
視
線
が
集
落
内
に
創
出
さ
れ
、
維
持
さ

れ
る
こ
と
に
よ
り
、
規
律
主
体
は
機
能
し
、
住
民
の
ル
ー
ル
遵
守
は
実
効
性
を

持
ち
得
た
（p29

）」
と
解
釈
し
て
、
ア
グ
ラ
ワ
ル
の
見
た
「
主
体
形
成
」
の
プ

ロ
セ
ス
に
対
し
て
肯
定
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る

）
31
（

。

　

確
か
に
、
彼
ら
の
み
た
も
の
は
あ
る
種
の
「
整
合
化
」
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
や
住
民
を
「
味
方
」
に
し
て
環
境
保
全
を
達
成
し
た
い
当
局
や
環
境
問
題

の
専
門
家
に
と
っ
て
は
、
理
想
的
な
整
合
化
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
地
方
分
権
や
住
民
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
と
い
う
参
加
型
ア
プ
ロ
ー
チ

の
も
う
ひ
と
つ
の
目
的
に
照
ら
し
て
考
え
れ
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
挙
げ

た
タ
イ
東
北
部
の
事
例
に
お
い
て
も
、
住
民
が
「
自
主
的
に
」
国
家
と
協
力
し

な
が
ら
共
有
林
の
保
全
を
強
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
「
協
治
」
の
好
例
と
み
な

す
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
が

）
32
（

、「
フ
ォ
ー
マ
ル
化
」
や
「
領
域
化
」
と
い
っ
た

国
家
の
支
配
に
付
随
す
る
新
た
な
問
題
を
取
り
上
げ
て
、
資
源
管
理
の
分
権
化

に
名
を
借
り
た
、
実
質
的
な
国
家
管
理
の
強
化
が
起
こ
っ
て
い
る
と
み
る
こ
と

も
で
き
る
。
同
じ
現
象
を
異
な
る
立
場
か
ら
解
釈
す
る
と
、
見
解
は
真
二
つ
に

割
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

本
稿
の
例
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
自
生
的
進
化
と
理
念
的
設
計
は
、
多
く
の

場
合
そ
れ
ら
を
担
う
ア
ク
タ
ー
が
異
な
る
。
そ
の
た
め
、
力
関
係
と
調
整
プ
ロ

セ
ス
次
第
で
整
合
化
の
パ
タ
ー
ン
に
も
違
い
が
生
じ
、
結
果
と
し
て
異
な
る
潜

在
力
と
課
題
を
抱
え
る
に
至
る
。
調
整
に
か
か
わ
る
ア
ク
タ
ー
の
能
力
と
整
合

化
の
結
果
次
第
で
は
、「
上
」
と
「
下
」
の
制
度
改
善
へ
の
動
機
が
非
常
に
高

い
場
合
に
お
い
て
も
、
両
者
の
深
刻
な
対
立
が
生
じ
う
る
。
そ
し
て
究
極
的
に

は
、
参
加
型
ア
プ
ロ
ー
チ
の
二
つ
の
目
的
に
あ
る
よ
う
に
、
行
政
側
（
あ
る
い

は
公
共
の
権
利
や
享
受
す
る
サ
ー
ビ
ス
）
と
住
民
側
（
特
定
の
地
域
や
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
に
与
え
ら
れ
る
権
利
や
サ
ー
ビ
ス
）
の
ど
ち
ら
を
よ
り
重
視
す
る
か
と

い
う
規
範
的
な
問
題
に
ま
で
至
っ
て
し
ま
う
。

　

こ
の
よ
う
な
「
上
」
と
「
下
」、
す
な
わ
ち
運
動
側
と
行
政
側
が
は
ら
む
潜

在
的
な
対
立
は
、
参
加
型
ア
プ
ロ
ー
チ
に
不
可
避
な
ジ
レ
ン
マ
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
お
そ
ら
く
そ
う
で
あ
ろ
う
。
私
た
ち
は
、
整
合
化
と
い
う
概
念
や
厳
密
な

意
味
で
の
制
度
に
過
度
に
囚
わ
れ
て
は
い
け
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら

か
ら
こ
ぼ
れ
お
ち
る
（
が
、
こ
れ
ら
の
存
立
に
不
可
欠
な
）
要
素
、
例
え
ば
制

度
の
「
あ
そ
び
」
の
部
分
や
運
用
上
の
工
夫
、
制
度
の
中
で
生
活
す
る
住
民
や

役
人
の
、
立
場
を
超
え
た
「
生
身
の
感
覚
や
関
係
」、
環
境
イ
シ
ュ
ー
の
多
元

性
や
生
活
イ
シ
ュ
ー
と
の
相
互
関
連
性
の
認
識
な
ど
が
、
こ
の
よ
う
な
ジ
レ
ン

マ
を
乗
り
越
え
る
（
あ
る
い
は
や
り
過
ご
す
）
上
で
重
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ



制度の理念的設計・自生的進化とその整合化

45

う
か
。
少
な
く
と
も
、
結
果
と
し
て
生
ま
れ
た
制
度
と
制
度
間
の
関
係
だ
け
に

注
目
す
る
の
で
は
な
く
、
関
連
す
る
様
々
な
制
度
を
構
成
す
る
個
人
や
組
織
の

対
立
や
競
合
、
そ
の
他
の
相
互
作
用
も
含
ん
だ
か
た
ち
で
の
動
態
的
な
プ
ロ
セ

ス
を
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
一
時
的
な
対
立
や
競
合
は
、
長
い
目
で

み
れ
ば
住
民
の
交
渉
能
力
の
強
化
に
つ
な
が
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
行
政
が
よ

り
柔
軟
に
対
応
す
る
能
力
を
養
う
か
も
し
れ
な
い
。
両
者
間
の
対
話
を
通
し
て

相
互
理
解
や
共
感
が
芽
生
え
、
信
頼
関
係
が
深
ま
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
両
者

を
調
整
す
る
新
た
な
ア
ク
タ
ー
の
出
現
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
偶
発
的
な
要
因

に
よ
っ
て
、
対
立
し
な
が
ら
も
徐
々
に
関
係
改
善
が
図
ら
れ
て
い
く
か
も
し
れ

な
い
。

　

静
態
的
な
立
場
に
立
て
ば
、
地
域
社
会
と
外
部
者
が
協
働
し
て
環
境
対
策
を

実
施
し
て
い
く
た
め
に
は
、
外
部
へ
の
対
応
力
を
備
え
た
強
い
社
会
、
柔
軟

か
つ
効
率
的
な
行
政
、
そ
し
て
両
者
が
対
話
す
る
場
の
醸
成
な
ど
が
必
要
条
件

と
な
ろ
う
が
、
途
上
国
の
農
村
で
こ
れ
ら
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
は
通
常

非
常
に
少
な
い
。
し
か
し
、
動
態
的
な
立
場
に
立
て
ば
、
現
時
点
で
条
件
が
満

た
さ
れ
な
く
て
も
悲
観
的
に
な
る
必
要
は
な
い
。
結
局
、
時
と
し
て
対
立
・
競

合
し
な
が
ら
も
、
互
い
に
高
め
あ
い
調
整
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
粘
り
強
く
続

け
て
い
く
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
解
決
策
の
束
を
見
つ
け
て
い
く
べ
き
な
の
だ
ろ

う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
時
間
を
か
け
た
努
力
と
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
制

度
の
地
域
化
・
柔
軟
性
の
獲
得
こ
そ
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
主
義
に
代
表
さ

れ
る
外
部
の
要
請
と
、
ロ
ー
カ
ル
な
要
求
と
を
つ
な
ぐ
大
き
な
力
と
な
る
と
信

じ
た
い
。

＊
本
稿
は
、
二
〇
一
〇
年
五
月
二
十
九
日
に
開
催
さ
れ
た
南
山
大
学
社
会
倫
理

研
究
所
設
立
三
〇
周
年
記
念
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
誰
が
環
境
問
題
に
つ
い
て

考
え
る
の
か―

環
境
政
策
に
お
け
る
地
域
レ
ベ
ル
の
視
点
と
取
り
組
み
の
重
要

性
」
で
報
告
し
た
レ
ジ
ュ
メ
や
議
論
に
沿
っ
て
、
以
下
を
加
筆
修
正
し
た
も
の

で
あ
る
。
生
方
史
数
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
林
政
策
と
要
求
の
せ
め
ぎ
あ
い―

タ
イ

の
事
例
か
ら
」
市
川
昌
弘
・
生
方
史
数
・
内
藤
大
輔
編
『
熱
帯
ア
ジ
ア
の
人
々

と
森
林
管
理
制
度―

現
場
か
ら
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
』
人
文
書
院
、二
〇
一
〇
年
、

一
〇
九―

一
二
七
ペ
ー
ジ

注
（
１
）
　

C
ooke, B

 and K
othari, U

. eds. Participation: the N
ew

 Tyranny?  L
ondon, 

Zed B
ooks. 2001.

（
２
）
　

Jam
arik, S

. et al. P
a C

hum
chon nai P

athet T
hai: N

eaw
 T

hang K
an 

phatthana 1, Pa Fon K
het R

on K
ap P

hap R
uam

 khong Pa C
hum

chon nai 

Prathet T
hai. B

angkok, Sathaban C
hum

chon T
hongthin P

hatthana, 1993. 

に

よ
る
定
義
（p163

）。
一
部
修
正
し
て
あ
る
。

（
３
）
　

藤
田
渡
「
タ
イ
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
林
法
」
の
17
年―

論
争
の
展
開
に
み
る
政

治
的
・
社
会
的
構
図
」『
東
南
ア
ジ
ア
研
究
』
四
六
巻
三
号
、
二
〇
〇
八
年
、

四
四
二―

四
六
七
ペ
ー
ジ

（
４
）
　

プ
ラ
ト
ー
ン
・
コ
モ
ン
（
正
木
幹
生
訳
）「
森
林
局
（
R 

F 

D
）
の
社
会
林
業

に
対
す
る
取
り
組
み
」
赤
羽
武
ら
『
タ
イ
に
お
け
る
社
会
林
業
推
進
の
た
め
の
連

携
協
力
体
制
の
制
度
化
に
関
す
る
研
究
』
財
団
法
人
国
際
開
発
高
等
教
育
機
構
、

一
九
九
四
年
、
十
八―

二
五
ペ
ー
ジ

（
５
）
　

C
hristensen, S. R

. and R
abibhadana, A

. 1994. “ E
xit, Voice, and the 

D
epletion of O

pen A
ccess R

esources: the Political B
ases of P

roperty R
ights 

in T
hailand.”  L

aw
 and Society R

eview
 28(3). 1994. p. 639― 656.

（
６
）
　

審
議
の
経
緯
、
争
点
や
政
治
背
景
に
関
し
て
は
、
前
掲
の
藤
田
論
文
に
詳
し
い
。
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な
お
彼
は
、
二
〇
〇
七
年
一
一
月
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
林
法
案
が
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
後

の
立
法
議
会
に
お
い
て
可
決
し
た
こ
と
を
論
争
の
一
応
の
決
着
と
し
て
捉
え
て
い

る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
可
決
し
た
法
案
の
一
部
が
憲
法
違
反
に
あ
た
る
と
し
て
、

一
部
の
議
員
が
憲
法
裁
判
所
に
審
理
を
求
め
て
お
り
、
法
案
は
ま
だ
実
効
性
を
も
っ

て
い
な
い
。

（
７
）
　

P
ragtong, K

. and T
hom

as, D
. E

. 1990. “ E
volving M

anagem
ent System

s in 

T
hailand.” In Poffenberger, M

. ed., K
eepers of the Forest: L

and M
anagem

ent 

A
lternatives in Southeast A

sia. W
est H

artford, K
um

arian P
ress. 1990. p. 

167― 186.

（
８
）
　

プ
ラ
ト
ー
ン
（
前
掲
）
参
照
。
な
お
、
タ
ン
ボ
ン
（tam

bon: sub-district

）
は

地
方
行
政
の
単
位
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
郡
（am

phoe: district

）
の
下
位
、
村

（m
uban: village

）
の
上
位
レ
ベ
ル
に
位
置
す
る
。
後
述
す
る
通
り
、
一
九
九
〇
年

代
以
降
、
こ
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
自
治
機
能
が
強
化
さ
れ
て
き
て
い
る
。

（
９
）
　

民
法
典
の
中
で
、
公
共
地
（
国
有
地
の
区
分
の
ひ
と
つ
）
の
区
分
の
ひ
と
つ
と
し

て
、「
共
用
地
（
人
民
の
共
同
の
利
用
に
供
さ
れ
る
土
地

：thidin sam
rap phonla 

m
uang chai ruam

 kan

）」
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
重
冨
真
一
『
タ
イ
農
村
の
開
発

と
住
民
組
織
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
一
九
九
六
年
お
よ
び
重
冨
真
一
「
タ
イ
に

お
け
る
「
共
有
地
」
に
関
す
る
土
地
制
度
」
水
野
広
祐
・
重
富
真
一
編
『
東
南
ア
ジ

ア
農
村
の
開
発
と
土
地
制
度
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
一
九
九
七
年
、
二
六
三―

三
〇
三
ペ
ー
ジ
を
参
照
。
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
共
用
地
に
限
ら
ず
、
住

民
が
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
に
共
同
保
有
し
て
い
る
土
地
を
「
共
有
地
（thi satharana 

prayot

）」
と
記
述
す
る
。
共
有
林
は
、
い
わ
ば
池
や
沼
な
ど
の
水
域
と
並
ん
で
存

在
す
る
共
有
地
の
一
種
で
あ
る
。

（
10
）
　

重
冨
真
一
（
前
掲
）
を
参
照
。

（
11
）
　

O
tsuka, K

. and P
lace, F. eds. L

and Tenure and N
atural R

esource 

M
anagem

ent: A
 C

om
parative Study of A

grarian C
om

m
unities in A

sia and 

A
frica. B

altim
ore and L

ondon, John H
opkins U

niversity P
ress. 2001.

（
12
）
　

G
anjanapan, A

. L
ocal C

ontrol of L
and and Forest: C

ultural D
im

entions of 

R
esource M

anagem
ent in N

orthern T
hailand. C

hiang M
ai, R

C
SD

, Faculty of 

Social Sciences, C
hiang M

ai U
niversity. 2000. 

ま
た
、
コ
モ
ン
ズ
の
制
度
化
に

関
す
る
経
済
学
者
と
人
類
学
者
の
見
識
の
相
違
に
関
し
て
は
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た

い
。
生
方
史
数
「
コ
モ
ン
ズ
に
お
け
る
集
合
行
為
の
2
つ
の
解
釈
と
そ
の
相
互
補
完

性
」『
国
際
開
発
研
究
』
一
六
巻
一
号
、
二
〇
〇
七
年
、
五
五―

六
七
ペ
ー
ジ

（
13
）
　

永
井
史
男
「
タ
イ
の
地
方
自
治
制
度
改
革―

地
方
分
権
委
員
会
を
中
心
に
」
作
本

直
行
・
今
泉
慎
也
編
『
ア
ジ
ア
の
民
主
化
過
程
と
法―

フ
ィ
リ
ピ
ン
・
タ
イ
・
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
の
比
較
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
二
〇
〇
三
年
、
二
七
三―

三
一
〇
ペ
ー

ジ

（
14
）
　

と
は
い
え
、
タ
ン
ボ
ン
自
治
体
は
、
人
材
、
資
金
の
両
面
で
そ
の
能
力
に
未
だ
大

き
な
制
約
を
抱
え
て
い
る
。
実
際
に
実
施
さ
れ
る
事
業
の
ほ
と
ん
ど
は
、
域
内
の
道

路
建
設
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
で
あ
る
。

（
15
）
　

二
〇
〇
三
年
度
K
郡
開
発
計
画
よ
り
。

（
16
）
　

U
bukata, F. T

he Institutional Form
ation P

rocess of C
om

m
unal Forest 

M
anagem

ent in N
ortheast T

hai Villages. K
yoto W

orking Papers on A
rea 

Studies N
o. 7 (G

-C
O

E
 Series 5), K

yoto: C
enter for Southeast A

sian Studies, 

K
yoto U

niversity. 2008.

（
17
）
　

彼
は
も
と
も
と
村
内
の
住
民
で
あ
っ
た
が
、
方
々
へ
の
出
稼
ぎ
の
あ
と
、
軍
に
入

隊
し
、
そ
の
後
三
〇
歳
で
出
家
し
て
か
ら
、
紆
余
曲
折
を
経
て
こ
の
地
に
戻
っ
て
き

た
。
よ
っ
て
、
村
か
ら
み
て
内
部
者
で
も
あ
り
外
部
者
で
も
あ
る
両
義
的
な
存
在
だ

と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

（
18
）
　

二
〇
〇
二
年
度
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
森
林
資
源
保
護
優
良
事
例
選
考
委
員
会
の
資
料
よ

り
。

（
19
）

　

K
ono, Y.; Suapati, S. and Takeda, S.“ D

ynam
ics of U

pland U
tilization and 

Forest L
and M

anagem
ent: A

 C
ase Study in Yasothon P

rovince, N
ortheast 

T
hailand.”  Southeast A

sian Studies 32(1). 1994. p. 3― 33.

（
20
）
　

ヘ
ッ
ト
・
プ
ア
ッ
ク
と
呼
ば
れ
る
キ
ノ
コ
は
、
高
値
（
一
キ
ロ
一
七
〇―

二
〇
〇

バ
ー
ツ
）
で
取
引
さ
れ
て
い
る
。

（
21
）
　

ガ
ム
ナ
ン
（kam

nan

）
は
、
タ
ン
ボ
ン
の
顔
役
と
し
て
内
務
省
直
轄
の
地
方
行

政
を
司
る
。
村
長
（puyai ban

）
の
中
か
ら
立
候
補
し
た
者
が
、
選
挙
に
よ
っ
て
選

ば
れ
る
。

（
22
）
　

森
林
保
護
住
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
委
員
会
の
資
料
よ
り
。
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（
23
）
　

葉
山
ア
ツ
コ
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
森
林
管
理―

自
治
に
よ
る

公
共
空
間
の
創
造
に
つ
な
が
る
の
か
」
市
川
昌
広
・
生
方
史
数
・
内
藤
大
輔
編
『
熱

帯
ア
ジ
ア
の
人
々
と
森
林
管
理
制
度―

現
場
か
ら
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
』
人
文
書
院
、

二
〇
一
〇
年
、
八
七―

一
〇
八
ペ
ー
ジ

（
24
）
　

も
ち
ろ
ん
、
立
地
条
件
や
生
業
の
違
い
に
起
因
す
る
部
分
も
大
き
い
と
考
え
ら
れ

る
。
タ
イ
に
お
い
て
も
、
山
間
地
の
畑
作
地
域
や
焼
畑
地
域
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

林
関
連
の
事
業
が
想
定
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
像
や
土
地
利
用
の
実
態
と
の
乖
離
が
大

き
く
、
結
果
と
し
て
一
部
を
除
い
て
事
業
が
あ
ま
り
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
印
象
を

受
け
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
C 

B 

F 

M
の
制
度
設
計
そ
の
も
の
に
も
問
題
が
多

い
。
葉
山
（
前
掲
）
に
よ
れ
ば
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
支
援
対
象
は
、
協
同
組
合
な
ど
の

フ
ォ
ー
マ
ル
な
住
民
組
織
に
限
ら
れ
、
よ
り
機
能
し
う
る
と
思
わ
れ
る
イ
ン
フ
ォ
ー

マ
ル
な
組
織
は
対
象
外
と
な
っ
て
し
ま
う
。

（
25
）
　

Peluso, N
. L

. “ From
 C

om
m

on P
roperty R

esources to Territorializations: 

R
esource M

anagem
ent in the Tw

enty-first C
entury.”  In C

uasay, P. and 

Vaddhanaphuti, C
. eds., C

om
m

onplaces and C
om

parisons: R
em

aking E
co-

political Spaces in Southeast A
sia. C

hiang M
ai, R

C
SD

, Faculty of Social 

Sciences, C
hiang M

ai U
niversity. 2005. p. 1― 10.

（
26
）
　

重
冨
真
一
「
東
北
タ
イ
一
農
村
の
10
年―

高
成
長
と
経
済
危
機
で
村
人
の
生
活

は
ど
う
変
わ
っ
た
か―

」『
ア
ジ
ア
経
済
』
四
四
巻
三
号
、
二
〇
〇
三
年
、
五
〇―

八
九
ペ
ー
ジ

（
27
）
　

H
ayek, F. A

. von R
ules and O

rder, Vol. 1 of L
aw

, L
egislation and Liberty: 

A
 N

ew
 Statem

ent of the L
iberal P

rinciples of Justice and Political E
conom

y. 

C
hicago, U

niversity of C
hicago P

ress. 1973.

（『
法
と
立
法
と
自
由
Ⅰ：

ル
ー
ル

と
秩
序
』、
矢
島
欽
次
・
水
吉
俊
彦
訳
、
春
秋
社
、
二
〇
〇
七
年
）

（
28
）
　

鈴
村
興
太
郎
「
制
度
の
理
性
的
設
計
と
社
会
的
選
択
」
鈴
村
興
太
郎
・
長
岡
貞

男
・
花
崎
正
晴
編
『
経
済
制
度
の
生
成
と
設
計
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
、

十
七―

五
三
ペ
ー
ジ

（
29
）
　

生
方
史
数
・
市
川
昌
広
・
内
藤
大
輔
「
ロ
ー
カ
ル
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
グ
ロ
ー
バ
ル

を
つ
な
ぐ
」
市
川
昌
広
・
生
方
史
数
・
内
藤
大
輔
編
『
熱
帯
ア
ジ
ア
の
人
々
と
森
林

管
理
制
度―

現
場
か
ら
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
』
人
文
書
院
、
二
〇
一
〇
年
、
二
四
三―

二
六
一
ペ
ー
ジ

（
30
）
　

A
graw

al, A
. E

nvironm
entality: Technologies of G

overnm
ent and the M

aking 

of Subjects. D
urham

 and L
ondon, D

uke U
niversity P

ress. 2005.

（
31
）
　

久
保
英
之
「
熱
帯
林
地
域
に
お
け
る
森
林
保
全
と
住
民
生
計
の
関
係
性―

分
権
型

森
林
管
理
を
所
与
の
条
件
と
し
て
」『
国
際
開
発
研
究
』
一
八
巻
一
号
、
二
〇
〇
九

年
、
二
三―

三
五
ペ
ー
ジ

（
32
）
　

協
治
と
は
、
中
央
政
府
、
地
方
自
治
体
、
住
民
、
企
業
、
N 

G 

O
・
N 

P 

O
、

地
球
市
民
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
主
体
が
協
働
し
て
資
源
管
理
を
行
う
仕
組
み
（p140

）

の
こ
と
で
あ
る
。
井
上
真
『
コ
モ
ン
ズ
の
思
想
を
求
め
て―

カ
リ
マ
ン
タ
ン
の
森
で

考
え
る
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年


