
●
は
じ
め
に

　

二
〇
一
一
年
に
発
足
し
た
ミ
ャ
ン

マ
ー
の
新
政
権
は
、
二
〇
〇
八
年
憲
法

で
定
め
ら
れ
た
政
治
的
枠
組
み
の
下
で

多
く
の
改
革
を
実
行
し
て
い
る
。
新
た

な
制
度
や
政
策
は
、
直
接
も
し
く
は
間

接
に
国
民
一
人
ひ
と
り
の
生
業
や
生
活

に
様
々
な
か
た
ち
で
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
る
に
違
い
な
い
。
と
は
い
え
、
都
市

で
忙
し
く
動
き
回
っ
て
い
る
一
部
の
高

学
歴
の
面
々
や
町
住
み
の
商
売
人
ら
と

比
べ
る
と
、
地
方
の
農
山
村
に
住
む
人

び
と
へ
届
い
て
い
る
影
響
や
恩
恵
は
そ

れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
だ
ろ
う
。
そ
も
そ

も
国
家
の
仕
組
み
が
変
わ
っ
た
と
い
っ

て
も
、
二
年
や
そ
こ
ら
で
農
村
の
暮
ら

し
に
劇
的
な
変
化
は
も
た
ら
さ
れ
な
い

の
か
も
し
れ
な
い
。
一
方
で
ミ
ャ
ン

マ
ー
国
民
の
多
く
は
農
村
部
に
住
ん
で

い
る
。
新
政
府
に
よ
る
改
革
の
成
果
や

課
題
を
論
じ
る
と
き
に
、
地
方
農
村
の

実
態
は
無
視
で
き
な
い
。

　

筆
者
は
二
〇
一
三
年
八
月
に
、
過
去

に
調
査
で
訪
れ
た
こ
と
の
あ
る
農
村
を

い
く
つ
か
再
訪
し
た
。
本
稿
で
は
、
そ

の
時
に
見
聞
き
し
た
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
地

方
農
村
に
お
け
る
最
近
の
変
化
を
拾
い

集
め
て
、
ポ
ス
ト
軍
政
の
三
年
間
と
そ

の
将
来
を
考
え
る
手
が
か
り
と
し
て
提

供
し
た
い
。

●�

村
役
場
の
活
気
―
農
地
法
と
農

業
ロ
ー
ン
―

　

二
〇
一
三
年
八
月
半
ば
、
ザ
ガ
イ
ン

地
方
域
（
管
区
）
モ
ン
ユ
ワ
ー
県
内
の

あ
る
農
村
を
訪
ね
た
。
国
土
の
中
心
に

広
が
る
中
央
乾
燥
平
原
の
ち
ょ
う
ど
真

ん
中
辺
り
で
あ
る
。
こ
こ
の
調
査
村
に

は
軍
政
時
代
の
二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇

〇
九
年
ま
で
毎
年
通
っ
て
い
た
が
、
今

回
の
訪
問
は
四
年
ぶ
り
で
あ
っ
た
。

　

ま
ず
、
以
前
の
よ
う
に
車
道
沿
い
の

村
落
区
の
役
場
兼
集
会
所
に
顔
を
出
し

た
。
こ
こ
で
村
落
区
の
顔
役
に
す
ぐ
に

会
え
る
と
は
期
待
し
て
い
な
い
。
役
場

は
だ
い
た
い
誰
も
居
ら
ず
閑
散
と
し
て

い
る
も
の
で
、
近
所
に
住
む
人
た
ち
や

周
り
の
喫
茶
店
で
た
む
ろ
し
て
い
る
人

た
ち
に
、
と
り
あ
え
ず
客
の
来
訪
を

知
っ
て
も
ら
い
、
彼
ら
に
村
落
区
長
ら

の
居
場
所
を
聞
い
て
こ
ち
ら
か
ら
押
し

か
け
た
り
、
誰
か
に
呼
ん
で
き
て
も

ら
っ
た
り
し
て
用
を
済
ま
せ
て
き
た
。

　

し
か
し
、
今
回
は
様
子
が
以
前
と

違
っ
た
。
役
場
の
な
か
で
一
〇
名
以
上
の

職
員
が
熱
心
に
デ
ス
ク
ワ
ー
ク
に
励
ん

で
お
り
、
机
の
上
に
は
種
々
の
書
類
が

山
積
み
に
な
っ
て
い
る
。
聞
け
ば
、
村

民
へ
農
業
ロ
ー
ン
を
貸
し
出
す
た
め
の

審
査
と
承
認
の
作
業
中
だ
と
い
う
。
農

家
毎
の
ロ
ー
ン
申
請
額
と
農
地
耕
作
権

の
権
利
書
の
記
載
事
項
、
あ
る
い
は
圃

場
地
図
や
登
記
簿
の
記
録
を
確
認
し
な

が
ら
、
一
人
ひ
と
り
の
貸
付
額
を
決
定

し
、
最
後
に
一
〇
名
連
記
で
作
成
さ
れ

た
借
用
証
書
に
村
落
区
長
が
署
名
と
確

認
印
を
入
れ
て
い
る
。
役
場
の
事
務
職

員
に
加
え
て
、
ロ
ー
ン
の
貸
し
手
で
あ

る
農
業
開
発
銀
行
や
圃
場
地
図
や
登
記

簿
を
管
理
す
る
土
地
統
計
局
の
職
員
も

一
緒
に
作
業
を
し
て
い
る
。
新
し
く
選

挙
で
選
ば
れ
た
と
い
う
村
落
区
長
も
や

る
気
満
々
で
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
片
手
に

活
発
に
動
き
回
っ
て
指
示
を
飛
ば
し
て

い
る
。（
以
前
、
こ
こ
の
村
落
区
長
は
郡

長
つ
ま
り
内
務
省
役
人
の
指
名
で
決
め

ら
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
任
期
が
終
わ
っ

た
直
後
が
一
番
元
気
だ
っ
た
。）
み
ん
な

何
日
も
こ
の
仕
事
に
か
か
り
っ
き
り
だ

が
、
疲
れ
よ
り
も
充
実
感
が
上
回
っ
て

い
る
よ
う
に
み
え
た
（
写
真
1
）。

　

こ
の
活
気
の
背
景
に
は
、
二
〇
一
二

年
に
制
定
さ
れ
た
新
し
い
農
地
法
が
あ

る
。
新
し
い
制
度
で
も
依
然
と
し
て
す

べ
て
の
農
地
は
国
有
で
、
農
民
に
与
え

写真 1　ある村落区の役場では、増額された農業
ローンの審査作業に忙しく、かつてない活気が
あった（2013 年 8 月　筆者撮影）

特集   ミャンマー改革の３年
─テインセイン政権の
  中間評価（2）─

松
田
正
彦

農
村
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変
わ
っ
た
か

―
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ャ
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マ
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ら
れ
る
の
は
耕
作
権
で
あ
る
が
、
農
地

の
売
買
や
抵
当
に
入
れ
る
権
利
な
ど
が

公
式
に
認
め
ら
れ
た
。
一
年
お
き
に
耕

作
権
が
更
新
さ
れ
て
い
た
従
来
の
制
度

と
比
べ
る
と
、
農
民
側
の
権
利
は
少
な

か
ら
ず
強
化
さ
れ
て
お
り
、
人
び
と
に

好
意
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
村
で
は
二
〇
一
三
年
六
月
末
に
農
地

の
権
利
書
が
発
行
さ
れ
た
と
い
う
。
以

前
の
安
っ
ぽ
い
冊
子
と
は
違
う
、
透
か

し
入
り
の
シ
ー
ル
が
貼
ら
れ
た
上
質
で

厚
手
の
権
利
書
を
見
せ
て
く
れ
た
。
つ

ま
り
、
こ
の
村
役
場
で
は
、
新
し
い
土

地
制
度
に
な
っ
て
か
ら
初
め
て
の
農
業

ロ
ー
ン
の
貸
し
付
け
審
査
が
行
わ
れ
て

い
た
の
だ
。

　

国
営
の
農
業
開
発
銀
行
に
よ
る
農
家

向
け
貸
し
付
け
は
、
今
に
始
ま
っ
た
も

の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
新
農
地
法
の

施
行
と
歩
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
融
資
額

が
大
き
く
増
や
さ
れ
た
た
め
、
農
家
の

関
心
は
前
よ
り
か
な
り
高
ま
っ
て
い

る
。
具
体
的
に
は
、
水
田
を
耕
作
し
て

い
れ
ば
一
エ
ー
カ
ー
あ
た
り
一
〇
万

チ
ャ
ッ
ト
（
約
一
万
円
）、
畑
地
だ
と

同
じ
く
二
万
チ
ャ
ッ
ト
の
融
資
が
半
年

間
受
け
ら
れ
る
。
単
位
面
積
あ
た
り
の

融
資
額
は
こ
れ
ま
で
に
も
徐
々
に
増
や

さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
二
年
で
倍
額
以

上
へ
と
一
気
に
ア
ッ
プ
し
た
。
運
用
に

地
域
差
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
こ
の
辺
り

で
は
農
地
一
〇
エ
ー
カ
ー
分
、
つ
ま
り

一
〇
〇
万
チ
ャ
ッ
ト
（
約
一
〇
万
円
）

を
融
資
の
上
限
と
し
て
お
り
、
利
子
は

半
年
で
八
・
五
％
で
あ
っ
た
。
月
利
一

〇
％
が
相
場
で
あ
る
無
担
保
の
ヤ
ミ
金

融
や
、
そ
れ
よ
り
も
高
い
利
子
率
に
相

当
す
る
こ
と
も
あ
る
収
穫
物
の
前
売
り

（
参
考
文
献
①
）
に
比
べ
る
と
、
か
な

り
の
好
条
件
で
あ
る
。
実
際
に
、
農
地

を
持
つ
村
人
の
ほ
ぼ
全
員
が
喜
ん
で

ロ
ー
ン
を
申
請
し
て
い
る
。

　

村
役
場
で
作
業
を
急
ぎ
進
め
て
い
た

村
落
区
長
や
職
員
た
ち
に
も
、
村
人
の

融
資
に
対
す
る
期
待
の
大
き
さ
や
農
地

の
権
利
が
公
式
に
認
め
ら
れ
た
喜
び
が

伝
わ
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。

　

さ
て
、
借
り
た
農
業
ロ
ー
ン
の
使
途

は
詳
し
く
調
べ
て
い
な
い
が
、
他
地
域

で
は
農
業
ロ
ー
ン
を
元
手
に
小
型
耕
耘

機
を
導
入
し
た
人
も
い
た
。
お
そ
ら

く
、
貸
し
手
側
の
期
待
ど
お
り
、
そ
れ

な
り
に
農
業
生
産
活
動
へ
投
入
さ
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
。
他
方
、
一
般
に
農
村

で
の
お
金
の
流
れ
は
活
発
に
な
っ
て
い

る
。

　

農
村
で
も
新
し
い
小
型
バ
イ
ク
や
発

電
用
ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ
ル
が
よ
く
目
に
つ

く
。
地
域
内
で
相
対
的
に
貧
し
い
調
査

村
に
お
い
て
も
、
全
三
六
世
帯
の
三
分

の
二
に
あ
た
る
二
四
世
帯
が
小
型
バ
イ

ク
を
所
有
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

前
に
調
査
し
て
い
た
頃
か
ら
徐
々
に
バ

イ
ク
が
増
え
て
き
て
は
い
た
が
、
四
年

前
は
村
に
ま
だ
九
台
だ
け
だ
っ
た
の

で
、
多
く
が
つ
い
最
近
購
入
し
た
も
の

だ
。
以
前
は
牛
車
や
自
転
車
、
乗
り
合

い
ト
ラ
ッ
ク
な
ど
を
乗
り
継
が
な
い
と

大
き
な
町
ま
で
出
ら
れ
な
か
っ
た
の

で
、
ず
い
ぶ
ん
便
利
に
な
っ
た
と
い

う
。
ち
な
み
に
バ
イ
ク
の
価
格
は
中
国

製
の
新
車
で
五
〇
万
チ
ャ
ッ
ト
（
約
五

万
円
）
程
度
だ
。
ま
た
、
ソ
ー
ラ
ー
パ

ネ
ル
は
小
型
の
も
の
だ
と
一
枚
三
万

チ
ャ
ッ
ト
程
度
で
手
に
入
る
。
こ
の
村

で
は
七
世
帯
が
自
ら
購
入
し
て
所
有
し

て
お
り
（
以
前
は
国
際
援
助
機
関
に

よ
っ
て
供
与
さ
れ
た
ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ
ル

が
村
に
ひ
と
つ
だ
け
あ
っ
た
）、
電
灯
は

も
ち
ろ
ん
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
プ
レ
ー
ヤ
ー
も
使

え
る
。
こ
う
い
っ
た
モ
ノ
の
急
速
な
普

及
は
、
今
回
再
訪
し
た
ほ
と
ん
ど
の
農

村
で
共
通
し
て
み
ら
れ
た
（
写
真
2
）。

●�

農
業
普
及
員
の
仕
事
―
計
画
栽

培
の
緩
和
―

　

別
の
日
、
上
述
の
調
査
村
を
管
轄
す

る
農
業
局
の
郡
事
務
所
に
足
を
運
ん

だ
。
こ
こ
は
農
業
灌
漑
省
の
出
先
機
関

で
、
農
業
技
術
の
普
及
を
主
に
担
っ
て

い
る
。
以
前
、
統
計
情
報
の
収
集
や
農

村
調
査
の
ア
レ
ン
ジ
を
手
伝
っ
て
く
れ

て
い
た
女
性
職
員
が
、
郡
事
務
所
の

ト
ッ
プ
に
あ
た
る
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
職
に

昇
進
し
て
い
た
。
彼
女
も
業
務
に
忙
し

そ
う
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
日
は
調
査
村

ま
で
同
行
し
て
く
れ
る
と
い
う
。
前
に

何
度
も
一
緒
に
通
っ
た
村
で
あ
る
。

　

調
査
村
ま
で
の
道
す
が
ら
彼
女
に
仕

事
上
の
変
化
に
つ
い
て
話
を
聞
く
な
か

で
、
郡
に
割
り
当
て
ら
れ
る
イ
ネ
の
計

画
栽
培
面
積
が
減
り
、
計
画
達
成
に
対

す
る
当
局
の
圧
力
も
弱
く
な
っ
て
い
る

こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。

　

社
会
主
義
時
代
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
農
政

は
、
農
地
の
国
有
、
政
府
へ
の
供
出
、

そ
し
て
計
画
栽
培
を
軸
と
し
て
い
た

（
農
政
の
変
遷
と
現
状
は
参
考
文
献
②

に
詳
し
い
）。
こ
の
基
本
的
な
枠
組
み

は
軍
政
期
に
も
継
続
さ
れ
、
特
に
イ
ネ

は
最
重
要
な
作
目
で
あ
っ
た
。
稲
作
の

適
地
で
は
余
剰
米
の
確
保
を
追
求
し
、

写真 2　ミャンマーの農村にも小型バイクや農業用
機械をはじめ、発電用ソーラーパネルや携帯電話
などが普及しつつある（2013 年 8 月　筆者撮影）

農村は変わったか ―ミャンマー地方点描―
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不
適
地
で
あ
っ
て
も
郡
毎
の
米
自
給
率

の
向
上
を
目
指
し
て
、
イ
ネ
の
計
画
栽

培
面
積
は
大
き
く
設
定
さ
れ
て
き
た
。

そ
し
て
、
と
き
に
は
強
制
力
を
も
っ
て

計
画
が
遂
行
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

米
の
供
出
制
度
は
二
〇
〇
三
年
に
廃
止

さ
れ
た
が
、
そ
の
後
も
イ
ネ
の
計
画
面

積
の
割
り
当
て
は
続
い
て
い
た
。

　

彼
女
に
よ
る
と
、
こ
の
計
画
栽
培
制

が
か
な
り
緩
和
さ
れ
た
と
い
う
。
道
中

に
あ
る
小
さ
な
灌
漑
ダ
ム
の
脇
を
通
り

な
が
ら
、
現
在
の
様
子
を
話
し
て
く
れ

た
。
こ
の
ダ
ム
の
受
益
農
地
で
は
、
割

り
当
て
ら
れ
た
イ
ネ
計
画
面
積
を
、
今

年
は
四
分
の
一
し
か
達
成
で
き
そ
う
に

な
い
け
れ
ど
も
、
農
業
局
と
し
て
は
特

に
強
く
作
付
け
を
促
す
こ
と
は
な
く
、

そ
れ
を
上
か
ら
咎
め
ら
れ
る
こ
と
も
な

い
そ
う
だ
。
そ
う
い
え
ば
、
私
た
ち
が

通
っ
て
い
た
調
査
村
で
は
マ
メ
な
ど
の

天
水
畑
作
し
か
な
か
っ
た
の
で
、
村
で

イ
ネ
の
計
画
栽
培
制
に
つ
い
て
の
苦
情

を
聞
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

当
時
こ
の
ダ
ム
の
界
隈
を
通
り
抜
け
る

と
き
、
イ
ネ
の
作
付
け
を
渋
っ
て
い
た

農
家
と
、
栽
培
計
画
を
実
行
す
べ
き
立

場
の
農
業
普
及
員
で
あ
る
彼
女
と
の
間

で
緊
張
感
の
漂
う
や
り
と
り
を
何
度
か

目
の
あ
た
り
に
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

降
雨
や
ダ
ム
の
貯
水
状
況
を
考
慮
す
る

こ
と
な
く
最
大
限
の
計
画
面
積
が
毎
年

割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
の
で
、
年
に

よ
っ
て
は
農
家
に
稲
作
を
無
理
強
い
す

る
状
況
が
あ
っ
た
の
だ
。
彼
女
に
よ
る

と
、
郡
全
体
に
割
り
当
て
ら
れ
る
イ
ネ

計
画
面
積
は
、
今
は
二
〇
一
一
年
比
で

三
割
ほ
ど
減
っ
て
い
る
と
い
う
。

　

同
じ
中
央
乾
燥
平
原
の
他
郡
で
も
、

イ
ネ
の
計
画
栽
培
制
に
お
け
る
変
化
が

は
っ
き
り
と
確
認
で
き
た
。
表
1
は
ミ

ン
ヂ
ャ
ン
郡
に
お
け
る
イ
ネ
の
計
画
面

積
と
実
際
の
作
付
面
積
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
。
ま
ず
、
二
〇
〇
九
年
度
と
二

〇
一
〇
年
度
の
数
値
を
み
る
と
、
イ
ネ

作
付
面
積
に
対
し
て
そ
れ
を
大
き
く
上

回
る
計
画
面
積
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
乖
離
が
米
増

産
へ
の
強
い
政
策
圧
力
を
暗
示
し
て
い

る
。
実
際
に
、
二
〇
一
〇
年
当
時
、
行

政
当
局
は
タ
バ
コ
な
ど
の
イ
ネ
と
競
合

可
能
性
が
あ
る
作
物
を
「
制
限
作
物
」

と
呼
び
、
そ
れ
ら
の
栽
培
を
抑
制
す
る

よ
う
農
業
局
に
指
示
し
て
い
た
。
農
業

局
の
普
及
員
た
ち
は
、
イ
ネ
を
植
え
さ

せ
た
い
当
局
と
他
の
作
目
を
望
む
農
家

と
の
狭
間
で
難
し
い
対
応
を
迫
ら
れ
て

い
た
。
し
か
し
、
二
〇
一
一
年
度
以

降
、
イ
ネ
計
画
面
積
は
四
分
の
一
ま
で

減
っ
た
。
そ
の
年
の
降
雨
状
況
な
ど
も

勘
案
し
な
が
ら
実
現
可
能
な
計
画
値
を

割
り
出
し
て
い
る
と
い
う
。
今
で
は

「
制
限
作
物
」
と
い
う
言
葉
も
使
わ
れ

な
く
な
り
、
地
目
上
の
「
水
田
」
に
タ

バ
コ
を
植
え
る
こ
と
も
許
さ
れ
て
い
る
。

　

今
は
過
渡
期
で
あ
る
の
で
、
そ
の
う

ち
に
振
り
子
の
揺
り
戻
し
が
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
新
し
い
農
地
法
で
は
、
農

地
地
目
や
栽
培
作
目
の
変
更
が
申
請
に

よ
っ
て
可
能
と
さ
れ
て
い
る
が
、
当
局

が
農
家
の
作
付
け
に
介
入
す
る
余
地
は

残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
の
と
こ

ろ
、
従
来
の
「
強
制
栽
培
」
の
姿
は
小

さ
く
な
っ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
稲
作
が
ミ
ャ
ン
マ
ー
農
政

で
重
要
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り

な
い
。
目
下
の
と
こ
ろ
農
業
局
は

「
エ
ー
カ
ー
あ
た
り
一
〇
〇
バ
ス
ケ
ッ

ト
（
＝
約
五
ト
ン
／
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
以

上
の
高
収
量
実
現
に
向
け
た
稲
作
技
術

一
四
カ
条
」
と
銘
打
っ
た
技
術
普
及
事

業
に
精
を
出
し
て
い
る
。
稲
作
面
積
の

確
保
よ
り
も
栽
培
技
術
の
集
約
化
へ
力

の
入
れ
ど
こ
ろ
を
シ
フ
ト
し
た
の
だ
。

あ
い
か
わ
ら
ず
の
生
産
偏
重
や
画
一
的

な
技
術
普
及
な
ど
に
議
論
の
余
地
が
あ

る
だ
ろ
う
が
、
末
端
の
行
政
機
関
の
ひ

と
つ
で
あ
る
農
業
局
の
郡
事
務
所
は
、

上
か
ら
降
り
て
く
る
計
画
面
積
か
ら
解

放
さ
れ
て
、
技
術
の
普
及
と
い
う
本
来

の
役
目
に
没
頭
し
て
い
る
。
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
で
あ
る
彼
女
の
顔
は
明
る
い
。

●�

少
数
民
族
の
目
に
映
る
中
央
政
府

　

シ
ャ
ン
州
の
州
都
タ
ウ
ン
ヂ
ー
の
南

方
に
あ
る
パ
オ
ー
族
の
農
村
を
訪
れ
た

の
は
二
〇
〇
九
年
以
来
で
あ
っ
た
。
こ

こ
は
、
半
世
紀
ほ
ど
前
に
自
給
的
な
焼

畑
農
耕
か
ら
の
移
行
を
始
め
、
商
業
的

な
山
地
農
業
を
発
展
さ
せ
た
地
域
だ
。

　

ミ
ャ
ン
マ
ー
に
お
け
る
多
数
派
民

族
、
ビ
ル
マ
族
が
多
く
居
住
す
る
中
央

乾
燥
平
原
と
違
い
、
国
土
の
周
縁
に
位

置
す
る
少
数
民
族
の
名
を
冠
し
た

「
州
」
で
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
中
央
政
府

の
関
与
の
度
合
い
に
濃
淡
が
あ
る
。
再

訪
し
た
村
は
、
パ
オ
ー
民
族
機
構
（
Ｐ

表 1　ミンヂャン郡におけるイネの作付面積と 
政府計画割り当て面積の変化

年度
作付面積（エーカー） 計画割り当て面積（エーカー）

計 雨季作 乾季作 計 雨季作 乾季作

2009 13,653 （データ無し） 36,573 （データ無し）

2010 19,971 16,917 3,054 36,968 33,668 3,300

2011 7,697 5,336 2,361 8,730 5,430 3,300

2012 5,533 4,167 1,366 7,095 5,430 1,665

（出所）�ミンヂャン郡農業局の資料より作成。
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Ｎ
Ｏ
）
と
い
う
少
数
民
族
組
織
が
政
治

的
に
支
配
し
て
き
た
エ
リ
ア
の
な
か
に

あ
る
。
Ｐ
Ｎ
Ｏ
は
、
長
い
反
政
府
活
動

の
後
、
約
二
〇
年
前
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
中

央
政
府
と
の
停
戦
に
合
意
し
、
そ
の
支

配
域
は
「
第
六
特
別
区
」
と
な
っ
た
。

こ
こ
で
は
一
定
の
自
治
権
が
認
め
ら

れ
、
中
央
政
府
の
行
政
網
が
完
全
に
は

行
き
届
い
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
農
村

で
は
、
極
一
部
を
除
い
て
圃
場
地
図
が

整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
農
地
の
登
記
簿
も

な
い
。
土
地
は
中
央
政
府
に
よ
っ
て
捕

捉
さ
れ
ず
、
そ
の
農
業
政
策
か
ら
隔
離

さ
れ
た
状
態
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ

の
村
は
先
述
し
た
計
画
栽
培
制
度
や
供

出
制
度
な
ど
の
枠
外
に
あ
っ
た
の
だ
。

そ
の
結
果
と
し
て
、
灌
漑
畑
地
で
の
集

約
的
な
ニ
ン
ニ
ク
栽
培
な
ど
、
稲
作
や

水
田
に
固
執
し
な
い
土
地
利
用
が
行
わ

れ
、
自
由
な
商
業
的
農
業
の
展
開
が
実

現
で
き
た
（
詳
し
く
は
参
考
文
献
③
）。

　

二
〇
〇
九
年
当
時
は
、
農
業
局
の
農

業
普
及
員
ら
が
職
務
の
た
め
に
車
道
か

ら
離
れ
た
農
地
へ
立
ち
入
る
こ
と
は
稀

で
あ
っ
た
。
統
計
に
必
要
な
情
報
も
、

農
家
か
ら
聞
き
取
っ
た
播
種
量
か
ら
作

付
面
積
を
推
計
し
た
り
、
村
長
の
申
告

し
た
数
値
が
用
い
ら
れ
た
り
し
て
い

た
。
も
ち
ろ
ん
村
人
の
側
は
中
央
政
府

の
管
理
下
に
置
か
れ
た
く
な
ど
な
い
の

で
、
こ
の
状
態
に
不
満
は
な
か
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
今
回
訪
問
し
て
み
る
と
、

村
人
の
意
識
が
当
時
か
ら
一
八
〇
度
変

わ
っ
て
い
た
。
今
、
彼
ら
は
自
ら
の
農

地
が
早
く
登
記
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で

い
る
。
売
買
や
抵
当
に
入
れ
る
権
利
が

公
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
求
め
て
い

る
。
こ
れ
ま
で
も
土
地
の
売
り
買
い
は

自
由
に
行
っ
て
い
た
の
で
、
今
の
ま
ま

で
も
不
自
由
は
な
い
だ
ろ
う
と
も
思
う

が
、
や
は
り
オ
ー
ソ
ラ
イ
ズ
さ
れ
た
権

利
に
は
魅
力
が
あ
る
よ
う
だ
。
圃
場
地

図
が
存
在
し
な
い
の
で
、
実
際
に
農
地

を
登
記
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
土
地
統

計
局
の
職
員
に
農
地
を
測
量
し
て
も
ら

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
規
定
の

作
業
費
用
を
支
払
う
必
要
が
あ
る
と
い

う
。
以
前
は
誰
が
お
金
を
払
っ
て
ま
で

登
記
す
る
の
か
と
笑
っ
て
い
た
の
に
、

今
は
測
量
に
来
て
く
れ
る
こ
と
を
待
ち

望
ん
で
い
る
。
測
量
士
を
他
の
村
よ
り

早
く
呼
ぶ
た
め
の
賄
賂
が
話
題
に
な
る

ほ
ど
で
、
以
前
と
比
べ
て
立
場
が
逆
転

し
て
い
た
。

　

こ
の
地
域
に
は
、
新
し
い
土
地
制
度

や
農
業
ロ
ー
ン
は
ま
だ
十
分
に
浸
透
し

て
い
な
い
。
し
か
し
、
少
数
民
族
の
人

び
と
が
新
し
い
政
府
の
枠
組
み
に
自
ら

入
ろ
う
と
す
る
姿
勢
を
み
せ
て
い
る
こ

と
は
大
き
な
変
化
で
あ
る
。
ち
な
み
に

村
の
あ
る
エ
リ
ア
は
、
Ｐ
Ｎ
Ｏ
の
支
配

す
る
「
特
別
区
」
の
範
囲
に
含
ま
れ
て

い
た
が
、
憲
法
で
新
た
に
制
定
さ
れ
た

パ
オ
ー
族
の
「
自
治
地
域
」
か
ら
外
れ

た
。
Ｐ
Ｎ
Ｏ
は
こ
れ
に
不
満
を
持
っ
て

い
る
。
ま
た
、
新
た
な
自
治
地
域
の
行

政
組
織
は
、
Ｐ
Ｎ
Ｏ
と
一
定
の
距
離
を

保
と
う
と
し
て
い
る
。
一
方
、
Ｐ
Ｎ
Ｏ

の
民
兵
組
織
は
完
全
に
武
装
解
除
し
た

わ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
。
少
数
民
族
自

治
地
域
の
運
営
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か

り
で
手
探
り
状
態
に
あ
る
。

●
お
わ
り
に

　

こ
の
少
数
民
族
特
別
区
の
人
び
と
の

意
識
変
化
は
、
新
し
い
政
府
の
求
心
力

の
強
さ
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
中

央
政
府
の
政
策
が
行
き
届
く
国
の
中
心

部
よ
り
も
そ
こ
か
ら
距
離
を
お
く
周
辺

部
（
少
数
民
族
州
）
の
方
が
「
豊
か
」

で
あ
る
と
い
う
従
来
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
の

構
図
（
参
考
文
献
④
）
は
変
容
し
つ
つ

あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
中
央

乾
燥
平
原
の
農
村
部
で
み
ら
れ
た
、
村

落
区
長
や
末
端
の
公
務
員
た
ち
が
活
き

活
き
と
働
い
て
い
る
姿
は
、
少
な
く
と

も
以
前
よ
り
、
人
び
と
に
と
っ
て
望
ま

し
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
が
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
の
現
れ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
農
村

の
暮
ら
し
に
も
バ
イ
ク
や
携
帯
電
話
な

ど
の
モ
ノ
が
急
速
に
普
及
し
は
じ
め
て

い
る
。
彼
ら
も
幾
分
か
の
変
化
を
感
じ

取
っ
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
。

　

長
い
抑
圧
と
停
滞
の
後
だ
け
に
、

ミ
ャ
ン
マ
ー
農
村
の
幸
福
な
時
間
は
も

う
し
ば
ら
く
続
き
そ
う
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
変
化
と
現
与
党
と
を
結
び
つ

け
て
考
え
て
い
る
人
は
ど
れ
ほ
ど
い
る

の
だ
ろ
う
。
二
〇
一
五
年
の
総
選
挙
で

そ
れ
も
明
ら
か
に
な
る
。

（
ま
つ
だ　

ま
さ
ひ
こ
／
立
命
館
大
学
国

際
関
係
学
部
）

《
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農村は変わったか ―ミャンマー地方点描―

35 アジ研ワールド・トレンド No.221 （2014. 3）




