
●
地
域
社
会
と
い
う
「
下
絵
」

　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、
言
語
、
慣
習
、

文
化
の
異
な
る
三
〇
〇
以
上
と
も
い
わ

れ
る
民
族
集
団
か
ら
な
る
多
民
族
国
家

で
あ
る
。
自
然
環
境
も
、
生
業
も
、
社

会
組
織
の
あ
り
方
も
地
域
に
よ
り
き
わ

め
て
多
様
で
あ
る
。
こ
う
し
た
多
様
性

に
富
む
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
開
発
事
業
が

実
施
さ
れ
る
場
合
、
た
と
え
、
そ
れ
が

全
国
共
通
の
枠
組
み
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
て
も
、
展
開
状
況
に
は
地
域
差
が

あ
ら
わ
れ
る
。

　

安
藤
和
雄
は
、
農
村
開
発
を
「
水
彩

画
」
に
喩
え
、
次
の
よ
う
に
表
現
し
て

い
る
。「
水
彩
画
の
修
正
は
、
下
絵
に

絶
え
ず
影
響
さ
れ
、
修
正
し
よ
う
と
し

た
イ
メ
ー
ジ
ど
お
り
に
な
ら
な
い
場
合

も
多
い
。（
中
略
）
破
い
て
捨
て
る
こ

と
も
、
白
で
塗
っ
て
過
去
と
現
在
を
消

す
こ
と
も
で
き
ず
、
と
に
か
く
、
与
え

ら
れ
た
農
村
と
い
う
キ
ャ
ン
バ
ス
で
、

小
さ
く
も
が
き
な
が
ら
せ
っ
せ
と
筆
を

動
か
し
、
下
絵
と
馴
染
ま
せ
る
こ
と
に

腐
心
し
な
が
ら
、
目
的
を
目
指
す
。
こ

れ
が
農
村
開
発
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。」

（
参
考
文
献
①
）

　

水
彩
画
で
は
下
絵
を
活
か
し
、
馴
染

ま
せ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
農
村
社
会
の
過
去
と
現
在
と

い
う
「
下
絵
」
は
、
実
際
の
水
彩
画
の

よ
う
に
誰
の
目
に
も
明
ら
か
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
。
人
類
学
者
や
社
会
学
者

は
、
そ
の
「
下
絵
」
を
理
解
す
る
た
め

に
専
門
知
識
を
磨
き
、
調
査
に
時
間
を

費
や
す
が
、
開
発
実
践
者
の
多
く
は
、

そ
こ
に
十
分
な
時
間
を
か
け
る
こ
と
も

で
き
な
い
。

　

重
冨
真
一
が
提
起
す
る
組
織
過
程
ア

プ
ロ
ー
チ
は
、
外
部
か
ら
何
ら
か
の
開

発
介
入
が
な
さ
れ
た
際
、
地
域
社
会
に

い
か
な
る
組
織
的
対
応
が
み
ら
れ
た
か

に
注
目
す
る
こ
と
で
、
地
域
社
会
シ
ス

テ
ム
、
言
い
換
え
れ
ば
、
地
域
社
会
の

「
下
絵
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
住
民
組
織
の
あ
り
方

は
、
地
域
社
会
シ
ス
テ
ム
に
大
き
く
左

右
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
小
規
模
金
融

の
実
施
に
あ
た
っ
て
、
タ
イ
で
は
村

（
ム
ー
バ
ー
ン
）
を
単
位
と
し
た
八
〇

人
程
度
の
貯
金
組
合
が
う
ま
く
い
き
や

す
い
の
に
対
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
五

人
程
度
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
グ
ラ
ミ
ン

銀
行
型
の
活
動
で
安
定
度
が
高
く
、
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
の
東
中
部
ジ
ャ
ワ
で
は
区

（
ド
ゥ
ス
ン
）
を
単
位
と
し
た
三
〇
人

程
度
の
グ
ル
ー
プ
が
主
流
と
な
る
（
参

考
文
献
②
）。
こ
れ
は
、
小
規
模
金
融

と
い
う
介
入
が
、
地
域
社
会
の
「
下

絵
」
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
一
例
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

　

筆
者
は
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
有
効

性
・
妥
当
性
を
検
証
す
る
た
め
、
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
を
事
例
に
検
討
を
行
っ
た
。

注
目
し
た
の
は
、
二
〇
〇
八
年
以
来
、

世
界
銀
行
の
支
援
を
う
け
、
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
全
国
の
村
々
で
実
施
さ
れ
て
い
る

開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
略
称
、
Ｐ
Ｎ
Ｐ

Ｍ
）
で
あ
る
。
ジ
ャ
ワ
島
と
ス
ラ
ウ
ェ

シ
島
の
四
村
を
事
例
と
し
て
（
表

1
）、
Ｐ
Ｎ
Ｐ
Ｍ
と
い
う
開
発
介
入
に

対
し
、
地
域
社
会
は
い
か
に
対
応
し
た

の
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
地
域
社
会

シ
ス
テ
ム
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
よ
う

と
試
み
た
。

●�

開
発
へ
の
対
応
か
ら
読
み
解
く

地
域
社
会
の
特
質

　

Ｐ
Ｎ
Ｐ
Ｍ
は
、
貧
困
撲
滅
と
住
民
の

表 1　4村の特徴（2012 年現在）

村 世帯数
面積
（ha）

行政村再編 区数 住民 主な生業

A 1,600 514
1920 年代か
ら変化なし

7区
ジャワ族
転入世帯も多い。

畑作。公務員、自営業、町での雑
業、出稼ぎ、など

B 812 1,200 不明 4区
バンテン族、
スンダ族、他。
転入世帯は少ない。

水田（一部灌漑）耕作、有用樹栽
培、公務員、自営業、零細小売、
出稼ぎ、など

C 490 1,878 頻繁に再編 4区
トラジャ族。
転入世帯が若干。

天水田耕作、有用樹栽培、家畜飼
育、自営業、公務員、など

D 490 696
大きな再編
はなし。

4区
カイリ族、等。
転入世帯があり。

天水田耕作、ココヤシ栽培、教
師、公務員、自営業、など

（出所）聞き取りから筆者作成。

島
上
宗
子

開
発
へ
の
対
応
か
ら
地
域
社
会
を
理
解
す
る

―
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
事
例
か
ら
―

アジア農村における
住民組織のつくりかた

特集
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エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
を
目
的
と
し
、
村

の
小
規
模
イ
ン
フ
ラ
整
備
と
小
規
模
金

融
の
二
つ
を
事
業
の
コ
ン
ポ
ー
ネ
ン
ト

と
し
て
い
る
。
事
業
の
枠
組
み
は
全
国

共
通
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
小
規
模
金

融
で
は
、
一
〇
名
程
度
の
グ
ル
ー
プ
を

組
織
し
、
グ
ル
ー
プ
を
通
じ
て
貸
付
と

返
済
を
行
い
、
返
済
が
滞
っ
た
場
合
は

メ
ン
バ
ー
の
連
帯
責
任
と
な
る
。
村
内

の
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
、
一
つ
で
も
返
済

が
滞
っ
て
い
る
と
、
翌
年
度
以
降
、
そ

の
村
に
は
Ｐ
Ｎ
Ｐ
Ｍ
の
予
算
が
つ
か
な

い
取
り
決
め
と
な
っ
て
い
る
。

Ｂ
村
：
村
長
の
役
得
と
負
担

　

最
初
に
「
下
絵
」
の
違
い
に
気
付
い

た
の
は
、
ジ
ャ
ワ
島
西
部
の
バ
ン
テ
ン

州
Ｂ
村
の
若
い
村
長
が
洩
ら
し
た
次
の

一
言
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。

「
結
局
、
Ｐ
Ｎ
Ｐ
Ｍ
の
貯
蓄
貸
付
グ

ル
ー
プ
の
未
返
済
も
、
私
が
穴
埋
め
し

た
ん
で
す
よ
。」

　

庭
先
に
停
め
ら
れ
て
い
た
村
長
の
新

車
に
つ
い
て
話
を
し
て
い
た
と
き
の
こ

と
で
あ
る
。
村
長
の
話
で
は
、
村
長
の

正
規
報
酬
は
非
常
に
少
な
い
と
の
こ
と

だ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
車
を
購
入
で
き

た
の
は
、
村
で
開
発
事
業
を
実
施
さ
れ

る
際
、
村
長
が
建
築
資
材
の
調
達
を
請

け
負
い
、
安
く
調
達
す
る
こ
と
で
利
益

を
あ
げ
て
い
る
た
め
だ
と
い
う
。
村
長

が
こ
う
し
た
役
得
か
ら
利
益
を
あ
げ
、

車
を
購
入
し
た
こ
と
は
村
人
も
認
知
し

て
い
る
が
、
問
題
に
は
な
っ
て
い
な

い
。
車
を
購
入
す
る
以
前
か
ら
、
村
で

病
人
が
出
た
際
に
は
村
長
が
バ
イ
ク
で

病
院
に
送
る
の
が
常
で
あ
り
、
今
で
は

車
で
送
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
。
ま

た
、
Ｂ
村
に
は
村
役
場
の
建
物
も
な

く
、
村
長
宅
が
村
役
場
を
兼
ね
て
い

る
。
つ
ま
り
、
Ｂ
村
で
は
、
村
長
は
役

得
を
え
る
が
、
一
方
で
負
担
や
リ
ス
ク

も
背
負
い
、
公
共
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
者
と
も
な
る
こ
と
が
当
然
視
さ
れ
て

い
る
。
Ｐ
Ｎ
Ｐ
Ｍ
の
貯
蓄
貸
付
グ
ル
ー

プ
で
未
返
済
が
で
た
際
も
、
来
年
度
か

ら
村
が
開
発
支
援
を
受
け
ら
れ
な
く
な

る
リ
ス
ク
（
つ
ま
り
は
、
役
得
が
え
ら

れ
な
く
な
る
リ
ス
ク
）
を
回
避
す
る
た

め
、
村
長
は
未
返
済
分
の
穴
埋
め
を
し

た
の
だ
と
い
う
。

　

Ｂ
村
の
こ
う
し
た
状
況
は
、
筆
者
が

長
く
調
査
を
し
て
き
た
ジ
ャ
ワ
島
中
部

の
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
州
Ａ
村
で
は
、

と
う
て
い
考
え
に
く
い
も
の
だ
っ
た
。

Ｂ
村
の
経
験
か
ら
、
貯
蓄
貸
付
グ
ル
ー

プ
の
返
済
状
況
に
つ
い
て
念
を
入
れ
て

聞
い
て
い
く
と
、
他
の
三
村
で
も
未
返

済
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
対
応
の

形
が
み
え
て
き
た
。
地
域
社
会
の
特
質

を
さ
ぐ
る
糸
口
と
し
て
、
筆
者
は
未
返

済
問
題
へ
の
対
応
に
焦
点
を
合
わ
せ
て

み
る
こ
と
に
し
た
。

Ａ
村
：
行
政
と
地
縁
組
織
の
連
動

　

Ｂ
村
と
は
対
照
的
に
、
Ａ
村
に
入
っ

て
ま
ず
目
に
つ
く
の
は
、
充
実
し
た
公

共
施
設
の
存
在
で
あ
る
。
郡
役
場
に
も

匹
敵
す
る
よ
う
な
立
派
な
村
役
場
、
各

区
の
集
会
所
、
村
や
区
の
入
口
に
立
て

ら
れ
た
門
、
各
隣
組
に
あ
る
夜
警
小
屋

な
ど
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
い
ず
れ
も

村
の
各
世
帯
か
ら
の
拠
出
金
を
主
た
る

資
金
源
と
し
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
最
近
で
は
、
中
央
政
府
か
ら
補
助

金
を
獲
得
し
て
ポ
ン
プ
井
戸
を
設
置

し
、
県
の
水
道
公
社
よ
り
も
低
価
格
・

高
品
質
の
水
を
村
の
各
世
帯
に
提
供
す

る
村
営
公
社
を
立
ち
上
げ
た
。
村
民
が

運
営
管
理
し
、
そ
の
利
益
の
一
部
は
村

の
開
発
予
算
に
繰
り
こ
ま
れ
る
仕
組
み

と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
公
共
施
設
の
充
実
を
支

え
、
可
能
に
し
て
い
る
の
が
多
様
な
住

民
組
織
の
存
在
で
あ
る
。
Ａ
村
で
は
、

村
落
開
発
委
員
会
、
村
落
協
議
会
、
婦

人
会
、
農
民
グ
ル
ー
プ
、
隣
組
、
貯
蓄

貸
付
グ
ル
ー
プ
な
ど
数
多
く
の
住
民
組

織
が
存
在
し
、
筆
者
が
長
期
調
査
を
実

施
し
た
一
九
九
四
年
か
ら
現
在
に
至
る

ま
で
活
発
に
活
動
を
続
け
て
い
る
。

　

Ａ
村
で
は
、
村
役
場
建
設
な
ど
大
き

な
開
発
事
業
を
実
施
す
る
場
合
、
計
画

の
方
針
は
村
レ
ベ
ル
の
話
し
合
い
で
決

定
さ
れ
、
村
長
や
村
落
開
発
委
員
会
役

員
な
ど
村
レ
ベ
ル
の
リ
ー
ダ
ー
ら
が
政

府
補
助
金
な
ど
の
外
部
か
ら
の
資
金
獲

得
に
動
く
。
し
か
し
、
開
発
事
業
に
対

し
、
住
民
の
労
働
奉
仕
や
拠
出
金
を
動

員
す
る
た
め
に
は
、
村
レ
ベ
ル
で
の
決

定
だ
け
で
は
物
事
は
進
ま
ず
、
必
ず
、

そ
の
下
に
あ
る
区
（
ド
ゥ
ス
ン
）
を
単

位
と
し
た
全
世
帯
会
議
が
開
か
れ
る
。

村
長
ら
が
各
区
を
回
り
、
開
発
計
画
を

住
民
に
直
接
説
明
し
、
合
意
を
得
て
い

く
の
で
あ
る
。
労
働
奉
仕
や
拠
出
金
集

め
を
実
際
に
行
う
の
は
近
隣
の
二
〇
〜

三
〇
世
帯
か
ら
な
る
隣
組
の
単
位
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
開
発
計
画
を
定
め
、
外

部
か
ら
の
資
金
獲
得
を
行
う
「
村
」、

隣組が自らの資金と労働力で夜警
小屋を建設（A村）

住民の拠出金で建てられた村役場
の門（A村）

開発への対応から地域社会を理解する ―インドネシアの事例から―
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住
民
の
意
思
決
定
が
な
さ
れ
る

「
区
」、
資
源
動
員
が
図
ら
れ
る
「
隣

組
」、
こ
の
三
レ
ベ
ル
の
行
政
単
位
と

住
民
組
織
が
う
ま
く
連
動
す
る
こ
と

で
、
村
の
公
共
の
た
め
に
、
村
内
外
か

ら
の
資
源
動
員
が
可
能
と
な
っ
て
い

る
。
住
民
組
織
を
通
じ
た
チ
ェ
ッ
ク
機

能
が
働
く
た
め
、
Ｂ
村
の
よ
う
に
村
長

個
人
が
役
得
を
得
る
と
い
う
状
況
は
起

こ
り
に
く
い
。

　

Ｂ
村
に
比
べ
て
開
発
事
業
が
順
調
に

進
ん
で
い
る
よ
う
に
み
え
る
Ａ
村
で

も
、
Ｐ
Ｎ
Ｐ
Ｍ
の
貯
蓄
貸
付
グ
ル
ー
プ

で
返
済
が
滞
る
事
態
が
生
じ
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
、
Ａ
村
で
は
、
村
長
の
判

断
で
、
村
が
管
理
運
営
す
る
「
村
銀

行
」
の
資
産
か
ら
穴
埋
め
が
図
ら
れ

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
返
済
延
滞
者
は
Ｐ

Ｎ
Ｐ
Ｍ
で
は
な
く
、「
村
銀
行
」
に
返

済
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い

う
「
村
銀
行
」
と
は
、
こ

れ
ま
で
政
府
の
補
助
金
を

元
手
に
、
村
内
で
組
織
さ

れ
た
貯
蓄
貸
付
グ
ル
ー
プ

が
蓄
積
し
て
き
た
資
産
を

統
合
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
村
銀
行
」
に
よ
る
収
益

の
一
部
は
毎
年
村
の
開
発

予
算
に
繰
り
入
れ
ら
れ
て

い
る
。
Ａ
村
で
は
、
行
政

と
住
民
の
地
縁
的
組
織
が
連
動
す
る
こ

と
で
形
成
さ
れ
て
き
た
資
産
が
動
員
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

Ｃ
村
：
儀
礼
を
通
じ
た
資
源
動
員

　

Ａ
村
と
も
、
Ｂ
村
と
も
、
異
な
る
対

応
が
み
ら
れ
た
の
が
ス
ラ
ウ
ェ
シ
島
の

Ｃ
村
で
あ
る
。
Ｃ
村
は
、
壮
大
な
死
者

儀
礼
と
ト
ン
コ
ナ
ン
と
呼
ば
れ
る
伝
統

家
屋
で
知
ら
れ
る
ト
ラ
ジ
ャ
族
の
村
で

あ
る
。
ト
ン
コ
ナ
ン
は
、
先
祖
を
一
つ

と
す
る
親
族
集
団
の
共
有
物
で
あ
る
慣

習
家
屋
を
指
す
と
同
時
に
、
そ
の
慣
習

家
屋
に
連
な
る
親
族
集
団
を
も
指
す
。

ト
ラ
ジ
ャ
の
人
々
に
、
あ
な
た
は
誰
か

と
尋
ね
る
こ
と
は
、
あ
な
た
は
ど
の
ト

ン
コ
ナ
ン
に
属
し
て
い
る
か
を
尋
ね
る

に
等
し
い
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
ト
ン
コ

ナ
ン
は
ト
ラ
ジ
ャ
の
人
々
に
と
っ
て
重

要
で
あ
る
。
ト
ラ
ジ
ャ
は
双
系
制
社
会

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
人
の
ト
ラ
ジ
ャ

人
は
、
父
方
、
母
方
の
双
方
を
遡
る
こ

と
で
複
数
の
ト
ン
コ
ナ
ン
に
所
属
す
る

こ
と
に
な
る
。
県
外
、
国
外
に
暮
ら
し

て
い
た
と
し
て
も
、
ト
ン
コ
ナ
ン
へ
の

帰
属
が
消
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の

た
め
、
ト
ン
コ
ナ
ン
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

は
重
層
的
で
あ
り
、
村
や
県
の
境
界
を

越
え
て
存
在
し
て
い
る
。

　

死
者
儀
礼
は
、
莫
大
な
資
金
と
労
働

力
が
村
内
外
か
ら
動
員
さ
れ
る
と
同
時

に
、
山
下
晋
司
が
「
儀
礼
共
同
体
」
と

呼
ぶ
、
ト
ラ
ジ
ャ
の
伝
統
的
な
社
会
的

単
位
が
顕
在
化
す
る
機
会
で
も
あ
る

（
参
考
文
献
③
）。
Ｃ
村
で
二
〇
一
二
年

に
執
り
行
わ
れ
た
Ｔ
氏
の
葬
儀
を
例
に

具
体
的
に
み
て
み
よ
う
。
葬
儀
は
一
週

間
あ
ま
り
に
及
び
、
Ｔ
氏
家
族
の
親
族

や
知
人
が
水
牛
や
豚
を
携
え
、
弔
問
に

訪
れ
た
。
供
儀
さ
れ
た
水
牛
は
二
四

頭
、
豚
は
一
〇
〇
頭
を
越
え
た
と
い

う
。
最
も
多
く
の
水
牛
を
寄
付
し
た
の

は
、
首
都
ジ
ャ
カ
ル
タ
に
暮
ら
す
Ｔ
氏

の
弟
で
あ
る
。
葬
儀
は
、
村
や
県
の
境

界
を
越
え
て
膨
大
な
資
源
を
動
員
す
る

機
会
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
葬
儀
の
実
施
に
あ
た
る
の

が
儀
礼
共
同
体
で
あ
る
。
Ｔ
氏
の
ト
ン

コ
ナ
ン
は
ラ
ン
ピ
オ
い
う
名
前
で
呼
ば

れ
る
儀
礼
共
同
体
に
所
属
し
て
お
り
、

彼
の
葬
儀
も
ラ
ン
ピ
オ
の
ル
ー
ル
に

従
っ
て
執
り
行
わ
れ
た
。
こ
の
儀
礼
共

同
体
は
、
儀
礼
時
の
み
な
ら
ず
、
人
々

の
社
会
生
活
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
。
し
か
し
、
地
図
や

行
政
文
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
外
部
者
に
は
見
え
に
く
い
存

在
だ
と
い
え
る
。

　

さ
て
、
話
し
を
Ｐ
Ｎ
Ｐ
Ｍ
に
戻
そ

う
。
Ｃ
村
で
も
や
は
り
貯
蓄
貸
付
グ

ル
ー
プ
の
未
返
済
問
題
が
生
じ
た
。
そ

の
際
、
Ｃ
村
の
村
長
は
「
カ
ン
プ
ン
開

発
基
金
」
な
る
基
金
を
使
っ
て
穴
埋
め

を
し
た
。
じ
つ
は
こ
の
基
金
が
、
儀
礼

共
同
体
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
一
九
七
〇
年
頃
、
儀
礼
共
同
体
ラ

ン
ピ
オ
の
人
々
は
、
水
牛
の
肉
を
葬
儀

時
に
入
札
に
か
け
、
入
札
金
を
基
金
と

し
て
積
み
立
て
る
こ
と
に
し
た
。
ラ
ン

ピ
オ
の
開
発
（
道
路
整
備
や
排
水
溝
の

整
備
）
や
祭
事
に
使
う
共
用
の
食
器
や

機
材
の
調
達
・
管
理
に
あ
て
る
た
め
で

あ
る
。
当
時
、
タ
ナ
・
ト
ラ
ジ
ャ
県
で

は
、
村
の
下
部
単
位
を
カ
ン
プ
ン
と
呼

ん
で
お
り
、
儀
礼
共
同
体
ラ
ン
ピ
オ
の

範
囲
は
カ
ン
プ
ン
の
範
囲
と
一
致
し
て

い
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
基
金
は
「
カ

ン
プ
ン
開
発
基
金
」
と
名
付
け
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
タ
ナ
・
ト
ラ

ジ
ャ
県
で
は
村
落
再
編
が
頻
繁
に
行
わ

れ
、
そ
の
た
び
に
ラ
ン
ピ
オ
に
対
応
す

る
行
政
単
位
は
変
わ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
現
在
、
ラ
ン
ピ
オ
は
Ｃ
村
の
領
域

と
一
致
し
て
い
る
の
だ
が
、
人
々
は
今

も
そ
の
基
金
を
「
カ
ン
プ
ン
開
発
基

金
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
Ｃ
村
は
、
儀
礼
共
同
体

に
よ
っ
て
作
ら
れ
管
理
さ
れ
て
き
た
基

金
を
、
開
発
事
業
の
た
め
に
用
い
る
と

い
う
対
応
を
示
し
た
。
資
源
動
員
の
あ

り
方
に
違
い
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
Ｃ

村
に
お
け
る
地
域
社
会
の
か
た
ち
に
は

Ａ
村
と
の
共
通
点
が
み
ら
れ
る
。
つ
ま

り
、
儀
礼
に
際
し
、
村
内
外
に
拡
が
る

トラジャの葬儀。膨大な資金と労働力が動員される
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親
族
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
動
員
さ

れ
た
資
源
を
、
住
民
の
地
縁
的
組
織
で

あ
る
ラ
ン
ピ
オ
が
共
有
資
産
と
し
て
蓄

積
・
管
理
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
作
ら
れ

た
こ
と
、
さ
ら
に
地
縁
的
組
織
で
あ
る

ラ
ン
ピ
オ
が
そ
の
時
々
の
行
政
単
位
と

う
ま
く
連
動
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

Ｄ
村
：�

個
人
の
集
ま
り
と
し
て
の
グ

ル
ー
プ

　

最
後
に
中
ス
ラ
ウ
ェ
シ
州
Ｄ
村
の

ケ
ー
ス
を
簡
単
に
み
て
お
こ
う
。
Ｄ
村

に
は
、
質
素
で
は
あ
る
が
、
村
役
場
や

村
会
館
を
は
じ
め
と
す
る
村
の
公
共
施

設
が
あ
り
、
村
落
協
議
会
、
村
落
開
発

委
員
会
、
婦
人
会
も
機
能
し
て
い
る
よ

う
だ
っ
た
。
住
民
の
多
く
は
こ
の
地
域

の
主
要
民
族
で
あ
る
カ
イ
リ
族
だ
が
、

主
要
幹
線
道
路
沿
い
に
位
置
す
る
こ
と

か
ら
、
人
口
の
流
動
性
は
比
較
的
高

い
。
郡
役
場
に
も
近
い
た
め
、
公
務

員
、
特
に
教
師
が
多
く
、
他
の
三
村
に

比
べ
、
大
学
卒
の
住
民
も
多
い
。

　

Ｄ
村
の
特
筆
す
べ
き
グ
ル
ー
プ
活
動

と
し
て
、
女
性
た
ち
の
間
で
一
九
六
三

年
か
ら
毎
週
続
い
て
い
る
と
い
う
ア
リ

サ
ン
（
頼
母
子
講
）
が
あ
る
。
ア
リ
サ

ン
は
、
メ
ン
バ
ー
が
定
め
ら
れ
た
掛
け

金
を
定
期
的
に
持
ち
寄
り
、
く
じ
を
ひ

き
、
く
じ
に
当
た
っ
た
メ
ン
バ
ー
に
全

額
を
渡
す
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
互
助
グ

ル
ー
プ
で
あ
る
。
く
じ
が
全
員
に
一
巡

し
た
ら
、
再
度
メ
ン
バ
ー
を
募
る
。
Ｄ

村
で
は
当
時
、
ア
リ
サ
ン
に
関
心
を

持
っ
た
Ｄ
村
の
女
性
（
教
師
）
が
村
の

女
性
た
ち
に
呼
び
か
け
、
始
ま
っ
た
と

い
う
。
現
在
メ
ン
バ
ー
は
五
〇
名
あ
ま

り
で
、
Ｄ
村
の
女
性
た
ち
が
区
や
集
落

の
別
な
く
参
加
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は

近
隣
村
に
転
出
し
た
メ
ン
バ
ー
も
数
名

含
ま
れ
る
。
毎
週
の
会
合
に
全
員
が
出

席
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
知
り
合

い
の
メ
ン
バ
ー
に
託
け
た
り
、
後
日
ア

リ
サ
ン
の
幹
事
宅
に
掛
け
金
を
届
け
る

場
合
も
あ
る
。
メ
ン
バ
ー
は
Ｄ
村
住
民

（
＋
元
住
民
）
と
い
う
意
味
で
は
地
縁

の
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
血
縁
関
係
に
あ

る
メ
ン
バ
ー
も
多
い
。
し
か
し
、
ア
リ

サ
ン
が
一
巡
す
れ
ば
、
参
加
・
退
会
は

自
由
で
あ
り
、
個
々
人
の
意
志
に
任
さ

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

Ｄ
村
の
Ｐ
Ｎ
Ｐ
Ｍ
で
も
未
返
済
問
題

が
生
じ
て
い
た
。
Ｄ
村
で
は
、
世
銀
の

枠
組
み
ど
お
り
、
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン

バ
ー
が
連
帯
責
任
を
と
り
、
メ
ン
バ
ー

か
ら
集
め
た
貯
蓄
金
で
穴
埋
め
が
な
さ

れ
た
。
貯
蓄
貸
付
グ
ル
ー
プ
は
い
ず
れ

も
、
上
記
の
ア
リ
サ
ン
同
様
、
区
や
集

落
の
別
な
く
、
関
心
を
も
っ
た
女
性
た

ち
が
参
加
し
て
い
た
。
さ
ら
な
る
検
討

が
必
要
だ
が
、
Ｄ
村
に
お
け
る
ア
リ
サ

ン
と
未
返
済
問
題
へ
の
対
応
は
、
個
人

の
意
志
を
尊
重
し
た
地
域
社
会
の
特
質

を
映
し
出
し
て
い
る
と
い
え
る
の
か
も

し
れ
な
い
。

●
地
域
社
会
シ
ス
テ
ム
を
捉
え
る

　

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
一
口
に
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
と
い
っ
て
も
、
地
域
社
会

の
あ
り
方
は
多
様
で
あ
る
。
多
様
な
地

域
社
会
の
特
質
を
捉
え
る
に
は
、
集
落

の
形
態
（
散
村
か
、
集
村
か
）、
人
口

の
流
動
性
、
生
業
の
あ
り
方
、
共
有
資

源
や
公
共
施
設
の
有
無
と
管
理
形
態
、

行
政
単
位
、
住
民
組
織
の
有
無
と
メ
ン

バ
ー
構
成
な
ど
、
い
く
つ
か
目
を
向
け

る
べ
き
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
し
か
し
、

そ
う
し
た
要
素
を
個
別
に
い
く
ら
詳
細

に
調
べ
て
も
、
な
か
な
か
地
域
社
会
の

特
質
を
つ
か
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
た

と
え
ば
、
ジ
ャ
ワ
の
行
政
村
の
機
能

は
、
区
や
隣
組
や
そ
の
他
の
住
民
組
織

と
の
関
連
の
中
で
捉
え
る
こ
と
で
よ
り

よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ト

ラ
ジ
ャ
の
儀
礼
共
同
体
の
機
能
も
ト
ン

コ
ナ
ン
や
行
政
単
位
と
の
関
連
の
中
で

動
態
的
に
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

本
稿
で
検
討
し
た
貯
蓄
貸
付
グ
ル
ー

プ
の
未
返
済
問
題
の
よ
う
に
、
な
ん
ら

か
の
課
題
や
問
題
に
直
面
し
た
際
、
地

域
社
会
が
い
か
に
対
応
し
た
か
を
糸
口

と
す
る
こ
と
で
、
ば
ら
ば
ら
に
見
え
て

い
た
地
域
社
会
の
要
素
が
関
連
し
あ
っ

て
見
え
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、

本
稿
で
試
み
た
よ
う
に
、
比
較
的
短
期

間
の
観
察
と
見
聞
か
ら
、
地
域
社
会
の

あ
り
方
を
推
察
し
て
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
開
発
と
い
う
介
入
に
取
り
組
む
実

践
者
に
と
っ
て
こ
そ
、
介
入
に
対
す
る

地
域
社
会
の
対
応
の
あ
り
方
に
着
目
す

る
組
織
過
程
ア
プ
ロ
ー
チ
は
有
効
で
は

な
か
ろ
う
か
。

（
し
ま
が
み　

も
と
こ
／
愛
媛
大
学
Ｓ
Ｕ

Ｉ
Ｊ
Ｉ
推
進
室
准
教
授
）

《
参
考
文
献
》

①�

安
藤
和
雄
［
二
〇
〇
六
］「
農
村
開

発
と
『
在
地
の
自
覚
』
―
コ
ミ
ラ
モ

デ
ル
と
グ
ラ
ミ
ン
バ
ン
ク
を
端
緒
に
」

『
ア
ジ
研
ワ
ー
ル
ド
・
ト
レ
ン
ド
』

二
〇
〇
六
年
六
月
号
。

②�

重
冨
真
一
［
二
〇
〇
三
］「
地
域
社

会
の
組
織
力
と
地
方
行
政
体
―
東
南

ア
ジ
ア
農
村
に
お
け
る
小
規
模
金
融

組
織
の
形
成
過
程
を
比
較
し
て
」『
ア

ジ
ア
経
済
』
Ｘ
Ｌ
Ｉ
Ｖ
―
五
・
六
、

二
一
四
―
二
三
五
ペ
ー
ジ
。

③�

山
下
晋
司
［
一
九
八
八
］『
儀
礼
の

政
治
学
―
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
ト
ラ

ジ
ャ
の
動
態
的
民
族
誌
』
弘
文
堂
。

開発への対応から地域社会を理解する ―インドネシアの事例から―
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