
《

研

究
ノ

ー

ト
》

西
ス

マ

ト

ラ

村
落
に

お

け
る

土
地
権
に

つ

い

て

( 1 2 9) 研 究 ノ ー ト

は

じ

め

に

本
稿
の

目

的
は

西
ス

マ

ト

ラ

村
落
に

お

け

る

土

地

権
の

あ

り

方
を

､

一

八

七

〇
年
前
後
か

ら

金
納
税
の

導
入

さ

れ

た
一

九
〇
八

年
頃
ま

で

の

期
間

に

つ

い

て

歴
史
的

､

実
証
的
に

検
討
す
る
こ

と

セ

あ

る
｡

こ

の

期
間
は

当

地

域
の

土

地

権
に

と
っ

て
､

次
の

二

つ

の

点
で

転
換
期
で

あ
っ

た
｡

第
一

に
､

強
制
栽
培
制
度
の

対

象
で

あ
っ

た
コ

ー

ヒ

ー

の

生

産
高
は

激
減
し

た

(

1
)

が
､

そ
の

他
の

商
品
作
物
栽
培
ほ

､

運

輸
通
信
手
段
の

改
善
に

よ
っ

て

飛

躍
的
に

拡
大
し
た

｡

こ

れ

は
､

貨
幣
経
済
の

浸
透
や

土

地
の

経
済
価
値
の

上

昇
と
い

う
現
象
を

通
し
て

､

土

地
に

対

す
る

従
来
の

村
落
規
制
を

徐
々

に

緩
和
さ

せ

始
め

た
｡

第
二

に
､

蘭
印
政
庁
の

経
済
政
策
が

､

従

来
の

強

制
栽

培
制
度
と
い

う
､

い

わ

ば

国
家
に

よ

る

蘭
印
経
済
の

独

占
か

ら

私
的

(

2
)

資
本
主
義
経
済
の

促
進
と
い

う

方
向
に

転
換
し
た

｡

こ

の

た

め

政
庁
は

､

一

八

七

〇
年

､

ジ

ャ

ワ

と
マ

ド
ゥ

ラ

に

｢

農
業
法
+

と

｢

国
有
地

茎
一一口

+

を

導
入

し
､

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

人
の

農
園
企
業
者
に

安
価
な

土

地

を

凝
供
す

る

た

め
の

法
的
基
盤
を

確
立

し

た
｡

か

か

る

新
経
済
政
策
は

直
ち

に

実
施
さ

れ

た

訳
で

は

な
い

が
､

徐
々

に

住
民
の

土

地

権
と

直

接
に

衝
突
す
る
こ

と

に

な
っ

た
｡

こ

れ

ら

の

法
律
を

実
施
す
る

た

め
､

政

庁
は
ジ

ャ

ワ
､

マ

ド
(

3
)

ゥ

ラ

以

外
の

地

域
に

お
い

て

も

広
範
な

住
民
の

土

地

権
調
査
を

行
な
っ

た
｡

従
っ

て
､

こ

の

期
間
は

西
ス

マ

ト

ラ

に

つ

い

て

も

土

地

権
に

関
す
る

資
料

が

比

較
的
豊
富
で

あ

り
､

実
証
的
研
究
を

し

や

す
い

時
期
で

も

あ
る

｡

従
来
の

西
ス

マ

ト

ラ

研
究
は

､

そ
こ

に

居
住
す

る

ミ

ナ
ン

カ

バ

ゥ

族
の

母

系
制
社
会
の

分

析
と
い

う
点
に

主
た

る

関
心

を

払
っ

て

き
た

た

め
､

土

地

権
は

､

そ
の

経
済
的
基
盤
と

し

て

の

重

要
さ
に

も
か

か

わ
ら

ず
､

断
片

7

〆
ツ

的
に

し
か

扱
わ
れ

て

こ

な

か

っ

た
｡

ま

た
こ

の

場
合
に

お
い

て

も
､

慣
習

法
の

静
態
的
研
究
が

主
で

あ

り
､

土

地

権
の

変
化
過
程
は

ほ

と

ん

ど

研
究

さ

れ
て

こ

な

か

っ

た
｡

慣
習
法
は

比

較
的
変
化
し
に

く
い

も

の

で

は

あ

る

が
､

そ
れ

は

住
民

の

理

念
的

行
動
基
準
を

示
す
に

す
ぎ

ず
､

理

念
と

現
実

と
の

聞
に

は
､

時
間
の

経
過
と

共
に

多
少
と

も

ギ

ャ

ッ

プ

が

存

在
し
た

の

で

あ

る
｡

西
ス

マ

ト

ラ

に

お

け

る

土

地

権
に

は

地

域
差
が

あ

り
､

典
型
的
な

村
落

と

い

う
も

の

は

存
在
し

な
い

｡

し
か

し
な

が

ら
､

こ

れ

ら

地

域
差
を

全
て

扱
う
こ

と

は

極
め

て

困
難
で

あ

る
｡

従
っ

て

本
稿
で

は

西
ス

マ

ト

ラ

地

方

を

便
宜

的
に

二

つ

の

大
き
な

地

域
に

分
け

､

第
一

の

地

域
に

つ

い

て

主
と

し

て

検

討
し

､

第
二

の

地

域
に

つ

い

て

は

必

要
に

応
じ
て

触
れ

る

に

と

ど

め

た
い

｡

一

つ

は
､

パ

ダ
ン

高
地

と

呼
ば

れ
る

内
陸
地

域
で

あ

り
､

､

､

､

ナ

ン

カ
バ

ゥ

族
の

｢

本
来
の

地
+

で

あ

る
｡

二

つ

は
､

こ

の

パ

ダ
ン

高
地
の

北
､

束
､

南
に

広
が

る

内

陸
の

周
辺
地

域
と

､

西
側
の

海
岸
地

域
で

あ

る
｡

(

4
)

9

こ

の

両

範
疇
の

聞
に

は

若
干
の

歴
史
的
条
件
の

羞
が

あ
っ

た
｡

土

地

権
に

㌶
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つ

い

て

い

ぇ

ば
､

前
者
は

後
者
よ

り

も

土

地
に

対

す
る

村
落
の

規
制
が

強

か

っ

た

地

域
で

あ

る
｡

か

か

る

区

分
を

置
い

た

上
で

､

以

下
住
民
の

土

地

権
を

､

⊥
､

中
立

地

帯
と

村
落
領
土

､

二
､

荒
燕
地

､

三
､

耕
作
地

及

び

家

屋
敷
地
の

三

点
に

つ

い

て

検
討
す

る
｡

一

中
立
地

帯
と

村
落
領
土

西
ス

マ

ト

ラ

村
落
は

そ

れ

ぞ
れ

個
有
の

領
土

を

持
っ

て

お

り
､

そ
れ

は

尾
根

､

河
川

､

さ

も

な

け

れ

ば

何
か

人
工

的
境
界
に

よ
っ

て

明
確
に

区

切

ら
れ

て

い

た
｡

し
か

し

村
落
と

村
落
の

境
界
は

必

ず
し

も

直
接
に

接
し
て

ク

ナ

:
7

-

▲ジ
ャ

い

る

と
は

限
ら

ず
､

し

ば

し

ば

ど

の

村
落
に

も

属
さ

な
い

､

｢

王

の

土

地
+

(

5
)

と

呼
ば

れ
る

､

通
常
は

森
林
の

中
立

地

帯
が

あ
っ

た
｡

こ

の

土
地

は
､

少

な

く

と

も

十
九
世
紀
半
ば

頃
ま

で

は

村
落
間
の

紛
争
の

際
､

戦
場
と

し

て

(

6
)

使
用
さ

れ

た
｡

こ

の

土

地
に

は

村
落
の

保
護
が

及
ば

ず
､

住
民
は

あ

え

て

(

7
)

立

ち

入
っ

た

り

開
墾
し

ょ

う
と
は

し
な

か

っ

た
｡

し

か

し

な
が

ら
､

十
九

世
紀
後
半

､

商
品
作
物
栽
培
が

広
ま
る

に

つ

れ

て
､

か

か

る

土

地

も

し
ば

し
ば

開
墾
の

対

象
と

な

り
､

隣
接
村
落
問
で

境
界
紛
争
が

起
こ

る

よ

う
に

(

8
)

な
っ

た
｡

こ

の

｢

王
の

土

地
+

と
い

う
呼
称
か

ら

す
る

と
､

こ

れ

は

名
目

的
に

は

か

つ

て

ミ

ナ
ン

カ
バ

ゥ

王

朝
の

王

領
地

で

あ
っ

た

こ

と

が

推
察
さ

れ

る
｡

現
在
の

所
､

こ

の

土

地
の

起
源
に

つ

い

て

は

解
っ

て

い

な

い

が
､

十
九

世

紀
中
頃
ま

で

は
､

開
墾
は
お

ろ

か

立
入

さ

え

も

避
け

ら
れ

て

い

た

事
を

考

え
る

と
､

こ

の

土

地

は

村
落
間
の

直
接
的
接
触
か

ら

生

ず
る

政
治
的

､

領

土

的
緊
張
を

取
除
く
た

め
､

一

種
の

緩
衝
地

帯
と

し

て

村
落
白
身
に

よ
っ

て

設
け

ら
れ

た

の

で

は

な
い

か

と

思
わ

れ
る

｡

か

か

る

土

地

を

除
い

た

全
て

の

土

地

は
い

ず
れ

か

の

村
落
に

属
し

て

い

3 〇
一

.⊥

た
｡

各
村
落
は

政
庁
の

支
配
下
に

あ

り

な

が

ら

も
､

一

九
一

四

年
の

｢

村

落
(

ナ
ガ

リ
)

条
例
+

､

一

九
一

五

年
の

｢

農
業
法
+

が

導
入

さ

れ

る

ま

で

は
､

実
質
的
に

は

そ
の

領
土
に

対
す
る

最
高
の

処
分
権
を

持
っ

て

い

た
｡

こ

の

権
利
の

現
地

名
で

あ

る

訂
打

已
P

苫
t

ほ

ア

ラ

ビ

ア

語
の

､

F

賢
打

ミ
･

-

-

p
F
､

つ

ま

り

｢

神
の

権
利
+

に

由
来
し

､

､

､

､

ナ
ン

カ
バ

ゥ

族
の

格

言
に

よ

れ

ば
､

神
が

各
村
落
に

与

え

た

最
高
の

､

犯
す
こ

と

の

出
来
な
い

領
土

(

9
)

ブ
ソ

フ

ル

棒
と

考
え

ら
れ

て

い

た
｡

パ

ダ
ン

高
地
で

ほ

村
落
の

族
長
集
団
が

こ

の

権

利
を

管
理

し
て

い

た

が
､

東
側
の

内

陸
周
辺
地

填
で

は
､

土
地

管
理

人

と

+グ
ナ
･

ト

ウ

オ

も

称
す
べ

き

専
門
の

村
落
役
人

(

村
落
の

最
も

古
い

家
系
の

中
か

ら

選
ば

(

10
)

れ

た
)

が

こ

の

任
に

当
た

る

こ

と

も

あ
っ

た
｡

さ

ら
に

､

こ

れ

以

外
の

内

ラ

ー

一ジ
ャ

陸
周
辺
地

域
の

一

部
と

､

西
側
の

海
岸
地

域
の

一

部

と

で

は
､

｢

王

+

と
い

う
称
号
を

持
つ

村
落
首
長
が

排
他
的
に

､

ま

た
は

族
長
集
団
と

共
に

(

1 1
)

こ

の

権
利
を

管
理

し

て

い

た
｡

理

念
的
に

は
､

村
落
内
の

土

地

を

外
部
者
に

譲
渡
す

る

こ

と
は

慣
習
法

に

よ

り

厳
格
に

制
限
さ

れ
て

い

た
｡

も
っ

と

も
､

例
外
と

し

て
､

あ

る
パ

ダ
ン

高
地
の

村
落
が

そ

の

荒
蕪
地
の

一

部
を

隣
接
す

る

他
村
に

売
却
し
た

事
例
が

報
告
さ

れ

て

い

る
｡

住
民

は
こ

れ

を

商
業
的
取
引
で

は

な

く
､

土

(

12
)

地

の

少
な
い

村
落
に

対

す
る

同
情
と

援
助
の

表
現
と

解
し
て

い

た
｡

ま
た

､

(

13
)

一

八
六

四

年
､

政
庁
自
身
が

村
落
の

荒
蕪
地

を

買
っ

た

例
も
あ

る
｡

こ

れ

は

政
庁
の

圧
力
に

よ
っ

て

生

じ
た

事
例
で

あ

り
､

村
落
の

処
分
権
が

犯

さ

れ

つ

つ

あ

る

こ

と

を

示

し
て

い

る
｡

政
庁
は
一

八
七

四

年
､

｢

国
有
地

宣
一一口

+

を
ス

マ

ト

ラ

の

政

庁

領
土

に

適
用
し
た

｡

こ

れ

に

よ
っ

て
､

住
民
が

明

確
な

権
利
を

持
た

な
い

土

地

は



( 13 1) 研 究 ノ ー

ト

法
的
に

は

全
て

国
有
地
と

さ

れ

た
｡

西
ス

マ

ト

ラ

に

つ

い

て

い

え

ば
､

こ

の

段
階
で

は

住
民
の

土
地

梅
に

関
す

る

情
報
が

不

足
し
て

い

た

こ

と
､

さ

ら
に

政
庁
が

住
民
の

反
援
を

恐

れ

て

こ

の

宣
言
の

内
容
を

出
来
る

限

り

秘

密
に

し

て

お
い

た

と
い

う
事
情
な

ど
か

ら
､

こ

れ

は

当
初

､

ほ

と

ん

ど

効

(

1 4
)

カ
を

持
た

な
か

っ

た
｡

こ

れ

以

後
､

西
ス

マ

ト

ラ

に

お

け

る

村
落
の

土

地

処
分
権
を

ど

の

よ

う

に

解
釈
す

る

か

に

つ

い

て

オ

ラ

ン

ダ

入

行
政
官
の

問
で

さ

ま

ざ

ま

な

議
論

が

起
っ

た
｡

こ

れ

ら
の

議
論
は

極
め

て

興
味
深
い

も

の

で

は

あ

る

が
､

細

述
は

後
の

機
会
に

ゆ

ず
る

と

し

て
､

こ

こ

で

は

二

つ

の

重

要
な

見
解
の

相

(

15
)

遠
点

を

示

す
に

と

ど

め

る
｡

一

つ

は
､

村
落
の

処
分
権
が

村
落
内
部
の

土

地

全
て

に

及
ぶ

の

か
､

ま

た

は

荒
蕪
地
だ

け
に

及
ぶ

の

か

に

つ

い

て

の

相

(

18
)

遠
点
で

あ
っ

た
｡

と
い

う
の

も
､

村
落
規
制
は

荒
蕪
地

に

対

し

て

最
も

顕

著
に

見
ら
れ

た

か

ら
で

あ

る
｡

し
か

し
な

が

ら
､

た

と

え

耕
作
地

で

あ
っ

て

も
､

そ
の

譲
渡
に

対

し

て

は

後
に

見
る

ご

と

く

村
落
の

強
い

規
制
が

働

い

て

い

た

の

で

あ

り
､

村
落
の

処
分
権
は

双

方
に

及

ん

で

い

た

と

考
え
る

方
が

妥
当
で

あ

ろ

う
｡

次
は

､

上

述
の

ど

ち

ら
の

見
解
を

採
る
に

せ
よ

､

村
落
の

処
分
権
を

法
的
に

ど

の

よ

う
に

位
置
づ

け
る

か

と
い

う
点
で

あ
っ

た
｡

こ

の

点
に

関
す

る
一

方
の

立

場
は

､

こ

れ

を

財
産
権
と

考
え

､

従
っ

て

｢

国
有
地

宣
言
+

に

よ
っ

て

政
庁
が

土

地

の

所
有
者
に

な
る

こ

と
は

出

(

1 7
)

来
な
い

と

す

る

見
解
で

あ

る
｡

他
は

､

村
落
の

処
分

権
は

族
長
集
団
が

そ

の

領
土

に

対

し

て

行
使
す
る

管
理

権
に

す
ぎ

ず
､

い

か

な

る

意
味
で

も

財

産
権
で

は

な

く
､

従
っ

て

村
落
の

土

地

は

国
有
地
で

あ

る

と

す
る

見
解
で

(

1 8
)

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

､

住
民
の

土

地

権
に

関
す

る

議
論
ほ

法
律
的
立

場
に

ょ
っ

て

異
な

り
､

し
か

も

住
民
の

権
利
を

擁
護
す
る

の

か
､

政
庁
の

利
益

を

主

張
す

る

の

か

と
い

う
極
め

て

政
治
的
な

性
質
の

も

の

で

あ
っ

た
ひ

さ

て
､

か

か

る

政

庁
の

側
に

お

け
る

見
解
と
は

別
に

､

住
民

が

村
落
内

部
の

土

地
に

対

し
て

､

具
体
的
に

い

か

な

る

権
利
を

持
っ

て

い

た

か

を

次

に

検

討
し
た
い

｡

こ

荒
煮
地

厳
密
に

は
､

荒
蕪
地
は

以

前
に

開
墾
さ

れ

た
こ

と
の

な
い

土
地

と
､

一

且

開
墾
さ

れ
た

後
再
び

放
棄
さ

れ

た

土

地

と
の

二

種
類
に

分
け

ら

れ

る
｡

リ

ソ

ガ
･

方

〆
ソ

ま

ず
前
者
の

荒
煮
地

は
､

そ

の
一

般
的
名
称
｢

大
森
林
+

が

示
す

よ

う
に

主
と

し

て

森
林
で

あ
っ

た
｡

村
民

は
こ

の

荒
瀬
地
に

対
し

て
､

H
放
牧

､

(

19
)

臼

狩
猟

､

白
森
林
採
取

､

餉
開
墾
と
い

う
四
つ

の

権
利
を

持
っ

て

い

た
｡

前
二

者
と

､

森
林
採
取
物
を

自
家

消
費
す
る

限
り
に

お
い

て

村
民

は

族

長

た

ち
の

許
可
を

得
る

必

要
も

な

く
､

使
用
料
や

採
取
料
を

村
落
に

支
払
う

必

要
は

な
か

っ

た
｡

た

だ

し
､

販
売
の

た

め
の

採
取
に

際
し
て

は
､

許
可

と

採
取
料
(

現
物
か

現
金

暮
こ

の

場
合
は

販
売
額
か

ら

-
で

十

分
の

一

相
当
)

の

支
払
が

必

要
で

あ
っ

た
｡

外
部
者
は

自
家
消
費
用

･

販
売
用
と

を

問
わ

ず
､

許
可
を

得
､

住
民

と

同
様
の

仕
方
で

十
分
の

一

を

支
払
わ

ね

(

2 0
)

ば

な

ら

な
か

っ

た
｡

開
墾
権
は

､

住
民
の

格
言
に

よ

れ

ば
､

｢

共
同
所
有
権
は

(

開
墾
に

よ

(

21
)

り
)

個
人

所
有
権
と

な

る
+

と

表
現
さ
れ

た
｡

こ

こ

で
､

個
人

所
有
権
と

は

譲
渡
が

自
由
な

権
利
を

意
味
し

な
い

(

後
述
)

｡

村
民

は
一

年
な

い

し

ラ

ダ

ソ

ニ

年
間
の

短
期
的
移
動

耕
作
の

た

め
に

開
墾
す
る

場
合

､

族
長
た

ち

の

許

可
も

開
墾
料
の

支
払
も

必

要
で

な

か
っ

た
｡

こ

れ

に

対
し

､

水
田

や

商
品

一

▼
⊥

作
物
農
園
の

ご

と

く

長
期
に

使
用
す

る

目

的
で

開
墾
す
る

場
合

､

大

部
分

㍊
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(

盟
)

の

地

域
で

ほ

村
民

と
い

え

ど

も

双

方
が

必

要
で

あ
っ

た
｡

十
九
世
紀
末

､

開
墾
料
の

不

要
な

村
落
も

し
ば

し

ば

見
い

出
さ

れ
た

｡

開
墾
料
の

有
無
は

村
落
の

歴
史
的
変
化
過
程
の

違
い

に

起
因
し

て

い

た

よ

う
で

あ

る
｡

す
な

わ

ち
､

荒
蕪
地
が

豊
富
に

あ

る

段
階
で

ほ

開
墾

料
は

要
求
さ

れ

な
か

っ

た

(

2 3
)

の

で

あ

る
｡

通

常
､

荒
蕪
地
は

共
同
地
と

し

て

村
落
全
体
の

管
理

下
に

置
か

れ
､

村

民
は

そ

れ
に

対
し
て

平
等
の

開
墾
権
を

持
っ

て

い

た

が
､

パ

ダ
ン

高
地
の

タ

ナ
･

ス

タ

ス

ク

東
部
周
辺
地

域
で

は

｢

ス

タ

地
+

と

し

て

伝
承
に

基
づ

く

複
数
の

氏
族
グ

(

2 4
)

ル

ー

プ
に

割
当
て

ら

れ
て

い

た
｡

後
者
の

場
合

､

各
民
族
グ

ル

ー

プ

が

そ

の

割
当
地

を
､

村
落
の

干
渉
を

全
く

排
し

て

処
分
出
来
た
か

香
か

は

必

ず

し

も

明
ら

か

で

は

な
い

｡

し
か

し
､

究
極
的
に

は
こ

の

土

地
に

対

し
て

多

少
と

も

村
落
規
制
が

働
い

て

い

た

と

考
え

る

方
が

妥
当
で

あ

ろ

う
｡

い

ず

れ

に

せ
よ

､

こ

の

例
は

村
落
規
制
が

弛
緩
し

て

い

る

こ

と

を

示

し
て

い

る
｡

外
部
者
も

ま
た

開
墾
料
を

支
払
う
限
り

､

開
墾
に

よ

り

用
益
権
を

得
る

｡

と

は

出
来
た

が
､

一

般
に

そ
の

綻
地

に

対

し

て

村
民
と

同
等
の

土
地

権

を

獲
得
す

る
こ

と
は

出
来
な

か

っ

た
｡

た

だ

し
､

海
岸
地

域
の

北
部
で

は
､

外
部
者
で

あ
っ

て

も

政
庁
に

対
す

る

賦
役
を

負
担
す

る

と
い

う
条
件
の

も

と

で
､

開
墾
に

よ

り

そ
の

土

地
に

対

し

て

村
民

と

同
等
の

権
利
を

得
る

こ

(

26
)

と

が

で

き

た
｡

こ

の

主
な

理

由
と

し

て
､

古
く

か

ら

商
業
地

と

し
て

栄
え

た

海
岸
地

域
で

は

外
部
者
と
の

交
流
が

パ

ダ
ン

高
地
に

比
べ

て

頻
繁
で

あ

り
､

外

部
者
を

受
け

入
れ

る

素
地

が

あ
っ

た
こ

と
､

ま
た

商
業
活
動
に

と

っ

て

賦
役
は

大
き
な

負
担
で

あ
っ

た
こ

と

な

ど
が

考
え

ら
れ

る
｡

さ

ら

に

パ

ダ
ン

高
地
の

南
の

周
辺
地

(

コ

リ

ン

チ
)

で

は

特
別
な

条
件
が

な

く
と

(

訂
)

鳴

外
部
者
ほ

村
民
と

同
等
の

開
墾
権
が

与
え

ら

れ
て

い

た
｡

こ

の

理

由
は

恐
ら

く
､

こ

の

地

域
で

は

人

口

に

比
べ

て

荒
燕
地
が

豊
富
で

あ
っ

た

た

め

詔
一
.

⊥

と

考
え

ら
れ

る
｡

い

ず
れ
に

し

て

も
､

後
二

者
の

例
は

､

村
落
の

結
合

原

理
が

パ

ダ
ン

高
地

又

ほ

｢

本
来
の

地
+

で

顕
著
に

見
ら
れ

た

血

縁

性
に

代

わ

り

地

縁
性
が

優
位
に

な

り
つ

つ

あ

る
こ

と

を

示

唆
し
て

い

る
｡

次
に

､

一

旦

開
墾
さ

れ

再
び

放
棄
さ
れ

た

土

地
は

､

H
森
林

､

臼
潅
木

地
､

臼
草
木
地

､

幽
背
の

高
い

草
地

､

困
背
の

低
い

草
地

及
び

山
地

の

牧

(

詣
)

草
地

､

閃
荒
蕪
地
と

な
っ

た

平
地

､

の

六

種
類
に

分
類
さ

れ

る
｡

こ

れ

ら

の

う
ち

､

森
林
ほ

明
ら

か

に

荒
蕪
地

と

化
し

た

程
度
を

示
し
て

い

る

が
､

残
り
の

土

地
は

､

そ

れ

ら

の

地

形
的
特

質
を

示

す
に

過
ぎ
な
い

｡

こ

れ

ら

の

土

地
に

対
す

る

原

則
は

､

開
墾
の

痕
跡
が

消
え
た

と

誰
か

ら
も

判
断
さ

れ
た

と

き
､

そ

の

当
地

は

村
落
全

体
､

ま

た
は

氏
族
グ

ル

ー

プ

に

戻
る

と

(

29
)

い

う
も

の

で

あ
っ

た
｡

そ

し
て

､

そ
れ

に

は

前
述
の

荒
蕪
地
に

対

す

る

と

同
様
の

権
利
を

住
民

は

持
っ

た

の

で

あ
る

｡

三

耕
作
地

及
び

家
屋

敷
地

.ハ

ラ

イ

前
項
の

荒
蕪
地

と

村
落
の

公
共
施
設
(

回

教
寺
院

､

村
会
会
議
場

､

共

同
浴
場

､

村
道
な

ど
)

用
地

と

を

除
く

全
て

の

土

地
は

､

耕
作
地

及

び

家

パ

ル

イ

(

30
)

屋
敷
地

と
し

て

拡
大
家
族
に

よ

り

分
有
さ

れ

て

い

た
｡

耕
作
地

の

中
に

は
､

水
田

､

農
園
の

ご

と

く

長
期
の

使
用
を

目
的
と

し
た

土
地

の

他
に

短
期
的

使
用
を

目

的
と

し

た

移
動
耕
作
地

が

含
ま

れ

る
｡

こ

れ

ら

全
て

の

土

地

は

ハ

ル

ト
･

プ

サ

コ

拡
大
家
族
全
体
の

世
襲

財
産
と

し
て

そ
の

強
い

規
制
を

受
け

た
｡

原
則
と

(

31
)

し
て

世
襲
財
産
を

売
却
す

る

こ

と
は

禁
じ

ら
れ

て

い

た
｡

入

質
は

慣
習
法

で

認
め

ら

れ

て

い

る

ご

く

少
数
の

場
合
(

結
婚

､

葬
儀

､

共
同
家

屋
の

修

復
な

ど
)

に

綴
ら

れ
､

そ

の

原
も

砿
大
家
凝
の

全
成
員
だ

け

で

克

く
､

よ



( 13 3) 研 究 ノ ー

ト

り

広
範
な

氏
族
集
団
全
体
の

同
意
が

必

要
で

あ
っ

(

㌍

墓
財
産
は

母

系

的
に

､

共

同
相
続
さ

れ

た

た

め
､

母

系
親
族
集

団
維
持
の

中
核
的
役
割
を

果
し

て

い

た

の

で

あ

る
｡

よ

り

詳
し

く

見
る

な

ら

ば
､

世

襲
財
産
と

し
て

(

ル

ト
ー

チ

イ

ソ

ギ

ハ

ル

ト
一

チ

ノ

〆

(

3 3
)

の

土
地
は

祖
先
伝
来
の

土

地

と

新
た

に

獲
得
さ

れ

た

土

地

と
に

分
か

れ
る

｡

も
っ

と
も

､

こ

れ

ら

の

区

分
に

つ

い

て

明

確
な

時
間
的
基
準
が

あ

る

わ

け

で

は

な
い

｡

大
ま

か

な

基
準
と

し
て

､

水
田

及
び

家
屋

顛
地
が

前

者
に

､

そ
れ

以

外
の

耕
作
地

が

後
者
に

属
す

る

と

考
え
て

大
過
な
い

｡

新
た

に

獲
得
さ

れ

た

土

地

に

関
し

て

注
目

す
べ

き

点
は

､

開
墾
者
は

生

存
中

､

そ
の

土

地

を

自
由
に

使
用
す
る

こ

と
は

出
来
た

が
､

開
墾
者
の

死

と

共
に

そ
の

土

地
は

拡
大
家
族
全
体
の

世
弟
財
産
と
な
っ

た

と
い

う
こ

と

(

別
)

で

あ

る
｡

と
い

う
の

も
､

開
墾
を

単
独

個
人
が

行
な

う
こ

と
は

極
め

て

困

難
で

あ

り
､

通
常
は

家
族
成
員
か

ら

の

労
働
や

金
銭
的
援
助
が

不

可
欠
だ

っ

た

か

ら

で

あ
る

｡

従
っ

て
､

家
族
成
員
は

開
墾
地
の

み
な

ら

ず
そ
こ

か

ら

得
ら

れ

た

利
益
に

対

し
て

､

多
少
と

も

要
求
す
る

権
利
を

持
っ

て

い

た

の

で

あ

る
｡

た

だ
し

こ

の

場
合

､

開
墾
者
と

拡
大
家
族
成
員
と
の

間
に

開

墾
地

に

対

す
る

権
利
の

配
分
規
定
が

な

か

っ

た

た

め
､

十
九
世
紀
末
以

降
､

(

3 5
)

両

者
の

間
で

か

か

る

土

地

権
を
め

ぐ
る

紛
争
が

頻
発
す

る

よ

う
に

な
っ

た
｡

耕
作
地

に

対

す
る

拡
大
家
族
の

規
制
が

新
規
開
墾
地
か

ら

弛
ん
で

き

た

の

は

当

然
で

あ

る
が

､

同
様
の

傾
向
は

幾
代
に

旦
且
っ

て

相
続
さ
れ

た

耕

作
地
に

つ

い

て

も

徐
々

に

起
こ

り
つ

つ

あ
っ

た
｡

そ

れ

は

ま

ず
､

土

地

世

襲
財
産
の

売
却
ま

で

は
い

か

な

く

と
も

､

慣
習
法
に

違
反
し

た

入

質
と
い

(

36
)

う
形
で

現
わ

れ

た
｡

入

質
の

際
期
限
を

定
め

な
い

こ

と

が

普
通
で

あ
っ

た

た

め
､

長
期
に

わ

た

れ

ば

売
却
と

同
様
の

効
果
を
も
っ

た

の

で

あ

る
｡

し

か

し
な

が

ら
､

同
じ

理

由
に

よ
っ

て
､

返
済
金
さ

え

用
意
す

れ

ば

世
代
を

(

汀
)

越
え
て

も

買
足
し
が

可
能
で

あ
っ

た
｡

ま

た
､

た

と

え

慣
習
故
に

反
し

た

入

質
で

あ
っ

て

も
､

貿
受
人

は

可
能
な

限
り

同
じ

氏
族

成
員
か

､

も

し
そ

こ

に

適
当
な

人

物
が

い

な
い

場
合
に

は

同
じ

村
落
の

成
員
で

な

け
れ

ば

な

(

㍍
)

ら

な
か

っ

た
｡

こ

の

よ

う
に

､

少
な

く

と

も

本
稿
の

対

象
と

す

る
二

十
世

紀
初
頭
ま
で

は
､

土
地

に

対

す
る

共
同
規
制
が

弛
み

始
め

た

時
期
で

は
あ

っ

た
が

､

多
く
の

地

域
で

､

最
終
的
に

は

ま

だ

村
落
の

規
制
が

有
効
で

あ

っ

た
｡

耕

作
地
に

対

す
る

共
同
規
制
の

弱
体
化
と
い

う

現
象
は

､

緩
慢
で

は

あ

っ

た
が

､

水
田

耕
作
を

主
と

し

た
パ

ダ
ン

高
地
よ

り
も

商
品
作
物
栽

培
の

盛
ん

な
､

従
っ

て

貨
幣
経
済
が

一

層
浸
透
し
た

海
岸
地

域
や

内
陸
の

商
業

(

甜
)

中
心

地

で

よ

り

顕
著
に

見
ら
れ

た
｡

特
に

､

南
部
の

海
岸
地

域
(

イ
ン

ド

ク

ラ

ブ

ラ
)

で

は

土

地
も

含
め

た

世

襲
財
産
の

保
有
単
位
は

核
家
族
に

な

(

4 0
)

っ

て

い

た
｡

一

般
に

後
者
の

諸
地

域
で

は

他

村
の

住
民
が

多
数
入
り

込
ん

で

お

り
､

彼
等
は

本
来
の

村
落
や

拡
大
家
族
の

拘

束
か

ら

比

較
的
自
由
で

あ
っ

た
｡

か

か
る

事
情
が

､

前
述
の

傾
向

を
一

層
促
進
し
た

の

で

あ

る
｡

最
後
に

､

従

来
人

類
学
的
研
究
で

は

扱
わ

れ

て

来
な

か
っ

た
､

拡
大
家

族
に

よ

る

土
地

世

襲
財
産
の

保
有
に

関
す

る

経
済
的
意
味
に

つ

い

て

触
れ

て

お

き
た
い

｡

十
九
世
紀
末
の

オ

ラ

ン

ダ

入

行
政
官
は

､

か

か

る

土

地

保

有
形
態
は

､

窓
意
的
な

耕
作
地
の

譲
渡
に

よ
っ

て
､

家
族
成

員
が

土

地
な

き

労
働
者
に

な

る

こ

と

を

防
ぐ
た

め

で

あ

り
､

と

り

わ

け

女

性
成
員
の

経

(

41
)

済
的
破
綻
を

防
ぐ
た

め

で

あ

る

と

述
べ

て

い

る
｡

こ

の

後
半
の

部
分
は

､

一

見
､

世
襲
財
産
に

対

す

る

女

性
の

強
い

発
言
権
や

母

系
社
会
と
い

う

事

実
と

矛

盾
し
て

い

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

こ

の

点
に

関
す
る

私
見
を

､

推

【

J

測
の

域
を

出
な

い

が

若
干
述
べ

て

み

た
い

｡

ま

ず
､

母

系
社
会
は

必

ず
し

β
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マ

マ

も

母

権
社
会
を

意
味
し

な
い

｡

拡
大
家
族
の

長
は

最
年
長
女
性
成

員
の

兄

弟
の

中
か

ら

選
ば

れ

た
の

で

あ

る
｡

次
に

､

女
性
成
員
は

世
襲
財
産
の

管

理

者
で

は

あ
っ

て

も
､

財
産
を

生

み

出
す

わ

け
で

は

な

く
､

経
済
的
に

は

男
性
成
員
の

労
働
に

依
存
せ

ざ

る

を

得
な

か
っ

た
｡

､

､

､

ナ
ン

カ

バ

ゥ

族
は

ム

一7

ソ

古
く
か

ら

優
れ

た

商
業
民

族
と

し

て

知
ら

れ
て

お

り
､

成
人
男
子
は

出
稼

タ

ウ

(

4 2
)

商
人

と

し
て

村
落
を

一

旦

離
れ

る

慣
行
が

あ
っ

た
｡

こ

の

男
性
成
員
の

商

業
活
動
は

当
該
拡
大
家
族
に

と
っ

て

重

安
な

収
入

源
で

あ
っ

た

ば

か

り
で

な

く
､

村
落
に

残
っ

た

女
性
成
員
を

必

然
的
に

土

地

の

管
理

者
に

し
た

の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

｡

二

十
世

紀
初
頭
に

､

失
な

わ
れ

た

女
性
の

地

位
回

復
を

目
ざ

す

｢

女
性

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

解
放
運
動
+

が

こ

の

母

系
制
社
会
の

中
か

ら

起
っ

た
こ

と

は

極
め
て

象
徴

(

43
)

的
で

あ

る
｡

す
な

わ

ち
､

理

念
と

し
て

存
在
し

た

母

系
制
は

必

ず
し

も

女

性
の

経
済
的
地

位
を

保
証
し

な

か
っ

た

ば

か

り
か

､

経
済
的

･

社

会
的
変

動
の

過
程
で

そ
の

内
実
を

失
な
い

始
め

て

い

た

の

で

あ

る
｡

結
語
に

変
え

て

終
り
に

､

土

地

権
に

関
す
る

今
後
の

課
題
を

一

つ

だ

け

示

し

て

お

き
た

い

｡

そ

れ

は
ス

フ

リ
ー

ケ

(

〇
･

甲

ナ

S
c

F
r

岩.
打
①
)

は

本
稿
が

対

象
と

し

た

期
間
に

お

け
る

西
ス

マ

ト
ニ

フ

地

域
の

経
済
発
展
に

つ

い

て
､

ミ

ナ
ン

カ

バ

ゥ

人
の

中
に

､

ウ
ェ

ー
バ

ー

や

ゾ
ン

バ

ル

ト

の

い

う
｢

経
済
精
神
+

が

(

4 4
)

出
現
し
た

､

と

述
べ

て

い

る
｡

そ
れ

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

な

ぜ

村
落
の

土

地
に

対

す
る

規
制
が

ジ

ャ

ワ

や

そ
の

他
の

地

域
に

比
べ

て

は

る

か

に

強
く

､

後
ま

で

続
い

た

の

だ

ろ

う
か

､

と
い

う

課
題
で

あ

る
｡

(

1
)

ナ

昌
口

官
s

s
～

和

書

替

地

芸
ぎ

邑
損
害

○

畳
言
ミ

合

○

さ
叫

等
叫

Q

註

書

芸
講

礼

芸

ゝ

蔓
等

邑
笥
式

岩
逮

計

内
息

1

ぎ
茎
…
､

3 卓
一
′

･

-

訂
ヽ

h

ま

言
已

言
､

h

喜
､

設
蒜

ミ
㌣

オ
1

G
r

空
く

1

e

ヨ

F

品
e

.

-

∞

£
､

b
-

ド

ー

N

ヰ

1

N

00
.

(

2
)

c

汁

C
.

T
F

く

甲
ロ

ロ
e

く
①

ロ

d
e
r

㍉
A

宅
2
-

㌻
r

e

p
O
-

i

c

y

訂
r

t

F
e

:

n

已
e
s

㌧
-

n

W
e

ユ
F
e

i

m

(

e

P
)

ヽ
読

札
Q

莞
h
叫

白

畠

内
勺

冨
Q

S
叫

声
T
h
e

H
a

叩
G

e
､

-

心

示
か

一

句

p
･

N

訟
-
か

N
･

(

3
)

ス

マ

ト

ラ

に

関

し
て

は

聖
表
芸
丸

…
達

訂

∵
Q

さ

礼

箪
笥
鼓

萱
雫

計

諾
b

巴

芸

莞
蒜
叫

逮

礼
b

駕

篭
顎

莞
言
害

邑
白

畠
礼

害

毒

h

ま

S
已

言
､

出

邑
p

<
i

p

こ
∞

記
(

以

下

河
卦
∈

m
瓜

と

略
す
)

が

報

告

書

と

し

て

出

版
さ

れ

た
｡

(

4
)

拙

稿
｢

一

七
･

八

せ

紀
､

､

､

ナ

ン

カ

バ

ウ

(

ス

マ

ト

ラ

西

海
岸
)

に

お

け
る

東
イ
ン

ド

会

社
の

進

出
+

､

『

一

橋
論

叢
』

第
七

十

巷
､

第

一

号
､

七

六

頁
｡

(

5
)

く
･

勺
i

毘
｡

ユ
亡

ヂ

盟
…
叫

計
さ

｡

e

等

礼
Q

一

己
§
計
旨
Q

祇
ま

監
Q

苧

致
ヾ

ぢ

賢

哲

勺

乳
§
恐
へ

訂

b
Q

e

箋
～

§
計
声
N

已
t
･

出
O

m
m
O
-

L
笥
-

､

b
-

N
一

-

N

¢
‥

く
.

H
p
s

s
e

声

5

き
軋

軋
恥

云
･

叫

ま

…
已

岩
､

い

｡

已
.

.

L
e
-

n

b
ロ

ー

ー

∞

加

N
.

≡
N
.

い

O

N
‥

河
計
ロ

m
瓜

､

b
-

N
.

-

汁

(

6
)

C
.

T

F

C
｡

名
e

r
S

∴
､

U
e

ト

ロ
S
t

｡
】

F
g
e

ロ

告
r

已
已
e

普
r
s

F
d
e

句
中

臣
n
g
s

旨
e

出
○

言
n
】

賀
計
n

.

｡

T
･

甲

P

く
｡
-

･

中

(

-

監
ヱ
･

b
-

N

.
N

T
N

N

‥

芦
l

O

岳
t

コ
r

転
訂
§
式

訂
訂
ま
㌧

Q

罠
3
丸

b

已
e

§
訂
､

卜

彗

阜

〔

設
q

巴

乱
箋
訂

聖
串

ヨ
)

声
､

s
･

G
l

甲
く
0

ロ

F

品
2

-

-

¢

N

い
ー

b
【

N
･

-

-

い
.

(

7
)

L
.

C
.

W

邑
e

ロ
e

n
打

､

b
Q

竃
訂

§
思
軋

書
聖

訂

当
歳
彗

叫
～

g
･

t

p

く
i

P
.

-

心

←

㌣

b
-

加
.

■

芯
t
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