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ジンバブウェにおけるコモンズの悲劇と「フロンティア」の出現

ジ
ン
バ
ブ
ウ
ェ
に
お
け
る
コ
モ
ン
ズ
の
悲
劇
と「
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」の
出
現

―
―
フ
ァ
ス
ト
ト
ラ
ッ
ク
土
地
改
革
と
ハ
イ
パ
ー
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
―
―

井　
　

上　
　

一　
　

明
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じ
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に

第
一
章　

コ
モ
ン
ズ
と
は
何
か

第
二
章　

コ
モ
ン
ズ
の
分
類

第
三
章　

コ
モ
ン
ズ
の
悲
劇
と
そ
の
管
理
運
営

第
四
章　

ジ
ン
バ
ブ
ウ
ェ
に
お
け
る
共
同
牧
草
地
の
悲
劇
と
「
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
の
出
現

結
論

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
ジ
ン
バ
ブ
ウ
ェ
に
お
け
る
共
同
牧
草
地
い
わ
ゆ
る
共
有
財
の
管
理
運
営
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る（1
（

。

　

コ
モ
ン
ズ
（
共
有
財；

com
m

ons

（
の
管
理
運
営
に
関
す
る
問
題
は
、
一
般
に
環
境
問
題
と
の
関
連
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
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き
た
。
た
と
え
ば
、
森
林
の
過
剰
伐
採
、
水
産
資
源
の
枯
渇
の
問
題
、
河
川
（
特
に
国
際
河
川
（
の
管
理
、
さ
ら
に
は
オ
ゾ
ン
層
の

問
題
な
ど
地
方
の
レ
ベ
ル
、
国
家
の
レ
ベ
ル
、
そ
し
て
地
域
の
レ
ベ
ル
、
さ
ら
に
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
レ
ベ
ル
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
レ

ベ
ル
に
お
け
る
共
有
財
が
議
論
の
対
象
と
な
り
、
問
題
の
核
心
は
誰
が
ど
の
よ
う
に
コ
モ
ン
ズ
を
「
統
治
（
管
理
運
営
（」
す
る
の

か
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
ジ
ン
バ
ブ
ウ
ェ
の
共
同
牧
草
地
の
管
理
運
営
を
め
ぐ
る
考
察
が
、
一
般
論
と
し
て
の
コ
モ
ン
ズ
の
管
理
運
営

に
と
っ
て
ど
こ
ま
で
有
効
か
は
定
か
で
は
な
い
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
ケ
ー
ス
が
、
極
め
て
局
地
的
で
特
殊
な
も
の
で
あ
る
可
能
性

は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
ジ
ン
バ
ブ
ウ
ェ
に
お
け
る
共
同
牧
草
地
の
制
度
的
位
置
づ
け
、
同
地
の
管
理
運
営
を
め
ぐ
っ
て

行
動
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
タ
ー
、
そ
し
て
ア
ク
タ
ー
の
行
動
を
枠
づ
け
る
社
会
構
造
と
規
範
な
ど
に
対
す
る
分
析
は
、
本
稿
が
単

な
る
シ
ン
グ
ル
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
ー
で
終
わ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
留
意
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
問
題
意
識
に
も
と
づ
い
て
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
ー
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、
ジ
ン
バ
ブ
ウ
ェ
、
マ
シ
ョ
ナ
ラ
ン
ド
・
セ

ン
ト
ラ
ル
州
、
マ
ゾ
エ
郡
、
チ
ウ
ェ
シ
ェ
地
区
、
チ
ス
ヴ
ィ
村
の
共
同
牧
草
地
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
村
に
お
け
る
コ
モ
ン
ズ
（
共

同
牧
草
地
（
が
、
誰
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
管
理
運
営
さ
れ
て
き
た
の
か
、
ま
た
な
ぜ
こ
れ
が
消
滅
の
危
機
に
瀕
し
、
そ
し
て
ど

の
よ
う
な
理
由
で
復
活
し
た
の
か
に
つ
い
て
の
考
察
を
試
み
る
。

　

そ
の
前
に
、
コ
モ
ン
ズ
と
は
何
か
、
そ
し
て
そ
の
運
営
管
理
に
関
す
る
先
行
研
究
、
な
ら
び
に
一
般
論
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

第
一
章　

コ
モ
ン
ズ
と
は
何
か

　

近
年
、
環
境
問
題
と
の
関
連
に
お
い
て
コ
モ
ン
ズ
に
関
す
る
研
究
が
増
え
て
い
る
が
、
コ
モ
ン
ズ
と
は
何
か
、
そ
し
て
コ
モ
ン
ズ

の
定
義
に
関
し
て
は
研
究
者
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
ず
コ
モ
ン
ズ
の
定
義
に
関
し
て
先
行
研
究
を
概
観
し
て
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お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

秋
道
智
彌
は
、
コ
モ
ン
ズ
を
「
共
有
」
と
み
な
さ
れ
る
自
然
物
や
地
理
的
空
間
、
事
象
、
道
具
だ
け
で
は
な
く
、
共
有
資
源

（
物
（
の
所
有
と
利
用
の
権
利
や
規
則
、
状
態
ま
で
を
も
含
ん
だ
包
括
的
な
概
念
と
規
定
し
て
い
る（2
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
オ
ス
ト
ロ

ム
（E. O

strom
（
は
、「
共
有
貯
蔵
資
源
（com

m
on-pool resources;

Ｃ
Ｐ
Ｒ
ｓ
（」
と
い
う
タ
ー
ム
を
使
い
、
こ
れ
は
国
防
、
警
察

ま
た
は
一
般
道
路
、
堤
防
な
ど
の
社
会
資
本
の
よ
う
に
、
各
個
人
が
共
同
で
消
費
す
る
財
・
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し

て
Ｃ
Ｐ
Ｒ
ｓ
は
、
コ
ス
ト
を
負
担
し
な
い
人
を
排
除
で
き
な
い
（
す
な
わ
ち
「
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
」
が
発
生
す
る
（
も
の
で
あ
る
と
い

う
。
つ
ま
り
あ
る
人
の
消
費
に
よ
り
他
の
人
の
消
費
量
が
減
少
す
る
こ
と
が
な
い
財
・
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
。
こ
れ
に
類
似
す
る
概
念

が
公
共
財
（public goods

（
で
あ
る（3
（

。

　

そ
れ
で
は
、
コ
モ
ン
ズ
あ
る
い
は
Ｃ
Ｐ
Ｒ
ｓ
と
公
共
財
の
違
い
と
は
何
か
。
一
つ
の
区
分
基
準
は
、
オ
ス
ト
ロ
ム
に
よ
れ
ば
財
・

サ
ー
ビ
ス
を
消
費
す
る
際
に
人
々
の
あ
い
だ
に
「
競
争
（rivalry

（」
が
存
在
す
る
か
否
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

公
共
財
と
み
な
さ
れ
る
た
と
え
ば
酸
素
は
、
大
変
豊
富
に
存
在
す
る
た
め
に
一
人
の
人
間
の
消
費
が
他
の
人
間
の
消
費
に
影
響
を
与

え
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
共
有
貯
蔵
資
源
、
た
と
え
ば
清
潔
な
水
は
地
球
上
の
多
く
の
地
域
に
お
い
て
不
足
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
こ
の
消
費
を
め
ぐ
っ
て
競
争
が
発
生
す
る
た
め
に
共
有
貯
蔵
資
源
で
あ
る（（
（

。

　

オ
ス
ト
ロ
ム
の
い
う
Ｃ
Ｐ
Ｒ
ｓ
は
、
秋
道
の
言
う
「
コ
モ
ン
ズ
」、
そ
し
て
フ
ィ
ー
ニ
ー
（D

. Feeny

（
等
の
言
う
「
共
有
財
産

資
源
（com

m
on-property resources

（」
に
該
当
す
る
。
フ
ィ
ー
ニ
ー
等
は
、「
共
有
財
産
資
源
」
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

共
有
財
産
資
源
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
漁
場
、
野
生
動
物
、
地
表
、
地
下
水
、
山
脈
、
森
林
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の

特
徴
と
し
て
次
の
二
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

①
排
除
性
（excludability

（
な
い
し
は
ア
ク
セ
ス
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
（control of access

（。
こ
れ
は
潜
在
的
な
利
用
者
が
、
他
者

の
ア
ク
セ
ス
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て
、
な
い
し
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
る
（
魚
、
野
生
動
物
、
地
下
水
な
ど
（。
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②
減
算
性
（subtractability

（
な
い
し
は
競
争
（rivalry

（。
こ
れ
は
各
々
の
ユ
ー
ザ
ー
が
、
他
の
ユ
ー
ザ
ー
の
繁
栄
を
減
ず
る
能

力
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
ユ
ー
ザ
ー
た
ち
が
、
自
分
た
ち
の
資
源
の
生
産
性
を
高
め
る
た
め
に
協
力
し
た
と
し
て
も
（
た
と
え
ば

植
林
（、
資
源
と
い
う
も
の
は
一
人
の
ユ
ー
ザ
ー
が
ど
の
程
度
資
源
を
利
用
し
た
か
と
い
う
こ
と
が
、
同
じ
資
源
を
利
用
す
る
他
の

ユ
ー
ザ
ー
の
能
力
に
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
与
え
る
、
と
い
う
本
質
を
有
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
減
算
性
は
、
個
人
の
合
理
性
と
集
団

の
合
理
性
の
あ
い
だ
の
潜
在
的
な
乖
離
の
源
で
あ
る
。

　

な
お
フ
ィ
ー
ニ
ー
等
は
、
排
除
性
に
つ
い
て
特
定
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
メ
ン
バ
ー
以
外
の
人
々
を
排
除
す
る
力
（
権
力
（
と
し

て
定
義
し
、
移
動
性
の
資
源
（
動
物
や
魚
な
ど
（
の
場
合
に
は
、
こ
の
排
除
性
を
設
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
牧
草
地
、
森

林
、
水
資
源
な
ど
の
場
合
に
は
排
除
性
を
設
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
し
て
い
る（（
（

。

第
二
章　

コ
モ
ン
ズ
の
分
類

　

と
こ
ろ
で
コ
モ
ン
ズ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
分
類
の
方
法
が
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
秋
道
は
、
次
の
よ
う
に
分
類
し
て
い
る
。

①
ロ
ー
カ
ル
・
コ
モ
ン
ズ
・
地
域
の
共
有
地
（
共
有
資
源
（

　

農
林
漁
業
な
ど
の
生
産
活
動
を
基
盤
と
す
る
村
落
社
会
や
共
同
体
で
は
、
入
会
地
、
共
有
林
、
沿
岸
の
共
同
漁
業
な
ど
の
共
同
的

な
所
有
の
あ
り
方
（
制
度
（
が
ロ
ー
カ
ル
・
コ
モ
ン
ズ
の
中
核
と
な
る
。

　

共
有
地
と
そ
こ
に
含
ま
れ
る
資
源
に
対
し
て
住
民
み
ず
か
ら
が
利
用
慣
行
や
権
利
を
村
落
の
成
員
間
で
共
有
し
、
外
部
者
を
排
除

す
る
。
村
落
や
共
同
体
に
と
っ
て
の
共
有
地
と
そ
の
利
用
慣
行
は
、
個
人
で
も
国
家
で
も
な
い
村
の
成
員
間
で
了
解
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
村
以
外
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
そ
こ
が
共
有
地
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
関
係
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
そ
れ
は
、
他
の
村
の
決

め
ご
と
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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②
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
モ
ン
ズ

　

ロ
ー
カ
ル
・
コ
モ
ン
ズ
の
枠
を
超
え
、
社
会
一
般
や
国
家
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
る
場
な
い
し
は
資
源
。
公
益
性
、
公
共
性
を
特
徴

と
す
る
。

③
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
モ
ン
ズ

　

国
家
を
超
え
て
共
有
さ
れ
る
場
と
そ
の
資
源（6
（

。

　

こ
れ
に
た
い
し
て
フ
ィ
ー
ニ
ー
等
は
、
コ
モ
ン
ズ
を
議
論
す
る
際
に
資
源
に
ど
の
よ
う
な
財
産
権
を
設
定
し
う
る
か
、
と
い
う
観

点
か
ら
そ
の
所
在
に
注
目
し
て
こ
れ
を
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
す
る
。

①
オ
ー
プ
ン
・
ア
ク
セ
ス

　

誰
に
も
開
か
れ
た
資
源
。
財
産
権
の
欠
如
。

②
私
有
財
産

　

資
源
の
利
用
か
ら
他
者
を
排
除
す
る
権
利
を
と
も
な
う
。

③
共
同
体
的
財
産
（com

m
unal property

（

　

相
互
依
存
的
な
ユ
ー
ザ
ー
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
身
元
確
認
の
可
能
な
規
模
（identifiable

（
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
よ
っ
て
管

理
さ
れ
る
資
源
。
こ
れ
ら
の
ユ
ー
ザ
ー
は
、
外
部
者
を
排
除
す
る
一
方
、
ロ
ー
カ
ル
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
利
用
を

ル
ー
ル
に
よ
っ
て
管
理
・
統
制
す
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
メ
ン
バ
ー
は
、
し
ば
し
ば
資
源
に
対
す
る
平
等
な
ア
ク
セ
ス
権
と
利
用

権
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
秋
道
の
い
う
「
コ
モ
ン
ズ
」、
オ
ス
ト
ロ
ム
の
い
う
「
共
有
貯
蔵
資
源
（
Ｃ
Ｐ
Ｒ
ｓ
（
に
該
当
す
る

も
の
と
解
釈
で
き
よ
う
。

④
国
有
財
産

　

資
源
に
関
す
る
権
利
は
政
府
に
排
他
的
に
委
ね
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
政
府
は
、
資
源
へ
の
ア
ク
セ
ス
お
よ
び
資
源
の
利
用
レ
ベ
ル



6

法学研究 89 巻 3 号（2016：3）

な
ど
に
関
す
る
意
思
決
定
を
お
こ
な
う（（
（

。

　

本
稿
に
お
い
て
は
、
コ
モ
ン
ズ
と
い
う
タ
ー
ム
を
秋
道
の
い
う
「
ロ
ー
カ
ル
・
コ
モ
ン
ズ
」
そ
し
て
フ
ィ
ー
ニ
ー
等
の
い
う
「
共

同
体
的
財
産
」
と
い
う
意
味
で
用
い
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
し
て
コ
モ
ン
ズ
と
い
う
タ
ー
ム
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
フ
ィ
ー
ニ
ー
等
の
指

摘
す
る
よ
う
に
排
除
性
（excludability

（
と
減
算
性
（subtractability

（
に
あ
る（8
（

。

第
三
章　

コ
モ
ン
ズ
の
悲
劇
と
そ
の
管
理
運
営

　

第
一
節　

コ
モ
ン
ズ
の
悲
劇
（The tragedy of C

om
m

ons

）

　

現
在
、
コ
モ
ン
ズ
は
消
滅
の
危
機
に
瀕
し
て
お
り
、
こ
れ
を
い
か
に
管
理
運
営
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い

る
。

　

コ
モ
ン
ズ
は
な
ぜ
消
滅
す
る
の
か
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
合
理
的
な
説
明
を
お
こ
な
っ
た
の
が
、
ハ
ー
デ
ィ
ン
（G. H

ardin

（
で

あ
る
。
そ
こ
で
以
下
ハ
ー
デ
ィ
ン
の
議
論
を
簡
単
に
紹
介
し
て
み
た
い
。
彼
の
議
論
は
、
あ
く
ま
で
も
思
考
実
験
（T

hought 

experim
ent

（
で
あ
り
フ
ィ
ー
ル
ド
リ
サ
ー
チ
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
フ
ィ
ー
ル
ド
の
現
状
を
合
理
的
に
説

明
す
る
う
え
で
き
わ
め
て
重
要
な
理
論
と
い
え
よ
う
。

　

ま
ず
誰
に
で
も
開
放
さ
れ
て
い
る
牧
草
地
を
想
像
す
る
。
牧
畜
を
し
て
い
る
人
は
、
誰
で
も
、
共
有
地
に
で
き
る
だ
け
自
分
の
家

畜
を
放
牧
し
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
部
族
間
の
闘
争
、
密
猟
、
疾
病
な
ど
が
、
人
間
や
動
物
の
数
を
共
有
地
の
動
物
扶
養
能
力
の

範
囲
内
に
保
っ
て
い
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
や
り
方
は
何
世
紀
も
、
問
題
を
起
こ
さ
ず
に
う
ま
く
続
い
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
結
局
、
手
直
し
の
日
、
つ
ま
り
長
い
間
望
ま
れ
て
い
た
社
会
の
安
定
と
い
う
目
標
が
現
実
に
な
る
日
が
や
っ
て
く
る
。
こ

の
時
点
で
は
、
共
有
地
に
つ
い
て
の
本
来
の
論
理
は
情
け
容
赦
な
く
悲
劇
を
作
り
出
す
。
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す
な
わ
ち
牧
畜
を
営
む
人
は
誰
で
も
、
合
理
的
な
人
間
と
し
て
当
然
の
こ
と
な
が
ら
自
分
の
所
得
を
最
大
に
し
よ
う
と
す
る
。

「
自
分
の
家
畜
を
も
う
一
頭
増
や
し
た
ら
、
自
分
の
利
益
は
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
」。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
る
効
用
は
、
一
つ
の
利
点

と
一
つ
の
不
利
な
点
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

①
プ
ラ
ス
の
要
素
は
、
一
頭
の
動
物
の
増
分
の
関
数
で
あ
る
。
飼
育
者
は
、
増
え
た
動
物
を
売
っ
た
利
益
を
ま
る
ま
る
手
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
、
プ
ラ
ス
の
効
果
は
＋
一
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
マ
イ
ナ
ス
の
要
素
は
、
も
う
一
頭
増
や
し
た
こ
と
に
よ
る
過
度
の
放
牧
の
関
数
で
あ
る
。
だ
が
、
彼
が
一
頭
を
過
度
に
放
牧
し
た

影
響
は
、
そ
の
共
有
地
の
飼
育
者
全
部
に
分
担
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
特
定
の
決
定
を
下
し
た
飼
育
者
に
対
す
る
こ
の
マ
イ
ナ
ス
の
影

響
は
、
マ
イ
ナ
ス
一
の
何
十
分
の
一
か
に
す
ぎ
な
い
。

 　

プ
ラ
ス
、
マ
イ
ナ
ス
の
効
用
を
加
え
て
、
も
の
の
わ
か
っ
た
飼
育
者
は
、
自
分
の
と
る
べ
き
唯
一
の
賢
い
手
段
は
、
自
分
の
家

畜
を
一
頭
加
え
る
こ
と
だ
と
結
論
す
る
。
そ
し
て
も
う
一
頭
、
も
う
一
頭
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
こ
の
結
論
は
、
こ
の
牧
草

地
を
共
有
す
る
す
べ
て
の
も
の
わ
か
り
の
い
い
飼
育
者
が
到
達
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
悲
劇
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
誰
も
彼
も
が
、

限
ら
れ
た
世
界
（
す
な
わ
ち
共
同
牧
草
地
（
の
な
か
で
自
分
の
家
畜
を
し
ゃ
に
む
に
、
無
制
限
に
増
や
そ
う
と
強
制
さ
せ
る
よ
う
な

シ
ス
テ
ム
に
が
ん
じ
が
ら
め
に
さ
れ
て
い
る
。
共
有
地
の
自
由
を
信
じ
込
ん
で
い
る
社
会
で
は
、
す
べ
て
の
人
が
自
分
だ
け
の
最
大

の
利
益
を
求
め
て
突
っ
走
り
、
落
ち
つ
く
先
は
荒
廃
で
あ
る
。
共
有
地
の
自
由
は
、
す
べ
て
の
人
に
荒
廃
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る（9
（

。

　

そ
れ
で
は
、
具
体
的
に
コ
モ
ン
ズ
は
、
ど
の
よ
う
に
統
治
・
運
営
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。

　

第
二
節　

コ
モ
ン
ズ
の
統
治
（
管
理
運
営
）

　

コ
モ
ン
ズ
の
統
治
（
管
理
運
営
（
に
関
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
存
在
す
る
。
こ
こ
で
は
以
下
三
つ
の
方
法
に
ま
と
め
て
み

た
い
。
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ま
ず
第
一
の
方
法
は
、
ハ
ー
デ
ィ
ン
が
主
張
す
る
も
の
で
あ
り
、
共
有
地
の
悲
劇
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
徹
底
し
た
国
有
化

（
公
有
化
（
な
い
し
は
私
有
化
に
よ
っ
て
資
源
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
制
限
な
い
し
排
除
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る（（（
（

。

第
二
の
議
論
は
、
オ
ス
ト
ロ
ム
の
い
う
共
有
財
の
利
用
者
自
己
管
理
で
あ
り
、
単
純
化
し
て
い
え
ば
共
有
材
か
ら
直
接
便
益
を
受
け

る
人
々
に
コ
モ
ン
ズ
の
管
理
・
運
営
を
委
ね
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。（
共
有
財
の
利
用
者
に
よ
る
自
治
的
管
理
運
営
、Self-governed 

com
m

on-property arrangem
ent

（
（（
（

（。
こ
れ
に
対
し
て
フ
ィ
ー
ニ
ー
等
は
、
コ
モ
ン
ズ
の
統
治
（
管
理
運
営
（
に
関
す
る
ポ
イ
ン
ト

と
し
て
①
資
源
を
利
用
す
る
際
の
排
除
と
管
理
を
規
定
す
る
制
度
的
な
配
置
（institutional arrangem

ent

（
の
重
要
性
、
そ
し
て

②
文
化
的
要
素
の
重
要
性
を
指
摘
し
、
コ
モ
ン
ズ
の
管
理
運
営
に
関
す
る
新
た
な
取
り
決
め
を
考
え
る
際
に
は
、
①
草
の
根
民
主
主

義
（grass-roots dem

ocracy
（、
②
公
共
参
加
（public participation

（、
③
ロ
ー
カ
ル
・
レ
ベ
ル
の
計
画
立
案
、
な
ど
を
考
慮
す

る
必
要
が
あ
る
と
主
張
す
る（（（
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
コ
モ
ン
ズ
の
統
治
（
管
理
運
営
（
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
次
に
具
体
的
な
ケ
ー
ス
と

し
て
ジ
ン
バ
ブ
ウ
ェ
の
チ
ス
ヴ
ィ
村
に
お
け
る
コ
モ
ン
ズ
（
共
同
牧
草
地
（
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

第
四
章　

ジ
ン
バ
ブ
ウ
ェ
に
お
け
る
共
同
牧
草
地
の
悲
劇（（（
（

と
「
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
の
出
現

　

第
一
節　

チ
ス
ヴ
ィ
村
の
生
業
形
態
と
人
の
移
動

　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
コ
モ
ン
ズ
の
ケ
ー
ス
は
、
マ
シ
ョ
ナ
ラ
ン
ド
・
セ
ン
ト
ラ
ル
州
、
マ
ゾ
エ
郡
、
チ
ウ
ェ
シ
ェ
地
区
、
チ
ス

ヴ
ィ
村
の
共
同
牧
草
地
で
あ
る
。
な
お
地
図
１
は
、
マ
シ
ョ
ナ
ラ
ン
ド
・
セ
ン
ト
ラ
ル
州
に
お
け
る
チ
ウ
ェ
シ
ェ
地
区
、
そ
し
て
地

図
２
は
チ
ス
ヴ
ィ
村
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

チ
ス
ヴ
ィ
村
は
、
一
九
九
〇
年
代
半
ば
の
時
点
で
人
口
約
八
〇
〇
人
、
一
世
帯
平
均
五
名
の
お
よ
そ
四
世
帯
で
一
つ
の
ユ
ニ
ッ
ト



9

ジンバブウェにおけるコモンズの悲劇と「フロンティア」の出現

地図１　マショナランド・セントラル州チウェシェ地区（執筆者作成）

地図２　チスヴィ村（執筆者作成）
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を
構
成
す
る
拡
大
家
族
が
、
村
全
体
で
約
四
〇
ユ
ニ
ッ
ト
存
在
す
る
。
生
業
形
態
は
農
耕
牧
畜
で
、
主
要
農
産
物
は
メ
イ
ズ
で
あ
る

が
、
そ
の
他
換
金
作
物
と
し
て
綿
花
、
ひ
ま
わ
り
、
落
花
生
、
そ
し
て
タ
バ
コ
な
ど
の
生
産
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る（（（
（

。
な
お
養
鶏
や

養
豚
な
ど
に
従
事
す
る
農
家
も
若
干
存
在
し
、
こ
う
し
た
農
家
は
、
世
帯
主
が
都
市
へ
の
出
稼
ぎ
に
よ
っ
て
現
金
収
入
を
得
る
こ
と

が
で
き
る
た
め
相
対
的
に
裕
福
で
あ
る
。

　

メ
イ
ズ
は
、
少
な
く
と
も
二
〇
〇
〇
年
に
至
る
ま
で
自
給
用
を
除
い
て
四
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
た
ジ
ン
ボ
に
あ
る
「
穀
物
流
通
公
社

（Grain M
arketing Board

（」
へ
出
荷
さ
れ
た（（（
（

。
構
造
調
整
計
画
（
ジ
ン
バ
ブ
ウ
ェ
で
は
、「
経
済
構
造
調
整
計
画；

Ｅ
Ｓ
Ａ
Ｐ
」
と
呼

ば
れ
た
（
以
後
、
流
通
公
社
に
よ
る
独
占
が
廃
止
さ
れ
た
た
め
に
、
民
間
の
業
者
に
メ
イ
ズ
を
売
り
渡
す
農
民
も
存
在
し
た
が
、
輸

送
コ
ス
ト
が
ネ
ッ
ク
と
な
っ
て
流
通
公
社
の
買
い
上
げ
価
格
を
下
回
っ
た
た
め
に
、
チ
ス
ヴ
ィ
村
で
は
、
あ
ま
り
一
般
化
し
て
い
な

か
っ
た
。
ま
た
綿
花
も
「
綿
花
流
通
公
社
」
へ
出
荷
さ
れ
て
い
た
。
ち
な
み
に
タ
バ
コ
は
現
在
も
年
に
一
度
ハ
ラ
レ
で
開
か
れ
る

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
出
品
さ
れ
る
。

　

メ
イ
ズ
の
種
子
な
ら
び
に
化
学
肥
料
は
、
近
隣
の
タ
ウ
ン
シ
ッ
プ
で
現
金
に
よ
っ
て
購
入
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
メ
イ
ズ
の
製
粉
は

現
在
、
ほ
と
ん
ど
手
作
業
で
は
お
こ
な
わ
れ
て
お
ら
ず
、
電
動
製
粉
機
を
持
つ
村
の
グ
ロ
サ
リ
ー
シ
ョ
ッ
プ
に
依
存
し
て
お
り
、
言

う
ま
で
も
な
く
有
料
で
あ
る
。
そ
の
他
グ
ロ
サ
リ
ー
シ
ョ
ッ
プ
に
お
い
て
、
村
人
た
ち
は
生
活
必
需
品
で
あ
る
塩
、
ク
ッ
キ
ン
グ
オ

イ
ル
、
そ
し
て
石
け
ん
な
ど
を
現
金
で
購
入
し
て
い
る
。
な
お
主
食
で
あ
る
サ
ッ
ザ
の
副
食
と
し
て
は
、
菜
種
（rape

（
を
油
で
炒

め
た
も
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
チ
ス
ヴ
ィ
村
に
お
い
て
も
貨
幣
経
済
そ
し
て
市
場
経
済
は
着
実
に
浸
透
し
て
お
り
、
そ

の
結
果
と
し
て
村
人
の
あ
い
だ
に
格
差
が
発
生
し
写
真
１
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
住
居
に
も
そ
れ
が
表
わ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
こ
の

住
宅
の
持
ち
主
は
、
チ
ス
ヴ
ィ
村
か
ら
約
五
〇
キ
ロ
離
れ
た
人
口
約
六
万
五
〇
〇
〇
人
の
地
方
都
市
ビ
ン
ド
ゥ
ー
ラ
の
鉱
山
会
社
で

長
年
勤
務
し
て
い
た
人
物
で
あ
る（（（
（

。

　

チ
ス
ヴ
ィ
村
を
含
む
チ
ウ
ェ
シ
ェ
地
区
の
人
の
移
動
に
関
し
て
は
、
詳
細
な
数
字
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
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な
が
ら
州
の
単
位
で
見
て
み
る
と
マ
シ
ョ
ナ
ラ
ン
ド
・
セ
ン
ト
ラ
ル
州
は
、

他
州
か
ら
同
州
へ
の
人
の
移
動
が
同
州
か
ら
他
州
へ
の
人
の
移
動
を
圧
倒
的

に
上
回
っ
て
い
る
。
そ
し
て
マ
シ
ョ
ナ
ラ
ン
ド
・
セ
ン
ト
ラ
ル
州
の
総
人
口

に
占
め
る
他
州
か
ら
の
移
動
人
口
の
割
合
は
約
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る（（（
（

。
さ

ら
に
同
州
の
人
々
の
就
業
形
態
に
関
し
て
は
、
家
族
単
位
の
農
業
に
従
事
す

る
も
の
が
圧
倒
的
に
多
く
、
チ
ウ
ェ
シ
ェ
地
区
で
は
約
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の

労
働
人
口
が
こ
れ
に
従
事
し
て
い
る（（（
（

。
ま
た
こ
れ
を
年
齢
別
お
よ
び
性
別
で

見
る
な
ら
ば
、
同
郡
に
お
い
て
は
一
〇
才
か
ら
一
四
才
の
年
齢
層
で
は
農
業

従
事
者
の
割
合
は
男
の
ほ
う
が
高
い
が
、
一
五
才
以
上
に
な
る
と
こ
の
比
率

は
逆
転
す
る
。
す
な
わ
ち
家
族
単
位
の
農
業
の
担
い
手
は
女
で
あ
る
こ
と
が

示
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
チ
ウ
ェ
シ
ェ
地
区
だ
け
で
は
な
く
マ
シ
ョ
ナ
ラ
ン

ド
・
セ
ン
ト
ラ
ル
州
全
体
に
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る（（（
（

。
こ
の
事
実
は
一
つ
に

は
、
働
き
盛
り
の
男
性
は
現
金
収
入
を
求
め
て
出
稼
ぎ
に
出
て
い
る
こ
と
を

意
味
す
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

第
二
節　

共
同
牧
草
地
の
制
度
的
な
配
置

　

チ
ス
ヴ
ィ
村
に
は
村
の
東
部
、
西
部
そ
し
て
南
部
の
三
カ
所
に
共
同
牧
草

地
（
コ
モ
ン
ズ
（
が
存
在
す
る
。
写
真
２
は
チ
ス
ヴ
ィ
村
最
大
の
牧
草
地
で

あ
る
東
部
共
同
牧
草
地
の
ほ
ぼ
全
景
で
あ
り
、
こ
の
牧
草
地
で
コ
モ
ン
ズ
の

写真１
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悲
劇
が
発
生
し
た
。
そ
の
前
に
ジ
ン
バ
ブ
ウ
ェ
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ナ
ル
ラ
ン

ド
（Com

m
unal Land

（
の
制
度
的
な
配
置
に
つ
い
て
見
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
そ
し
て
特
に
問
題
と
な
る
の
が
同
地
域
の
所
有
権
で
あ
る
。
以
下
、
歴

史
的
に
コ
ミ
ュ
ナ
ル
ラ
ン
ド
の
所
有
権
お
よ
び
管
理
運
営
が
ど
の
よ
う
な
変

遷
を
遂
げ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
跡
づ
け
る
。

（
１
（
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
期

　

一
九
八
〇
年
の
ジ
ン
バ
ブ
ウ
ェ
の
独
立
後
、
コ
ミ
ュ
ナ
ル
ラ
ン
ド
の
所
有

権
は
、
大
統
領
に
帰
属
し
、
実
質
的
に
は
国
有
地
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
同

地
域
に
属
す
る
共
同
牧
草
地
も
国
有
地
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
共
同
牧
草
地

の
制
度
的
配
置
（
管
理
運
営
（
は
、
一
九
九
八
年
以
前
と
以
後
で
は
異
な
る
。

九
八
年
以
前
の
時
期
は
、
郡
役
場
（D

istrict Council

（
が
一
元
的
に
管
理

運
営
に
あ
た
っ
て
い
た
が
、
九
八
年
以
降
は
ヘ
ッ
ド
マ
ン
（H

eadm
an,

シ
ョ
ナ
語
で
はSabhuku

（
と
チ
ー
フ
（Chief,

シ
ョ
ナ
語
で
はSadhunu

（

そ
し
て
郡
役
場
の
三
者
の
担
当
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
チ
ー

フ
お
よ
び
ヘ
ッ
ド
マ
ン
法
、一
九
八
二
年（Chiefs and H

eadm
en A

ct 1982

（」

が
廃
止
さ
れ
「
伝
統
的
指
導
者
法
、
一
九
九
八
年
（T

raditional Leaders 

A
ct 1998

（」
が
施
行
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
な
お
コ
ミ
ュ
ナ
ル
ラ
ン
ド
に

お
け
る
土
地
の
配
分
は
、「
コ
ミ
ュ
ナ
ル
ラ
ン
ド
法
（
一
九
九
六
年
（」
に

よ
っ
て
、
郡
役
場
が
こ
れ
を
お
こ
な
う
権
限
を
有
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て

写真２
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チ
ー
フ
と
ヘ
ッ
ド
マ
ン
に
は
こ
の
権
限
は
付
与
さ
れ
て
い
な
い（（（
（

。

　

こ
の
「
伝
統
的
指
導
者
法
」
は
、
コ
ミ
ュ
ナ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
伝
統
的
な
統
治
構
造
を
「
復
活
」
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
チ
ー

フ
、
ヘ
ッ
ド
マ
ン
、
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
・
ヘ
ッ
ド
と
い
う
階
層
構
造
を
成
文
化
し
た（（（
（

。
た
だ
し
、
伝
統
的
指
導
者
の
三
層
構
造
は
地
域
に

よ
っ
て
異
な
り
、
チ
ウ
ェ
シ
ェ
地
区
に
お
い
て
は
、
チ
ー
フ
、
ヘ
ッ
ド
マ
ン
と
い
う
二
層
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
同
法
は
、

シ
ョ
ナ
語
で
「
ダ
レ
（D

are

（」
と
呼
ば
れ
る
村
の
集
会
（
同
法
で
はV

illage assem
bly,

そ
し
てW

ard assem
bly

と
併
記
さ
れ
て
い

る
（
お
よ
び
「
開
発
委
員
会
（D

evelopm
ent Com

m
ittee

（」
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。「
ダ
レ
」
は
慣
習
的
に
は
、
ヘ
ッ
ド
マ
ン
が

議
長
と
な
り
年
齢
、
性
別
を
問
わ
ず
村
人
全
員
が
出
席
す
る
権
利
を
有
す
る
。
な
お
「
伝
統
的
指
導
者
法
」
に
よ
れ
ば
、
出
席
者
は

一
八
才
以
上
の
者
と
い
う
制
限
が
付
さ
れ
て
い
る（（（
（

。
発
議
権
と
発
言
権
は
、
チ
ス
ヴ
ィ
村
の
場
合
、
村
に
常
駐
す
る
も
の
に
限
ら
れ

て
お
り
、
出
稼
ぎ
な
ど
で
長
期
に
わ
た
っ
て
村
を
不
在
に
す
る
者
は
こ
の
権
利
を
持
た
な
い
よ
う
で
あ
る（（（
（

。
な
お
最
終
的
な
意
思
決

定
は
、
基
本
的
に
は
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
よ
る
も
の
で
多
数
決
の
原
理
で
は
な
い（（（
（

。

　
「
伝
統
的
指
導
者
法
」
に
よ
れ
ば
、
村
レ
ベ
ル
の
「
ダ
レ
」
と
「
開
発
委
員
会
」
は
、
ヘ
ッ
ド
マ
ン
に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
、「
地
区

（W
ard

（」
レ
ベ
ル
の
ダ
レ
は
、
ヘ
ッ
ド
マ
ン
と
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
ヘ
ッ
ド
そ
し
て
地
区
長
（w

ard councilor

（
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、

互
選
に
よ
り
議
長
を
選
出
す
る
（
任
期
一
年
（
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る（（（
（

。
ち
な
み
に
チ
ス
ヴ
ィ
村
の
場
合
、
九
八
年
以
前
の
時
期
、

村
レ
ベ
ル
の
「
開
発
委
員
会
（V

illage D
evelopm

ent Com
m

ittee;

Ｖ
Ｉ
Ｄ
Ｃ
Ｏ
（
の
議
長
は
、
都
市
か
ら
帰
村
し
た
相
対
的
に
裕

福
な
人
物
が
選
ば
れ
て
い
た
。

　

一
九
八
〇
年
の
ジ
ン
バ
ブ
ウ
ェ
の
独
立
か
ら
九
八
年
に
い
た
る
ま
で
、
Ｚ
Ａ
Ｎ
Ｕ　

Ｐ
Ｆ
政
府
は
チ
ー
フ
、
ヘ
ッ
ド
マ
ン
そ
し
て

ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
・
ヘ
ッ
ド
等
の
伝
統
的
指
導
者
た
ち
が
ロ
ー
デ
シ
ア
時
代
（
コ
ロ
ニ
ア
ル
期
（
に
行
政
の
末
端
機
構
に
組
み
込
ま
れ
て

い
た
と
い
う
事
実
を
否
定
的
に
と
ら
え
て
、
彼
ら
の
法
的
権
限
を
大
幅
に
縮
小
す
る
「
チ
ー
フ
お
よ
び
ヘ
ッ
ド
マ
ン
法
（Chief and 

H
eadm

an A
ct 1982

（」
を
施
行
し
た
。
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
徴
税
権
と
土
地
の
分
配
権
は
伝
統
的
指
導
者
か
ら
剝
奪
さ
れ
、
彼
ら
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の
法
的
権
限
は
村
人
を
対
象
と
す
る
民
事
裁
判
権
の
み
に
限
定
さ
れ
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、「
伝
統
的
指
導
者
法
」
は
伝
統
的

指
導
者
の
法
的
権
限
の
強
化
と
い
う
意
味
に
お
い
て
コ
ロ
ニ
ア
ル
期
に
彼
ら
に
付
与
さ
れ
て
い
た
権
限
の
部
分
的
な
復
活
で
あ
っ
た
。

「
伝
統
的
指
導
者
法
」
は
、
チ
ー
フ
お
よ
び
ヘ
ッ
ド
マ
ン
に
対
す
る
徴
税
権
を
復
活
し
、
さ
ら
に
公
務
員
と
し
て
の
給
与
を
支
給
し
、

コ
ミ
ュ
ナ
ル
ラ
ン
ド
の
管
理
運
営
に
関
す
る
監
督
権
を
認
め
た
が
、
同
地
域
（
共
同
牧
草
地
を
含
む
（
の
土
地
の
再
分
配
に
関
す
る

権
限
は
、
従
来
ど
お
り
郡
役
場
に
付
与
さ
れ
て
お
り
、
伝
統
的
指
導
者
に
こ
の
権
限
は
付
与
さ
れ
て
い
な
い
。

　

こ
う
し
た
法
改
正
の
背
景
に
は
、
地
方
行
政
の
末
端
機
構
に
お
け
る
機
能
不
全
と
い
う
行
政
の
問
題
、
そ
し
て
農
村
部
に
お
け
る

野
党
勢
力
の
伸
張
と
い
っ
た
政
治
の
問
題
な
ど
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
に
し
た

い
。

（
２
（
コ
ロ
ニ
ア
ル
期

　

土
地
の
所
有
権
を
基
準
と
し
た
場
合
、
コ
ロ
ニ
ア
ル
期
は
三
つ
の
時
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
現
在
の
ジ
ン
バ
ブ

ウ
ェ
の
領
土
が
「
イ
ギ
リ
ス
南
ア
フ
リ
カ
会
社
（British South A

frica Com
pany

（」
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い
た
時
期
（
一
八
九

八
年
か
ら
一
九
二
三
年
（、
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
自
治
植
民
地
（
南
ロ
ー
デ
シ
ア
（
の
時
期
（
二
三
年
か
ら
六
八
年
（、
そ
し
て
六
九
年
か
ら

八
〇
年
ま
で
の
ロ
ー
デ
シ
ア
共
和
国
の
時
期
で
あ
る
。
現
在
の
コ
ミ
ュ
ナ
ル
ラ
ン
ド
は
、
コ
ロ
ニ
ア
ル
期
を
通
じ
て
「
原
住
民
居
留

地
（N

ative Reserve

（」
そ
し
て
の
ち
に
は
「
部
族
信
託
地
（T

ribal T
rust Land

（」
と
名
称
を
変
え
た
が
実
態
は
変
わ
ら
な
か
っ

た
。

　

こ
の
地
域
の
所
有
権
は
、
南
ア
フ
リ
カ
会
社
の
統
治
下
に
お
い
て
は
同
会
社
に
帰
属
し
、
自
治
植
民
地
の
誕
生
か
ら
一
九
六
八
年

ま
で
は
高
等
弁
務
官
、
そ
し
て
そ
れ
以
後
八
〇
年
ま
で
は
国
際
的
に
は
認
知
さ
れ
な
か
っ
た
「
ロ
ー
デ
シ
ア
共
和
国
」
大
統
領
が
所

有
権
を
有
し
て
い
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
現
在
の
コ
ミ
ュ
ナ
ル
ラ
ン
ド
は
、
コ
ロ
ニ
ア
ル
期
を
通
じ
て
実
質
的
に
は
国
有
地
で
あ
り
、

現
在
と
同
じ
で
あ
っ
た（（（
（

。
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現
在
の
コ
ミ
ュ
ナ
ル
ラ
ン
ド
の
土
地
の
分
配
に
関
す
る
権
利
は
、
コ
ロ
ニ
ア
ル
期
を
通
じ
て
形
式
的
に
は
総
督
、
そ
し
て
実
質
的

に
は
原
住
民
担
当
局
（N

ative D
epartm

ent

（
の
原
住
民
監
督
官
（N

ative Com
m

issioner

（
に
委
ね
ら
れ
た
。
チ
ー
フ
お
よ
び

ヘ
ッ
ド
マ
ン
は
、
原
住
民
監
督
官
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
、
村
の
管
理
運
営
を
お
こ
な
い
、
徴
税
権
な
ら
び
に
民
事
裁
判
権
を
行
使
し

た
。
な
お
チ
ー
フ
に
対
し
て
は
、
時
に
応
じ
て
給
与
が
支
給
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
共
同
牧
草
地
も
制
度
上
は
原
住
民
監
督
官
の
所

轄
で
あ
り
、
チ
ー
フ
と
ヘ
ッ
ド
マ
ン
は
原
住
民
監
督
官
の
指
図
に
も
と
づ
い
て
日
常
的
な
運
営
を
お
こ
な
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ

た
。

（
３
（
プ
レ
コ
ロ
ニ
ア
ル
期

　

多
く
の
文
化
人
類
学
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
プ
レ
コ
ロ
ニ
ア
ル
期
の
ジ
ン
バ
ブ
ウ
ェ
に
お
い
て
、
そ
し
て
少
な
く
と
も

シ
ョ
ナ
社
会
に
お
い
て
は
、
土
地
に
対
す
る
私
有
財
産
権
（
私
的
所
有
権
（
と
い
う
制
度
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る（（（
（

。

そ
の
理
由
は
当
時
、
移
動
焼
き
畑
農
耕
が
主
た
る
農
耕
形
態
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
未
利
用
地
が
存
在
し
た
こ
と
な
ど
に
求
め
ら

れ
る
。
な
お
新
た
な
村
落
を
建
設
す
る
際
の
土
地
は
、
チ
ー
フ
に
よ
っ
て
未
利
用
地
が
分
配
さ
れ
、
個
々
の
村
落
内
部
で
の
居
住
地

と
耕
作
地
は
ヘ
ッ
ド
マ
ン
に
よ
っ
て
再
分
配
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
土
地
は
チ
ー
フ
と
ヘ
ッ
ド
マ
ン
に

よ
る
再
分
配
、
そ
し
て
管
理
運
営
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る（（（
（

。

　

も
ち
ろ
ん
シ
ョ
ナ
社
会
に
もCinhu

（
私
物
（
と
い
う
言
葉
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
た
と
え
ば
家
畜
、
家
屋
、
食
器
、
収
穫
物
な

ど
に
は
私
有
財
産
権
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
個
人
な
い
し
は
家
族
の
耕
作
地
に
は
排
他
的
な
占
有
権
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。
こ

れ
に
対
し
て
共
同
牧
草
地
は
、
コ
モ
ン
ズ
で
あ
っ
て
い
か
な
る
村
人
も
占
有
権
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
現

在
で
も
同
様
で
あ
る
。
プ
レ
コ
ロ
ニ
ア
ル
期
に
お
い
て
は
未
利
用
地
が
存
在
し
た
た
め
に
こ
こ
に
家
畜
を
放
牧
す
る
こ
と
に
ま
っ
た

く
問
題
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
土
地
に
対
す
る
私
的
所
有
権
を
制
度
化
す
る
誘
因
も
存
在
し
な
か
っ
た
と
考
え
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
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こ
う
し
た
社
会
形
態
が
存
続
し
得
た
基
本
的
な
条
件
、
あ
る
い
は
ハ
ー
デ
ィ
ン
の
い
う
「
共
有
地
の
悲
劇
」
が
発
生
し
な
か
っ
た

原
因
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
仮
説
と
し
て
は
以
下
の
三
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
メ
ン
バ
ー
の
あ
い
だ
に
メ
ン
バ
ー
間
に
敵
対
意
識
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
貧
富
の
差
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ

と
。
す
な
わ
ち
ス
コ
ッ
ト
（J. Scott

（
の
言
う
す
べ
て
の
メ
ン
バ
ー
が
等
し
く
貧
し
い
こ
と
に
よ
る
「
モ
ラ
ル
エ
コ
ノ
ミ
ー

（m
oral econom

y

（」
の
存
在
、「
強
要
さ
れ
る
気
前
の
良
さ
（forced generosity

（」
や
、「
安
全
第
一
の
原
則
（safety-first 

principle

（」、「
生
存
の
た
め
の
倫
理
（subsistence ethics

（」、
あ
る
い
は
ギ
ア
ー
ツ
（Clifford Geerts

（
の
い
う
「
貧
困
の
共
有

（shared poverty

（」
と
い
っ
た
社
会
規
範
が
存
在
し
た
こ
と（（（
（

。

②
未
利
用
地
の
存
在
。
権
威
主
義
的
な
（
独
裁
的
な
（
チ
ー
フ
あ
る
い
は
ヘ
ッ
ド
マ
ン
が
存
在
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
村
落
が
人
口

過
剰
と
な
っ
て
村
の
周
囲
に
未
利
用
地
が
な
く
な
っ
た
場
合
に
、
そ
の
村
落
を
離
れ
て
新
天
地
へ
移
住
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
。

③
オ
ル
ソ
ン
（M

ancur O
lson

（
の
指
摘
す
る
「
認
知
可
能
な
（noticeable

（」
あ
る
い
は
フ
ィ
ー
ニ
ー
の
い
う
「
確
認
可
能
な

（identificiable

（」
人
間
関
係
が
成
立
す
る
規
模
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
フ
リ
ー

ラ
イ
ダ
ー
の
発
生
を
抑
止
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と（（（
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
条
件
が
存
在
し
た
た
め
に
、
互
酬
、
分
配
、
年
齢
に
よ
る
秩
序
、
そ
し
て
先
祖
儀
礼
を
含
む
シ
ョ
ナ
の
全
般
的
な

社
会
規
範
で
あ
る
「
チ
ワ
ヌ
ー
（Chivanhu

（」
が
実
効
性
を
持
つ
こ
と
が
で
き
、
そ
の
結
果
と
し
て
共
同
牧
草
地
で
あ
る
コ
モ
ン

ズ
が
存
続
し
得
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
三
節　

東
部
共
同
牧
草
地
の
悲
劇

　

一
九
九
七
年
当
時
、
チ
ス
ヴ
ィ
村
の
共
同
牧
草
地
は
、
隣
村
カ
グ
ダ
村
の
住
民
に
よ
る
小
規
模
な
占
有
を
除
い
て
、
観
察
し
う
る

限
り
に
お
い
て
村
人
に
よ
る
占
有
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
か
ら
わ
ず
か
一
年
後
に
は
、
村
人
に
よ
る
フ
ェ
ン
ス
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の
設
置
と
い
う
形
で
共
同
牧

草
地
に
対
す
る
浸
食
が
進
ん

で
い
た
。
写
真
３
は
、
一
部

の
村
人
た
ち
が
、
共
同
牧
草

地
の
一
部
を
み
ず
か
ら
の
耕

作
地
と
し
て
占
有
し
よ
う
と

し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。

　

チ
ス
ヴ
ィ
村
の
住
民
は
、

こ
う
し
た
一
部
の
住
民
に
よ

る
共
同
牧
草
地
の
占
有
に
不

満
を
抱
い
て
い
た
が
、
村
議

会
で
あ
る
「
ダ
レ
」
の
場
で

こ
れ
が
公
に
議
論
さ
れ
た
と

い
う
情
報
は
得
ら
れ
な
か
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
一
部
住

民
に
よ
る
共
同
牧
草
地
の
一

方
的
な
占
有
に
対
す
る
他
の

村
人
た
ち
の
直
接
的
な
抗
議

写真３

写真４
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行
動
は
、
一
九
九
九
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
の
あ
い
だ
に
確
認
で
き
た
範
囲
で
は
二
件

発
生
し
た
。
一
件
は
、
写
真
４
の
共
同
牧
草
地
内
の
耕
作
地
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
耕
作
地
は
チ
ス
ヴ
ィ
村
に
隣
接
す
る
カ
グ
ダ
村
の
一
住
民
に
よ
っ
て
開
墾
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
チ
ス
ヴ
ィ
村
の
ヘ
ッ
ド
マ
ン
が
こ
の
村
人
に
注
意
し
た
が
聞
き
入

れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
怒
っ
た
チ
ス
ヴ
ィ
村
の
住
民
の
一
人
が
そ
の
村
人
に
直

接
抗
議
し
て
ケ
ン
カ
と
な
り
相
手
に
け
が
を
負
わ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
け
が
を
負
わ

せ
た
村
人
は
ビ
ン
ド
ゥ
ー
ラ
の
警
察
に
一
週
間
拘
留
さ
れ
、
さ
ら
に
被
害
者
に
賠
償

金
を
支
払
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
当
該
の
耕
作
地
は
共
同
牧
草
地
か
ら
撤
去
さ
れ
な

か
っ
た
。

　

も
う
一
つ
の
事
例
は
、
チ
ス
ヴ
ィ
村
の
西
部
共
同
牧
草
地
で
発
生
し
た
事
件
で
あ

る
。
写
真
５
に
見
ら
れ
る
住
宅
は
こ
の
共
同
牧
草
地
に
建
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

廃
墟
と
化
し
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
の
住
宅
建
設
に
怒
っ
た
村
人
た
ち
が
焼
き
討
ち
に

し
た
た
め
で
あ
る
。

　

第
四
節　

な
ぜ
悲
劇
が
起
こ
る
の
か

　

そ
れ
で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
悲
劇
が
発
生
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
次
の

三
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、

①
地
方
（
末
端
（
行
政
の
機
能
不
全

②
伝
統
的
指
導
者
の
職
権
乱
用

写真５
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③
市
場
経
済
の
浸
透
と
村
に
お
け
る
所
得
格
差
の
拡
大

で
あ
る
。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
コ
ミ
ュ
ナ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
土
地
の
配
分
は
「
コ
ミ
ュ
ナ
ル
ラ
ン
ド
法
」
に
よ
っ
て
郡
役
場
に
そ
の
権
限

が
付
与
さ
れ
て
お
り
、
チ
ー
フ
と
ヘ
ッ
ド
マ
ン
は
、「
伝
統
的
指
導
者
法
」
に
よ
っ
て
そ
の
日
常
的
な
管
理
・
運
営
が
認
め
ら
れ
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
法
律
上
、
彼
ら
が
、
み
ず
か
ら
の
判
断
で
共
同
牧
草
地
を
含
む
コ
ミ
ュ
ナ
ル
ラ
ン
ド
の
土
地
を
第

三
者
に
分
配
す
る
こ
と
は
違
法
行
為
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
一
般
的
に
村
の
住
民
は
、
プ
レ
コ
ロ
ニ
ア
ル
期
の
慣
習
法
に
従
っ
て

チ
ー
フ
と
ヘ
ッ
ド
マ
ン
が
土
地
の
分
配
権
を
有
し
て
い
る
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
チ
ス
ヴ
ィ
村
の
東
部
共
同
牧
草

地
に
対
す
る
一
部
の
住
民
に
よ
る
占
有
も
ヘ
ッ
ド
マ
ン
の
承
認
に
も
と
づ
い
て
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
村
人
の
一
方

的
な
行
動
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
郡
役
場
が
チ
ス
ヴ
ィ
村
の
ヘ
ッ
ド
マ
ン
の
行
為
を
越
権
行
為
と
し
て
摘
発
す
る
と
い
う
事

態
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
。
ち
な
み
に
チ
ー
フ
は
大
統
領
そ
し
て
ヘ
ッ
ド
マ
ン
は
地
方
政
府
・
国
家
住
宅
供
給
相
に
よ
る
任
命
で
あ
り
、

両
者
は
罷
免
権
を
有
し
て
い
る（（（
（

。

　

チ
ー
フ
や
ヘ
ッ
ド
マ
ン
が
、
土
地
の
配
分
を
め
ぐ
っ
て
い
わ
ゆ
る
賄
賂
を
受
け
取
っ
た
と
い
う
風
聞
は
し
ば
し
ば
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
土
地
の
配
分
を
受
け
た
者
に
と
っ
て
「
贈
答
行
為
」
や
「
互
酬
」
は
「
チ
ワ
ヌ
ー
」
に
即
し
た
伝
統
的

な
儀
礼
で
あ
り
、
こ
れ
を
回
避
す
る
こ
と
は
少
な
く
と
も
農
村
部
に
お
い
て
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
国
有
地
で
あ
る
コ
ミ
ュ
ナ
ル

ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
土
地
の
私
的
所
有
権
は
存
在
し
な
い
し
、「
チ
ワ
ヌ
ー
」
に
も
こ
の
理
念
は
盛
り
込
ま
れ
て
い
な
い
。
し
た

が
っ
て
土
地
の
配
分
に
よ
っ
て
発
生
す
る
占
有
権
こ
そ
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
に
関
す
る
村
人
の
一
般
的
な
認
識
は
「
チ
ワ

ヌ
ー
」
に
従
っ
て
チ
ー
フ
な
ら
び
に
ヘ
ッ
ド
マ
ン
が
土
地
の
分
配
権
を
保
持
し
て
お
り
、
土
地
を
配
分
さ
れ
た
者
は
そ
の
土
地
に
対

す
る
占
有
権
を
認
め
ら
れ
た
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
た
め
村
人
に
と
っ
て
は
、
み
ず
か
ら
の
耕
作
地
を
拡
大
す
る
た
め
に
チ
ー
フ
な

い
し
は
ヘ
ッ
ド
マ
ン
に
こ
れ
を
求
め
る
こ
と
、
そ
し
て
チ
ー
フ
や
ヘ
ッ
ド
マ
ン
が
何
ら
か
の
報
酬
を
受
け
取
る
こ
と
は
シ
ョ
ナ
社
会
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の
規
範
に
照
ら
し
て
正
当
な
行
為
と
な
る
。
そ
の
一
方
で
先
に
述
べ
た
よ
う
に
「
コ
ミ
ュ
ナ
ル
ラ
ン
ド
法
」
に
お
い
て
は
、
同
地
域

の
土
地
の
配
分
、
占
有
そ
し
て
利
用
は
郡
当
局
の
管
轄
事
項
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
郡
当
局
は
、
当
該
地
域
の
「
慣

習
法
」
を
斟
酌
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る（（（
（

。

　

一
般
的
に
慣
習
法
は
、
慣
習
法
で
あ
る
が
故
に
成
文
化
さ
れ
て
い
な
い
。
ジ
ン
バ
ブ
ウ
ェ
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
こ
れ
に
加

え
て
シ
ョ
ナ
社
会
と
ン
デ
ベ
レ
社
会
と
で
は
慣
習
法
は
異
な
る
。
さ
ら
に
シ
ョ
ナ
社
会
に
お
い
て
も
慣
習
法
（
社
会
規
範
（
は
一
般

的
に
は
「
チ
ワ
ヌ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ
の
内
容
は
地
域
に
よ
っ
て
細
部
が
異
な
り
、
た
と
え
ば
「
ロ
ー
ラ
（Roora

（」
な
い
し

は
「
ロ
ボ
ラ
（Robora
（
と
呼
ば
れ
る
婚
資
儀
礼
の
内
容
が
そ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
コ
ミ
ュ
ナ
ル
ラ
ン
ド
を
統
轄
す
る
郡
役
場

は
そ
の
管
理
運
営
に
お
い
て
当
該
地
域
の
慣
習
を
踏
ま
え
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
う
し
た
こ
と
が
環
境
保
全
、
開
発
、
あ
る
い
は
便
益
と

費
用
に
も
と
づ
く
経
済
的
合
理
性
と
相
容
れ
な
い
結
果
を
生
み
出
す
原
因
と
な
っ
て
い
る
。

　

チ
ー
フ
な
ら
び
に
ヘ
ッ
ド
マ
ン
は
、「
伝
統
的
指
導
者
法
」
の
施
行
以
来
、
公
務
員
と
し
て
の
給
与
を
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
は
、
定
期
的
に
現
金
収
入
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
一
方
で
彼
ら
は
成
文
法
そ
し
て
慣
習
法
に

よ
っ
て
日
常
的
な
コ
ミ
ュ
ナ
ル
ラ
ン
ド
の
管
理
運
営
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
チ
ー
フ
と
ヘ
ッ
ド
マ
ン
が
所
轄
の
村

に
常
駐
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
都
市
へ
の
出
稼
ぎ
が
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
よ
う
す
る
に
彼
ら
に

と
っ
て
、
現
金
収
入
を
得
る
機
会
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
チ
ー
フ
や
ヘ
ッ
ド
マ
ン
に
と
っ
て
は
、
現

金
を
得
る
機
会
と
し
て
慣
習
法
に
従
っ
て
土
地
を
分
配
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
大
き
な
収
入
源
と
い
え
よ
う
。
ち
な
み
に
チ
ス
ヴ
ィ

村
に
お
い
て
も
っ
と
も
裕
福
な
人
物
は
、
ヘ
ッ
ド
マ
ン
で
は
な
く
長
年
都
市
に
出
稼
ぎ
に
出
て
帰
村
し
た
者
か
あ
る
い
は
農
業
を
副

業
と
し
て
別
に
本
業
（
た
と
え
ば
教
員
な
ど
（
が
あ
り
、
か
つ
家
族
の
な
か
に
政
府
の
要
職
に
つ
い
て
い
る
者
（
た
と
え
ば
息
子
（
が

い
る
家
庭
で
あ
る
。

　

共
同
牧
草
地
の
浸
食
は
、
農
村
部
に
お
け
る
人
口
増
加
を
背
景
と
し
て
発
生
し
た
と
い
う
説
明
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
八
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〇
年
代
に
お
い
て
は
ジ
ン
バ
ブ
ウ
ェ
の
人
口
増
加
率
は
年
平
均
三
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
近
く
、
こ
れ
は
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て

い
た
。
そ
し
て
農
村
部
に
お
い
て
は
自
給
の
た
め
の
食
糧
生
産
の
た
め
に
よ
り
広
い
耕
作
地
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら

現
在
は
、
と
く
に
エ
イ
ズ
の
蔓
延
に
よ
っ
て
人
口
増
加
率
は
〇
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
台
で
あ
る（（（
（

。
し
た
が
っ
て
耕
作
地
の
拡
大
に
よ
る

農
業
生
産
の
増
大
は
、
自
給
用
食
糧
の
確
保
と
い
う
よ
り
は
余
剰
生
産
物
の
市
場
へ
の
出
荷
を
め
ざ
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
こ
の
背
景
に
は
、
九
〇
年
代
初
頭
か
ら
実
施
さ
れ
た
「
経
済
構
造
調
整
計
画
（
Ｅ
Ｓ
Ａ
Ｐ
（」
の
結
果
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ

ン
が
加
速
化
し
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。

　

一
九
八
〇
年
代
の
ジ
ン
バ
ブ
ウ
ェ
に
お
い
て
は
、
統
制
経
済
に
よ
っ
て
モ
ノ
の
値
段
は
人
為
的
に
抑
え
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ

て
農
耕
に
不
可
欠
な
メ
イ
ズ
の
種
子
や
化
学
肥
料
を
、
農
民
た
ち
は
き
わ
め
て
安
い
値
段
で
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
な

が
ら
Ｅ
Ｓ
Ａ
Ｐ
以
降
、
統
制
価
格
が
撤
廃
さ
れ
市
場
に
よ
っ
て
モ
ノ
の
値
段
が
決
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
メ
イ
ズ
の
種
子
や
化

学
肥
料
の
価
格
は
急
騰
し
た
。
チ
ス
ヴ
ィ
村
の
共
同
牧
草
地
の
浸
食
が
顕
著
な
現
象
と
な
っ
た
九
〇
年
代
末
は
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ

ン
が
一
挙
に
加
速
化
し
た
時
期
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
農
民
た
ち
が
メ
イ
ズ
の
種
子
や
化
学
肥

料
を
購
入
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
は
、
出
稼
ぎ
か
耕
地
の
拡
大
に
よ
る
増
収
、
あ
る
い
は
そ
の
両
方
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
村
人
の
な
か
で
も
そ
の
両
方
を
な
し
え
た
者
は
、
副
業
と
し
て
養
鶏
や
養
豚
を
お
こ
な
い
さ
ら
に
裕
福
に
な
っ
て
い
っ
た
い

わ
ゆ
る
「
成
功
者
」
で
あ
っ
た
。
先
に
言
及
し
た
ス
コ
ッ
ト
の
い
う
「
モ
ラ
ル
エ
コ
ノ
ミ
ー
」、「
強
要
さ
れ
る
気
前
の
良
さ
」
や
、

「
安
全
第
一
の
原
則
」、
あ
る
い
は
ギ
ア
ー
ツ
の
い
う
「
貧
困
の
共
有
」
と
い
っ
た
社
会
規
範
は
、
チ
ス
ヴ
ィ
村
で
は
次
第
に
形
骸
化

し
そ
の
残
滓
が
存
在
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
所
得
格
差
に
も
と
づ
く
貧
富
の
差
が
チ
ス
ヴ
ィ
村
に
お
い
て
も
次
第
に
顕
著
な
も

の
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
オ
ス
ト
ロ
ム
等
が
主
張
す
る
共
有
財
の
利
用
者
自
己
管
理
は
、
村
人
間
の
所
得
格

差
が
拡
大
し
た
た
め
に
実
現
が
難
し
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
利
用
者
自
己
管
理
は
、
ほ
ぼ
同
じ
レ
ベ
ル
の
生
活
水
準
の
自
律
し
た
個

人
に
よ
る
平
等
参
加
を
前
提
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
に
述
べ
る
ケ
ー
ス
は
、
こ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
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チ
ス
ヴ
ィ
村
の
出
身
で
、
村
か
ら
約
一
五
〇
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
た
地
方
都
市
の
チ
ノ
イ
の
製
粉
会
社
に
勤
め
る
あ
る
人
物
は
、
共
同

牧
草
地
の
一
部
を
自
分
の
耕
作
地
と
し
て
占
有
し
た
。
彼
は
あ
る
時
、
社
内
で
の
昇
進
祝
い
と
称
し
て
チ
ス
ヴ
ィ
村
の
住
民
を
チ
ノ

イ
で
開
い
た
パ
ー
テ
ィ
ー
に
招
待
し
、
そ
の
た
め
の
移
動
の
手
段
も
提
供
し
た
。
チ
ス
ヴ
ィ
村
で
の
調
査
期
間
中
、「
成
功
者
」
と

し
て
彼
を
妬
む
村
人
は
幾
人
か
見
受
け
ら
れ
た
が
、
彼
の
こ
う
し
た
「
善
行
」
を
賞
賛
す
る
者
は
い
て
も
共
同
牧
草
地
を
占
有
し
た

彼
の
行
為
を
非
難
す
る
者
は
一
人
も
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
ケ
ー
ス
は
い
わ
ゆ
る
互
酬
行
為
を
示
し
て
い
る
。
村
人
た
ち
は
、
共
同
牧
草
地
の
一
部
を
耕
作
地
と
し
て
占
有
す
る
こ
と
が

慣
習
に
反
す
る
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
彼
ら
は
こ
の
人
物
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
「
贈
答
品
」
を
受
け
入
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
の
占
有
を
暗
黙
裏
に
承
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
人
物
と
パ
ー
テ
ィ
ー
に
招
待
さ
れ
た
村
人
の
あ
い
だ
に

は
明
ら
か
に
パ
ト
ロ
ン
・
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
関
係
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
人
物
は
村
人
た
ち
よ
り
も
経
済
的
に
優
位
に
立
ち
、
こ
の
意
味

に
お
い
て
両
者
は
対
等
な
関
係
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
人
物
と
村
人
た
ち
の
関
係
は
、
一
人
の
人
物
と
村
人
の
集
団
で
は
な
く
、

こ
の
人
物
と
村
に
住
む
個
々
の
戸
主
と
の
対
（D

yadic

（
の
関
係
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
村
に
お
け
る
こ
の
人
物

の
パ
ト
ロ
ン
・
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
同
じ
キ
ン
シ
ッ
プ
や
リ
ネ
ー
ジ
に
属
す
る
人
々
ば
か
り
で
は
な
く
、
オ
ト
ー

ル
（T

. O
ʼT

oole

（
の
言
う
「
ス
ー
パ
ー
リ
ネ
ー
ジ
（superlineage

（、
す
な
わ
ち
こ
の
人
物
と
擬
似
的
な
家
族
・
血
縁
関
係
に
あ
る

人
々
お
よ
び
地
縁
関
係
に
あ
る
人
々
を
も
含
む
も
の
と
な
っ
て
い
る（（（
（

。
し
た
が
っ
て
こ
の
人
物
と
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
で
あ
る
村
人
の
関

係
は
互
酬
関
係
で
は
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
市
場
経
済
に
お
け
る
等
価
交
換
で
は
な
い
。
こ
の
村
の
よ
う
な
閉
ざ
さ
れ
た
共
同
体
に

お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
パ
ト
ロ
ン
に
は
採
算
を
度
外
視
し
た
財
の
贈
与
が
見
ら
れ
る
し
、
ま
た
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
も
十
分
な
報
酬
が
期

待
で
き
な
い
場
合
に
も
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
せ
ね
ば
な
ら
い
ケ
ー
ス
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
、
パ
ト
ロ
ン
・
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
関
係
に
お
い
て
パ
ト
ロ
ン
が
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
に
対
し
十
分
な
対
価
を
提

供
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
に
両
者
の
関
係
は
終
了
す
る
、
と
い
う
議
論
に
再
考
を
促
す
も
の
で
あ
る（（（
（

。
パ
ト
ロ
ン
・
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
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関
係
が
、
両
者
が
等
価
と
考
え
る
財
の
交
換
に
も
と
づ
く
上
下
関
係
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
等
価
交
換
が
お
こ
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
と

パ
ト
ロ
ン
な
い
し
は
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
が
認
識
し
た
時
点
で
、
両
者
の
関
係
は
合
理
的
選
択
に
よ
り
終
了
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
村

落
共
同
体
の
よ
う
な
閉
鎖
的
な
社
会
に
お
い
て
は
パ
ト
ロ
ン
と
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
が
同
じ
リ
ネ
ー
ジ
に
属
し
て
い
る
場
合
、
あ
る
い
は

両
者
が
互
酬
関
係
、
ト
ー
テ
ム
関
係
あ
る
い
は
地
縁
関
係
を
通
じ
て
擬
似
的
な
血
縁
関
係
に
入
っ
た
場
合
、
互
酬
の
終
了
が
直
ち
に

パ
ト
ロ
ン
・
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
関
係
の
終
了
を
も
た
ら
す
と
は
考
え
に
く
い
。
む
し
ろ
家
族
的
紐
帯
、
あ
る
い
は
疑
似
血
縁
的
紐
帯
を

通
じ
て
パ
ト
ロ
ン
は
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
に
対
し
て
家
父
長
的
（paternalistic

（
な
義
務
の
履
行
を
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
ク

ラ
イ
エ
ン
ト
も
年
長
者
に
対
す
る
義
務
の
履
行
を
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
ブ
デ
ィ
ロ
ン
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
父
系

社
会
の
シ
ョ
ナ
社
会
に
お
い
て
は
、
自
分
か
ら
見
て
父
親
の
兄
弟
は
「
お
父
さ
ん
」、
そ
し
て
母
親
の
姉
妹
は
「
お
母
さ
ん
」
そ
し

て
従
兄
弟
は
兄
弟
・
姉
妹
と
呼
ば
れ
る（（（
（

。
こ
う
し
た
人
間
関
係
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
家
父
長
的
な
家
族
的
紐
帯
あ
る
い
は
疑
似

血
縁
的
紐
帯
は
、
農
村
社
会
に
お
い
て
は
、
た
と
え
文
化
が
急
激
に
変
動
し
て
い
る
現
代
に
お
い
て
も
容
易
に
無
視
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
価
値
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
、
東
部
共
同
牧
草
地
は
、
こ
の
よ
う
な
一
部
の
村
人
、
い
わ
ゆ
る
「
成
功
者
」
に
よ
る
農
耕
地
の
拡
大

に
よ
っ
て
次
第
に
そ
の
面
積
を
失
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
加
え
て
同
牧
草
地
を
最
終
的
に
消
滅
さ
せ
る
事
態
が
九
〇
年
代
末
か
ら
二

〇
〇
〇
年
代
に
か
け
て
発
生
し
た
。
す
な
わ
ち
牛
の
過
剰
放
牧
で
あ
る
。

　

一
般
に
牧
草
地
は
、
牛
一
頭
に
つ
き
一
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
が
理
想
的
と
さ
れ
る（（（
（

。
東
部
牧
草
地
の
面
積
は
、
村
人
に
よ
れ
ば
二
〇
〇

ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
で
あ
る
た
め
こ
こ
に
放
牧
さ
れ
る
牛
の
頭
数
は
二
〇
頭
か
ら
三
〇
頭
程
度
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
二
〇
〇
〇
年

代
に
い
た
っ
て
一
方
で
農
耕
地
の
拡
大
に
よ
っ
て
浸
食
さ
れ
、
他
方
に
お
い
て
牛
の
頭
数
が
増
大
し
た
た
め
に
こ
の
地
域
は
共
同
牧

草
地
と
し
て
の
機
能
を
失
っ
た
。
な
ぜ
牛
の
頭
数
が
増
加
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
地
方
政
府
の
機
能
不
全
そ
し
て
ヘ
ッ
ド
マ
ン
に

よ
る
慣
習
的
な
承
認
な
ど
の
理
由
を
列
挙
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
牛
の
頭
数
の
増
加
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
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ら
二
〇
〇
〇
年
代
の
ジ
ン
バ
ブ
ウ
ェ
の
経
済
状
況
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
先
に
述
べ
た
「
成
功
者
」
た
ち
の
所
有
す
る
牛
の
頭
数
の

増
加
に
加
え
て
、
以
下
の
よ
う
な
仮
説
を
立
て
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
、「
ハ
イ
パ
ー
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
に
至
る
二
〇
〇
〇
年
代
の
ジ
ン
バ
ブ
ウ
ェ
の
経
済
不
況
は
、
都
市
部
・
農

村
部
を
問
わ
ず
十
分
な
現
金
収
入
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
々
の
生
活
を
直
撃
し
た
。
こ
れ
に
加
え
て
〇
〇
年
代
半
ば
の
干
ば
つ

に
よ
り
ジ
ン
バ
ブ
ウ
ェ
北
部
お
よ
び
南
北
マ
タ
ベ
レ
ラ
ン
ド
州
、
マ
シ
ン
ゴ
州
に
お
け
る
農
産
物
の
生
産
量
は
低
下
し
た
。
こ
れ
ら

の
地
域
の
人
々
は
主
食
で
あ
る
メ
イ
ズ
を
自
給
で
き
ず
、
こ
れ
に
加
え
て
メ
イ
ズ
を
購
入
す
る
た
め
の
現
金
を
十
分
に
持
た
な
か
っ

た
。
こ
の
た
め
こ
れ
ら
地
域
の
住
民
は
干
ば
つ
の
被
害
を
比
較
的
受
け
な
か
っ
た
地
域
（
た
と
え
ば
マ
ゾ
エ
地
区
な
ど
（
に
出
向
き
、

所
有
す
る
牛
と
メ
イ
ズ
を
物
々
交
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
メ
イ
ズ
を
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。
チ
ス
ヴ
ィ
村
の
村
人
に
よ
れ
ば
交
換

レ
ー
ト
は
、
牛
二
頭
で
メ
イ
ズ
一
ト
ン
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

二
〇
〇
〇
年
代
の
経
済
不
況
に
よ
る
農
村
部
に
お
け
る
物
々
交
換
経
済
に
お
い
て
は
、「
リ
ー
ジ
ョ
ン
２
」
そ
し
て
「
リ
ー
ジ
ョ

ン
３
」
と
呼
ば
れ
る
農
耕
に
最
も
適
し
た
地
域
の
住
民
は
「
リ
ー
ジ
ョ
ン
４
」
お
よ
び
「
リ
ー
ジ
ョ
ン
５
」
と
呼
ば
れ
る
基
本
的
に

は
農
耕
で
は
な
く
牧
畜
に
適
し
た
地
域
の
住
民
か
ら
多
数
の
牛
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
っ
た（（（
（

。
そ
の
結
果
、
チ
ス
ヴ
ィ
村
で
見
ら
れ

た
よ
う
に
村
人
の
所
有
す
る
牛
の
頭
数
が
急
激
に
増
大
し
、
そ
の
結
果
、
共
同
牧
草
地
の
牧
草
再
生
能
力
が
失
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

共
同
牧
草
地
の
収
容
能
力
を
超
え
た
牛
の
頭
数
の
増
大
は
、
二
つ
の
事
柄
を
意
味
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
シ
ョ

ナ
社
会
に
お
い
て
は
、
伝
統
的
に
牛
の
頭
数
が
そ
の
家
の
富
裕
さ
を
象
徴
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
都
市
部
・
農
村
部
を
問
わ

ず
「
ロ
ー
ラ
」
あ
る
い
は
「
ロ
ボ
ラ
」
と
呼
ば
れ
る
婚
資
儀
礼
が
実
践
さ
れ
て
い
る
ジ
ン
バ
ブ
ウ
ェ
に
お
い
て
は
、
新
郎
か
ら
新
婦

の
両
親
へ
数
頭
の
牛
が
婚
資
と
し
て
贈
呈
さ
れ
る
が
、
こ
の
際
、
新
婦
の
両
親
か
ら
要
求
さ
れ
る
牛
の
頭
数
を
十
分
に
ま
か
な
え
る

だ
け
の
頭
数
の
牛
を
新
郎
と
そ
の
家
が
所
有
し
て
い
る
こ
と
が
家
の
格
を
規
定
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
、
商
品
と
し

て
の
牛
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
二
〇
〇
〇
年
代
の
経
済
不
況
そ
し
て
「
ハ
イ
パ
ー
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
は
、
最
終
的
に
通
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貨
と
し
て
の
ジ
ン
バ
ブ
ウ
ェ
ド
ル
の
無
価
値
化
、
そ
し
て
「
ド
ラ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
主
と
し
て
米
ド
ル
と
南
ア
フ
リ

カ
共
和
国
の
通
貨
ラ
ン
ド
な
ど
の
外
貨
の
流
通
貨
幣
化
へ
と
導
い
た
。
こ
の
過
程
に
お
い
て
先
に
述
べ
た
よ
う
に
外
貨
を
獲
得
す
る

こ
と
が
困
難
な
農
民
た
ち
は
、
牛
な
ど
の
家
畜
そ
し
て
農
産
物
を
貨
幣
と
し
て
使
用
し
て
生
活
必
需
品
を
入
手
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
ま
さ
に
ハ
ー
デ
ィ
ン
が
指
摘
し
た
よ
う
に
一
人
の
農
民
に
と
っ
て
は
牛
の
頭
数
を
増
や
す
こ
と
は
ま

さ
に
合
理
的
選
択
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
方
に
お
い
て
村
人
全
体
に
と
っ
て
は
牛
の
頭
数
の
増
加
は
合
理
的
な
選
択
と
は
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

第
五
節　

共
同
牧
草
地
の
復
活
と
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
出
現
、
そ
し
て
新
た
な
悲
劇

　

二
〇
一
〇
年
以
降
、
一
度
は
消
滅
の
危
機
を
迎
え
た
東
部
牧
草
地
は
、
復
活
の
兆
候
を
見
せ
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
こ
の
牧

草
地
は
復
活
し
つ
つ
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
最
大
の
理
由
は
、
同
牧
草
地
に
持
ち
込
ま
れ
た
牛
の
頭
数
の
減
少
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
牛
の
頭
数
が
減
少
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
東
部
共
同
牧
草
地
の
牧
草
の
生
育
が
回
復
し
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で

は
な
ぜ
過
剰
放
牧
の
問
題
が
解
決
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
、
ハ
ー
デ
ィ
ン
が
主
張
し
た
よ
う
な
牧
草
地
の
国
有
化
な

い
し
は
私
有
化
で
は
な
く
、
ま
た
オ
ス
ト
ロ
ム
が
主
張
し
た
よ
う
な
牧
草
地
か
ら
直
接
的
な
利
益
を
受
け
る
住
民
に
よ
る
自
己
管
理

で
も
な
か
っ
た
。
チ
ス
ヴ
ィ
村
の
東
部
共
同
牧
草
地
は
、
牛
の
た
め
の
新
た
な
「
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
が
ジ
ン
バ
ブ
ウ
ェ
に
出
現
し
、

こ
れ
に
よ
っ
て
多
数
の
牛
が
「
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
に
移
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
い
う
「
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
と
は
、
未
開
拓
の
土
地
な
い
し
は
未
利
用
地
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ジ
ン
バ
ブ
ウ
ェ
の

文
脈
に
お
け
る
「
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
と
は
、
二
〇
〇
〇
年
七
月
か
ら
公
式
に
開
始
さ
れ
た
「
最
優
先
土
地
改
革
（the Fast T

rack 

Land Reform

（」
に
よ
っ
て
政
府
が
強
制
的
に
接
収
し
た
旧
白
人
農
園
を
指
し
て
い
る
。「
最
優
先
土
地
改
革
（
通
称
フ
ァ
ス
ト
ト

ラ
ッ
ク
（」
の
詳
細
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
論
じ
な
い
。
あ
く
ま
で
も
共
同
牧
草
地
と
の
関
連
に
限
定
し
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。
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「
フ
ァ
ス
ト
ト
ラ
ッ
ク
」
に
よ
っ
て
何
世
帯
が
旧
白
人
農
園
へ
「
再
入
植
」
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
定
か
で
は
な

い
。
Ｚ
Ａ
Ｎ
Ｕ　

Ｐ
Ｆ
に
よ
れ
ば
、「
フ
ァ
ス
ト
ト
ラ
ッ
ク
」
に
よ
っ
て
一
二
一
一
万
七
〇
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
（
国
土
の
約
三
一
パ
ー

セ
ン
ト
（
の
白
人
所
有
の
農
地
が
強
制
収
容
さ
れ
、
二
七
万
六
六
〇
〇
世
帯
が
こ
れ
ら
の
土
地
に
入
植
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、
ス

ク
ー
ン
ズ
（Ian Scoones

（
等
は
、
二
〇
一
一
年
ま
で
に
一
七
万
世
帯
が
旧
白
人
農
園
へ
移
動
し
た
と
述
べ
て
い
る（（（
（

。

「
フ
ァ
ス
ト
ト
ラ
ッ
ク
」
に
も
と
づ
く
再
入
植
計
画
に
お
い
て
は
、
二
つ
の
入
植
モ
デ
ル
が
設
定
さ
れ
た
。
一
つ
は
Ａ
１
モ
デ
ル
と

呼
ば
れ
、
こ
の
モ
デ
ル
に
は
小
規
模
生
産
農
家
の
各
世
帯
が
独
立
し
て
入
植
す
る
ス
キ
ー
ム
、
そ
し
て
小
規
模
生
産
農
家
が
入
植
後

に
村
落
を
形
成
す
る
と
い
う
二
つ
の
ス
キ
ー
ム
が
存
在
す
る
。
も
う
一
つ
の
モ
デ
ル
は
Ａ
２
モ
デ
ル
と
呼
ば
れ
、
こ
れ
は
政
府
に

よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
入
植
地
も
Ａ
１
モ
デ
ル
よ
り
も
遙
か
に
大
規
模
で
あ
り
、
商
業
農
業
を
主
眼
と
し
て
い
る
。
ス
ク
ー
ン
ズ
等
に

よ
れ
ば
両
モ
デ
ル
は
か
な
り
多
様
性
が
あ
り
、
ま
た
両
モ
デ
ル
が
重
複
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
る
と
い
う（（（
（

。
筆
者
が
調
査
を
お

こ
な
っ
た
マ
シ
ョ
ナ
ラ
ン
ド
・
セ
ン
ト
ラ
ル
州
お
よ
び
マ
シ
ョ
ナ
ラ
ン
ド
・
ウ
ェ
ス
ト
州
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
Ａ
１
モ
デ
ル
で

は
独
立
し
た
小
規
模
生
産
農
家
の
入
植
と
村
落
化
型
の
入
植
の
両
方
が
見
ら
れ
、
耕
地
面
積
は
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
か
ら
一
二
ヘ
ク
タ
ー

ル
程
度
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
他
方
、
Ａ
２
モ
デ
ル
は
、
耕
地
面
積
が
二
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
農
園
も
存
在
す
る
。

　

チ
ス
ヴ
ィ
村
に
お
い
て
は
こ
の
「
フ
ァ
ス
ト
ト
ラ
ッ
ク
」
に
よ
っ
て
約
一
〇
世
帯
が
Ａ
１
農
民
と
し
て
村
か
ら
移
動
し
た（（（
（

。
も
ち

ろ
ん
彼
ら
は
所
有
す
る
牛
を
再
入
植
地
へ
と
移
動
さ
せ
た
た
め
に
東
部
牧
草
地
の
牛
の
頭
数
が
減
少
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
同
地
域
の

牧
草
が
次
第
に
回
復
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
東
部
牧
草
地
が
消
滅
寸
前
の
危
機
的
状
況
か
ら
回
復
の
方
向
に
向
か
い
つ
つ
あ
る
直
接
的
な
原
因
は
牛
の
頭
数

の
減
少
で
あ
る
が
、
牛
の
頭
数
を
減
少
さ
せ
た
の
は
こ
の
村
の
農
民
が
Ａ
１
農
民
と
し
て
牛
と
と
も
に
再
入
植
地
へ
移
動
し
た
た
め

で
あ
る
。
そ
し
て
再
入
植
地
と
い
う
「
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
を
創
り
出
し
た
の
が
政
府
の
「
フ
ァ
ス
ト
・
ト
ラ
ッ
ク
土
地
改
革
」
で

あ
っ
た
。
Ｚ
Ａ
Ｎ
Ｕ
Ｐ
Ｆ
政
府
は
権
力
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
白
人
農
園
を
強
制
収
用
し
、
農
民
に
「
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
を
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提
供
し
た
。
そ
の
結
果
、
東
部
牧
草
地
は
消
滅
の
危
機
を
脱
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
共
同
牧
草
地
（
共
有
材
（
の
管
理
運
営
は
、
最
終
的
に
政
府
の
介
入
に
よ
り
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ジ
ン
バ
ブ
ウ
ェ
の
場
合
、
共
同
牧
草
地
が
位
置
す
る
コ
ミ
ュ
ナ
ル
ラ
ン
ド
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
国
有
地
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

ハ
ー
デ
ィ
ン
の
主
張
す
る
よ
う
な
私
有
財
産
化
は
現
在
の
と
こ
ろ
事
実
上
不
可
能
で
あ
る
。
他
方
、
共
同
牧
草
地
か
ら
一
義
的
に
利

益
を
受
け
る
人
々
に
よ
る
自
主
管
理
は
、
貧
富
の
格
差
が
拡
大
し
つ
つ
あ
り
そ
の
一
方
で
パ
ト
ロ
ン
・
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
的
な
社
会
構

造
、
そ
し
て
キ
ン
シ
ッ
プ
リ
ネ
ー
ジ
、
お
よ
び
ス
ー
パ
ー
リ
ネ
ー
ジ
な
ど
血
縁
的
・
疑
似
血
縁
的
な
家
父
長
構
造
そ
し
て
地
縁
関
係

を
依
然
と
し
て
残
し
て
い
る
社
会
に
お
い
て
は
実
現
さ
れ
に
く
い
。
ほ
ぼ
同
じ
レ
ベ
ル
の
生
活
水
準
の
自
律
し
た
個
人
に
よ
っ
て
平

等
参
加
を
前
提
と
し
て
構
成
さ
れ
る
自
主
管
理
組
織
に
よ
る
共
有
材
の
管
理
運
営
は
、
少
な
く
と
も
ジ
ン
バ
ブ
ウ
ェ
の
農
村
部
に
お

い
て
は
そ
の
社
会
構
造
ゆ
え
に
困
難
を
伴
う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
九
八
〇
年
代
、
ジ
ン
バ
ブ
ウ
ェ
の
農
村
部
に
お
い
て

政
府
か
積
極
的
に
推
進
し
た
協
同
組
合
化
が
、
十
分
な
成
果
を
上
げ
る
こ
と
な
く
消
滅
し
た
こ
と
を
想
起
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
東
部
共
同
牧
草
地
が
そ
の
機
能
を
回
復
し
つ
つ
あ
る
一
方
に
お
い
て
、
チ
ス
ヴ
ィ
村
で
は
新
た
な
共
同
牧

草
地
の
悲
劇
が
発
生
し
た
。
す
な
わ
ち
同
村
の
南
部
共
同
牧
草
地
が
消
滅
し
た
の
で
あ
る
。
写
真
６
・
７
は
九
〇
年
代
の
半
ば
、
そ

し
て
写
真
８
・
９
は
二
〇
一
四
年
当
時
の
南
部
牧
草
地
で
あ
る
。
こ
の
写
真
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
同
牧
草
地
に
お
け
る
悲
劇
は
、

二
〇
〇
〇
年
代
後
半
か
ら
は
じ
ま
っ
た
宅
地
化
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
村
人
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
チ
ス
ヴ
ィ
村
に
お
け
る
人
口
圧
力

に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
人
口
圧
力
は
、
単
に
村
の
人
口
の
自
然
増
加
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
く
、
都
市
へ
移
住
し
た
村
人
の
帰
村
が
一
つ
の
原
因
で

あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
二
〇
〇
〇
年
代
の
経
済
不
況
の
結
果
、
都
市
へ
移
住
し
た
人
々
が
失
業
し
、
あ
る
い
は
職
を
得
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
た
め
に
再
び
村
に
戻
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る（（（
（

。
し
か
し
な
が
ら
村
の
居
住
地
域
は
す
で
に
人
口
過
密
状
態
の
た
め
、

彼
ら
は
南
部
共
同
牧
草
地
の
宅
地
化
を
開
始
し
た
と
い
う
。
牧
草
地
の
過
剰
放
牧
は
牛
の
頭
数
を
減
ら
せ
ば
解
決
可
能
で
あ
る
が
、
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南
部
共
同
牧
草
地
の
回
復
は
こ
の

地
域
が
宅
地
化
さ
れ
た
た
め
に
、

同
地
域
に
建
設
さ
れ
た
住
宅
と
そ

の
周
囲
の
耕
地
を
撤
去
し
、
そ
こ

に
暮
ら
す
人
々
を
移
動
さ
せ
な
い

限
り
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
意
味

に
お
い
て
南
部
共
同
牧
草
地
は
事

実
上
、
消
滅
し
た
の
で
あ
る
。

　

南
部
共
同
牧
草
地
の
宅
地
化
は
、

東
部
共
同
牧
草
地
が
復
活
の
兆
し

を
示
し
は
じ
め
た
時
期
と
一
致
す

る
こ
と
は
興
味
深
い
。
村
人
た
ち

は
東
部
共
同
牧
草
地
の
復
活
を
見

越
し
て
南
部
共
同
牧
草
地
の
宅
地

化
に
着
手
し
た
可
能
性
は
十
分
に

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
宅
地

化
が
、
ヘ
ッ
ド
マ
ン
の
承
認
に
も

と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
く
、
ま
た
郡
役
場
が
こ

写真６

写真７
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の
事
態
を
等
閑
に
付
し
た
こ
と
も

お
そ
ら
く
事
実
で
あ
ろ
う
。

　
　

結
論

　

本
稿
は
、
コ
モ
ン
ズ
に
関
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
議
論
を
踏
ま
え
て
ジ

ン
バ
ブ
ウ
ェ
の
一
農
村
で
あ
る
チ

ス
ヴ
ィ
村
の
コ
モ
ン
ズ
（
共
同
牧

草
地
（
の
変
動
を
分
析
し
た
。
そ

し
て
ジ
ン
バ
ブ
ウ
ェ
の
場
合
、
政

府
の
「
フ
ァ
ス
ト
ト
ラ
ッ
ク
土
地

改
革
」
に
よ
っ
て
共
同
牧
草
地
が

救
済
さ
れ
る
と
い
う
結
果
を
も
た

ら
し
た
。
こ
の
よ
う
な
政
府
の
介

入
は
、
お
そ
ら
く
他
の
国
家
に
お

い
て
発
生
す
る
可
能
性
は
極
め
て

低
い
で
あ
ろ
う
。「
フ
ァ
ス
ト
ト

ラ
ッ
ク
土
地
改
革
」
は
、
Ｚ
Ａ
Ｎ

写真８

写真９
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Ｕ
Ｐ
Ｆ
政
権
と
い
う
「
革
命
政
権
」
に
よ
る
植
民
地
支
配
の
精
算
で
あ
り
、
同
政
権
は
強
制
的
に
「
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
を
創
り
出

し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
特
殊
ジ
ン
バ
ブ
ウ
ェ
的
な
ケ
ー
ス
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
フ
ァ
ス
ト
ト
ラ
ッ
ク
土
地
改
革
」
は
現
在
も
進
行
中
で
あ
る
が
、「
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
と
は
別
に
従
来
の
共
同
牧
草
地
が
保
全
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
政
府
は
「
コ
ミ
ュ
ナ
ル
ラ
ン
ド
法
」
や
「
伝
統
的
指
導
者
法
」
な
ど
を
、
共
同
牧
草
地
の
保
全
の
た

め
に
厳
格
に
施
行
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
コ
ミ
ュ
ナ
ル
ラ
ン
ド
法
」
に
は
、
同
地
域
の
土
地
の
配
分
お
よ
び
管
理
運
営
に

関
し
て
は
「
慣
習
法
」
を
斟
酌
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
チ
ー
フ
や
ヘ
ッ
ド
マ
ン
だ
け
で
は
な
く
農
村
部
の
住
民

と
の
協
議
も
欠
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

他
方
、
貨
幣
経
済
そ
し
て
資
本
主
義
経
済
は
チ
ス
ヴ
ィ
村
に
も
着
実
に
浸
透
し
て
お
り
、
村
の
住
民
の
あ
い
だ
に
は
明
ら
か
な
所

得
格
差
が
見
ら
れ
る
。
市
場
経
済
に
よ
る
イ
ン
フ
レ
が
さ
ら
に
進
行
す
る
な
か
で
人
々
が
村
に
お
け
る
生
活
条
件
を
改
善
し
よ
う
と

す
る
な
ら
ば
、
都
市
部
へ
の
出
稼
ぎ
労
働
は
さ
ら
に
加
速
化
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
出
稼
ぎ
に
よ
っ
て
蓄
積
さ
れ
た
資
本
が
村
に

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
れ
れ
ば
、
耕
作
地
と
牧
草
地
の
拡
大
を
目
的
と
し
た
「
成
功
者
」
の
あ
い
だ
の
競
争
は
さ
ら
に
激
し
い
も
の
と

な
り
、
コ
モ
ン
ズ
（
共
同
牧
草
地
（
は
い
ず
れ
消
滅
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
シ
ョ
ナ
社
会
の
文
化
的
規
範
で
あ
る
「
チ
ワ
ヌ
ー
」
の
存
立
条
件
は
す
で
に
消
滅
し
、「
チ
ワ
ヌ
ー
」

そ
れ
自
体
が
形
骸
化
し
て
い
る
の
が
現
実
の
姿
で
あ
る
。
そ
し
て
ブ
デ
ィ
ロ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
人
々
は
、
現
在
の
環
境
に
適
し

た
事
柄
を
自
分
た
ち
の
文
化
の
中
か
ら
取
捨
選
択
す
る（（（
（

。
こ
れ
は
「
成
功
者
」
が
パ
ト
ロ
ン
・
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
関
係
、
互
酬
関
係
、

キ
ン
シ
ッ
プ
、
リ
ネ
ー
ジ
、
そ
し
て
ス
ー
パ
ー
リ
ネ
ー
ジ
な
ど
の
社
会
・
文
化
構
造
を
利
用
し
て
富
の
蓄
積
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ

と
に
端
的
に
示
さ
れ
る
。

　

共
同
牧
草
地
（
共
有
材
（
の
消
滅
を
避
け
る
た
め
に
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
コ
モ
ン
ズ
の
保
全
を
目
的
と
し
た
法
の
厳
格
な
施

行
が
不
可
欠
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
政
府
は
資
本
主
義
経
済
・
市
場
経
済
と
い
う
現
代
的
な
環
境
を
踏
ま
え
た
共
有
財
に
対
す
る
共
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通
理
解
、
す
な
わ
ち
共
有
財
を
保
全
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
に
つ
い
て
の
共
通
認
識
を
村
人
の
中
に
浸
透
さ
せ
る
こ
と

が
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
。

（
1
（　

本
稿
は
、
拙
稿
「
ジ
ン
バ
ブ
ウ
ェ
に
お
け
る
共
同
牧
草
地
の
悲
劇
―
マ
シ
ョ
ナ
ラ
ン
ド
・
セ
ン
ト
ラ
ル
州
の
農
村
を
ケ
ー
ス
と
し
て

―
」、『
法
学
研
究
』
第
七
九
巻
第
七
号
（
二
〇
〇
六
年
七
月
、
一-

二
七
頁
（
に
大
幅
な
加
筆
・
修
正
を
加
え
た
う
え
で
、
改
訂
・
増
補

し
た
も
の
で
あ
る
。

（
2
（　

秋
道
智
彌
、『
コ
モ
ン
ズ
の
人
類
学
』、
人
文
書
院
、
二
〇
〇
四
年
、
一
二
頁
。

（
3
（　O

strom
, Elinor, G

overning the Com
m

ons: T
he E

volution of Institutions for Collective A
ction, Cam

bridge U
niv. 

Press, 1990, p.30.

（
（
（　K

eohane, Robert O
., and Elinor O

strom
 ed., Local Com

m
ons and G

lobal Interdependence: H
eterogeneity and 

Cooperation in T
w

o D
om

ains, Sage Publication, 199（, p.1（.

（
（
（　Feeny, D

avid, Fikret Berkes, Bonnie J. M
cCay, and Jam

es M
. A

cheson, ʻT
he T

ragedy of Com
m

ons: T
w

enty-
T

w
o Y

ears Laterʼ, H
um

an E
cology, V

ol.18, N
o.1, 1990, p.（.

（
6
（　

秋
道
、
前
掲
書
、
一
五-

二
四
頁
。

（
（
（　Feeny et al., op.cit., pp.6-（.

（
8
（　Ibid., p.3.

（
9
（　

ガ
レ
ッ
ト
・
ハ
ー
デ
ィ
ン
、
松
井
巻
之
助
訳
、「
共
有
地
の
悲
劇
」、『
地
球
に
生
き
る
倫
理
』
所
収
、
佑
学
社
、
一
九
七
五
年
、
二

五
二
頁
。

（
10
（　H

ardin, Q
uoted in O

strom
, op.cit., p.9.

（
11
（　Ibid., pp.（8-102.

（
12
（　Feeny et al., op.cit., p.13.

（
13
（　

チ
ス
ヴ
ィ
村
の
共
同
牧
草
地
に
関
す
る
情
報
は
、
一
九
九
七
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
、
そ
し
て
二
〇
一
〇
年
か
ら
二
〇
一
五
年
に
か
け
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て
お
こ
な
っ
た
現
地
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
1（
（　

二
〇
〇
〇
年
代
半
ば
、
チ
ス
ヴ
ィ
村
は
一
．
人
口
過
剰
の
た
め
、
そ
し
て
二
．
村
長
の
行
政
手
腕
の
欠
如
の
た
め
二
つ
の
行
政
区
画

に
分
割
さ
れ
た
。

（
1（
（　

村
人
に
よ
れ
ば
約
一
ト
ン
の
メ
イ
ズ
の
収
穫
が
あ
れ
ば
、
ほ
ぼ
一
年
間
は
主
食
の
自
給
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
一
ト

ン
以
上
を
生
産
し
余
剰
が
得
ら
れ
れ
ば
、
余
剰
分
を
販
売
し
て
現
金
収
入
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
二
〇
一
五
年
現
在
、
多
く
の
村

人
は
メ
イ
ズ
を
Ｇ
Ｍ
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