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（出所）1998年の空中写真をもとに筆者作成
（凡例）■：焼畑と休閑林　□：水田　■：屋敷地　■：焼畑放棄地
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（出所）筆者作成

閑
林
の
ま
ま
で
放
棄
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
部
分
的
に
水
利

条
件
の
よ
い
土
地
で
は
、
わ
ず
か
な
が
らT

aling G
hok

の
水
田

化
が
試
み
ら
れ
て
い
る＊

５

。
さ
ら
に
北
側
に
行
く
と
、
岩
の
混
ざ
っ
た

フ
タ
バ
ガ
キ
科
林
（G

hok

）
が
占
め
て
お
り
、
農
地
と
し
て
は
不

適
で
あ
る
（
写
真
３
）。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｎ
Ｔ
Ｆ
Ｐ
の
採
取
地
と

し
て
は
利
用
さ
れ
て
い
る
。

���ß�oＫ
村
で
は
、
過
去
四
〇
年
間
で
農
地
の
利
用
形
態
が
大
き
く
変
化

し
て
い
っ
た
。
村
の
設
立
当
時
、
焼
畑
地
が
す
べ
て
で
あ
っ
た
農
地

は
、
平
地
村
で
の
居
住
経
験
を
き
っ
か
け
に
水
田
化
が
始
め
ら
れ
、

外
部
か
ら
の
援
助
に
よ
っ
て
さ
ら
に
拡
大
さ
れ
た
。
そ
の
後
の
政
府

に
よ
る
焼
畑
抑
止
策
も
、
水
田
化
の
動
き
を
加
速
さ
せ
た
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
Ｋ
村
で
は
、
①
平
地
村
で
の
水
田
へ
の
憧
れ
、
②
ベ
ト

ナ
ム
に
よ
る
技
術
支
援
、
③
政
府
の
焼
畑
の
抑
止
政
策
と
、
主
に
三

つ
の
要
因
に
よ
っ
て
水
田
へ
の
土
地
利
用
転
換
が
推
進
さ
れ
て
い
っ

た
。
①
に
つ
い
て
は
住
民
の
側
か
ら
の
自
発
的
な
要
因
で
あ
る
が
、

②
と
③
は
外
部
か
ら
の
圧
力
・
強
制
と
も
い
え
る
。
Ｋ
村
で
は
水
田

化
を
希
望
す
る
住
民
が
多
く
、
こ
れ
ら
外
的
な
要
因
を
取
り
込
み
つ

つ
、
土
地
利
用
転
換
を
促
進
し
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。
丘
陵
地
に

位
置
す
る
村
落
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
少
な
い
適
地
を
水
田
化
し
、
約

九
〇
％
も
の
世
帯
が
水
田
を
持
つ
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
水
田

へ
の
想
い
が
強
か
っ
た
と
い
え
る
。
現
地
滞
在
中
に
も
、
乾
燥
フ
タ

バ
ガ
キ
科
林
を
開
拓
し
、
水
田
化
を
試
み
る
世
帯
が
あ
っ
た
。

一
方
焼
畑
は
、
約
四
〇
％
の
世
帯
が
耕
作
を
し
て
い
る
の
み
で
あ

り
、
村
の
設
立
当
初
か
ら
大
き
く
減
少
し
た
と
い
え
る
。
前
述
の
と

お
り
、
こ
れ
は
農
地
の
水
田
化
に
よ
る
焼
畑
の
位
置
づ
け
が
相
対
的

に
下
が
っ
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
減
少
し
た
と
は

い
え
、
今
後
も
焼
畑
は
維
持
し
つ
づ
け
ら
れ
る
と
考
え
る
。
Ａ
層
の

八
割
近
い
世
帯
が
焼
畑
耕
作
を
続
け
て
い
る
な
ど
、
水
田
を
補
完
す

る
重
要
な
コ
メ
の
供
給
源
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
Ｃ
層
に

お
い
て
も
、
多
く
の
世
帯
が
焼
畑
を
コ
メ
確
保
の
主
要
な
手
段
と
し

て
い
る
。
Ｋ
村
で
の
水
田
最
適
地
は
、
ほ
と
ん
ど
占
有
さ
れ
つ
く
さ
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れ
て
お
り
、
今
後
も
焼
畑
耕
作
を
続
け
る
必
要
性
は
残
っ
て
い
く
。

ま
た
、
Ｋ
村
の
住
民
に
と
っ
て
非
木
材
森
林
産
物
（
Ｎ
Ｔ
Ｆ
Ｐ
）

が
食
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
る
。
コ
メ
不
足
で
あ
っ

た
調
査
年
で
は
、
水
田
・
焼
畑
を
多
く
保
持
し
て
い
る
Ａ
層
の
世
帯

を
含
め
て
ほ
ぼ
す
べ
て
の
世
帯
が
Ｎ
Ｔ
Ｆ
Ｐ
を
コ
メ
の
代
用
食
と
し

て
利
用
す
る
に
至
っ
て
お
り
、
Ｎ
Ｔ
Ｆ
Ｐ
が
重
要
な
救
荒
食
と
な
っ

た
。
通
常
の
年
で
も
、
コ
メ
生
産
量
の
限
ら
れ
て
い
る
Ｃ
層
な
ど
、

半
数
の
世
帯
が
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
で
あ
り
、
ヤ
ム
イ

モ
の
重
要
性
は
非
常
に
高
い
。
ま
た
、
雨
季
の
主
要
な
副
食
と
な
る

タ
ケ
ノ
コ
も
、
Ｋ
村
に
お
い
て
は
重
要
な
食
料
源
で
あ
っ
た＊

６

。
そ
し

て
こ
れ
ら
Ｎ
Ｔ
Ｆ
Ｐ
は
、
主
に
乾
燥
フ
タ
バ
ガ
キ
科
林
で
採
取
さ
れ

て
い
る
。
乾
燥
フ
タ
バ
ガ
キ
科
林
の
農
地
と
し
て
意
味
は
高
く
な
く

て
も
、
住
民
た
ち
の
生
計
確
保
に
と
っ
て
重
要
性
は
高
い
。

ま
た
Ｋ
村
の
焼
畑
利
用
は
、T

urung

やT
urong

の
密
林
で
は

な
くPatensao

の
二
次
林
を
伐
開
し
て
成
立
さ
せ
て
い
る＊

７

。
つ
ま

り
、
政
府
が
憂
慮
す
る
よ
う
な
密
林
の
伐
開
と
い
っ
た
環
境
破
壊
に

至
る
こ
と
は
な
い
。
確
か
に
焼
畑
利
用
の
た
め
に
二
次
林
が
伐
開
さ

れ
森
林
資
源
は
一
時
的
に
喪
失
し
て
し
ま
う
。
土
地
条
件
に
よ
っ
て

異
な
る
が
、
六
～
一
五
年
程
度
後
に
は
、
二
次
林
が
再
び
出
現
し
て

い
る
。
ま
た
利
用
さ
れ
た
焼
畑
跡
地
は
、
そ
の
土
地
を
利
用
し
た
住

民
が
将
来
の
焼
畑
の
た
め
に
占
有
し
続
け
て
い
る
。
つ
ま
り
焼
畑
地

は
焼
畑
休
閑
地
と
は
、
一
体
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。
焼
畑
休
閑

林
は
、
見
か
け
上
は
何
も
栽
培
も
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
っ
た
く
利
用

が
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
政
府
が
考
え
る
よ
う
な
価
値
の
な
い

「
空
い
た
休
耕
地
」
で
は
な
く
、
新
た
に
コ
メ
を
産
出
す
る
「
焼
畑

候
補
地
」
で
あ
る
。
ま
た
、
焼
畑
面
積
そ
の
も
の
も
徐
々
に
減
少
に

向
か
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｋ
村
の
焼
畑
耕
作
は
、
森
林
資
源
へ

の
圧
迫
を
徐
々
に
減
ら
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ

る
環
境
破
壊
へ
は
向
か
っ
て
い
な
い
。

地
域
住
民
に
よ
る
現
行
の
土
地
森
林
利
用
を
見
る
限
り
、
当
面
森

林
減
少
が
激
し
く
起
こ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
焼
畑
を
継
続
し
て
も
、

土
地
に
対
す
る
圧
力
は
低
い
と
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
、
住
民
独
自
の

慣
習
的
な
森
林
利
用
に
は
持
続
的
な
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
ラ
オ

ス
林
野
行
政
が
森
林
管
理
に
予
算
や
人
材
を
裂
く
こ
と
が
で
き
な
い

状
況
で
は
、
地
域
住
民
の
慣
習
的
な
土
地
森
林
利
用
を
活
か
す
形
で

の
森
林
管
理
を
模
索
し
て
ゆ
く
こ
と
が
現
実
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か＊

８

。

◉
注

＊ 

１ 

森
林
面
積
が
増
加
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も
生
物
多

様
性
が
増
大
し
た
り
、
住
民
の
生
計
に
プ
ラ
ス
と
な
っ
て
い
る
と
は
言

い
難
い
こ
と
も
あ
る
（
関
ほ
か 

二
〇
〇
九
）。

＊ 

２ 

労
働
人
口
と
し
て
、
一
五
歳
以
上
六
〇
歳
以
下
の
住
民
に
つ
い
て

計
算
し
て
い
る
。

＊ 
３ 
Ｋ
村
は
国
の
保
護
地
域
の
領
域
内
に
あ
り
、
土
地
森
林
の
利
用
権

は
一
義
的
に
は
国
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
遠
隔
地
と
い
う
こ
と
も

あ
り
、
政
府
に
よ
る
保
護
地
域
管
理
政
策
は
厳
格
に
適
用
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
（H

yakum
ura 2010

）。
こ
こ
で
は
、
住
民
に
よ
る
慣

習
的
な
土
地
森
林
利
用
権
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

＊ 

４ 

Ｋ
村
が
保
護
地
域
に
指
定
さ
れ
た
の
は
、
一
九
九
三
年
で
あ
る
。

村
落
に
ま
で
実
際
に
周
知
が
図
ら
れ
る
ま
で
五
年
も
経
過
し
た
こ
と
に

な
る
（
百
村 

二
〇
〇
一
）。

＊ 

５ 

水
田
と
し
て
開
拓
し
て
も
、
う
ま
く
い
か
ず
放
棄
さ
れ
る
よ
う
な

土
地
も
あ
る
。
雨
季
に
十
分
な
水
が
確
保
で
き
な
か
っ
た
な
ど
、
水
条

件
が
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

＊ 

６ 

雨
季
の
調
査
期
間
中
、
村
に
滞
在
し
て
い
た
際
の
村
の
食
事
で

は
、
ほ
ぼ
毎
日
タ
ケ
ノ
コ
が
副
食
で
あ
っ
た
。

＊ 

７ 

森
林
休
閑
（
一
次
林
の
伐
開
）
よ
り
も
二
次
林
の
休
閑
（
ブ
ッ

シ
ュ
休
閑
）
を
好
む
事
例
は
、
多
く
の
研
究
者
が
す
で
に
指
摘
し
て
い

る
（
佐
藤 

一
九
九
九
）。
ま
た
、
二
次
植
生
を
地
域
住
民
が
持
続
的
に

利
用
し
て
い
る
事
例
は
、
竹
田
（
二
〇
〇
一
）
な
ど
に
も
記
載
さ
れ
て

い
る
。

＊ 

８ 

近
年
、
ラ
オ
ス
で
さ
か
ん
に
進
め
ら
れ
て
い
る
ユ
ー
カ
リ
・
ゴ
ム

な
ど
民
間
企
業
に
よ
る
土
地
利
用
転
換
が
こ
の
村
に
も
導
入
さ
れ
る
よ

う
に
な
れ
ば
、
規
制
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
（LIW

G 2009

）。
た

だ
し
Ｋ
村
は
保
護
地
域
内
に
位
置
し
て
お
り
、
制
度
上
は
お
こ
り
え
な

い
は
ず
で
あ
る
が
。
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