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イン ドネシ ア におけ る慣習法的土地の 維持と宗教性
一

ロ ン ボ ク 島バ ヤ ン村を 事例 と し て
一

　　神 頭 成 幀

（佛教大学総合研究所）

　本稿 の 目的は ，ロ ン ボ ク 島 （Lombok ）パ ヤ ン 村 （Bayan ＞を 1つ の 事例 とし，慣習法的共同体

社会が 今な お 活きた 法 と して 遵守す る慣習法が ，慣習林に 代表され る地域独 自の 自然環境を 如何 に

維持 し て きた の か ，また そ の た め に 使用 者は 何を 重視 して きた の か を 分析 し，慣習法 的土地 の 維持

と宗教 性 と の 関係に つ い て 明 らか に す る こ とで あ る 。

　バ ヤ ン 村 は 7 つ の 慣習林を保有 し て お り．そ れ ら は 彼 ら 自身の 手 に よ っ て 維持 ・管理 され て きた。

こ の 慣習林を 使用
・管理す る うえ で 規範 とな っ て い る の が，「森林 に 関す る Awiq −Awiq （慣習

法）」 で あ る 。Awiq −Awiq に は ，禁 IE事項 や 義務的行為に つ い て だ けで な く，そ れ らを 違反 し た

際 に 適用され．る 罰則炭定 も設け られて い る 。 それ ら は，時代 と と もに 移 り変わ る問題 に 柔軟に 対処

すべ く， そ の 時 々 の 構成員に よ って 合意 ・了承 さ れ，追加 あ る い は 改変さ れ て きた
。 そ の 過稈 に お

い て 神性に 関す る長老が強 く関与 して い る こ とか ら，Awiq −Awiq が 宗教 性 を帯 び て い る こ とが わ

か る 。

　そ の よ うな Awiq −Awiq に よ っ て 維持 さ れ る バ ヤ ン 村 の 慣習林 を，井 トの 提 唱 す る 「タ イ トな ロ

ー
カ ル

・
コ モ ン ズ 」 と位置づ けた 場合，「牛 態学的機能 」 お よ び 「社会文化的機能 」 とい う2 つ の

機能 に 加 え．それ を 可 能 に し て い る 車 要 な要素の 1 つ と し て 「宗教的機能 」 が あ る こ とを 本稿 に て

示 唆 し た。宗教的機能 の 付加は ，単 に 譲渡 不 可能性や外部者排除性を生むだけで な く，内部者，す

なわち使用者 の モ ラ ル を向 Lさせ る もの で もあ るか ら で あ る 。

キーワード ：バ ヤ ン村，慣習法，慣習法的土地，宗教的機能，タ イ トな ロ
ーカ ル ・

コ モ ン ズ

1．は じ め に

　自然環境の維持 ・保全は，そ の 地 域独 自の 手法を十分に 考慮す る 必要 があ る 。

一
地 域の 手法を

他地域に て 使用すれば，環境 と人間行為 との 間に 不和を招 きか ね ない 。それは ，
一

地域で 成功 し

た 開発手法を パ ッ ケ
ージ ン グし，こ れを濫用 して きた従来の 開発政策か らも明 らか で ある 。

　本稿に て 取 り上 げる イ ン ドネ シ ァ は ，
一

万数千島か らなる島嶼国家で あ り，250言語 300民族

以上 を 内包する 地域文化 ・地域社会の 集合体で あ る 。 そ の た め 各地域や 各村落に は，各 々 の 宗教

や信仰 に 基づ き形成 さ れ た 規制が存在 し，これ に 順ず る行為 ・
行動が とられて い る 。

こ の 行動の

基準 とな る法が，慣習法で ある 。 慣習法は ，目常生活 の 様 々 な行為，た とえば 開発行為や そ の 地

に 内在す る大 然資源 の 利用な どに お い て 制限を設ける もの で あ り，地域独自の環境を十分に理解

した うえ で 地域生活者自身の手に よ っ て策定 ・施行され た もの で ある 。

　同国の慣習法に 関する先行研究は ，オ ラ ン ダ植民地期か ら行われて お り，非常に 多 くの議論が

され て きた （Vergouwen，1933；van 　Ossenbruggen，1905 ；van 　Vollenhoven ，1909；1928 な
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ど）。 そ の 多 くは 「統治」 を 目的 とする もの で あ り ， 日本軍に よ る研究 もまた こ れ に 類す る （南

西方面海軍民政府総務局企画課，1945 ；南洋経済研究所，1945）。

一
方近年 に お い て は

， 統治を

目的 とす る従来 の 研 究 とは 異な り， 環境 との 関連性を 明 らか に し よ うとす る傾向があ る 。 沿岸部

の慣習法に つ い て み れば，海洋資源の 維持を rl的 とす る地域固有 の 伝統的資源管理制度に 関す る

研究があげ られる （村井，1994 ；笹岡，2001 な ど）。 また森林部に 目を 向けれ ば，井上 （1997）

に よる カ リマ ン タ ン 島の コ モ ン ズ に 関する先進的な研究が あげ られ る 。 彼は ，ケ ニ ャ 族の 慣習林

管理制 度 （慣習法） に 着 目し，焼畑 の 資源収奪型利用 へ の 変容 の 要因 か ら，「ル
ー

ス な ロ
ー

カ

ル
・

コ モ ン ズ 」 と 「タ イ トな ロ
ー

カ ル ・
コ モ ン ズ 」 を提11昌する 。 隣国マ レ

ーシ ァ に お い て は ，イ

ブ リ ン ・ホ ン （Evelyne　Hong ） に よ る カ リマ ン タ ン 島 （ボ ル ネ オ 島）サ ラ ワ ク 州の 研究が あげ

られ る （Hong ，
1989）。 彼女は ，熱帯雨林 の 消滅 と森林生活者 との 関係 に つ い て 研究 し，慣習法

か ら近代法へ と変容する巾で 森林が破壊 さ れて い く過程，すなわ ち持続的焼畑農耕か ら非持続的

焼畑農耕へ の 変容を 詳細に論 じて い る 。

　 しか しなが ら先行研究で は ， そ の 根底に ある宗教性 と の 関係，お よびそれ らに 基づ く白然環境

の保全に 関す る議論は 十分 に されて い な い 。 た しか に秋道は， コ モ ン ズ の 機能 の 1つ として 「社

会文化的機能」 を あげ，そ の 中に 「宗教性 」 を 含ん で い るが，それは 「領域」を重視 し て の もの

で ある （秋道，2004 ：218−220）。同国に は ， こ の 「領域の 明確性 」だけで な く，そ こ に存在す る

神性 （神 々 や 精霊，衵霊な ど） との 調和や 関係維持を重視する地域社会 も存在す る。事実，本稿

に て 取 り ヒげる バ ヤ ン村の よ うに ，そ の 地 に根づ く宗教性を生活規範 として 具現化 し，こ れを 自

然資源 の 利用 ・管理 に 関す る 「慣習法 」 と し て い る 地域 も少な くな い
。 そ の よ うな地域に お け る

宗教性 の 損失は ，地域環境 に 多大 な影響を及 ぼす 。 なぜ な ら ， すで に ス マ トラ 島や カ リ マ ソ タ ン

島で み られ る よ うに
， 自然環境の 中に宗教性を 見出す彼 ら 自身が，違法伐採者や無秩序な開拓者

へ と変貌す る可能性があ るか らであ る 。
こ の よ うな問題 の 多 くに

， 国 内外の 企業や伐採業者らに

よ る土地へ の 強奪的介入 が 背景に み られる 。 すなわち，市場 の グ ロ
ーバ ル 化 に よ り法人所有が拡

大 ・強化 され ，地域社会に 存在す る多様 な所有の 可能性が排除される こ とに よ り引 き起 こ されて

い る の で ある （池田，1995 ：21）。そ の よ うな波の 中で ，同国の 地域生活者 自身が生活 の 場 とし

て の 慣習法的土地を維持す るた め に も，その 地に お ける宗教性や 宗教的機能の 役割に つ い て 議論

を する 必要があろ う。そ こ で 本稿で は，まず法 の 中 で 慣習法が どの よ うな位置づ けが されて い る

の か に つ い て ，森林 に 関する法を用い て 分析す る。次に慣習法を遵守し生活を営む バ ヤ ン 村を事

例 とい 1），彼ら の 森林維持の 在 り方に つ い て 分析する 。 そ して 最後 に ，井 ［．（1997） の 提唱 する

「タ イ トな ロ ーカ ル
・

コ モ ン ズ 」 の 自然資源 の 利用 ・管理 に 関し て ，先行研 究 で は 十分に 展開 し

きれ なか っ た 「宗教性 」 の 重要性に つ い て 明 らか に する 。

2，森林に関 する法 と慣習法

　1945年に 独立 を果た した ス カ ル ノ 政権は ，地 域生活者 の 森林へ の ア ク セ ス お よびそ の 使用 を

広 く容認す る森林 に 関す る政府規則第 4 号 〔1957年）を公布す る。これは ，慣習法 に 基づ く維

持 ・管理 を容認 し た こ とを 意味す る 。 し か し ながらそ の 10年後，森林基本法 （1967年法律第 5
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神頭 ： イ ン ドネ シ ア にお け る 慣習法 的土 地の 維持 と宗教性

号 ）が制定される 。同法は ，ジ ャ ワ 島お よ び マ ドゥ ラ 島を対象に ，オ ラ ン ダ の 造船に 必要 な原材

料を確保する た め に 策定 ・施行され た林業法 （1927年） に 甚つ い て い る
。

これ に よ りス ハ ル ト

政 権は ，全森林 の 90％ を 国 有林 と し森林資源を国家 の 管理 下 に お い た 、 また 同時 に ，地域生 活

者の 慣習的な保有を無効 と し， こ れま で 森林資源を持続的に使用 ・利用 しそ こ か ら生活 の 糧を得

て きた地域生活者 の 生活を
一
変させ た 。

ス ハ ル ト政権崩壊後，急速 に政策転換が行われ，林業分

野に お い て も大幅に 変化する 。 と くに 法的側面に お い て は ， コ ミ ュ ニ テ ィ 林業 コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ

ン フ ォ
ーラ ム （FKKM ）や 慣習共 同体林業支援協会 （KPSHK ），また学生団体に よ る改革集団

（Tim 　Reformasi ）が積極 的に 関与 した こ とに よ り，30 年ぶ りに 新森林法 （1999年法律第 40

号）が施行 され る こ ととな る 。
こ れ に よ り， ス ハ ル ト政権下 で 禁止 され て きた森林に 住む 生活者

や慣習法的共同体社会の 権利が ，
一

部認め られる こ ととなる。本章 で は ，彼 らが直接的 に 影響を

受 ける 1999年森林法を分析し，慣習法が如何な る位置に お か れ て い る の か に つ い て み て い く。

　 2，1．1999年森林法 に お け る慣習法の 位置

　 1999年森林法で は ，慣習法 に つ い て 次の よ うに規定 されて い る 。
「国家に よ る森林調整 〔管

理 ）は，慣習法がす で に 存在し且 つ それ が認識され ，また国益 に 反 し な い 限 り に お い て ，慣習法

を 尊重す る も の とす る （第 4条 3項）」。
こ の 規定 は ，1960年土地基本法 と同様，現行法や国益

に 反 しない 限 りに お い て の み慣習法が尊重され る とい うもの で あ り，国家政策の 如何に よ っ て 慣

習法的行為は制限 され うる とい う含み を 持つ 。また慣習林は ，同法第 1 条 6項 （第 5 条 2 項 も同

様の 内容）に て 「伝統区域 に 位 置す る国有林」 と され て お り，国家に よる介入が容易な状況 に あ

る こ とが わ か る 。 慣習林 は ，慣習法的共同体社会に 絶対的 な管理権が譲渡さ れ て い る の で は な く，

国家 の定め る政策や法の もと管理 する 権能が許 されて い る に す ぎな い の で あ る 。 しか しな が らそ

の よ うな制限 が 課 せ られ て は い て も，慣習法的共同体社会に慣習林の 管理を委ね て い る こ と に変

わ りは な い 。同法第 4 条 3 項 の 規定は
， 後述する バ ヤ ン 村民 が 自らの 意思で 慣習林を管理 ・運営

する こ とが可能で あ ると い う法的根拠の 1 つ とな っ て い る 。

　慣習林の管理権に つ い て ，同法第 5 条 3項で は 「慣習林は
， 現実に 存在 し且 つ そ の 存在が認識

され て い る限 りに お い て ，（国 有林内に）決定 され る もの で ある 」 とされ ，また 同条 4項で は

「開発の 期問，慣習法的共同体社会が 既に存在 しな い の で あれば ，慣習林に お ける管理権 は 国家

に 返還され る もの とす る 」 と規定 されて い る。第 4 条 3項お よ び 第 5条 3項 に お い て 「現実 に 存

在 し且 つ そ の存在が 認識され て い る 限 りに お い て 」 と規定され て い る こ とか ら，今後新た に慣習

林を 設置す る可能性が妨げ られて い る こ とがわ か る。し か し なが ら同時 に ，現存する慣習林を管

理 ・維持す る権利が，慣習法的共同体社会に 帰属 し て い る こ とが 了承 され よ う。

　ま た 同法第 37 条 1項で は 「慣習林 の 利用 は
， 森林 の 機能に従 い

， 関係 の ある 慣習法的共同体

社会に よ っ て 行わ れ る もの とする 」 と，同条 2項 で は 「保護や保全機能を伴 う慣習林の 利用は ，

それ らの 機能を 犯さな い 限 りに お い て ，行われ る もの とす る 」 と規定 されて い る。すなわち，維

持 ・管理す る権利 と同様に ，それ を使用 ・利用する権利 もまた与え られ て い る の で あ る 。 同法第

67条 1項で は こ の 権利に つ い て ．  慣習法的共 同体社会の 日常生活 の需要を 満た すた め の 林産

物を採取す る権利，  現行法に 反 しな い 限 りに お い て ，既存の 慣習法に 基づ く森林管理 を行 う権

利，  福利厚生 の 向上 の 枠組み に おける エ ン パ ワ
ー

メ ン トを得る 権利 と規定 され て い る 。 しか し
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なが ら，慣習法的共同体社会の 承認あ る い は 廃止，お よび前述の よ うな権利は，同条 2項お よび

3項 に て 地方条例や政府規則 に よ っ て 規定 される とされて い る。こ の こ とか ら，慣習法に 基づ く

森林管理 が可 能で あ る とは い え，上位政府に よ っ て 干 渉され る 可 能性を十分に 右 して い る こ とが

了承 され よ う。 す なわ ち ，
上位政府が そ の 地で 開発を 行 うの で あれ ば

， そ の 行為は 政府規則を も

っ て itJ能 とされて い る の で ある 。

　2，2．森林省通達に よる慣習法的共同体社会の権利向上

　2004年，「慣習法 の 問題お よ び慣習法的共同体社会の住民に よる補償金／賠償金の 要 求に 関す

る通達 （S。75／Menhut −II／2004｝」 が森林省 よ り公布され た 。 同通達は，前述 した 1999年森林

法 の 第 5条お よび 67条に お い て 慣習法的共同体社会の 権利が尊重 される よ う，地方首長 （州知

事，県知事，お よび市長）に 出され た も の で あ る 。

　本森林省通達 は，  森林事業権 （HPH ）／林産物利用事業許可 （IUPHHK ） に 対す る慣習法的

共同体社会の 要求に つ い て ，  慣習林の 指定 の許認 ・∫に つ い て ，  補償金に つ い て規定された も

の で あ る 。 同通達に 基づ き，慣習法的共 1司体利会は
， 地力政府 に 国有林を 慣習林 とす る た め の 申

請を行 う こ とが で きる 。 また ，地 方首 長が慣習法的共 同体社会と HPH ／IUPHHK 保持者と の 間

の 世話人 とな り， 賠償金や保証金な どの 問題 に あた る 旨が明記されて い る 。 協議は 全会
・
致の 原

則に 基づ くもの で ある が ，仮に 解決に 至 らなけれ ば ，村民 は HPH ／IUPHHK 保持者に 対 して 民

事訴訟を起 こす こ とが可能 とされて い る 。

　 1999 年森林法や上 記森林省 通達に よ り，慣習法的共 同休社会 の 慣習法 的土 地 に 対す る 権利 は

一
定程度向上 し た と考えられ る。し か し な が ら，これら の 法 の 前提が 「慣習法が 現に存在 し 且 つ

それが 認 め られ て い る 限 りに お い て 」 とされ て い る こ とか ら もわか る よ うに ，現法律 ドで は ，す

で に慣習法が失わ れ た 地域に お い て は 有効で は な い
。 現在，慣習法を維持す る 地 域で は ，そ の 成

文化が積極的 に 行わ れ て お り，生活者 自身 の 手 に よ っ て社会環境や 文化環境， 自然環境な どを 含

む地域環境を維持す るた め の 努力が されて い る 。

3，バ ヤ ン村にみ る森林維持 と宗教性

　森林法や土地基本法など イ ン ドネシ ァ の 法文書 に お い て ，慣習法的共同体社会の 「処分権」 の

存在 が認め られ て い る 。 現在行われ て い る慣習法の 成文化は，「処分権」 の 存在を 明 らか に しよ

うとす る もの で もある 。法学者 フ ァ ン ・
フ ォ レ ン ホ ー

フ ェ ン （van 　Vollenhoven）は ，同国 の 地

域生活者 の 土地処分 （すな わ ち ，処分権） に 関する慣習法的土地法 の 性格を 次 の よ うに 分析 して

い る 。   法共同体お よびそ の 成員は ，そ の 境域 内に在 る 未開墾地 を 自由に利用する こ とが で きる

（開墾 ， 村 の 建設 ， 採取な ど ）。   共同体に 属 さ な い 者は
， 共同体 の 許 可を 得て の み 先 の 事柄を行

うこ とが で きる 。 また ，もし許 ・」な くそれを 行えば罪 とな る 。   土地 の 使用に 対 し，共同体成員

で あ っ て も場合に よ っ て は 許可料ある い は 貢納を共同体に 支払わなければならない
。 また共同体

の 成 員で な い 者は 必ず 支払わ なけ れば な らな い 。   共同体は ，そ の境域 内の fJl地に 対 し，多少 な

りとも干渉権を有する 。   共同体は
， その境域 内で 起 こ り且 つ 他 に転嫁する こ との で きな い こ と
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（た とえば，犯人不 明の 犯罪な ど）に 対し て 責任を 有す る。  共1司休は ，土地に 関す る権利を永

続的に他へ 譲渡す る こ とはで きな い （van 　Vollenhoven，1909： 19−20）。

　 同国は 250言語 300 民族以 Llを有す る 島嶼国家で あ り，地域に よ っ て 文化的 ・社会的特性が大

きく異なる。そ の た め 一概 に ， こ れら の 定義が各地域に 該当す る とは 限 らな い
。

一例をあげれば，

未開墾地 の 使用に つ い て で あ る 。 慣習法的共同体社会が有す る 土地 に は
， 未開墾地 で あれ

， 決 し

て 自由に 使用す る こ と の で きな い 土地 も存在す る 。 聖域で あ る 。
こ の 地 で は ，慣習長 の 許可 な く

林産物を採取す る こ とさえ禁 じられて い る 。 後述す るバ ヤ ン 村に お い て も， その よ うな地は 存在

す る 。 馬渕は，同国 の 土地 と処分権の 関係に つ い て ，絶対的で は な い に して も未開農民の 問で 集

団所属員 と⊥地 と の神秘的な霊的 ・呪的な紐帯 は，諸種 の 儀式に よ り繰 り返 し確認され強化 され

て い る 。 神性 は崇拝対象 として 何 らか の 形で 存続 し，土地 の 開墾や譲渡に際 し儀式が 彳Jわれ る こ

と も少な くな い とする （馬渕，1974 ：67）。すなわ ち 地域間に 差こそあれ，「⊥地」 は何 らか の 形

で 神性 とか かわ っ て い る の である 。 以 ド，慣習法的土地に 宗教性を強 く意識する ロ ン ボク島パヤ

ン村 を取 り上 げ，その環境維持 と i地 思想 との 関連性に つ い て み て い く。

　3．1．バ ヤ ン村民の 土地観念

　バ ヤ ン 村 は
， 活火山 で ある リ ン ジ ャ

ニ 山 （Gunung　Rinjani） の 中腹に 位置す る 。
リ ン ジ ャ

ニ

山 は ， ロ ン ボ ク 島 の 北部に位置 し て お り，そ の 面積は 125，　740　ha と同島の 26，5％ を 占め る 。 ま

た 森林面積 は
， 同島 の 全森林面積の 約 86％ を 占め て い る 。 同山 は現在 ， 保全林や 国立公 園， ci・

産林，限定牛産林，植物園 と区分 され て お り，他の 山 々 と同 じく国有林に 指定 され て い る 。

　バ ヤ ン 村は ，こ の 国有林の 中に慣習法的土地 （慣習林）を有 して い る   。彼らが もっ とも重視

す る地は，神性 との 紐帯を維持す るた め の 地
“
Tanah 　situs

”
で あ り， こ れ は 村の モ ス ク や墓所

を 中心 とす る慣習林区域全休を指す。彼 らは ， こ の 地 に 存在する神性 に よ っ て 水田 に 水や腐葉土

が供給 され て い る とす る 。
バ ヤ ン 村を は じめ リ ン ジ ャ

ニ 山 の 生活者は ，「山 と森に よ り水を得る 。

水 と森に よ り米を 得る 。そ し て 米 と 水 に よ り生 命を 得る （鞠 と い う観念を 持 っ て お り
， 森林が 生

命を 育ん で い る とす る 。
こ の 観念は ，宗教性を 強 く含ん で い る 。 なぜ な ら森林区域 に は神性が 存

在 して お り，それ らが土や 水 ， 米を創 っ て い る と考えられて い る か ら で ある。彼ら は
， 自らを所

有者 とは せ ず，「神性 」 こ そがそ の 地 の 真 の 所有者 と認識す る 。 慣習法 （Awiq −Awiq）は，そ の

地を維持するた め の もの と して 厳格に 定め られた もの な の で ある 。

　3．2，村内にお ける、森林に関す る Awiq −Awiq の法 的地位

　本節で 述べ る Awiq −Awiq は ，バ ヤ ン 村民 の 総意に よ っ て 承認 ・施行 された もの で あ り，その

法的拘束力は きわ め て 強い
。 慣習林区域に おけ る行為 の 規制は もとよ り，そ こ で 発生した あらゆ

る事柄 （犯罪や災害，動物 の 死なども含む） もまた
，

こ の Awiq −Awiq に 基づ き処理 され る 。

　Awiq −Awiq の 執行機関は ，　 Lembaga 　Adat と呼ばれ る村 内の 最高機関 （伝統組織）で ある 。

Lembaga 　Adat の 有する権能は，  村 と行政府との 関係を維持す る こ と
，   村 民間 の社会的紐

帯 （人間関係）を維持 ・強化す る こ と，  神性 との 関係を維持 ・強化す る こ と，  村 の 財政 の 管

理 ・運営を 行 う こ と ，   村 内の 治安 の 維持に 努め る こ と
，   村 の 方釧を決定す る こ と，そ し て  

Awiq −Awiq を 策定 ・施 行 し，こ れ に かか わ る行為を 監視 ・審判する こ とで あ る 〔4）。これ らの 中
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で Awiq −Awiq に 関する権限の 行使は ，神性 とバ ヤ ン 村 と の 紐帯を維持 させ る こ とを 主 目的 とす

る 。
こ れ は，そ の 策定段 階や罰 則 の 適用段階 （違反行為の 審議や 罰則 の レ ベ ル ，違反者に 対する

清め の 儀式を含む） に お い て 「神性 に 関す る役職者 （Pemuka 　Agama ）」 が強 く関与 して い る こ

とか ら も明ら か で あ る 。彼ら は
， 村に 内在す る諸物の 使用は

，
そ こ に存在する 神性に よ っ て 許可

され る と認識し て い る 。 森林に 関する Awiq −Awiq は ，パ ヤ ン村民 と慣習林区域に 存在す る神性

との 紐帯を維持さ せ る た め に策定 ・施行 された もの で あ り，宗教性を強 く帯び て い る の で ある 。

本 Awiq −Awiq は，バ ヤ ン 村民 と神性 との 間で 取 り決め られた もの である とい う思想を背景に ，

村内に お い て そ の 法的地 位は現行法 よ りも高 く認識 され尊重 されて い る 〔5〕
。

　3．3．Awiq −Awiq にて規定され る禁止事項と宗教性

　本 Awiq −Awiq に は現在，16項 目か らな る 「禁止事項 」 が定め られ て い る 。 た とえば，慣習

林区域内で の 伐採や狩猟，農耕，植栽，放牧，楽器 の 使用，また性的行為を含む 不道徳 な行為な

どが禁 じ られて い る。そ の よ うな行為，と くに 伐採や不道徳な行為は ，慣習林 に 存在す る神性を

赫怒さ せ る もの と認識され て い る 。 楽器 の 使用に お い て も同様で あ り
，

そ の 音に よ っ て 神性を刺

激す る こ との な い よ う禁じ て い る の で あ る 。 また慣習林は，祖先 とされ る 神々 を祀 る 聖 域で もあ

る 。 聖域は も っ と も浄化された 地で あ り，その 地を汚す行為 た とえば農耕活動に よ っ て土を掘

り返 した り，狩猟活動に よ っ て 動物の 血を流した りする行為は神性に 対す る 冒涜 とされ る 。

　禁止事項に は ，水に 関す る禁忌 も規定されて い る 。 慣習林区域の 水，と くに 泉か ら湧き出る泉

水 は ，儀式に 使用 さ れ る聖水 で ある、ま た ，慣習林 区域か ら生じ る水 （温水 を 含む ） は 彼 らの 水

田 に 引ぎ込 まれ てお り，水 の 汚れ は直接的に 農作物に 被害を与える 。 そ の た め，そ の よ うな水 を

汚す行為を禁 じて い る の で ある 。ま た 3 項 目に渡 り， 1地 に 関する規定が されて い る。その 1つ

で は ，土地が担保 ・売買の 対象で は な い こ とが定 め られ て お り，そ の 行為を禁 じ て い る 。 また，

境界線を 削除 ・移動する こ とや 土地 の 権利書を作成す る こ とも禁 じ て い る 。
これら は ，神性が土

地 を有する もの で ある とす る 思想 に 起因す る 。 そ の よ うな土 地を 汚す行為 （土 地 の 売買 ・担保や ，

境界線の 削除 ・移動を 含む）は ，神性を 冒涜す る もの で あ り，ま た 赫怒 さ せ る もの と認識 されて

い る の で あ る 。
こ の よ うな禁止事項が破 られ る と，厳格に定め られた 罰則 が適用 され，も っ とも

重 い 罰則に お い て は 神性と の 紐帯が断ち切 られ村を退去 し なければ な らな い 。

　そ の よ うな規定は，10套墨守な もの で は な い
。 Awiq −Awiq は，「神性 との 紐帯を維持させ る 」

とい う根本的思想を変え る こ とな く，時代 とと もに 移 り変わ る 問題に 柔軟に 対処 すべ く，神性に

関する役職者 の指導 の もとその 時 々 の村民に よ り改変されて い る の で ある Cfi＞
。

　3，4．バ ヤ ン村民に よる村
一
慣習林 一Awiq −Awiq の関係維持

　バ ヤ ン 村民は，人間 一人間，自然／神性 一人間に かか わ る 儀式を数多 く執り行 っ て い る。人

間 一人間に 関する儀式は ，生活者の 精神的 ・身体的健康を 維持 さ せ
，

ま た 社会 の 安寧や 村民間 の

紐帯力を維持 ・強化 さ せ る こ と を 目的 と し執 り行わ れ て い る 。 また 自然／神性
一

人間に か か わ る

儀式 は，山 の 神や 諸物に 宿る 精霊，また村 を守護す る祖雲に 対 して 行われて い る。彼 らは生活 の

糧を 主に 水稲農耕や慣習林か ら林産物を採取する こ と に よ り得て お り，そ こ に 存在す る神性を

「生命を維持 させ る 存在 」 と し て 崇拝す る の で ある。
一

方 ， 森林区域 に て 慣習法 に 定め られ る 禁
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忌 を犯す こ とや 儀式を滞る こ とは ，神性に対する 冒涜で あ る と看做 され る 。
こ れ らが 行われ れば，

神性 に よ っ て 当事者だけ で な く村全体 に 罰が 下され る と考えられて い る。

　彼 ら は ，村 （お よ び，そ の 構成員），慣習林 （お よび，そ こ に 存在す る 神性 ），Awiq −Awiq

（宗教性を 伴 っ た 規範） は 三 位
一
体 の 関係 に あ り，

い ずれが欠けて もそ の 関係は 崩壊する と考え

る 。 すな わち村は ，宗教性を帯びた Awiq −Awiq に よ っ て そ の 社会的秩序が維持され，そ して 神

性が存在す る慣習林に よ っ て村民 の 生命が維持され る 。 慣習林は ， 村民 の 神性に 対する思想に よ

っ て敬意が払わ れ，そ し て 神性を重視す る Awiq −Awiq に よ っ て 使用が制限され る こ とに よ り維

持され る 。 また Awiq −Awiq は，村民 間 の 相 ：々扶助行為 （gotong 　royong ）や 神性ケこ 対す る意

識 ・観念に よ っ て 維持 され ，そ し て 神性が存在する 慣習林の 存在 に よ っ て 規 範が維持され る とす

る の で ある。彼 らに よれば，これ らの 関係が崩れた時に 「バ ヤ ン 村」 は消滅する とい う〔7｝。

4．慣習法的土地の 維持と宗教性

　以 」二，バ ヤ ン 村の 森林維持 の在 り力に つ い て み て きた 。 本章で は ，そ の よ うな慣習法的土地 を

コ モ ン ズ と し て み た 時 ， 何がその地を維持 可能な状態に 至 らし め て い る の か を 明らか にす る 。

　 4，1，所有論に基づ くコ モ ン ズ論 と 「慣 習法的土地 」

　 4．1．1．土地の 所有意識

　 こ れ まで コ モ ン ズ論は ，主 に 所有概念，あ る い は所有 の 在 り方 に 焦点が 当て られ て きた。た と

えば＋地所有 の 在 り方を，  非所有制 に 基づ く＋地 （すなわ ち，非排除性を伴 っ た共同地）， 

共 的 所有制に 基づ く十地 （す なわ ち，排除性を伴 っ た 共有地），  公的所有制に 基づ く土地 （す

な わ ち
， 国有地），   私的所有制 に 墓つ く土地 （すな わ ち，排除性を 伴 っ た 私有地）と 4 つ に 分

類する 。 共有資源に 対す る所有権を，オ ープ ン ・ア ク セ ス ，私的所有，共同体所有，公 的所有と

4 つ の 類型 に 分けた うえで
，

コ モ ン ズ論 に と っ て 「重要 な こ とは ， こ れ ら 4 つ の 基本的な所有制

度を識別す る こ とで ある 」 （Feeny 　et　aL ，1998： 78） とされ て い る 。 で は，慣習法的土地 は 「所

有 」 され うる もの tsの で あろ うか 。 土地所有は 本来，二 者間ある い は 当事者 と社会 と の 「登記」

な ど の 契約に 基づ くもの で あ り，法的に 庇護され るべ き権利である 。 したが っ て これを 侵害す る

こ とは 法に 反する行為で あ り，個人は もと よ り国家で さえ も安易に 犯す こ とは で きな い
。 しか し

なが ら現実 に 目を向けれ ば，必ず しも 「登記」 な ど に よ っ て 法的に 所有権を 得て い る者ぼ か り で

は な い 。イ ン ドネ シ ア に は ，居住者に よ っ て 登記され て い な い 土 地が 多数存在す るが，そ の よ う

な土地 で あ っ て も居住者 は古 くか らそ の 地で 生活を営 ん で い る の で ある。また強力な 攴配体制を

敷い て い た オ ラ ン ダ統治時代で あ っ て で さえ，所有権を付与する 土地 改革は失敗 に 終わ っ て い る 。

仮 に 生活者が 「所有権 」 を取得 した として も，慣習法 に 従い
， 当事者の 属す る慣習法的共同体社

会 の 構成員 に 「（法律的に 所有権iが 認め られた ）土 地 」 を譲渡す る ケ
ー

ス もあ る と い う。 そ の 際

に は ，法的手続ぎが取 られ る こ とは少な い
。

こ の こ とか ら も 「（法律に 基づ く）土地意識 」よ り

も 「（慣習法に 基づ く）土地意識」 が強い こ とが わ か る 。 また 世界銀行な どが攴援 して 個人的土

地 所肩を 浸透 さ せ よ うとす る試み がな されて い るが ，それで もな お 土地 登記 自休が 十分に 浸透 し
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て い な い の が現状で あ る 。

　 4．1．2．所有論 と 慣習法的土 地

　「所有」 は，契約に 基づ き二 者間 （た とえば，個人 一個人 ， 個人 一
団体／組織 団体／組織

一

団体／組織な ど）で それが承認 され ， 且 つ 第三 者に よ っ て それ が認識 された 時に 発生す る権利で

ある。す なわち個人が 「所有」 を訴え た とし て も，他者がそれを認め なければ成立 しな い 権利 と

い え る 。
ジ ョ ン ・卩 ッ ク （John 　Locke ）は，個人 の 身体は ま さ し く自己の 所 有で あ り，誰 もそ

の 身体 tc対す る権利を持た な い
。 そ の 個人が労働を投入 し得た もの もまた 自己 の 「所有」 に 置か

れ る，とする （Locke ，1968 ： 32−33）。 ロ
ッ ク の 所有論に 従 えぱ，労働投入 に 基づ ぎ発生する価

値 は 「商品交換 と して の 価値」 で あ り，や は り二 者間に よ っ て そ の 価値が相互 に認め られ た時

「所有権」 が交換あ る い は譲渡 され る 。現代社会に 日を 向けれ ば，それ は 明 ら か で ある 。 貨幣あ

る い は 市場経済が 浸透 し，諸物 に 対す る 「所有 （権）」 は 貨幣価値を 伴 うも の とし て 扱わ れ て お

り，それを もっ て 対価が 支払わ れて い る 。
ま た 法哲学者グ ス タ ーフ ・ラ ー

トブ ル フ （Gustav

Radbruch ）の 所 有論 に 従えば，土地 を含む 「物」 に 対 し て 最後 の 言葉を投げか け る 者が 所有者

で あ り，彼は
一

定 の 関係の 仕方 に 制限せ ず物を 服従 させ る こ とが 可能 と され る （Radbruch，

1965 ：301−302）。

　で は慣習法的土地は どうで あろ うか 。 慣習法で 土地 の 占肩あ る い は 保持が 認め られ て い る の は ，

個人が 労働を投入 した土 地 に ほ か な らず，また それは継続的 に 義務 と責任を 負 っ て こ そ認め られ

て い る。そ の よ うな土地 は，使用期間が設け られ て い る こ と も少な くな く， 期限が過 ぎれ ば神性

を上 位 に お い た うえ で 慣習法 的共 同体社 会の もと に お か れ る。ま た 土 地 に 対 す る 義 務 と権利を怠

っ た 場合 に お い て も，同様の 処 置が と ら れ る
。

さ ら に 個 人 に 占有あ る い は 保持が認め られ て い る

期間に お い て も， そ の 地 は慣習法 に よ っ て 使用方法が定 め られて お り， 保持者はそ の 地 を外部者

に 譲渡 ・売却する こ とは 禁 じられて い る 。
こ の よ うに慣習法的十地 に お い て 個人に使用が許 され

て い る 十地で さ えも，
ロ

ッ ク の い う労働投 ドに よ る所有論を適用する こ とがで きな い
。 また ，保

持者 の 権利は土地 を絶対的に服従せ し め るよ うな権利で はな く，ラ
ー

トブ ル フ の 所 肩論 もまた適

用す る こ とが で きな い の で ある。これは，村 の 慣習法的土地 に対する 権限に お い て も同様で ある 。

すなわ ち慣習法的共同体社会は ，慣習法に 基づ き使用 ・管理
・維持 される土 地を売買する こ とは

で きず，またそ の 権利を外部者に 譲渡する こ とは 基本的に で きな い 。慣習法的共同体社会 の 慣習

法的土地 に 対する権利は ，その 地を 「維持」す る こ とな の で ある 〔8〕。 こ れ らの こ とか ら，慣習法

的十地が 「所有」概念に 基づ くもの で は ない こ とがわ か る 。

　4．2．管理 ・制度論に基づ くコ モ ン ズ論と 「慣習法的土地」

　コ モ ン ズ 論の 議論は 次第に 「所有」 か ら，「管理 」や 「制度」 へ と移 り変わ っ て い る 。 た とえ

ば そ の 初期 の 頃 に お い て は ，多辺田 の 議論が あげ られる 。 彼は コ モ ン ズ を，「商品化 とい う形で

私的 所有や私的管理に 分割されな い ，また同時に ，国や 都道府県 とい っ た 広域行政 の 公的管理 に

包括 されな い
， 地域生活者の く共 〉的管理 （自治）に よ る地域空間 とそ の 利用関係 （社会関係）」

で あ り ，
「地域内の 水 （河川，湖沼，湧水）や 森林原野 ，海辺，海を含む⊥地空間，相互扶助シ

ス テ ム と し て の 労働力，サ ービ ス ，信用 な どを含む 地域 の 〈共同 の 力〉」 で あ る と定義 し
， 社会

関係や共同 の 力で ある と した （多辺田，1990 ： i ）。また人類学的研究に お い て は ，1980 年代後
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期 よ り，す で に 管理 制 度 の 重要 性が注 目 され て い る （McCay 　and 　Acheson ，1987；Berkes，

1989）。

一
方近年に お い て は ，た とえば宮内 （2006）は コ モ ン ズ の 重層性や 動的性質 の 存在を指

摘 し，自然環境に 対す る規範や権利が 時代や 地域に よ っ て ダ イ ナ ミ ズ ム に 変化す る ， その 過程に

着 目し て い る 。 また井上 は ，「管理 」 そ の もの に着 目し ，
コ モ ン ズを 「自然資源 の 共同管理制度，

お よび共同管理 の 対象で ある資源その もの 」 と定義する （井上 ・宮内編，2001 ：10−11）。

　井上は ，資源を使用 ・利用する 権利が特定の 集団 に 限定 されな い もの を 「グ ロ ーバ ル ・コ モ ン

ズ （非所有制度，お よ び非所有資源 ）」 と し，権利が特定 の 集団 に 限定 され る もの を 「ロ ーカ

ル ・コ モ ン ズ （共的所有制度，お よび地域共有資源）」 とす る。さ らに P 一カ ル ・
コ モ ン ズ を，

「ル ース な ロ
ー

カ ル ・コ モ ン ズ 」 と 「タ イ トな ロ
ー

カ ル ・コ モ ン ズ 」 に 分類す る。ル
ース な ロ

ー

カ ル ・コ モ ン ズ とは 「利用規制が存在 せ ず集 団の メ ン バ ーならば比較的 自由に 利用で きる 」 制度

（お よび，資源）を意味して お り，タ イ トな ロ ーカ ル
・

コ モ ン ズ とは 「利用に つ い て 集団内で あ

る規律が定め られ ， 利用に 当た っ て 種 々 の 明示 的あ る い は 暗黙の 権利 ・義務関係が伴 っ て い る 」

制度 （お よび，資源） を意味して い る （井上 ・宮 内編，2001 ：13）。

　秋道は， ロ
ーカ ル

・
コ モ ン ズ の 2つ の機能 として 「生態学的機能」 と 「社会文化的機能 」 を あ

げる （秋道，1995；井上，1997）。 生態学的機能 とは 「禁猟 （漁）に よ っ て 対象 となる資源利用

が制限 される た め ，資源自体の 棲息数や 生態に 影響がお よぶ 」 こ とを指 し て お り，また社会文化

的機能 とは 「禁猟 （漁）を通 じて 社会の 秩序を維持した り，動物利用 に つ い て 特定の 価値観を 社

会に 認め さ せ る 」 こ とを指す 。 井 L に よれば，何 らか の 方法 に よ っ て 意図 的 に 持続的な利用が さ

れ て い る もの が ，rr生態学的機能を 十分に 備えた』 ロ
ー

カ ル ・コ モ ン ズ 」 で ある とい う （井一ト，

1997：23）。 本稿で 取 り⊥ げた バ ヤ ン 村の 慣習林に つ い て み れば
，

生活者は そ の 生態系を最大限

維持す るた め に
， 慣習法に よ っ て使用方法や使用期間な どを規制 し，違反 者に は 厳格に 定め られ

た罰則を適用す る 。 彼 らが そ の 地 を維持する最大の 目的は 「神性 との 紐帯を維持させ る こ と 」 で

あるが ，神性 と の 紐帯の 維持 は 結局 「（村民 の ） 生命 を維持 させ る こ と 」 に つ な が る 。 彼ら は

日 々 の 牛活の 糧の 大半を 田畑か ら得て い るが，その よ うな農作物 は慣習林区域 の 川や温泉 ， 腐葉

十 に 強 く依存 し て い る。し たが っ て Awiq −Awiq で は，慣習林区域内で の 洗剤や 石鹸，毒性 の あ

る 容器 の 使用な どを 禁 じて い る の で ある。こ の こ とか ら，彼らは 生命を維持させ る こ とを 日的 と

し，意図的に そ の 空間を維持 して い ると い えよ う。

　 また 井上は ，「社会文化的機能 」 の 評価基 準と して ，オ ス トロ ム の 長期持続型管理制度の 原則

を採用する （井」二t1997 ：23）。 長期持続型管理制度 の 原則 とは ，  明確に定義された 境界を 有

す る こ と，  利用 と供給の ル
ー

ル と地域 の 条件と の 調和，  集団的な選択 ル
ー

ル の取 り決め ， 

モ ニ タ リ ン グが な されて い る こ と，  段階的な制裁を有す る こ と，  紛争の 回避 ・解決 メ カ ニ ズ

ム を有す る こ と，  組織の 権利が最低限度認識 され て い る こ と
，   先 の よ うな管理 を行 うた め の

複層的な組織，の 8条件で あ る （Ostrom ，
1990： 90）。

こ れを バ ヤ ン 村 の 慣習林 に適用すれ ば，

  慣習林区域 の 境域は 明確に 設定 され て い る （9）
。   使用方法な どは 慣習法 に よ っ て 厳格に 規定 さ

れて い る。  伝統組織に よ っ て Awiq −Awiq が審議され る と同時 に ， そ の 決定に お い て は 村民 の

総意が必要 で ある。  慣習林は，神性 に 関す る役職者や村民に よ っ て 監視 されて い る。  慣習法

に ，段階的 な 罰則が規定されて い る 。  紛争の解決は ，Gundem と呼ばれ る伝統的審議会 に て

伝統組織を 中心 に 審議さ れ る 。   国有地 で ある慣習林区域 の管理 は，慣習法的共同体社会に 委ね
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られ て い る 。 また ，2004 年森林省通達や 他 の 政府規則 に よ っ て 慣習法お よび慣習法的共同体社

会 の 地位が向上 し，外部者 の 介入 お よび侵入を よ り効果的に 防 ぐこ と が 可能 と な っ た 。   慣習林

の 使用や維持，監視 ， そ こ で 発生する紛争の 解決な ど は ，それぞれ の 分野を担当する伝統組織構

成員を 中心 とし行わ れ，それは 水平お よ び垂直 の 関係 に お い て 複層的に 組織され て い る 。 し た が

っ て バ ヤ ン 村が 有す る慣習林区域は，「生態学的機能」 及 び 「社会文化的機能」 を十分 に 備えて

い る とい え よ う。
こ れ らを遂行す る に 際 し て は ，神性の 存在が大 きく働 きか け る 。 彼らは，慣習

林，お よびそ こ に 存在するあ らゆ る諸物に 神性 を見 出す こ とに よ っ て ，意識的に も無意識的に も

そ の 空間 ・資源を維持して い る の で ある。

　 こ れ らの こ とか らバ ヤ ン村 の 生活者が維持する慣習林は，秋道の 指摘する コ モ ン ズ の 2 つ の 機

能，す なわち 「生態学的機能」 お よび 「社会文化的機能」 を十分 に 含ん で い る こ とが 了承 され よ

う 。 また 同時 に ．本事例 に お い て は ，「社会文化的機能」 に 含まれ る 「宗教的機能 （あ る い は ，

宗教性）」 が強 く意識され て い る こ とがわ か る 。 秋道 の 指摘するそ れ は 「領域」 を重視 し て の も

の で あ る が，本稿で は
， それが地域生活者に ど の よ うな 「意識」 を芽生えさせ て い る の か に つ い

て 着 目 し て い る 。 本稿で 述 べ る宗教的機能 とは
，

「そ の 空閭 に宗教性を帯び させ る こ とで ，使用

者に その 空間の 価値を認識 させ ，同時に 資源 の 使用 ・利用に 対 しその 地に 根づ く宗教や信仰の 教

義に 基づ く制限が 設け られ る」 こ とを意味する。こ の よ うな傾 向は，バ ヤ ン 村 の 慣習林 に の み み

られ る もの で は な い
。

バ リ 島や フ ロ
ー

レ ス 島な ど の慣習法的共同体社会 もまた，宗教的機能 （あ

る い は，宗教性）を帯び させ る こ とで ，各 々 の 慣習法的土地を維持 し て い る の で あ る
。

　4．3．「宗教 性」を帯びた慣習法 的土地とそ の 維持

　ス ハ ル ト政権期の 政策に よ っ て 慣習法が弱化 ・哀退 した とは い え，い まだ イ ン ドネ シ ァ の 各地

に それ は 存在 し
，

ま た 今なお尊重 され遵守 されて い る 。 その よ うな慣習法は， ス マ トラ 島の ミナ

ン カ バ ウ族 の よ うに イ ス ラ ー
ム 法をそれ 自身 とす る もの や ，また 本稿で 取 り Lげた バ ヤ ン 村 の よ

うに 占来民族宗教を基礎と した もの と多様で あ る 。 し たが っ て 慣習法は，宗教 との 関係の 強弱に

か かわ らず，何 らか の 形で そ れ と関係し て い る の で ある 。

　で は ，その よ うな宗教性に 基づ く規範 （すなわ ち，慣習法）は ，慣習法的⊥地 の 保有や 維持 ・

管理 に お い て 混乱 を もた ら さな い の で あろ うか 。バ ヤ ン 村 の 位置す る バ ヤ ン 郡に は ，20世紀初

頭 か ら次第に 正統派 ム ス リ ム が拡大 し て お り，また地方移住政策に よ っ て バ リ ・ヒ ン ド ゥ 教徒を

⊥ とする 多 くの ロ ン ボク 島西 部の 生活者が 入植 し て い る。これ に 伴い 問 題 とな っ た の が，聖域 の

宗教的地位で あ る 。 先住者 ・移住者双方 に 信仰対象 （ア ッ ラ ー，神々
， 精霊 ， 祖霊な ど）が存在

して お り，他 の 思想 の 流入 は 聖域 の 意味に 直接的影響を 及ぼす 。 と もす れば ，対立や 紛争の 要因

ともな りか ね な い 重要な問題 で あ る 。こ れ に 対 し て バ ヤ ン 村 の 生 活者は J と くに 聖域 と看做す 墓

所や 泉，お よびそれ らを 中心 に 位置す る慣習法的土 地 （慣習林）へ の 立ち入 りを禁じた 。

一
方，

そ の 域外に お い て は 移住，お よ び他 の 宗教 の 儀式 ・儀礼を認め て い る 。
バ ヤ ン 村 の 生活者は ，聖

域や そ の 地を 中心 に 位置す る慣習法的土地 の 真 の 所有者は 「神性」 で あ り，生活者個人や村で は

な い とする
（lo〕。そ の ため売却や領域の 変更，他宗教 の 宗教的行為を禁じ て い る の で あ る。 こ れ

を受け移住者は ，先 住者の 宗教的意味やそ の 価値を尊重 し，域外 に 居住する こ と とな っ た 。宗教

は ，双方がそれを尊重 した時，好意的に 妥協を 生み 出す機能を果たすの で ある
。
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　 し か し なが ら慣習法的十地に お い て も，移住者や 外部者の 使用を認 め て い な い わ けで は な い 。

外部者が
一

時的 で ある に せ よ土地 神と の 紐帯を結ぶ儀式を 受け ，
ま た 慣習法の 遵守を誓約す る の

であれ ば，伝統組織を中心 に バ ヤ ン 村 の 生活者に よ っ て そ の 地 の 使用が許可 され る （11〕
。

こ の 時

に 外部者は，採取 し た林産物の
一
部 を そ の 地 の 神性 に 捧げなけれぽ な らない が，バ ヤ ン 村 は使用

を許 吋した か らとい っ て 金銭を受け取る こ とは な い 。 換言すれ ば，彼らはそ こ か ら収益を上 げて

い る の で は な く，決 して 利益 の た め に そ の 地 を保有 して い る の で は ない の で ある 。
バ ヤ ン 村は ，

慣習林 （と くに ，伝統林区域）を 神聖化する こ とで ，外部者を排除 して い る 。 しか しなが らその

排除は ，決して 外部者を絶対的に 排除す る もの で はない 。他の 宗教を信仰す る 外部者もまた ，そ

の 地 に 存在す る神性を尊重 し，且 つ 慣習法 （Awiq −Awiq ） を遵守する限 りに お い て ，慣習法的

土地 を 使用す る こ とが可能な の で ある 。

　慣習法 の 弱化は，樹木の 伐採や 焼畑農耕に 対する 規制を揺る がす もの で あ り，直接的 に 森林環

境を 脅か す もの で ある 。
こ の よ うな傾向は ， ロ ン ボ ク 島に お い て もみ られ る。 ロ ン ボ ク 島南部や

東部，また リ ン ジ ャ
ニ 川 に お い て も， 慣習法が 弱化 ・衰退 し た地域 の 環境は 著し く荒廃 し て い る。

そ の 理 由の 1 つ に ，慣習法的土 地 か ら 「（そ の 地 に 根づ く）宗教性 」 が失わ れた こ とがあげられ

る 。 そ の 地 に根づ く宗教は，地域独 自の 環境 と密接に か か わ り合 う中で 形成された もの で あ り，

そ の 教義の 中に は地域に 内在す る資源を維持する うえ で 重要な思想が数 多く含 まれ て い る 。 慣習

法は ，そ の よ うな教義が長年に 渡 っ て培わ れ，生活 の 中に 浸透 し 「規範」 と し て 形成 された もの

で あ る 。 宗教性 を 伴 う規範 で ある か らこ そ，構成員は それ を遵守す る の で あ る 。

　バ ヤ ン 村 の 慣習林に は最近 ， 違反者 （外部者）か らそ の 地を守るた め の 柵が 設置 された。彼 ら

に よれば，「外部者は ， こ の 地 の 神性 を 知 らな い し知ろ うと も し な い
。 彼ら は 慣習法の 存在を知

っ て も， それを遵守し よ うとは し な い
。 慣習林は我 々 が所有す る もの で は な い が，神性に よ っ て

使用が認め られた 場所で ある 。 だか ら我 々 は
， それを守 る た め に柵を張 り巡 らせ る 。

こ れ は 我 々

の慣習法の 柱で ある r慣習林を維持す る （す なわち，そ こ に 存在する神性 との 関係を維持する ）』

こ とに 基づ くもの で あ り，Gundem の 場に お い て 村民 の 総意の もと合意 ・了承 され決定 され た

事案で ある 」 と い い ，また 「慣習法がなければ，慣習林は 外部者に 奪われ る だ ろ う。 慣習法は 社

会的秩序を維持す る もの で ある と同時に ．神性 と の紐帯を 維持す る もの で ある。社会的秩序が守

られなければ慣習林は 荒廃す る で あろ うし，そ こ に 神性が 存在 し なければ，村民や 慣習林 に 生息

す る 動植物すべ て の 生命は絶え る だろ う。 だ か ら我 々 は，慣習林に 存在する神性 と の紐帯と慣習

法を 維持 し なけ れ ばな らな い の だ」 とい う〔12）。彼 らは 慣習法的土 地 に 宗教性を帯 び さ せ る こ と

で ，内部 ・外部か ら の 荒廃を 防い で い る の で ある 。

5．お わ り に

　同国に お い て 慣習法的共 同体社会が有する地，すなわち慣習法的土地は ， た とえば本稿で 取 り

上げた バ ヤ ン 村 の よ うに 「実在的な所右者 （すなわち ， 村やその構成員）」 で はな く，
「抽象的．

あ る い は 精神的な所有者 （す なわち ， 神性）」 に よ っ て 所有され て きた 。 こ の よ うな観念は ，バ

ヤ ン 村 の み な らず ，
バ リ島や フ ロ

ー
レ ス 島な どに もみ られ る もの で あ る 。

こ の 観念に 基づ く土地
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は ，
一

方で 外部者や国家に よる強奪的介入 の 可 能性を有 して お り， 危 うい 状況 に置か れ て い る か

の よ うに 思わ れ る 。 事実 ，
オ ラ ン ダ植民地 期や ス ハ ル ト政権期に お い て は，慣習法的十一地は無主

の 地 として 搾取 され，また 開発の 対象地 とされて きた 。し か しなが ら現在で は，森林省通達を は

じめ とする多 くの 法令で 慣習法的共 同体社会の 存在が認め られ て お り，またそれ らが 有する権利

も向上 して い る 。 慣習法的共同体社会は ，そ の 有す る十地を維持 ・J能な状態Z 至 ら しめ るた め に ，

古来 よ り譲渡不可 能性や不可 侵性を伴 う宗教性を そ の 地に 帯び させ て お り，現在に お い て は そ の

思想を反映 した 慣習法を 積極的に 成 文化 し て い る （13〕。宗教性を帯び させ る こ とで ，そ の 地 の 神

性 と紐帯を結ぶ 者以外を排除す る効果を発揮す る の で あ る 。 また宗教，と くに そ の 儀式は
， 村民

間 の 紐帯力を維持 ・強化す る うえ で も大きな機能を 果た し て い る 。 本稿 に て 取 り上げた バ ヤ ン 村

の 場合 ， 村総出で 人間 一
人 間，自然／神性

一
人間 に 関す る儀式を数多 く執 り行 っ て お り， その 都

度村民間 の 意識や 思想は 統合 ・確認 ・高揚 さ れて い る 。彼 らは 儀式を 通 して 社会的紐帯力を維

持 ・強化す る こ と に よ り， 村 内部 の 社会的秩序や モ ラ ル を 向上 させ，また1司時に村外部か らの 不

法な 侵入や 行為を 監視 ・阻 1トす る力を向上 さ せ て い る の で ある。

　その よ うな機能を有する宗教性を伴 っ た慣習法的十地 は ，まさ に ロ
ー

カ ル
・

コ モ ン ズで あ り，

慣習法 （宗教性を伴 う）の 拘束力に よ っ て は 「タ イ トな ロ
ー

カ ル
・

コ モ ン ズ 」 とな り得よ う。 本

稿 で 述べ て きた よ うに ， ロ
ー

カ ル ・コ モ ン ズ が有す る機能の 1 つ で あ る 「社会文化的機能」，と

りわ け地 域に 根づ く 「宗教的機能 （あ る い は ，宗教性 ）」 の 環境保全に 果たす役割に 着 日す る こ

と もまた ，イ ン ドネ シ ァ に お い て 慣習法的⊥ 地 の 維持可能性を模索す る うえで 1 つ の 手懸 りとな

る の で は な い だ ろ うか 。 なぜ な ら同国に お い て 宗教は，単に 譲渡不 可能性や外部者排 除性 を生 み

出すだけの もの で はな く， 慣習法的土 地 と宗教性 を密接に 結び つ ける バ ヤ ン 村の 生活者の よ うに ，

環境 （空間や資源 ） の 中に 神性 の 存在を 見出 し，その よ うな環境 と共に ある こ と の 意味や 重要性

を村民間で 理解 ・認識 し，また確認す るた め の
一助 とな っ て い るか ら で あ る。

注

（1＞筆者は ．2002 年，2005年，2006年 に ロ ン ボ ク島に て 現地調査を 彳b た。バ ヤ ン 村 に お い て は ，宗教

　的儀式を 通 して 村構成 員 （ア ダ ッ ト
・フ ァ ミ リ

ー
） の

・
員 とな り，聞取 り 調 査 （KJ 法 を 用い た ワ

ー
ク

　 シ ョ ッ プ を 含 む ） お よび 文字資料 の 収 集 に 努め た 。 と くに ，  バ ヤ ン 村 の 社会構造 に つ い て ，  彼 らの

　信仰す る 古来 民 族宗教 に つ い て ，お よ び  森林 に 関す る Awiq −Awiq に つ い て OX 伝統組織構成員に 直

　接聞 取 り調 査 を 行 っ た 。筆者は 辛運 に も村民の
一

員 とな る こ とで ，人間
一
人間，自然／神性

一
人間 に か

　か わ る 様 々 な儀式 に 参加す る こ とが 許 さ れ，村民 の 意識や 思想を 深 く認識 し た うえ で，慣習法や 慣習法

　的土 地 の 維持 に 宗教性 が 深 く関係 し て い る こ と を よ り譖 田に 検証
・分 析す る こ とが 可 能 とな っ た。だ が

　慣習法は 口承 に よ っ て 現在 に 伝え られ て い るた め ，そ の 変 遷 過 程 に は まだ 不 明な 点が 多く，さ らなる 調

　杳が 必要で ある と考 え る。

（2）伝統林 ：Pawang 　Bangket　Bayan，　Pawang 　Gedeng 　Lauq ．村林 ： Pawang 　TiuRarangan ，　Pawang

　Mendala 　Lokoq 　Getak，　 Pawang 　Lawangan，　 Pawang 　Lokoq 　Mentaru，　 Pawang　Pangempokan ．こ

　れ ら を総じ て 慣習林と呼 ぶ。

（3）2006年度現地調査 （Bayan ／Lombok ）に て 7月，5G代 ・男性他よ り聞取 り調査。

（4） Awiq −Awiq は 森林 に 関す る もの だ けで な く，生活一般か ら水 利組織まで 多岐 に 渡 っ て お り，そ の す

　 べ て に お い て Lembaga 　Adat が ili心 とな り策定 ・
施行 さ れ て い る。

（5）た とえ 現行法に よ っ て 樹木の 伐採が 認 め られ た と して も，慣習法 に よ っ て そ の 行為を 禁 II
．
して い る 限
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　 り．彼 ら は 慣習法を 尊重 し 樹木 の 伐採 を 認め な い 。

（6） チ ェ
ー

ン ソ
ー

の 出現 に よ り他地域 に て 大量に 樹本が 伐採 さ れる よ うに な る と，バ ヤ ン 村で は直ち に慣

　 習林内に お け るチ ェーン ソ ーの 使用を 禁 じ た
。

ま た ，人 景 に 水資源を 得る こ との で きる 電動ポ ン プ の 使

　 用を 禁じて い る 。

（7）2006　｛「度現地調査 （Bayan ／Lombok ）に て 8 丿」，艮老 〔60代） よ り聞取 り調査 。

（8）パ ヤ ン 村 の 生活者は ，「伝統組織 は，土 地 と神性 との 紐帯を 維持す る こ とが 義務で あ り責任で あ る 。

　 し た が っ て ，その 地を売買す る権利 は有 して い ない 」 と い う。2006年度現地調査 （Bayan／Lombok ）

　 に て 8月，50代 ・男性 よ り聞取 り調査 。

（9）現在，外部 者の 違法行為か ら慣習林 を 守 るた め ，その 境界 に 柵が 設置 されて い る。こ の こ とか ら，境

　 域線 が 明確 で あ る こ とが わ か る．

（10）2006 年度現地 調 査 （Bayan ／Lombok ） に て 8 月，30代 ・男 性 他 よ り聞 取 り調 査。

（11）慣習林 の 使用が許 さ れて い るの で あ っ て ，祭壇や墓所 な ど とい っ た聖域 の 使用 が許され て い るわ けで

　 は な い
。

こ れ は．バ ヤ ン 村の 生活名 に お い て も同様 で あ る。

（12）2005 年度お よ び 2006 年度現地 調 査 （Bayan ／Lombok ）に て 8月，30代 ・男性お よ び 60代 ・
男性

　 よ り聞取 り調査。

（13） 本稿に て 取 り上 げ た バ ヤ ン 村 で は
，
2006 年 3 月に 慣習法 （森林 に 関す る Awiq −Awiq ） が 成 文化 さ れ，

　 地 方政府 に よ っ て 承認 されて い る e
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       Conservation  of  the  Adat  Lands

   with  Religious Function  in Indonesia:

      A  Case  of  Bayan  Village,  Lombok  Island

                  KANTO  Yoshitada

          The  Research  Institute of  Bukkyo  University

96, Kitahananobo-cho,  Murasakino,  Kita-ku, Kyoto,  603-8301, JAPAN

   The  purpose  of  this paper  is fifstly, to analyze  how  the unique  natural  environment

of  the region,  in particular traditional forests, was  preserved  by Awiq-Awiq  (Adat
law)., which  is still adhered  to by the Adat  community  today, and  secondly,  to reveal

the  relationship  between Adat  land preservation  and  religion.  This paper  takes Bayan  vil-

lage on  Lombok  Island as  an  example  to analyze  these points,

   Since people can  remember,  Bayan  village  has traditionally possessed  seven  forests,

which  have  been managed  and  maintained  by Bayan's villagers.  Governing  the use  and

control  or  eonservation  of  these traditional forests is the law ealled  Awiq-Awiq,  Awiq-

Awiq  is not  only  eoncerned  with  forbidden or  required  actions;  it has also  established  se-

vere  punishments  for when  violations  occur.  In order  to flexibly respond  to problems

that have  occurred  throughout the ages,  the contents  of  the law  have  been added  to and/

or  amended  by the agreement  and  approval  of  the villagers  throughout the ages.  Although

the villagers  of  Bayan  harvest forest products  and  live their everyday  lives in the tradi-

tional forest region  based on  Awiq-Awiq,  they are  guided  by the Lembaga  Adat  which  is

the highest level of  traditional organization  of  the village.  Within  that traditional organ-

ization, the religious  elders  (Pemuka Agama)  in particular,  are  strongly  concerned  with

the formulation phase  of  the laws  and  the penal  application  phase.  This idea has origi-

nated  from the belief that the lives of  the villagers  are  preserved  by divinities (such as
gods, spirits,  and  the spirits  of  ancestors)  that dwell in the traditional forest region,

Awiq-Awiq  refleets  the awareness  of  the existence  of  the traditional forest region's  di-

vinities  and  has been formed taking that into consideration.

   If the traditional forests of  Bayan  village,  preserved  by such  Awiq-Awiq  as  Inoue

states  (Inoue, 1997), were  seen  as  
"tight

 local-commons", besides having ecological  and

socio-cultural  functions, I suggest  the existence  of  a  
"religious

 function" in this paper  as

one  important function to make  that possible. 
"Religious

 function" does not  only  corre-

late with  the impossibility of  transfer to and  exclusion  of  outsiders  eoncerning  Adat

land, but also  raises  a  moral  issue regarding  the people  within  the vi!lage  (i.e. users),

and  upholds  legitimaey in the acts  of  Adat  law,
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