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蘇
る
伝
統
的
な
世
界
観

　
1
9
7
0
年
代
に
北
部
タ
イ
で
始

ま
っ
た
国
連
の
開
発
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
ロ

イ
ヤ
ル
・プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
︑ジ
ョ
ニ
も
当

初
は
希
望
を
見
出
し
て
い
た
︒こ
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
は
二
つ
の
大
き
な
狙
い
が

あ
っ
た
と
い
え
そ
う
だ
︒

　
一
つ
は
︑麻
薬
の
た
め
の
ケ
シ
栽
培
を

根
絶
す
る
こ
と
︒も
う
一
つ
は
︑カ
レ
ン
を

は
じ
め
と
す
る
少
数
民
族
に
よ
る
伝
統

的
な
“
移
動
型
焼
畑
”
を
や
め
さ
せ
る

こ
と
︒こ
れ
ら
の
目
的
を
︑稲
作
と
換
金

作
物
を
組
み
合
わ
せ
た
近
代
的
農
業
へ

の
転
換
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
よ
う
と
い

う
の
で
あ
る
︒

　
ジ
ョ
ニ
に
と
っ
て
も
︑
ケ
シ
栽
培
と
麻

薬
禍
か
ら
の
脱
却
な
し
に
︑
カ
レ
ン
族

に
未
来
が
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
っ
た
︒

そ
し
て
︑﹁
緑
の
革
命
﹂
と
も
呼
ば
れ
た

農
業
の
近
代
化
に
よ
る
生
産
性
の
増
大

と
収
入
の
増
加
と
い
う
約
束
も
魅
力
に

満
ち
て
い
た
︒
そ
の
魅
力
の
陰
で
は
︑

現
金
収
入
に
つ
な
が
ら
な
い
カ
レ
ン
流

の
自
給
的
な
森
で
の
営
み
も
︑
た
し
か

に
貧
弱
に
見
え
た
か
も
し
れ
な
い
︒

　
し
か
し
︑
時
が
た
ち
︑
そ
の
近
代
的

農
業
な
る
も
の
の
内
部
で
経
験
を
積
む

う
ち
に
︑
ジ
ョ
ニ
は
自
分
が
抱
え
込
ん

で
し
ま
っ
た
矛
盾
に
気
づ
き
始
め
た
︒

貧
困
か
ら
の
脱
却
を
目
指
す
自
分
の
努

力
の
内
側
に
︑
伝
統
的
な
生
き
方
や
価

値
観
の
否
定
︑
つ
ま
り
︑
カ
レ
ン
族
と

し
て
の
自
己
否
定
が
織
り
込
ま
れ
て
い
た

の
だ
︒

 

　　
同
時
に
︑
当
初
輝
か
し
く
見
え
た
近
代

的
農
業
そ
の
も
の
が
抱
え
て
い
た
闇
の
部

分
が
︑
ジ
ョ
ニ
に
も
は
っ
き
り
見
え
る
よ

う
に
な
っ
た
︒

　
ま
ず
貧
困
か
ら
の
脱
却
へ
の
道
は
険
し

い
も
の
だ
っ
た
︒
伝
統
的
で
自
給
的
な
生

き
方
を
あ
き
ら
め
て
︑
換
金
作
物
へ
と
切

り
替
え
た
農
民
は
︑
と
た
ん
に
市
場
経
済

に
呑
み
込
ま
れ
た
︒
機
械
︑
化
学
肥
料
︑

農
薬
︑
種
子
な
ど
へ
の
投
資
の
た
め
に
借

金
を
背
負
い
︑
多
く
は
増
大
す
る
ば
か
り

の
債
務
に
苦
し
む
︒
か

つ
て
の
共
同
作
業
を
支

え
た
人
間
同
士
の
結
び

つ
き
を
も
失
っ
て
︑
バ

ラ
バ
ラ
に
な
っ
た
村
人

た
ち
は
︑
互
い
を
ラ
イ

バ
ル
と
し
て
︑
羨
望
や

軽
蔑
の
目
で
見
る
よ
う

に
な
る
︒そ
の
こ
と
を
︑

や
が
て
ジ
ョ
ニ
は
こ
う

表
現
す
る
︒﹁
お
金
は

目
を
閉
じ
て
し
ま
う
︑

心
を
閉
じ
て
し
ま
う
﹂

　
森
を
舞
台
に
し
た
伝

統
的
な
営
み
を
手
放
さ

ず
︑
細
々
と
で
も
維
持

で
き
た
者
は
ま
だ
ま
し

だ
っ
た
︒
多
く
の
誤
解
を

生
ん
で
き
た
﹁
焼
畑
﹂

と
い
う
言
葉
を
冠
せ
ら

れ
た
カ
レ
ン
族
の
伝
統

的
な
農
法
だ
が
︑
今
で
な
ら
︑
循
環
型
森

林
農
業
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
だ
︒
7
0

年
代
の
経
験
を
通
じ
て
︑
ジ
ョ
ニ
は
パ
ガ

ニ
ョ
︵
カ
レ
ン
︶
語
で
﹁
ク
﹂
と
呼
ば
れ

る
そ
の
伝
統
農
法
の
価
値
を
再
認
識
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
︒
こ
の
再
認
識

が
あ
っ
て
こ
そ
︑
ジ
ョ
ッ
カ
ド
＝
レ
イ
ジ
ー

マ
ン
へ
の
変
身
も
ま
た
可
能
に
な
っ
た
の

で
あ
る
︒

 

　
換
金
作
物
が
不
作
に
終
わ
っ
た
り
︑
獲

れ
す
ぎ
て
値
崩
れ
し
た
り
し
た
と
き
に
も
︑

数
多
く
の
在
来
種
の
作
物
を
同
じ
畑
で
育

て
る
﹁
ク
﹂
な
ら
︑
自
分
た
ち
が
食
べ
て

い
く
の
に
は
困
ら
な
い
︒
ま
た
﹁
ク
﹂
を

支
え
る
村
人
た
ち
の
共
同
作
業
は
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
生
活
全
般
を
下
支
え
し
︑
そ
こ

か
ら
生
ま
れ
る
連
帯
意
識
が
ま
た
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
紐
帯
を
強
化
す
る
︒

 

　
さ
ら
に
︑
ジ
ョ
ニ
が
心
を
痛
め
て
い
た

の
は
︑
近
代
的
農
業
が
︑
森
林
の
伐
採
や

化
学
肥
料
・
農
薬
に
よ
っ
て
︑
水
と
土
を

損
な
い
︑汚
染
す
る
と
い
う
問
題
だ
っ
た
︒

化
学
肥
料
や
農
薬
を
使
っ
た
畑
は
い
っ
と

き
収
穫
が
増
し
た
後
︑
土
の
生
産
性
は

急
激
に
落
ち
る
︒
そ
れ
を
補
う
た
め
に
ま

た
化
学
肥
料
や
農
薬
を
投
入
し
︑
し
か
も

そ
の
量
は
増
え
て
い
く
と
い
う
悪
循
環
が

起
こ
る
︒
一
見
︑
非
効
率
で
低
収
量
に
見

え
る
﹁
ク
﹂
の
方
が
︑
長
期
的
な
視
点
で

見
れ
ば
︑
実
は
ず
っ
と
効
率
的
で
︑
持
続

可
能
な
農
法
な
の
だ
︒
こ
の
再
認
識
と
と

も
に
︑
ジ
ョ
ニ
が
忘
れ
か
け
て
い
た
カ
レ

ン
の
警
句
が
心
に
蘇
っ
た
︒﹁
水
を
飲
む

な
ら
森
を
︑
土
か
ら
食
べ
物
を
と
る
な
ら

土
を
︑
大
切
に
し
な
さ
い
﹂

 

　
水
も
︑
土
も
︑
空
気
も
︑
人
間
が
つ
く
っ

た
も
の
で
は
な
い
︒
カ
レ
ン
の
伝
統
的
な

世
界
観
に
よ
れ
ば
︑
世
界
は
︑
天
を
形
づ

く
る
七
つ
の
層
と
︑
地
を
形
づ
く
る
七
層

と
か
ら
な
り
︑
生
き
物
は
そ
の
地
の
七
層

の
う
ち
の
一
層
に
す
ぎ
な
い
︒
人
間
と
い

う
の
も
︑
37
の
さ
ま
ざ
ま
な
魂
の
集
合
に

よ
っ
て
で
き
て
い
る
︒
こ
う
し
た
伝
統
的

な
世
界
観
の
再
発
見
こ
そ
が
︑
レ
イ
ジ
ー

マ
ン
と
し
て
の
ジ
ョ
ニ
を
生
み
出
し
た
と

い
っ
て
い
い
︒

カ
レ
ン
の
森
林
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

農
業
「
ク
」

　
こ
こ
で
︑も
う
少
し
詳
し
く
﹁
ク
﹂︵
タ

イ
語
で
﹁
ラ
イ
・
ム
ン
・
ウ
ィ
ア
ン
︵
循

環
す
る
畑
︶﹂︑英
語
で
は
﹁
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ

ン
・
フ
ァ
ー
ミ
ン
グ
﹂︶
と
呼
ば
れ
る
︑
カ

レ
ン
版
の
ア
グ
ロ
フ
ォ
レ
ス
ト
リ
ー︵
森 96年高知での先住民会議で発言するジョニ

96年高知での先住民会議に出席した
ジョニ 

王女から「木の得度式」を承認する証書を受け取るジョニ                                                           

ノンタオ村の里山                      

林
農
業
︶
に
つ
い
て
み
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
︒

遠
い
村
か
ら
ノ
ン
タ
オ
村
を
訪
ね
て
き
て
い
た
ジ
ョ
ニ
の
親
友
で
あ
り
同
志
︑
パ
テ
ィ
セ
か
ら
聞
き
書
き
を
す
る
機
会
を
得
た
こ
と
が
あ
る
︒
か
つ
て
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
牧
師
だ
っ
た
パ
テ
ィ
セ
は
︑
長
年
︑

タ
イ
の
少
数
民
族
の
権
利
の
た
め
の
闘
い
を
支
え
て
き
た
カ
レ
ン
族
の
賢
者
の
一
人
で
あ
る
︒
パ
テ
ィ
セ
は
カ
レ
ン
の
歴
史
を
語
る
中
で
︑
こ
う
言
っ
た
︒

﹁
タ
イ
に
入
っ
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
の
ボ
ル
ネ
オ
社
は
︑
タ
イ
政
府
の
協
力
を
得
て
林
業
を
始
め
ま
し
た
︒
そ
し
て
し
ま
い
に
︑
彼
ら
が
求
め
た
森
の
樹
木
︑
特
に
貴
重
材
と
見
な
さ
れ
た
チ
ー
ク
の
木
は
ほ

と
ん
ど
残
ら
な
い
ほ
ど
伐
採
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
﹂

　
一
九
世
紀
後
半
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
に
か
け
て
︑
ボ
ル
ネ
オ
社
を
は
じ
め
と
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
商
社
が
展
開
し
た
森
林
の
乱
伐
は
︑
独
立
国
で
あ
る
は
ず
の
タ
イ
︵
シ
ャ
ム
︶
が
実
質
的
な

植
民
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
森
林
資
源
が
国
有
化
さ
れ
た
の
は
1
9
5
0
年
代
後
半
の
こ
と
で
あ
る
︒ 

パ
テ
ィ
セ
は
続
け
る
︒
森
林
伐
採
の
た
め
に
︑
森
の
奥
へ
と
入
り
込
む
に
つ
れ
︑﹁
森
の
中
で
﹃
ク
﹄
を
営
む
パ
ガ
ニ
ョ
︵
カ
レ
ン
︶
の
人
々
が
目
に
留
ま
り
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑
政
府
の
役
人
は
﹃
こ
れ
は

国
家
に
対
す
る
害
悪
だ
﹄
と
み
な
し
ま
し
た
︒
カ
レ
ン
に
よ
る
こ
の
農
法
を
放
置
す
れ
ば
森
が
減
り
︑
外
国
に
売
れ
る
木
材
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︑
と
︒
そ
れ
で
パ
ガ
ニ
ョ
の
人
々
に
圧
力
を
か
け
始
め

た
の
で
す
﹂

その4

働き者だったジョニが、自らをレイジーマンと呼ぶようになるまでの経緯を、
振り返ってみよう。疫病と麻薬禍によって村落共同体や親族ネットワークと
いったカレン社会の基盤が揺らいだ危機の時代に、たびたび孤独と絶望の
淵に立たされた少年ジョニにとって、伝統的な生活を守りながら細 と々簡素
に生きる老人たちとの交流こそが生命線だった。そこで得た温もりを糧にする
かのようにして、彼は自分を支え、懸命に働き、多くを学んでいく。
（文 ・ 辻　信一）
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林
農
業
︶
に
つ
い
て
み
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
︒︒

　
遠
い
村
か
ら
ノ
ン
タ
オ
村
を
訪
ね
て
き
て
い
た
ジ
ョ
ニ

の
親
友
で
あ
り
同
志
︑
パ
テ
ィ
セ
か
ら
聞
き
書
き
を
す
る

機
会
を
得
た
こ
と
が
あ
る
︒
か
つ
て
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
牧

師
だ
っ
た
パ
テ
ィ
セ
は
︑
長
年
︑
タ
イ
の
少
数
民
族
の
権

利
の
た
め
の
闘
い
を
支
え
て
き
た
カ
レ
ン
族
の
賢
者
の
一

人
で
あ
る
︒
パ
テ
ィ
セ
は
カ
レ
ン
の
歴
史
を
語
る
中
で
︑

こ
う
言
っ
た
︒

﹁
タ
イ
に
入
っ
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
の
ボ
ル
ネ
オ
社
は
︑
タ
イ

政
府
の
協
力
を
得
て
林
業
を
始
め
ま
し
た
︒
そ
し
て
し
ま

い
に
︑
彼
ら
が
求
め
た
森
の
樹
木
︑
特
に
貴
重
材
と
見
な

さ
れ
た
チ
ー
ク
の
木
は
ほ
と
ん
ど
残
ら
な
い
ほ
ど
伐
採
さ

れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
﹂

　
パ
テ
ィ
セ
は
続
け
る
︒
森
林
伐
採
の
た
め
に
︑
森
の
奥

へ
と
入
り
込
む
に
つ
れ
︑﹁
森
の
中
で
﹃
ク
﹄
を
営
む
パ
ガ

ニ
ョ︵
カ
レ
ン
︶の
人
々
が
目
に
留
ま
り
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑

政
府
の
役
人
は
﹃
こ
れ
は
国
家
に
対
す
る
害
悪
だ
﹄
と
み

な
し
ま
し
た
︒
カ
レ
ン
に
よ
る
こ
の
農
法
を
放
置
す
れ
ば

森
が
減
り
︑外
国
に
売
れ
る
木
材
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︑

と
︒
そ
れ
で
パ
ガ
ニ
ョ
の
人
々
に
圧
力
を
か
け
始
め
た

の
で
す
﹂

　
政
府
の
役
人
や
森
林
の
専
門
家
た
ち
は
︑
カ

レ
ン
に
よ
る
伝
統
的
な
農
業
を﹁
焼
畑
﹂と
呼
び
︑

そ
れ
を
行
う
人
々
を
森
の
破
壊
者
と
見
な
し
た

の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
パ
テ
ィ
セ
は
︑﹁
こ
れ
だ
け
は

ぜ
ひ
お
伝
え
し
た
い
の
だ
が
﹂
と
前
置
き
し
て
︑

﹁
ク
﹂
に
つ
い
て
こ
う
語
っ
た
︒ 

　﹁
よ
く
誤
解
さ
れ
ま
す
が
︑﹃
ク
﹄
は
森
を
破

壊
す
る
の
で
は
な
く
︑
森
を
守
る
農
法
だ
と
い
う

こ
と
で
す
︒
昔
は
︑
平
地
に
ま
で
そ
の
生
活
圏
を

広
げ
て
水
田
耕
作
を
行
っ
て
い
た
パ
ガ
ニ
ョ
で
す

が
︑
タ
イ
族
に
よ
っ
て
山
へ
と
追
わ
れ
て
︑
森
の

中
で
畑
作
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒
そ
れ
が

パ
ガ
ニ
ョ
の
言
葉
で
﹃
ク
﹄
と
呼
ば
れ
る
農
法
で

す
︒

 

木
を
切
っ
て
畑
地
を
つ
く
り
︑
乾
燥
し
た
後
に
火
を
つ
け

て
︑短
時
間
燃
や
し
ま
す
︒
そ
の
後
に
陸
稲
な
ど
の
穀
物
︑

野
菜
な
ど
︑
多
様
な
作
物
を
植
え
て
育
て
ま
す
︒ 地
面
か

ら
30
セ
ン
チ
ほ
ど
の
高
さ
ま
で
幹
を
残
し
て
切
る
の
で
︑

木
を
殺
す
こ
と
は
な
く
︑
断
面
か
ら
さ
ら
に
多
く
の
枝

を
伸
ば
し
始
め
ま
す
︒
作
物
の
収
穫
が
終
わ
っ
た
後
︑
そ

の
土
地
を
そ
の
ま
ま
使
わ
ず
に
お
い
て
お
け
ば
︑
木
々
は

再
び
育
ち
ま
す
︒
木
が
再
び
成
長
す
る
ま
で
待
つ
の
で
す
︒

翌
年
は
ま
た
別
の
土
地
で
︑
そ
の
ま
た
翌
年
は
さ
ら
に
別

の
場
所
︑
と
い
う
ふ
う
に
移
動
し
て
﹃
ク
﹄
を
行
い
︑

7
︑
8
年
た
た
な
け
れ
ば
︑
元
の
土
地
で
耕
作
す
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
5
︑
6
年
の
う
ち
に
畑
の
樹
木
は
十

分
成
長
し
︑自
然
林
が
回
復
し
て
き
ま
す
︒で
す
か
ら﹃
ク
﹄

は
森
林
破
壊
で
は
な
い
の
で
す
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
こ
の

や
り
方
で
︑
パ
ガ
ニ
ョ
は
何
百
年
︑
何
千
年
も
︑
豊
か
な

森
と
生
態
系
を
守
っ
て
き
た
の
で
す
﹂

　
長
年
の
資
源
の
乱
開
発
に
よ
っ
て
森
林
が
荒
廃
︑
さ
ま

ざ
ま
な
災
害
が
頻
発
す
る
に
及
ん
で
︑
ま
た
環
境
問
題
を

重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
国
際
社
会
か
ら
の
厳
し
い
批
判

の
目
に
も
さ
ら
さ
れ
た
タ
イ
政
府
が
森
林
保
護
政
策
に
乗

り
出
し
た
の
は
1
9
8
0
年
代
後
半
で
あ
る
︒
す
で
に
︑

﹁
焼
畑
に
よ
っ
て
森
を
破
壊
し
な
が
ら
移
動
し
て
い
く

者
﹂
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
た
北
部
タ
イ
の
カ
レ
ン

族
は
︑ま
す
ま
す
タ
イ
の
主
流
社
会
か
ら
の
批
判
や
差
別
︑

時
に
は
迫
害
の
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
の
状

況
を
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
た
の
は
︑
農
業
開
発
で
土
地
を

失
っ
た
平
地
タ
イ
人
に
よ
る
︑
山
地
で
の
焼
畑
の
増
加
で

あ
る
︒
こ
の
焼
畑
は
︑
カ
レ
ン
族
に
よ
る
伝
統
農
法
で
使

わ
れ
る
火
入
れ
と
は
違
っ
て
︑
森
林
火
災
︑
土
壌
流
失
︑

空
気
汚
染
︑
生
態
系
破
壊
な
ど
の
深
刻
な
問
題
を
引
き

起
こ
し
て
き
た
︒
し
か
し
︑﹁
焼
畑
を
め
ぐ
る
支
配
的
言

説
の
な
か
で
は
﹂
こ
の
違
い
は
無
視
さ
れ
︑﹁﹃
焼
畑
＝
山

地
民
の
農
法
﹄と
い
う
構
図
が
つ
く
ら
れ
て
き
た
﹂と
い
う
︒

︵
注
：
出
典
﹁
須
永
2
0
1
1
﹂︶︒

　　
ぼ
く
は
︑
ジ
ョ
ニ
の
息
子
ス
ウ
ェ
か
ら
こ
ん
な
話
を
聞

い
た
こ
と
が
あ
る
︒
イ
ン
ド
シ
ナ
戦
争
と
そ
の
あ
と
の
混

乱
の
中
で
︑
ロ
イ
ヤ
ル
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
打
ち
出
し
た

タ
イ
政
府
に
と
っ
て
︑
そ
れ
は
国
境
地
帯
の
治
安
の
た
め

の
切
り
札
で
も
あ
っ
た
︒
当
時
の
タ
イ
社
会
で
は
︑治
安
︑

難
民
問
題
・
麻
薬
問
題
・
環
境
破
壊
・
少
数
民
族
問
題

が
一
体
で
︑
不
可
分
の
も
の
だ
と
い
う
思
い
込
み
が
ま
か

り
通
っ
て
い
た
︒

　
ス
ウ
ェ
が
子
ど
も
の
頃
の
学
校
の
試
験
問
題
に
は
︑
た

と
え
ば
︑
こ
ん
な
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
︒

問
い
：
森
林
破
壊
の
主
な
原
因
は
次
の
う
ち
の
ど
れ
か
?

①
ダ
ム
　

②
道
路
　

③
農
業

④
部
族

　
ス
ウ
ェ
は
苦
笑
い
し
な
が
ら
︑
こ
う
言
っ
た
︒﹁
正
解
は

④
で
す
︒
こ
れ
は
笑
い
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
今
だ
っ
て
︑

同
じ
こ
と
を
教
え
て
い
る
教
師
が
い
る
ん
で
す
か
ら・・・
﹂︒

こ
こ
で
い
う
﹁
部
族
﹂
と
は
︑
カ
レ
ン
を
は
じ
め
と
す
る

少
数
民
族
の
こ
と
だ
︒

　
こ
う
し
た
偏
見
に
対
し
て
︑
ジ
ョ
ニ
は
北
部
タ
イ
農
民

運
動
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
︑
ま
た
森
の
民
カ
レ
ン
の
リ
ー

ダ
ー
と
し
て
︑
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
こ
ん
な
反
論
を
展
開

し
た
︒
で
は
︑
そ
の
﹁
部
族
﹂
が
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
だ

け
森
が
な
ん
と
か
残
っ
て
い
る
の
は
︑
な
ぜ
な
の
か
︒
か
つ

て
全
土
を
覆
っ
て

い
た
タ
イ
の
森
は

ど
こ
へ
消
え
た
の

か
︒森
が
な
く
な
っ

た
の
は
︑
あ
な
た

方
タ
イ
人
が
暮
ら

す
中
央
部
と
南

部
︑
つ
ま
り
︑
部

族
の
い
な
い
と
こ
ろ

ば
か
り
で
は
な
い

か
︒
あ
な
た
方
の

い
る
と
こ
ろ
ま
で
︑

コーヒーの木の葉にとまったトンボ

久しぶりに親友ジョニを訪れたパティセ

火入れの後も「ク」の木は枯れずに枝を伸ばす

収穫後２～３ヶ月のクの畑
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レイジーマンコーヒーが飲めるようになりました。カレン族の人々が
丁寧に手摘みしています。
口当たりは優しくマイルドです。豊かなコクと甘味があり、ほのかに
柔らかい酸味があります。後味にも甘さが長く続きます。

レイジーマンコーヒー　農薬・化学肥料不使用
中深煎り / 150g　（タイ産）

我
々
部
族
が
木
を
盗
み
に
い
っ
た
と
い
う
の
か
・
・
・
?

再
評
価
さ
れ
る
「
ク
﹂

　

当
時
は
︑
タ
イ
の
エ
リ
ー
ト
知
識
人
や
N
G
O
の
間
に

も
︑﹁
ク
﹂
に
代
表
さ
れ
る
カ
レ
ン
の
生
き
方
に
対
す
る

無
理
解
が
広
が
っ
て
い
た
よ
う
だ
︒
高
等
教
育
を
通
じ
て
︑

欧
米
的
な
自
然
保
護
思
想
の
影
響
を
受
け
た
彼
ら
は
︑

人
間
抜
き
の
﹁
原
生
の
森
﹂
を
イ
メ
ー
ジ
し
が
ち
で
︑
森

に
依
拠
し
た
伝
統
的
な
暮
ら
し
を
︑
自
然
へ
の
脅
威
と
し

て
捉
え
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
っ
た
と
い
う
︒

 

社
会
的
孤
立
と
い
う
状
況
を
打
ち
破
る
べ
く
︑
北
部
タ
イ

の
農
民
や
少
数
民
族
は
﹁
貧
者
の
環
境
運
動
﹂
を
掲
げ

て
運
動
を
展
開
し
始
め
る
︒
そ
し
て
や
が
て
そ
れ
は
︑﹁
北

タ
イ
農
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂︵
1
9
9
4
年
︶
の
設
立
へ

と
つ
な
が
っ
て
い
く
︒
常
に
そ
の
運
動
の
中
心
に
い
た
の

が
︑
我
ら
が
レ
イ
ジ
ー
マ
ン
︑
ジ
ョ
ニ
で
あ
る
︒

 　

人
類
学
者
の
須
永
和
博
は
︑
あ
る
論
文
で
次
の
よ
う
に

言
っ
て
い
る
︒﹁
北
タ
イ
農
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
︑
チ
ェ
ン

マ
イ
大
学
の
研
究
者
な
ど
が
積
極
的
に
支
援
す
る
と
同
時

に
︑
メ
ー
ワ
ン
流
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
組
織
化
の
中
心
的

人
物
で
今
日
で
は
北
タ
イ
の
環
境
運
動
の
象
徴
的
存
在
と

も
な
っ
て
い
る
カ
レ
ン
の
長
老
︑
シ
ョ
ニ
ー
・
オ
ド
チ
ャ
オ

氏
の
才
覚
と
人
徳
も
あ
り
︑
徐
々
に
拡
大
し
て
い
っ
た
︒

現
在
で
は
タ
イ
北
部
の
環
境
運
動
の
な
か
で
も
っ
と
も
精

力
的
に
活
動
し
て
い
る
N
G
O 

の
1
つ
で
あ
り
︑

2
0
0
5 

年
に
は
﹁
北
タ
イ
農
民
連
合
﹂
に
改
組
さ
れ

て
い
る
﹂︵
注
：
出
典
﹁
須
永
2
0
1
1
﹂︶︒

　

ま
た
須
永
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
N
G
O
が
つ
く
っ
た
﹁
貧

民
大
学
﹂
が
︑チ
ェ
ン
マ
イ
大
学
の
研
究
者
や
N
G
O
ワ
ー

カ
ー
ら
を
講
師
と
す
る
村
人
た
ち
の
学
び
の
場
と
な
っ
た
︒

そ
こ
で
は
現
地
の
人
々
が
都
市
か
ら
の
知
的
階
層
と
交

流
︑
情
報
や
意
見
を
交
換
す
る
こ
と
で
﹁
自
分
た
ち
の
問

題
を
よ
り
明
確
に
意
識
化
し
て
い
っ
た
﹂
と
い
う
︒
こ
う

し
た
少
数
民
族
の
農
民
た
ち
に
よ
る
自
己
教
育
の
成
果
の

一
つ
が
︑﹁
ク
﹂
の
再
評
価
だ
っ
た
わ
け
だ
︒

 　

須
永
も
︑﹁
ク
﹂
が
近
年
︑
環
境
共
生
型
の
農
法
と
し

て
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
に
注
目
し
て
い

る
︒﹁
自
給
用
に
多
種
多
様
な
品
種
を
栽
培
し
︑
低
地
で

は
み
ら
れ
な
い
﹃
在
来
品
種
﹄
も
多
く
︑
ま
た
商
品
作
物

の
生
産
を
意
図
せ
ず
︑
化
学
肥
料
を
使
わ
な
い
﹃
自
給
志

向
﹄
の
農
法
で
あ
る
た
め
︑
生
物
多
様
性
の
保
全
に
積
極

的
な
価
値
・
意
義
を
見
い
だ
す
環
境
主
義
者
ら
の
あ
い
だ

で
も
再
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
﹂︵
注
：
出
典
﹁
須

永
2
0
1
1
﹂︶︒

　

過
去
１
０
０
年
間
の
ケ
シ
栽
培
の
流
入
︑
森
林

資
源
の
乱
開
発
︑
近
代
的
農
業
の
普
及
︑
主
流

社
会
か
ら
の
偏
見
と
政
府
に
よ
る
抑
圧
・
・
・
︒

そ
の
激
し
い
流
れ
に
押
さ
れ
て
︑
衰
退
の
一
途
を

た
ど
っ
て
き
た
伝
統
農
法
﹁
ク
﹂
は
︑
し
か
し
︑

現
在
も
ま
だ
辛
う
じ
て
存
続
し
︑
む
し
ろ
近
年
の

再
評
価
の
動
き
に
支
え
ら
れ
て
︑
カ
レ
ン
の
若
い

世
代
の
う
ち
に
も
保
全
や
復
興
へ
の
気
運
が
高

ま
っ
て
い
る
よ
う
だ
︒
次
号
で
は
︑
そ
こ
に
光
を

当
て
て
み
よ
う
︒

︵
注
︶
須
永
和
博
﹃﹁
カ
レ
ン
・
コ
ン
セ
ン
サ
ス
﹂
を
超
え
て
：

環
境
運
動
に
お
け
る﹁
カ
レ
ン
文
化
﹂を
め
ぐ
る
言
説
と
実
践
﹄

獨
協
大
学
国
語
学
部
交
流
文
化
学
科

„
E
n
c
o
u
n
t
e
r
s
“N
o
・
2
︑
2
0
1
1

フォレストガーデンからの恵みは1年中

オドチャオ家の夕方

「ク」を現代に生かすコーヒー栽培
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