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単
に
カ
レ
ン
族
以
外
の
社
会
だ
け
で
な

く
︑
タ
イ
社
会
に
同
化
し
て
文
化
的
ル
ー

ツ
を
失
い
か
け
て
い
る
カ
レ
ン
人
た
ち
も

含
ま
れ
て
い
る
︒
博
物
館
で
で
は
な
く
︑

現
に
人
々
が
生
き
て
い
る
こ
の
村
に
来
て

も
ら
う
こ
と
で
︑
五
感
を
通
じ
て
カ
レ
ン

文
化
に
触
れ
て
︑
そ
の
土
台
に
息
づ
く
エ

コ
ロ
ジ
カ
ル
な
知
恵
を
感
じ
と
っ
て
も
ら

い
た
い
︒〝
森
の
破
壊
者
カ
レ
ン
〞と
い
う

根
強
い
偏
見
か
ら
抜
け
出
し
て
︑
む
し
ろ

こ
こ
に
︑
今
世
界
中
に
求
め
ら
れ
て
い
る

持
続
可
能
な
社
会
の
た
め
の
重
要
な
教
え

を
見
出
し
て
ほ
し
い
︑
と
デ
プ
ヌ
た
ち
は

願
っ
て
い
る
の
だ
︒
実
際
︑
ぼ
く
に
と
っ

て
も
学
び
の
多
い
一
日
と
な
っ
た
︒

「
ク
」
の
畑
を
見
学
す
る

　

ま
ず
は
︑「
ク
﹂
の
仕
組
み
に

つ
い
て
︑
７
年
周
期
の
ロ
ー
テ
ー

シ
ョ
ン
︵
輪
作
︶
が
ど
う
進
行
す

る
の
か
を
︑
用
意
さ
れ
た
写
真

の
パ
ネ
ル
を
使
っ
て
︑レ
ク
チ
ャ
ー

し
て
も
ら
っ
た
︒

　
そ
の
後
︑
ぼ
く
た
ち
は
デ
プ
ヌ

と
ピ
ダ
と
い
う
二
人
の
案
内
で

実
際
の
ク
の
畑︵﹁
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ

ン
・
フ
ァ
ー
ム
﹂
を
見
学
す
る
︒

ピ
ダ
は
デ
プ
ヌ
の
弟
の
義
理
の

母
親
で
︑
案
内
し
て
く
れ
る
の
は

彼
女
の
家
族
が
昨
シ
ー
ズ
ン
作

物
を
育
て
収
穫
し
た
畑
だ
︒

　　

実
際
に
立
っ
て
み
る
と
︑
畑
は

思
っ
て
い
た
以
上
の
急
勾
配
だ
︒

傾
斜
の
せ
い
で
わ
か
り
に
く
い

が
︑
面
積
は
１
エ
ー
カ
ー
︵
約

４
０
０
０
平
米
︶
ほ
ど
だ
ろ
う
か
︒
収
穫

が
終
わ
っ
て
か
ら
2
ヶ
月
ほ
ど
だ
と
い
う

が
︑
そ
こ
こ
こ
に
立
つ
切
り
株
か
ら
出
た

枝
が
葉
を
ま
と
っ
て
︑
す
で
に
畑
と
し
て

使
わ
れ
た
こ
の
土
地
が
︑
ま
た
森
へ
と
還

る
プ
ロ
セ
ス
に
入
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
︒
下
草
も
根
を
張
っ
て
︑
土
壌
の
流
出

を
抑
え
て
い
る
様
子
だ
︒

　
　「
ク
﹂
で
栽
培
す
る
作
物
の
な
か
で
︑

そ
の
主
役
は
︑
村
の
主
食
で
あ
る
陸
稲
だ
︒

稲
だ
け
で
１
０
０
種
以
上
が
今
も
栽
培
さ

れ
て
い
る
︒
そ
の
他
に
︑
豆
類
︑
と
う
も

ろ
こ
し
︑
野
菜
類
︑
胡
麻
︑
唐
辛
子
︑
花
︑

な
ど
40
～
50
種
の
作
物
を
育
て
る
︒
ま
た

「
ク
﹂
と
ハ
チ
の
相
性
は
と
て
も
よ
い
︒

ハ
チ
が
「
ク
﹂
を
支
え
︑「
ク
﹂
が
ハ
チ

を
支
え
る
︒
養
蜂
も
伝
統
的
な
森
の
農
業

に
欠
か
せ
な
い
要
素
だ
︒

　

畑
の
周
囲
を
見
回
す
と
︑
ぼ
く
た
ち
見

学
者
に
は
︑
ど
こ
も
普
通
の
森
林
に
見
え

る
の
だ
が
︑
村
の
人
々
に
と
っ
て
は
︑
隣

の
森
と
こ
の
畑
は
別
々
の
も
の
で
は
な
い
︒

今
ぼ
く
た
ち
が
立
っ
て
い
る
こ
の
畑
も
︑

こ
れ
か
ら
7
年
休
ん
だ
の
ち
に
は
︑
隣
の

森
の
よ
う
な
姿
に
な
る
︒
場
所
に
よ
っ
て

は
7
年
以
上
︑
休
ま
せ
る
場
合
も
あ
る
︒

　

収
穫
な
ど
の
大
が
か
り
な
作
業
は
︑

集
落
に
よ
っ
て
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体

が
出
て
働
く
こ
と
も
あ
る
が
︑
こ
の
村

で
は
だ
い
た
い
家
族
単
位
で
農
作
業
を

行
な
っ
て
い
る
と
い
う
︒「
ク
﹂に
関
し
て

は﹁
所
有
﹂の
概
念
は
な
く
︑
あ
る
家
族

が
作
物
を
育
て
て
い
る
あ
い
だ
は
﹁
そ

の
人
た
ち
の
場
所
﹂
で
あ
る
こ
と
を
誰

も
が
知
っ
て
い
る
が
︑
そ
の
一
年
が
過

ぎ
れ
ば
そ
の
土
地
は
も
う
誰
の
も
の
で

も
な
い
︒カ
レ
ン
に
と
っ
て
︑「
ク
﹂の
土

地
は
霊
的
で
神
聖
な
も
の
だ
︒半
年
余

り
の
あ
い
だ
︑
特
定
の
土
地
を
﹁
借
り

る
﹂︑そ
し
て﹁
預
か
る
﹂と
い
う
感
覚
に

近
い
よ
う
だ
︒

　
「
ク
﹂の
畑
に
す
る
土
地
を
選
ぶ
に
あ

た
っ
て
︑よ
い
場
所
か
︑ほ
ど
ほ
ど
か
︑悪
い

場
所
か
を
予
測
す
る
の
だ
が
︑
そ
れ
は
さ

ま
ざ
ま
な
自
然
界
や
精
霊
か
ら
の
サ
イ
ン

を
感
じ
と
り
な
が
ら
行
わ
れ
る
︒

　

ま
ず
︑エ
リ
ア
の
区
画
を
決
め
︑伝
統
的

な
作
法
に
よ
っ
て
︑そ
れ
を
指
定
す
る
表
示

を
す
る
︒こ
の
選
定
の
作
業
の
あ
い
だ
に
︑

カ
メ
の
声
や
イ
ノ
シ
シ
の
声
が
聞
こ
え
た

ら
︑
そ
の
土
地
は
あ
き
ら
め
る
︒そ
の
年
は

や
め
て
お
い
た
方
が
い
い
と
い
う
標(

し

る
し)

だ
か
ら
︒特
に
カ
メ
は
パ
ワ

フ
ル
な
生
き
も
の
と
し
て
知
ら
れ

る
︒他
に
も
︑
自
分
た
ち
が
使
っ
て

い
る
ナ
イ
フ
が
壊
れ
た
り
︑夢
の
お

告
げ
が
あ
っ
た
り
し
て
︑そ
の
土
地

を
断
念
す
る
こ
と
も
あ
る
︒こ
れ

ら
は
す
べ
て
︑
精
霊
た
ち
が
送
っ
て

く
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
︒そ
も
そ
も
人

間
は
精
霊
た
ち
の
許
可
を
得
て
︑

大
地
を
使
わ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な

い
︒

　

畑
の
場
所
が
決
ま
っ
た
ら
︑
開

墾
を
始
め
る
︒木
々
を
伐
る
際
︑

残
し
た
い
木
は
膝
よ
り
も
高
い
位

置
で
伐
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑木
が
枯

れ
ず
に
再
生
す
る
よ
う
に
す
る
︒

次
に
火
入
れ
を
行
な
う
︒4
月
初
旬
か
ら

半
ば
に
か
け
て
︑
雨
季
の
直
前
が
よ
い
︒必

要
以
上
に
燃
え
広
が
ら
な
い
よ
う
に
︑
念

入
り
に
準
備
す
る
︒火
が
燃
え
て
い
る
時

間
は
長
く
て
も
1
時
間
を
越
え
な
い
︒そ

う
す
れ
ば
︑
草
木
の
根
茎
は
ダ
メ
ー
ジ
を

受
け
ず
︑土
が
劣
化
し
た
り
︑雨
で
流
出
す

る
こ
と
も
な
い
︒灰
が
肥
料
と
な
っ
て
収
量

を
あ
げ
る
と
い
う
一
時
的
な
効
果
と
引
き

換
え
に
︑土
地
を
傷
め
た
り
︑森
の
再
生
能

力
を
損
な
っ
た
り
し
な
い
こ
と
が
︑
カ
レ
ン

に
と
っ
て
は
重
要
な
の
だ
︒平
均
15
歳
以

下
の
樹
木
は
二
酸
化
炭
素
を
活
発
に
吸

収
し
続
け
︑
健
全
な
土
壌
は
炭
素
を
地
中

に
固
着
す
る
高
い
能
力
を
も
つ
こ
と
も
今

で
は
科
学
的
に
知
ら
れ
て
い
る
︒そ
の
意

味
で
も
︑「
ク
﹂は
環
境
保
全
型
の
森
林
農

業
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

偏
見
と
差
別
を
乗
り
越
え
て

　

ぼ
く
た
ち
が
デ
プ
ヌ
た
ち
と
見
学
し
た

収
穫
後
の
畑
に
は
︑
あ
ち
こ
ち
に
手
づ
く

り
の
祠
︵
ほ
こ
ら
︶
が
立
っ
て
い
た
︒栽
培

シ
ー
ズ
ン
を
通
じ
て
周
到
に
と
り
行
わ
れ

て
き
た
儀
礼
の
跡
だ
と
い
う
︒儀
礼
に
は

い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
る
︒例
え
ば
︑
全
て

の
作
物
が
よ
く
育
つ
よ
う
に
と
祈
る
儀
礼

タ
テ
モ
ー
︑悪
霊
を
祓
う
た
め
の
タ
セ
︑火

の
精
霊
に
感
謝
す
る
タ
ル
メ
イ
︑
害
虫
な

ど
の
災
害
か
ら
の
保
護
を
願
う
タ
カ
カ
イ

な
ど
で
あ
る
︒

　

村
に
は
牛
︑水
牛
︑

豚
︑
鶏
︑
犬
な
ど
の

家
畜
が
人
間
と
と
も

に
暮
ら
し
て
い
る
︒

家
畜
た
ち
は
休
耕
中

の
土
地
に
は
自
由
に

出
入
り
で
き
る
が
︑

作
物
が
育
っ
て
い
る

最
中
の
畑
に
は
︑
柵

が
あ
っ
て
入
れ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
︒

使
用
中
の
「
ク
﹂
の
畑
︑
家
屋
︑
家
畜
︑

そ
し
て
村
の
下
方
の
谷
間
に
あ
る
水
田
な

ど
に
つ
い
て
は
︑
少
な
く
と
も
こ
の
村
で

は
︑所
有
概
念
が
浸
透
し
て
い
る
よ
う
だ
︒

▲ 「ク」を案内してくれるデプヌとピダ

▲ 「ク」の７年周期について説明するデプヌ（左）とスウェ（右）

▲◀ 畑の中で儀礼が行われた祠の跡

▲焼けて黒ずんだ切り株から枝葉が出ている
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村
人
た
ち
が「
ク
﹂に
よ
る
ロ
ー
テ
ー

シ
ョ
ン
農
業
を
行
な
っ
て
い
る
あ
た
り
の

土
地
に
も
︑
た
く
さ
ん
の
野
生
動
物
が

棲
ん
で
い
る
︒
し
か
し
︑そ
れ
と
は
別
に
︑

野
生
動
物
だ
け
が
生
き
る
領
域
と
し

て
︑
こ
こ
よ
り
も
さ
ら
に
上
︑
標
高
の

高
い
水
源
地
帯
の
鬱
蒼
と
し
た
森
林

が
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ

て
い
る
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
タ
イ
政

府
は
そ
の
区
別
が
で
き
な
い
︑
と
デ
プ

ヌ
た
ち
は
あ
き
れ
た
と
い
う
よ
う
に
首

を
ふ
っ
た
︒「
ク
﹂
が
行
わ
れ
る
森
と
︑

動
物
た
ち
の
テ
リ
ト
リ
ー
と
し
て
森
と

を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
ず
︑「
ク
﹂＝

焼
畑
＝
森
林
破
壊
〞と
し
て
弾
圧
し
よ

う
と
し
て
き
た
︒
近
年
︑
学
者
や
研
究

者
た
ち
の
あ
い
だ
で
は
理
解
が
進
ん
だ

と
は
い
え
︑
政
府
や
役
人
の
古
い
偏
見

は
な
か
な
か
変
わ
ら
な
い
の
だ
と
い
う
︒

　　
タ
イ
ば
か
り
で
な
く
︑〝
焼
畑
＝
環

境
破
壊
〞
と
い
う
思
い
込
み
は
世
界
中

に
行
き
渡
り
︑先
住
民
に
対
す
る
偏
見

の
一
因
に
も
な
っ
て
い
る
︒だ
か
ら
こ
そ
︑

デ
プ
ヌ
の
よ
う
な
若
い
世
代
の
先
住
民

に
と
っ
て
︑伝
統
農
法
に
お
け
る
火
の
使

用
の
意
味
を
正
し
く
伝
え
る
こ
と
が
重

要
な
課
題
に
な
っ
て
い
る
の
だ
︒す
で
に

触
れ
た
よ
う
に
︑火
入
れ
は
︑乾
季
の
終

わ
り
ご
ろ
︑雨
季
の
直
前
に
行
わ
れ
る

習
慣
だ
っ
た
︒し
か
し
現
在
︑大
気
汚
染
や

山
火
事
な
ど
の
問
題
に
直
面
し
た
政
府
は

タ
イ
人
入
植
者
に
よ
る
破
壊
的
な
野
焼
き

や
焼
畑
に
対
し
て
全
国
で
規
制
を
か
け
て

お
り
︑そ
の
あ
お
り
で
︑カ
レ
ン
が
昔
な
が

ら
の
火
入
れ
を
︑最
適
な
時
期
に
行
な
う

こ
と
が
︑ま
す
ま
す
難
し
く
な
っ
て
き
て
い

る
︒乾
季
が
終
わ
る
ま
で
は
火
を
つ
け
て
は

い
け
な
い
︑と
い
う
わ
け
だ
が
︑そ
れ
で
は

伝
統
的
な
や
り
方
は
で
き
な
い
こ
と
に
な

る
︒こ
こ
で
も
︑政
府
は
︑全
く
意
味
の
異

な
る
二
つ
の
農
法
を
区
別
す
る
こ
と
な

く
︑﹁
焼
畑
﹂と
い
う
名
の
も
と
に
一
緒
く

た
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
︒　

 

　
　︵
次
号
：そ
の
6
へ
つ
づ
く
︶

▶
収
穫
後
の
畑
に
も
ま
だ
ま
だ
食
べ
物
が
あ
る

祠を建てて儀礼の準備（カレン族の他の村）▼ ▶

▶
地
図
で
防
火
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
説
明
し
て
く
れ
る
デ
プ
ヌ

中深煎り 
150g　

レイジーマンコーヒー　
農薬・化学肥料不使用（タイ産）

口当たりは優しく、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。
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▲屋根工事

　被災者への個別の支援はある程度なされてきましたが、陥落した
道路の修繕や土砂崩れの整備など政府の対応は遅れていました。そ
の間にも、１２月ごろからラニーニャ現象による大雨が続き、首都ディ
リからマウベシへの道路が寸断され、移動には通常の２倍の、４時間
半もかかります。灌漑設備がなく、天水頼みの農業を営んできたマ
ウベシのコーヒー生産者は、度重なる豪雨に不安を募らせています。

　それでも２０２１年は幸いコーヒーが豊作で、マウベシコーヒー生産
者協同組合が発足以来最高の１２０トンを出荷しました。コーヒーから
得られた収入を各世帯２０ドルずつ出し合い、ショベルカーを借り、
集落につながる道を自力で整備した組合員たちがいました。

　農作物を市場に運ぶには、農作物を馬の背に乗せて山あいの道を何時間も歩かなければなりません。
集落へ車でアクセスできる道を作ることは、生産者たちの積年の願いでした。しかし、それを自力で実行
したことに感動したのも束の間、降り続く雨で地盤は緩み、ふりだしに戻ってしまいました。

　そんな中、マウベシコーヒー生産者協同組合では古くなったコーヒー畑の再生に取り組み始めています。
東ティモールのコーヒー生産者は樹齢５０年以上の収量の低いコーヒーの木を大切に使い続けており、１５年
周期で植え替えや再生を、という政府や業界からの指導にも「実がついているから」と躊躇してきました。

　マウベシコーヒー生産者協同組
合ではこうした生産者の気持ちを尊
重しつつ、新しい畑に新しいコー
ヒー苗を植え、施肥や剪定などの
手入れをおこなうことで収量の違い
を生産者自身に実感してもらおうと
取り組んでいます。

　２０１９年の開始当初は参加数３０
世帯と多くの生産者が様子見でし
たが、３年目に入った今年、参加
数は２４０世帯にまで広がり、５年後、
１０年後に新しいコーヒーの木が豊
かに実を結ぶことを夢見ています。

　2021年4月の豪雨により、大きな被害を受けた東ティモール。
ティモンコーヒー生産地であるマウベシコーヒー生産者協同組合のあるマウベシ郡では21
世帯が家屋損壊の被害を受け、うち1世帯は生後1ケ月の赤ん坊を含む家族5人が家ごと
土砂に流され犠牲となった。その後、日本からも多くの方が寄付の呼びかけに応え、食料や
生活用品を被災者に届け、犠牲となった方々の捜索や埋葬のお手伝いができたという。
　あれから1年が過ぎ、現地ではどのような状況になっているのだろうか。

 新しい苗を植える生産者▶

2021年4月の豪雨災害後、コーヒー生産地の復興状況
～ 天候の異変にも負けず、コーヒーを作り続ける人々の姿 ～

報告：パルシック　伊藤 淳子 （東ティモール駐在）
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