
森の名手・名人　平成24年選定

昭和30年生まれ
（長野県上松町）

伊
い と う

藤 今
け さ お

朝雄さん

加工部門

木桶製造業

木
と
の
付
き
合
い
方
を

知
っ
て
ほ
し
い

参 加 費  無料
申し込み ３月３日㈪までに以下を明記の上、聞き書き甲子園実行委員会事務局FAX03-6432-

6590またはEメールmori@kyouzon.orgまでお申し込みください。
 ①氏名、②住所、③電話、④Ｅメール、⑤所属（高校・団体・企業等）、⑥参加人数（小学生以下

の参加がある場合は明記）、⑦参加パターン（Ａ：３月８日のみ、Ｂ：３月９日のみ、Ｃ：両日）
問い合わせ 聞き書き甲子園実行委員会事務局（認定NPO法人共存の森ネットワーク）☎03‐6432

‐6580 FAX・Eメール前記

第12回　聞き書き甲子園フォーラム
「私たちが伝えたい、これからの生き方」

　聞き書き甲子園の１年間の活動成果を発表し、聞き書きで学んだ人と自然の
つながりを未来へと引き継ぐため、２日間のイベントが開催されます。 

●聞き書き甲子園ホームページ　http://www.foxfire-japan.com/

　

桶
づ
く
り
は
父
が
初
代
で
、
私
が
二
代

目
。
父
は
関
東
で
修
行
を
積
ん
で
、
最
終
的

に
桶
の
材
に
な
る
サ
ワ
ラ
の
産
地
、
木
曽
の

上
松
に
落
ち
着
き
ま
し
た
。

　

木
曽
は
寒
さ
が
厳
し
い
た
め
に
木
の
成
長

が
遅
く
、
材
が
細
か
く
締
ま
っ
て
い
て
香
り

の
良
い
、
桶
を
作
る
の
に
適
し
た
木
が
多
く

産
出
し
ま
す
。
昔
は
山

の
奥
に
行
か
な
く
て
も

素
性
の
い
い
木
が
あ
っ

た
も
の
で
す
が
、
今
は

ど
ん
ど
ん
山
奥
に
行
か

な
い
と
い
い
木
は
残
っ

て
い
ま
せ
ん
。

　

木
が
悪
い
と
製
品
の

質
も
悪
く
な
る
の
で
、

仕
入
れ
る
材
に
は
気

を
使
い
ま
す
。
最
近
で

完成した桶

9日3/ 『持続可能なコミュニティ設計
～人も自然も豊かな社会を目指して～』

10：00～15：00（開場９：30）　会場：タイム24ビル５階南会議室・中央防波堤内側埋立地「海の森」

第
２
部

シンポジウム＋「海の森」探検ツアー

8土3/ 『森・川・海の名人が教えてくれたもの』
13：00～16：35（開場12：30）　会場：江戸東京博物館ホール

第
１
部

フォーラム

　「森の名手・名人」とは、森林や山の自然を守り育て、その恵みを
暮らしに活かすための優れた知恵や技を受け継いで、模範となっ
ている達人たちのことです。毎年全国から「森の名手・名人」が選ば
れ、高校生達による「聞き書き甲子園」に協力しています。
　今回の特集では、８人の森の名手・名人の方に、森林や山、地
域、文化などにかける思いや魅力などについてうかがいました。
■「森の名手・名人」とは
　毎年、森林とともに生き、古くからの知恵や技術などを受け継いで、模範
となっている方を公益社団法人国土緑化推進機構が「森づくり」「森の恵み」「加
工」「森の伝承・文化」の４部門から選んで、「森の名手・名人」として公開して
います。
　平成14年度から昨年までに、1,060人の方々が「森の名手・名人」に選ばれ、
伝習された技術や森林の魅力を伝える活動を行っています。
■「聞き書き甲子園」とは
　「聞き書き」とは、話し手の言葉を録音し、一字一句を書き起こした後で、
ひとつの文章にまとめる手法です。
　「聞き書き甲子園」は、全国の高校生が、森や海・川に関わる様々な職種の

「森や海・川の名手・名人」を訪ねて、自然と人が共に暮らすための知恵や技、
ものの考え方を学んで「聞き書き」として記録する活動です。
　平成14年度に林野庁と文部科学省の主催する「森の“聞き書き甲子園”」とし
て始まり、第10回からは「森や海・川の名手・名人」を訪ねる「聞き書き甲子
園」として、毎年開催されています。
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山
村
文
化
の継承

を

森の名手・名人　平成23年選定

昭和11年生まれ
（滋賀県長浜市）

太
た だ の

々野 㓛
つとむ

さん

加工部門

かご作り

は
、
国
重
要
文
化
財
の
善ぜ

ん
こ
う
じ

光
寺
の
改
修
に
大

量
の
木
曽
の
天
然
サ
ワ
ラ
材
が
使
わ
れ
た
た

め
、
材
の
供
給
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
て
い
て
、

調
達
も
な
か
な
か
大
変
で
す
。

　

天
然
木
は
厳
し
い
自
然
の
中
で
育
っ
て

き
た
た
め
、
年
輪
が
詰
ん
で
い
て
桶
の
い
い

材
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
人
工
林

で
育
っ
た
木
は
成
長
が
早
い
た
め
、
年
輪
が

粗
く
、
桶
の
材
に
は
あ
ま
り
向
い
て
い
ま
せ

ん
。
樹
齢
1
0
0
年
位
の
人
工
林
材
を
使
う

方
法
も
検
討
し
て
い
ま
す
が
、
自
然
の
中
で

2
0
0
年
、
3
0
0
年
と
育
っ
て
き
た
木
に

は
及
び
ま
せ
ん
。

　

私
の
所
で
は
、
樹
齢
3
0
0
年
以
上
の
天

然
サ
ワ
ラ
材
を
１
年
以
上
天
日
乾
燥
さ
せ
て

使
っ
て
い
ま
す
。
１
年
を
か
け
て
日
や
雨
、

雪
に
当
て
て
ア
ク
を
抜
い
た
後
で
も
、
新
し

い
桶
に
は
ア
ク
が
残
り
ま
す
。
桶
を
何
年

も
使
っ
て
い
く
う
ち
、
残
っ
た
ア
ク
も
抜
け

て
一
番
い
い
状
態
に
な
り
ま
す
。
木
の
道
具

は
、
使
う
人
が
育
て
て
い
く
も
の
で
す
。

　

3
0
0
年
も
か
け
て
育
っ
て
き
た
木
を

使
っ
て
い
る
桶
を
、
数

年
で
ダ
メ
に
し
て
し

ま
っ
て
は
木
が
か
わ
い

そ
う
で
す
。
桶
は
洗
っ

た
後
、
陰
干
し
に
し
て

乾
燥
さ
せ
れ
ば
、
黒
く

カ
ビ
て
ダ
メ
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
ま
た
、
使
う
際
に
少
し
濡
ら
し
て

や
れ
ば
、
米
が
く
っ
つ
い
て
し
ま
う
よ
う
な

こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

今
は
木
の
道
具
を
使
っ
た
こ
と
が
な
く
、

　

私
が
生
ま
れ
育
っ
た
の
は
、
滋
賀
県

長な
が
は
は
ま
し

浜
市
余よ

ご
ち
ょ
う

呉
町
の
小お

は
ら原

地
区
で
す
。

　

こ
の
一
帯
に
は
、
お
よ
そ
1
，
2
0
0
年

前
頃
か
ら
人
が
住
み
始
め
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
奥
深
い
山
村
で
豪
雪
地
で
も
あ
っ
た

た
め
、
塩
以
外
の
ほ
と
ん
ど
の
生
活
必
需
品

を
自
給
自
足
で
ま
か
な
う
独
自
の
山
村
文
化

が
息
づ
い
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
ひ
と
つ
が
、
小お
は
ら原

か
ご
で
す
。
こ
の

か
ご
は
、
ツ
ル
や
竹
で
は
な
く
、
小
原
地
区

の
森
林
に
自
生
す
る
イ
タ
ヤ
カ
エ
デ
と
い
う

木
を
使
っ
て
編
む
の
が
特
徴
で
す
。
小
原
か

ご
の
製
法
は
、
今
か
ら
8
0
0
年
ほ
ど
前
の

鎌
倉
時
代
、
都
か
ら
や
っ
て
き
た
皇お
う
じ子
が

村
人
達
と
親
し
く
交
流
す
る
よ
う
に
な
っ
て

教
え
た
の
が
始
ま
り
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
生
活
の
中
で
か
ご
が
使
わ
れ

な
く
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
代
々
一
家
の

長
男
に
伝
え
ら
れ
た
き
た
技
術
も
次
第
に
失

わ
れ
て
い
き
、
今
で
は
私
が
唯
一
の
継
承
者

と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

小
原
地
区
は
丹に

う生
ダ
ム
の
建
設
計
画
で
水

没
予
定
地
に
な
り
、
平
成
８
年
頃
ま
で
に
廃

村
状
態
と
な
り
ま
し
た
。
ふ
る
さ
と
が
失
わ

れ
た
今
、
生
活
の
ほ
ん
の
一
部
だ
っ
た
か
ご

作
り
だ
け
が
山
村
の
暮
ら
し
を
伝
え
る
手
段

と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
伝
統
を
絶

や
さ
な
い
た
め
、

後
世
に
伝
え
て

い
く
の
が
私
の

役
目
だ
と
思
い
、

平
成
21
年
に「
小

原
か
ご
を
復
活

さ
せ
る
会
」を
立

ち
上
げ
て
、
私

が
主
任
講
師
と

な
っ
て
か
ご
作

り
の
指
導
に
あ

た
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
昨
年
６
月
に
は
私
が
会
長
と
な
っ

て
、
小
原
地
区
に
残
る
美
し
い
ブ
ナ
林
や
山

村
の
文
化
を
保
全
し
て
い
く
た
め
、
森
林
所

有
者
を
中
心
と
し
た「
高た
か
と
き
が
わ

時
川
源
流
の
森
と

文
化
を
継
承
す
る
会
」を
設
立
し
ま
し
た
。

現
在
は
一
帯
に
残
る
巨
木
の
計
測
や
看
板
設

置
な
ど
を
行
う
と
と
も
に
、
小
原
の
集
落
跡

地
付
近
に
金
具
を
一
切
使
わ
ず
、
森
林
で
調

使
い
方
を
教
わ
っ
て
い
な
い
た
め
、
木
と
の

付
き
合
い
方
を
知
ら
な
い
人
が
多
い
よ
う
に

思
い
ま
す
。
木
に「
あ
り
が
と
う
」と
感
謝
し

て
使
う
気
持
ち
を
知
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま

す
。

伝統的な技法で建てられた作業小屋

完成した小原かご

達
し
た
ツ
ル
や
カ
ヤ
な
ど
を
使
用
し
た
伝
統

的
な
作
業
小
屋
の
建
設
も
進
め
て
い
ま
す
。

　

伝
統
を
形
に
す
る
こ
と
で
、
小
原
地
区
の

文
化
を
継
承
す
る
人
が
現
れ
て
く
れ
る
こ
と

を
願
っ
て
い
ま
す
。

全身を使って行う
桶づくり作業
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線
香
づ
く
り
は
豊
富
な
自
然
―
―
水
資
源

と
林
業
の
二
つ
が
な
け
れ
ば
で
き
な
い
仕
事

で
す
。
八
女
地
方
は
線
香
の
原
料
と
な
る
杉

粉
の
産
地
で
、
明
治
末
か
ら
昭
和
50
年
代
に

か
け
て
林
業
の
副
産
物
と
し
て
盛
ん
に
生
産

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
最
盛
期
は
40
以
上
の
水

車
が
稼
働
し
て
い
ま
し
た
が
、
後
継
者
不
足

　

天
然
樟
脳
づ
く
り
は
私
で
５
代
目
に
な
り

ま
す
。

　

昭
和
59
年
か
ら
４
代
目
だ
っ
た
夫
と
と
も

に
樟
脳
を
作
り
始
め
ま
し
た
。
平
成
22
年

６
月
に
夫
が
亡
く
な
り
、
一
時
は
工
場
を
閉

鎖
。
し
か
し
、
夫
の
四
十
九
日
に
樟
脳
を
お

供
え
し
よ
う
と
、
有
志
の
方
に
お
手
伝
い
い

や
安
価
な
輸
入
品
の
登
場
、
電
力
へ
の
転
換

等
に
よ
っ
て
次
第
に
姿
を
消
し
、
現
在
稼
働

し
て
い
る
の
は
私
の
水
車
場
の
ほ
か
に
も
う

１
軒
を
残
す
だ
け
で
す
。

　

私
の
作
る
線
香
は
全
て
自
然
の
も
の
、
杉

粉
と
タ
ブ
粉
、
そ
れ
に
水
だ
け
が
原
料
で

す
。

　

ま
ず
、
伐
採
や
間
伐
の
後
の
山
林
か
ら
ス

ギ
の
枝
葉
を
集
め
、
枝
を
除
い
た
葉
を
火ひ
む
ろ室

で
乾
燥
さ
せ
ま
す
。
葉
を
取
っ
た
後
の
枝
な

ど
も
燃
料
と
し
て
無
駄
な
く
利
用
し
ま
す
。

乾
燥
の
終
わ
っ
た
ス
ギ
の
葉
は
水
車
の
動
力

で
動
く
15
本
の
杵
で
製
粉
し
ま
す
。
１
ト

ン
の
ス
ギ
の
葉
か
ら
で
き
る
杉
粉
は
お
よ
そ

4
0
0

kg
、
こ
れ
が
１
日
の
製
粉
量
で
す
。

　

杉
粉
だ
け
で
線
香
を
作
る
と
折
れ
や
す

く
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
粘
り
気
の
あ
る
タ

ブ
ノ
キ
の
葉
を
製
粉
し
た
タ
ブ
粉
を
混
ぜ
て

水
で
練
り
、
線
香
の
形
に
押
し
出
し
て
、
乾

燥
さ
せ
ま
す
。
こ
れ
で
染
め
粉
も
香
料
も
使

自
然
の
も
の
だ
け
を
使
っ
た

本
物
の
線
香
を

森の名手・名人　平成24年選定

昭和23年生まれ
（福岡県八

や め し
女市）

馬
ば ば

場 猛
たけし

さん

森の恵み部門

線香づくり

わ
な
い
線
香
の
で
き
あ
が

り
。

　

線
香
づ
く
り
を
始
め
た

の
は
、
大
正
８
年
製
の
水

車
を
再
建
し
た
平
成
20
年

か
ら
で
す
。
そ
れ
ま
で
は

杉
粉
や
タ
ブ
粉
の
製
粉
だ

け
を
仕
事
に
し
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
市
販
さ
れ

て
い
る
線
香
は
天
然
の
も

の
と
は
違
う
色
や
香
り
を

し
て
い
て
、
私
が
作
っ
た

杉
粉
や
タ
ブ
粉
に
ど
ん
な

化
学
物
質
が
混
ぜ
ら
れ
て
製
品
化
さ
れ
て
い

る
の
か
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
線
香
に
は
食
品

の
よ
う
な
成
分
表
示
が
な
い
の
で
、
安
全
だ

と
い
わ
れ
て
も
不
安
が
残
り
ま
す
。
そ
こ
で

自
然
の
原
料
だ
け
を
使
っ
た
昔
な
が
ら
の
線

香
を
作
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

線
香
の
作
り
方
は
誰
も
教
え
て
く
れ
な

か
っ
た
の
で
、
全
て
独
学
で
す
。
試
行
錯
誤

の
連
続
で
、
最
初
の
半
年
は
失
敗
ば
か
り
し

な
が
ら
、
よ
う
や
く
現
在
の
製
法
に
た
ど
り

つ
き
ま
し
た
。

　

自
然
の
も
の
だ
け
を
使
っ
た
本
物
の
線
香

を
通
し
て
、
水
車
場
の
杉
の
香
り
や
山
里
の

暮
ら
し
を
感
じ
て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

森の名手・名人　平成24年選定

昭和26年生まれ
（福岡県みやま市）

内
う ち の

野 和
か ず よ

代さん

森の恵み部門

天然樟脳製造

伝
統
製
法
に
よ
る

天
然
樟
脳
へ
の
こ
だ
わ
り

た
だ
い
て
、
約
１
か
月
後
に
樟
脳
づ
く
り
を

再
開
し
、
平
成
23
年
４
月
に
５
代
目
樟
脳
師

に
就
任
し
ま
し
た
。

　

夫
が
亡
く
な
っ
て
最
初
の
樟
脳
づ
く
り
を

し
た
の
は
真
夏
。
樟
脳
は
季
節
ご
と
に
採
れ

る
量
が
変
化
し
、
通
常
、
真
夏
は
そ
れ
ほ
ど

採
れ
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
時
は
び
っ

く
り
す
る
ほ
ど
の
量
の
樟
脳
が
採
れ
て
、
不

思
議
な
も
の
を
感
じ
ま
し
た
。

　

天
然
樟
脳
は
、
初
代
か
ら
お
よ
そ
1
5
0

年
間
、
昔
な
が
ら
の
道
具
と
製
法
で
作
り
続

シャーベット状の結晶となった組成樟脳

水車小屋内での作業風景

完成した線香
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け
て
い
ま
す
。
九
州
地
方
で
は
か
つ
て
樟
脳

づ
く
り
が
盛
ん
で
し
た
が
、
合
成
樟
脳
の
輸

入
が
許
可
さ
れ
た
昭
和
37
年
に
専
売
制
が

終
わ
る
と
徐
々
に
衰
退
し
、
私
の
所
が
最
後

の
工
場
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
。
今
は
こ
こ
４
～
５
年
の
間
に
、
九
州

内
で
新
し
く
樟
脳
づ
く
り
を
始
め
た
工
場
が

３
か
所
あ
り
ま
す
。

　

樟
脳
づ
く
り
に
か
か
る
期
間
は
約
一
週

間
。
原
料
の
ク
ス
ノ
キ
を
チ
ッ
プ
に
し
た

後
、
蒸
釜
で
蒸
し
ま
す
。
釜
に
入
れ
る
水
の

量
や
火
の
強
さ
に
よ
っ
て
採
れ
る
樟
脳
の
量

や
香
り
が
決
ま
る
た
め
、
チ
ッ
プ
の
色
や
火

の
音
、
蒸
気
の
香
り
等
に
気
を
配
り
な
が
ら

作
業
を
行
い
ま
す
。
樟
脳
の
成
分
を
含
ん
だ

蒸
気
を
冷
却
し
て
組
成
樟
脳
を
取
り
出
し
、

圧
搾
機
で
樟
脳
油
と
樟
脳
に
分
け
ま
す
。

　

樟
脳
の
成
分
が
抜
け
た
チ
ッ
プ
は
燃
料
と

な
り
、
燃
や
し
た
後
の
灰
は
鹿
児
島
の
伝
統

的
な
和
菓
子
・
灰あ

く

ま
汁
巻
き
の
原
料
に
も
利
用

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
樟
脳
油
は
最
近
ア

ロ
マ
オ
イ
ル
等
と
し
て
も
人
気
が
あ
り
ま
す
。

　

１
回
の
製
造
に
使
う
６
ト
ン
の
チ
ッ
プ
か

ら
は
、
約
25
㎏
の
樟
脳
し
か
採
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
こ
れ
が
伝
統
製
法
に
よ
る
天
然
樟

脳
で
す
。
今
後
も
量
産
体
制
を
取
る
つ
も
り

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

伝
統
製
法
に
よ
る
唯
一
の
生
産
者
と
し
て

樟
脳
を
作
り
続
け
る
こ
と
を
時
に
重
荷
に

感
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
も

自
然
が
作
る
製
品
の
価
値
を
知
っ
て
も
ら
え

る
よ
う
努
力
し
続
け
て
行
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

私
の
家
で
は
、
先
祖
代
々
伝
わ
っ
て
き

た
山
林
や
農
地
を
受
け
継
い
で
き
ま
し
た
。

昔
、
私
の
住
ん
で
い
る
一
帯
で
は
、
炭
や
薪

づ
く
り
が
盛
ん
で
し
た
が
、
灯
油
・
ガ
ス
・

電
気
に
取
っ
て
か
わ
ら
れ
て
し
ま
い
、
木
材

が
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
パ
ル
プ

な
ど
の
価
格
も
下
が
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
い

け
な
い
、
ど
う
に
か
有
効
活
用
し
て
価
値

を
高
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
か
と
考
え

た
の
が
、
し
い
た
け
栽
培
を
始
め
た
き
っ
か

け
、
昭
和
42
年
頃
の
こ
と
で
す
。

　

当
初
は
し
い
た
け
栽
培
を
始
め
る
の
は

そ
れ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
思
っ
て

い
た
の
で
す
が
、
実
際
に
は
そ
う
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
思
い
つ
い
た
こ
と
は
必
ず

実
行
し
ま
し
た
が
、
結
果
は
良
か
っ
た
り
悪

か
っ
た
り
で
、
失
敗
も
沢
山
し
ま
し
た
。

　

も
と
も
と
、
私
の
所
有
す
る
山
に
は
ナ
ラ

だ
け
で
ク
ヌ
ギ
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た

ま
た
ま
数
本
の
ク
ヌ
ギ
が
見
つ
か
り
、
ナ
ラ

の
ほ
だ
木
と
一
緒
に
し
い
た
け
を
栽
培
し
て

み
る
と
、
収
穫
が
多
く
、
質
も
良
か
っ
た
た

め
、
そ
れ
か
ら
は
ク
ヌ
ギ
を
植
林
し
て
育
て

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
試
行
錯
誤
を
繰
り

返
し
て
作
っ
た
原
木
し
い
た
け
を
お
い
し
い

と
い
っ
て
貰
え
る
こ
と
は
何
よ
り
も
嬉
し
い

こ
と
で
す
。

健
全
な
山
や
森
林
は

人
が
作
る
も
の

森の名手・名人　平成24年選定

昭和３年生まれ
（広島県三

み よ し し
次市）

藤
ふじわら

原 司
かずのり

徳さん

森の恵み部門

しいたけ栽培

　

ま
た
、
私
の
山
で
は
、
昭
和
28
年
頃
か
ら

ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
の
植
林
も
始
め
ま
し
た
。
植

え
た
木
々
は
、
成
長
す
る
に
従
っ
て
高
く
伸

び
て
、
下
か
ら
は
枝
葉
が
枯
れ
上
が
り
、
太

陽
を
遮
っ
て
地
面
に
下
草
が
生
え
な
く
な
り

ま
す
。
そ
し
て
、
下
草
が
生
え
な
い
山
に
雨

が
降
れ
ば
、
表
土
が
流
れ
、
木
の
根
も
張
ら

な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

私
の
植
林
し
た
ヒ
ノ
キ
が
35
年
生
の
木

と
な
っ
た
頃
の
あ
る
日
、
雨
に
続
い
て
激
し

い
ボ
タ
ン
雪
が
降
り
は
じ
め
る
と
、
雨
に
濡

れ
た
ヒ
ノ
キ
の
枝
葉
や
幹
に
雪
が
付
着
し
、

そ
の
重
み
で
木
が
折
れ
た

り
、
根
元
か
ら
倒
れ
る「
根

返
り
」を
起
こ
し
て
し
ま

い
ま
し
た
。
折
れ
た
木
は

次
の
木
へ
と
倒
れ
か
か
り
、

被
害
は
連
鎖
的
に
拡
大
。

そ
の
後
も
雨
が
降
る
度
に

根
返
り
が
起
き
、
露
わ
に

な
っ
た
表
土
が
雨
に
流
れ
て
更
に
被
害
は
大

き
く
な
り
ま
し
た
。

　

植
林
し
た
木
は
、
枝
葉
や
幹
の
成
長
に
比

例
し
て
根
も
張
っ
て
い
く
も
の
だ
と
思
っ
て

い
た
の
で
す
が
、
倒
れ
た
ヒ
ノ
キ
を
見
て
、

根
張
り
が
少
な
い
の
に
び
っ
く
り
し
ま
し

た
。
こ
の
経
験
か
ら
、
人
工
林
は
勝
手
に
で

き
て
い
く
も
の
で
は
な
く
、
作
る
も
の
で
、

人
が
手
入
れ
を
し
な
け
れ
ば
、
健
全
な
森
林

や
山
は
で
き
な
い
の
だ
と
気
づ
き
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
が
あ
っ
て
以
来
、
常
に
先
ん
じ
た

山
の
手
入
れ
を
心
が
け
て
い
ま
す
。

山の斜面に並べられた
原木しいたけのほだ木

藤原さんの作った原木乾しいたけ

組成樟脳を圧搾し、油分と水分を
分離して完成した天然樟脳
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山
菜
料
理
は
山
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

森の名手・名人　平成23年選定

昭和16年生まれ
（佐賀県佐賀市）

西
にし
 要

よ う こ
子さん

森の恵み部門

山菜料理

尽
き
な
い

森
林
の
魅
力

森の名手・名人　平成23年選定

昭和14年生まれ
（埼玉県入

い る ま ぐ ん
間郡越

お ご せ ま ち
生町）

小
お ざ わ

澤 章
しょうぞう

三さん

森づくり部門

空師

　

私
た
ち
の
地
元
は
お
よ
そ
85
％
が
山
林
や

原
野
で
す
。
私
た
ち
に
は
こ
の
環
境
を
離
れ

て
の
暮
ら
し
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
し
、
学
校

や
仕
事
等
に
と
っ
て
は
不
合
理
な
立
地
で
は

あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
含
め
て
愛
お
し
く
思

い
な
が
ら
過
ご
し
て
い
ま
す
。

　

佐
賀
県
の
中
で
も
山
林
の
多
い
地
域
に
住

　

昭
和
54
年
か
ら
昨
年
３
月
に
廃
業
す
る
ま

で
の
30
年
余
り
、
空そ
ら
し師

を
し
て
い
ま
し
た
。

空
師
と
い
う
の
は
、
そ
の
ま
ま
伐
り
倒
す
と

家
や
農
地
等
を
壊
し
て
し
ま
う
よ
う
な
場
所

に
あ
る
木
に
登
り
、
高
く
伸
び
す
ぎ
た
幹
や

枝
を
切
り
落
と
し
て
伐
採
す
る
仕
事
で
す
。

木
に
登
っ
て
仕
事
を
す
る
人
の
背
後
に
は
空

む
私
た
ち
が
、
率
先
し
て
山
や
森
林
の
こ
と

を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
で
も「
林り
ん

」が

「
業ぎ
ょ
う」に
な
っ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
現
状

で
、
労
働
面
で
は
弱
者
で
あ
る
女
性
の
私
た

ち
に
で
き
る
事
は
何
だ
ろ
う
。
そ
う
考
え
た

こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
平
成
８
年
２
月
に
佐

賀
市
婦
人
林
業
研
究
会
を
立
ち
上
げ
ま
し

た
。
活
動
内
容
は
講
演
会
や
視
察
研
修
に
よ

る
林
業
知
識
の
向
上
や
山
林
保
有
者
の
意
識

調
査
、
そ
し
て
山
菜
等
の
林
産
物
の
生
産
と

研
究
で
す
。
発
足
当
初
の
名
称
は
富
士
町
婦

人
林
業
研
究
会
で
し
た
が
、
平
成
17
年
に
富

士
町
が
佐
賀
市
と
合
併
し
た
の
を
機
に
名
称

を
改
め
、
都
市
部
に
暮
ら
す
方
も
仲
間
に
し

て
一
緒
に
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

山
菜
料
理
に
注
目
し
た
の
は
、
嘉か
せ
が
わ

瀬
川
下

流
域
で
結
成
さ
れ
た
富
士
町
の
親
林
交
流
隊

の
皆
さ
ん
が
私
た
ち
の
地
元
を
訪
れ
る
こ
と

に
な
り
、
ど
ん
な
歓
迎
を
し
よ
う
か
と
考
え

た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
す
。
み
ん
な
で
山
菜

の
天
ぷ
ら
や
お
浸
し
等
を
持
ち
寄
っ

た
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
大
変
喜
ば
れ
ま

し
た
。
こ
れ
を
ひ
と
つ
の
契
機
と
し

て
、
山
菜
料
理
を
出
す
お
食
事
処「
森

の
香　

菖
蒲
ご
膳
」が
株
式
会
社
と

し
て
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
山

を
背
負
っ
て
暮
ら
す
私
た
ち
と
山
を

眺
め
て
い
る
下
流
域
が
と
も
に
森
林

の
恵
み
を
頂
く
こ
と
で
、
自
然
へ
の

畏
敬
の
念
を
持
ち
、
動
く
お
金
の
嵩か
さ

で
は
計
り
得
な
い「
山
住
み
の
よ
ろ
し

さ
」を
知
っ
て
貰
う
た
め
の
山
か
ら
町

に
向
け
た
私
た
ち
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で

す
。

　

自
然
の
営
み
、
天
然
の
サ
イ
ク
ル

を
謙
虚
に
受
け
止
め
、
そ
の
恵
み
で

あ
る
折
々
の
旬
の
食
材
を
化
学
調
味
料
を
使

わ
な
い
薄
味
の
料
理
と
し
て
提
供
し
、
山
里

の
風
景
の
中
で
森
林
を
渡
っ
て
く
る
風
の
香

り
と
と
も
に
味
わ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

だ
け
が
広
が
っ
て
い
た
た
め
、
空
師
と
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

　

私
の
祖
父
も
空
師
で
し
た
。
直
接
仕
事

を
習
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
幼
い

頃
か
ら
周
囲
の
人
た
ち
が
祖
父
の
仕
事
を
ほ

め
て
い
る
の
を
聞
き
、
な
ん
と
な
く
憧
れ
の

よ
う
な
も
の
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
中
学
校

を
出
た
私
は
繊
維
関
係
の
会
社
に
就
職
し
、

い
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
た
ち
が

父
祖
の
代
か
ら
親
し
み
、
慈
し
ん
で
き
た
山

里
へ
の
理
解
と
共
感
を
育
ん
で
く
れ
る
こ
と

を
願
っ
て
い
ま
す
。

折々の森林の恵みを素材にした菖蒲ご膳

営
業
担
当
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
性
格

的
に
向
い
て
い
な
か
っ
た
事
や
繊
維
不
況
等

も
あ
り
、
無
理
し
て
背
伸
び
を
し
て
い
る
よ

う
な
仕
事
に
す
っ
か
り
疲
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
。

　

そ
ん
な
時
に
思
い
出
し
た
の
が
祖
父
の
こ

と
で
す
。
木
や
山
を
相
手
の
仕
事
に
は
人
間

関
係
の
難
し
さ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
幸
い
私
は

8
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足につけた金具「つめ」と命綱の
胴縄だけを頼りに高く伸びた木に登る

1
0
0
年
〜
2
0
0
年
先
を
考
え
た

山
づ
く
り
・
森
林
づ
く
り
を

森の名手・名人　平成24年選定

昭和23年生まれ
（宮崎県美

みさとちょう
郷町）

河
かわうち

内 伯
は く お

雄さん

森づくり部門

造林手（枝打ち）

腕
力
が
強
く
、
片
手
で
木
に
つ
か
ま
っ
て
い

る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
し
、
高
い
と
こ
ろ
も

平
気
で
し
た
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
し
な
が

ら
、
休
日
に
は
山
の
仕
事
を
し
て
い
た
こ
と

も
あ
っ
て
、
木
を
伐
る
こ
と
に
も
慣
れ
て
い

ま
し
た
。
高
所
で
の
作
業
に
は
危
険
が
伴

い
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
に
収
入
も
よ
い
の
が

魅
力
的
で
、
家
内
に
は
大
反
対
さ
れ
ま
し
た

が
、
押
し
切
っ
て
空
師
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
独
学
で
仕
事
を
覚
え
、
様
々
な

場
所
で
空
師
と
し
て
働
い
て
き
ま
し
た
。
木

は
一
本
一
本
が
全
て
違
う
た
め
、
同
じ
仕
事

は
あ
り
ま
せ
ん
。
毎
回
工
夫
を
重
ね
て
木
を

伐
る
の
は
楽
し
い
作
業
で
し
た
。

　

廃
業
後
も
薬
草
の
研
究
や
果
樹
の
栽
培

に
挑
戦
し
た
り
と
、
森
林
や
山
へ
の
興
味
は

尽
き
ま
せ
ん
。
ど
れ
だ
け
長
く
仕
事
で
付
き

合
っ
て
き
て
も
、
ま
だ
ま
だ
自
然
界
に
は
魅

力
が
一
杯
で
す
。
皆
さ
ん
に
も
、
ぜ
ひ
森
林

や
山
に
興
味
を
持
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

　

私
の
所
で
は
、
家
の
向
か
い
に
あ
る
約

1
0
0

ha
の
敷
地
で
、
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
を
苗

か
ら
作
っ
て
い
ま
す
。
植
え
る
苗
は
１
ha
あ

た
り
に
4
，
5
0
0
か
ら
5
，
0
0
0
本
。

植
付
け
が
済
ん
だ
ら
下
刈
り
、
次
い
で
除
伐

か
ら
間
伐
を
経
て
、
枝
打
ち
が
終
わ
っ
た
ら

木
を
抜
い
て
い
き
ま
す
。
抜
い
た
木
は
皮
を

剥
き
、
磨
い
て
乾
燥
さ
せ
て
、
亀
裂
の
で
き

な
い
よ
う
に
芯
ま
で
背せ
わ
り割

を
入
れ
ま
す
。
自

分
が
育
て
た
木
は
、
と
に
か
く
手
を
か
け

て
、
最
高
の
状
態
で
送
り
出
し
て
や
り
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

林
業
の
面
白
さ
、
自
然
の
す
ば
ら
し
さ

は
、
手
を
か
け
れ
ば
か
け
た
だ
け
の
見
返
り

が
あ
る
と
い
う
点
で
す
。
木
は
作
っ
て
さ
え

い
れ
ば
売
れ
る
と
い
う
古
い
考
え
方
で
は
な

く
、
実
際
に
木
を
買
っ
て
く
れ
る
人
、
使
っ

て
く
れ
る
人
の
事
を
考
え
、
枝
打
ち
を
し
、

手
を
か
け
て
、
山
づ
く
り
を
し
て
い
け
ば
、

山
や
森
林
は
応
え
て
く
れ
ま
す
。

　

き
ち
ん
と
枝
打
ち
を
し
た
材
は
、
内
装

に
使
っ
て
も
工
業
製
品
に
引
け
を
取
り
ま
せ

ん
。
通
気
性
に
優
れ
、
健
康
に
も
良
い
木

の
内
装
は
消
費
者
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
念
入
り
に
枝
打
ち
を
し
、
十
数

年
か
け
て
育
て
た
ヒ
ノ
キ
の
海か
い

布ふ

丸ま
る
た太
や
、

山
で
皮
を
剥
ぎ
、
そ
の
ま
ま
寝
か
せ
て
、
自

然
の
カ
ビ
を
つ
け
た
錆さ
び
ま
る
た

丸
太
、
樹
皮
を
は
が

し
、
表
面
を
滑
ら
か
に
磨
き
上
げ
た
磨
き
丸

太
等
、
樹
齢
に
あ
わ
せ
て
消
費
者
ニ
ー
ズ
に

あ
っ
た
材
を
生
み
出
し
て
い
く
と
と
も
に
、

1
0
0
年
～
2
0
0
年
先
を
考
え
た
山
づ
く

り
・
森
林
づ
く
り
を
進
め
て
い
け
ば
、
必
ず

地
方
に
も
道
は
開
け
る
と
思
い
ま
す
。

　

山
で
は
森
林
浴
が
で
き
る
し
、
空
気
や
水

も
き
れ
い
で
す
。
お
金
を
追
い
求
め
る
生
活

を
望
ん
で
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
自
然
は
生

き
て
い
く
の
に
十
分
な
も
の
を
与
え
て
く
れ

ま
す
。
地
方
に
は
都
会
に
は
な
い
素
晴
ら
し

木の成長を見るのは何より楽しい

愛用ののこぎりと鎌

い
暮
ら
し
が
あ
り
ま
す
。
自
然
を
守
り
、
地

域
を
活
性
化
し
て
い
く
た
め
に
も
、
地
方
に

人
が
残
っ
て
く
れ
る
よ
う
な
山
づ
く
り
が
必

要
で
す
。
国
や
自
治
体
に
は
、
ぜ
ひ
地
域
を

支
え
、
自
然
に
寄
り
添
っ
て
生
き
て
い
こ
う

と
す
る
人
を
支
援
す
る
施
策
を
お
願
い
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
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