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私
た
ち
の
生
活
は
科
学
技
術
の
進
歩
と
経

済
活
動
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て
大
変
豊
か

に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
豊
か
な
生
活
を
支
え

て
き
た
の
は
石
油
で
す
。
い
ま
や
石
油
文
明
の

時
代
で
す
。
し
か
し
、
豊
か
な
生
活
の
先
行
き

に
陰
り
が
見
え
て
い
ま
す
。
資
源
の
枯
渇
と

地
球
温
暖
化
の
問
題
で
す
。

木
材
資
源
は
樹
木
が
あ
る
限
り
枯
渇
し
な

い
無
限
の
資
源
で
す
。
樹
木
を
増
や
し
て
、
使

っ
て
い
く
こ
と
が
温
暖
化
も
防
ぎ
ま
す
。
身
近

な
木
材
は
や
が
て
文
明
の
基
盤
を
支
え
る
重

要
な
資
源
に
な
る
で
し
ょ
う
。

私
た
ち
の
住
ま
い
は
時
代
と
と
も
に
移
り

変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
か
つ
て
は
無
垢
の
製
材

だ
け
で
躯
体
（
骨
格
）
を
作
っ
て
き
ま
し
た
が
、

NPO木材･合板博物館へ
お越しください

館長　岡野健

い
ま
や
、
合
板
を
抜
き
に
し
て
家
は
建
ち
ま

せ
ん
。
地
震
に
強
く
、
隙
間
風
の
な
い
家
は
合

板
に
代
表
さ
れ
る
面
材
料
が
不
可
欠
な
の
で

す
。

合
板
は
単
板
（
ベ
ニ
ヤ
）
を
直
交
さ
せ
て
貼
り

あ
わ
せ
た
製
品
で
す
。
平
行
に
貼
り
あ
わ
せ

れ
ば
Ｌ
Ｖ
Ｌ
で
す
。
単
板
用
の
原
木
は
、
国
産

広
葉
樹
材
か
ら
ラ
ワ
ン
、
メ
ラ
ン
テ
ィ
、
セ
ラ

ヤ
な
ど
の
大
径
材
に
替
わ
り
、
さ
ら
に
ラ
ジ
ア

ー
タ
パ
イ
ン
、
カ
ラ
マ
ツ
な
ど
の
針
葉
樹
材
へ

と
変
化
し
て
い
ま
す
。
こ
の
10
年
、
ス
ギ
の
小

径
材
や
Ｂ
材
と
称
さ
れ
る
曲
が
り
材
も
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
可
能
に

し
た
の
が
レ
ー
ス
の
チ
ャ
ッ
ク
を
廃
し
た
外
周

駆
動
技
術
で
す
。
切
捨
て
間
伐
材
が
有
効
な

資
源
と
し
て
活
用
さ
れ
る
道
を
開
い
た
の
で

す
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
木
材
･
合
板
博
物
館
の
目
玉
の
一

つ
は
話
題
の
外
周
駆
動
の
ベ
ニ
ヤ
レ
ー
ス（
ロ

ー
タ
リ
ー
レ
ー
ス
）で
す
。
博
物
館
の
３
階
で

剥
い
た
ス
ギ
の
単
板
を
４
階
の
ホ
ッ
ト
プ
レ
ス

で
熱
圧
締
接
着
す
れ
ば
、
30
セ
ン
チ
角
の
合
板

が
で
き
ま
す
。
ス
ギ
丸
太
か
ら
合
板
を
作
る

こ
と
ま
で
出
来
る
の
で
す
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
木
材
･
合
板
博
物
館
は
新
木
場
に

あ
り
ま
す
。
新
木
場
は
26
年
前
に
木
場
が
移

転
し
た
木
材
の
一
大
タ
ー
ミ
ナ
ル
で
す
。
木

場
の
時
代
を
合
わ
せ
る
と
３
０
０
年
を
越
す

歴
史
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
歴
史
の
中
で
タ
ー
ミ

ナ
ル
の
役
割
も
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
か
つ
て

の
木
材
･
製
材
を
中
心
と
す
る
物
流
の
タ
ー

ミ
ナ
ル
か
ら
、
物+

情
報
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
へ
と

発
展
･
変
貌
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
流

れ
の
中
で
新
木
場
タ
ワ
ー
に
あ
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
木

材
･
合
板
博
物
館
は
情
報
発
信
基
地
と
し
て
、

大
き
な
役
割
を
自
覚
し
て
い
ま
す
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
木
材
･
合
板
博
物
館
は
木
材
な
ら

び
に
木
材
か
ら
作
り
出
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な

木
質
材
料
を
手
に
と
っ
て
じ
っ
く
り
眺
め
る
こ

と
が
で
き
る
場
で
も
あ
り
ま
す
。
な
か
で
も

合
板
は
す
べ
て
の
Ｊ
Ａ
Ｓ
製
品
が
揃
っ
て
い

て
、
製
造
ラ
イ
ン
か
ら
最
終
製
品
ま
で
を
実
感

で
き
ま
す
。
博
物
館
で
は
賛
助
会
員
の
方
々

に
新
入
社
員
教
育
を
行
う
場
と
し
て
も
活
用

し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
努
力
い
た
し
ま
す
。
ぜ

ひ
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

特
定
非
営
利
活
動
法
人
木
材
・
合
板
博
物
館
が
、
賛
助
会
員

の
皆
様
は
じ
め
多
く
の
方
々
の
ご
助
力
を
得
て
昨
年
10
月
20
日

に
発
足
、
オ
ー
プ
ン
し
て
す
で
に
６
ヶ
月
が
経
ち
ま
し
た
。
こ

の
間
た
く
さ
ん
の
方
々
に
ご
来
館
い
た
だ
き
ま
し
た
。

木
材
・
合
板
博
物
館
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る

博
物
館
で
す
。
私
た
ち
は
、
今
後
も
館
内
展
示
の
充
実
に
努
め

る
と
と
も
に
、
多
く
の
方
々
と
の
協
働
を
通
じ
て
、「
木
」
に
関

わ
る
情
報
、
ひ
と
、
文
化
の
交
差
路
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す

「
木
」
の
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
皆
さ
ん
と
と
も
に
創
り
上
げ
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

大
人
も
子
供
も
み
ん
な
で
挑
戦
、

木
工
教
室
の
一
日

初
日
か
ら
た
く
さ
ん
の
方
に

来
館
い
た
だ
き
ま
し
た
。

子
ど
も
神
輿
づ
く
り
に
初
挑
戦
！

※
こ
の
子
ど
も
神
輿
は
、
現

在
江
東
区
文
化
セ
ン
タ
ー
に

展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

今日は木工教室の日。少年野球チームの皆さんも加わって

①来館者の皆さん　②初日の受付ブース、緊張
のおももちのスタッフ　③開館式典でのテープ
カット　④合板素材を切り出すベニヤレース（ロ
ータリーレース）、カツラムキの実演　⑤キャラ
クターコーナー　⑥どんな音がする？ たたい
てみよう。

「
木
」の
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を

め
ざ
し
て
〜
オ
ー
プ
ン
か
ら
６
ヶ
月
の
歩
み
〜

江
東
区
の
小
学
生
の
皆
さ
ん
で
、
子
ど
も
神
輿

づ
く
り
に
挑
戦
し
ま
し
た
。
計
４
回
、
４
日
間

の
工
程
を
経
て
神
輿
は
完
成
し
ま
し
た
。

1

2

4

3

5

6

板さん

Go-kun

キー子

２
０
０
７

10
／
16

開
館
式
典

10
／
20

一
般
公
開
日

10
／
24

林
野
庁
職
員
　
研
修
会

11
／
11

木
質
構
造
研
究
会
　
見
学
会

11
／
16

東
北
森
林
管
理
局
　
視
察

11
／
17

秋
田
県
農
林
水
産
部
　
秋
田
ス
ギ
振
興
課
　
視
察

11
／
21

東
京
商
工
会
議
所
　
取
材

11
／
29

東
京
ジ
ャ
パ
ン
建
材
会
役
員
　
見
学
会

２
０
０
８

１
／
19

第
一
回
木
工
体
験
教
室
「
ス
ギ
合
板
ボ
ッ
ク
ス
＆
ジ

グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
」
開
催

１
／
26

第
二
回
木
工
体
験
教
室
「
ス
ギ
合
板
ボ
ッ
ク
ス
＆
ジ

グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
」
開
催

１
／
27

江
東
区
文
化
セ
ン
タ
ー
共
同
事
業
「
子
供
み
こ
し
作

り
」
第
一
回
開
催
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２
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催
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岡
野
館
長
対
談
（
木
力
館
大
槻
館
長
と
）

2
／
10

江
東
区
文
化
セ
ン
タ
ー
共
同
事
業
「
子
供
み
こ
し
作

り
」
最
終
日

2
／
29

第
6
回
理
事
会
開
催
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／
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／
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潟
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６
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ゆ
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兵
庫
県
三
木
市
に
高
嶋
鉋
台
製
作
所

の
高
嶋
洋
一
さ
ん
を
お
訪
ね
し
た
。

鉋
台

か
ん
な
だ
い

の
手
彫
り
作
業
を
見
せ
て
い
た
だ

き
、
お
話
を
伺
う
た
め
で
あ
る
。

三
木
市
は
新
潟
県
の
三
条
市
と
並
ぶ

刃
物
の
町
で
あ
る
。
鋸

の
こ
ぎ
り、

鉋
か
ん
な

、
鑿の

み

、
小
刀

こ
が
た
な

、

鏝こ
て

は
「
播
州
三
木
打
刃
物
」
と
し
て
伝
統

的
工
芸
品
の
指
定
を
受
け
、『
肥
後
守

ひ
ご
の
か
み

』
も

三
木
市
の
産
で
あ
る
。

鉋
は
鉋
身

か
ん
な
み

と
裏
金

う
ら
が
ね

を
鉋
台
に
仕
込
み

（
差
し
込
み
）、
鉋
身
の
刃
先
で
木
材
を
削

る
木
道
具
で
あ
る
。
こ
の
鉋
を
二
枚
鉋
と

い
う
。
二
枚
鉋
が
出
現
す
る
前
は
鉋
身

の
み
を
仕
込
ん
で
使
う
一
枚
鉋
が
用
い
ら

れ
て
い
た
。
鉋
台
は
シ
ラ
カ
シ
や
ア
カ
ガ

シ
な
ど
の
台
木

だ
い
ぎ

に
鉋
身
と
裏
金
を
仕
込

む
部
分
と
し
て
甲こ

う

穴あ
な

が
彫ほ

ら
れ
て
お
り
、

こ
の
鉋
台
を
作
る
職
業
は
俗
に『
台だ

い

屋や

』

と
呼
ば
れ
て
い
る
。

三
木
市
に
お
け
る
鉋
台
製
作
は
、
日
露

刃
物
屋
に
細
か
な
注
文
を
付
け
て
誂

あ
つ
ら

え

て
も
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。
荒
彫
り
が
済

む
と
、
鉋
身
の
表
面
に
鉛
筆
を
こ
す
っ
て

鉋
台
に
挿
入
し
、
表
馴
染
に
付
着
し
た
鉛

筆
を
鑿
で
入
念
に
削
り
落
と
し
て
表
馴

染
の
微
調
整
が
続
い
た
。

や
が
て
裏
金
留

う
ら
が
ね
ど
め

が
打
ち
込
ま
れ
、
鉋
身

と
表
馴
染
の
間
に
寸
分
の
隙
も
な
い
鉋

が
仕
上
が
っ
た
。
金
偏
に
包
む
と
書
い
て

鉋
。
鉋
台
は
見
事
に
鉋
身
と
裏
金
を
包

ん
だ
。
高
嶋
さ
ん
は
さ
ら
に
、
大
工
さ
ん

が
す
ぐ
使
え
る
状
態
ま
で
の
仕
上
げ
ま

で
も
見
せ
て
下
さ
っ
た
。

「
お
と
う
さ
ん
休
憩
で
す
か
」
と
奥
さ
ん

が
頃
合
を
見
計
ら
い
お
茶
を
ふ
る
ま
っ
て

下
さ
っ
た
。「
学
校
に
通
っ
て
お
る
頃
も
、

家
に
帰
る
な
り
下
仕
事
を
い
ろ
い
ろ
言
い

つ
か
っ
て
…
」
と
生
活
す
る
中
で
父
親
か

表馴染
押え溝

返し

上端

台尻
木端下端

木端返し
裏金留

台頭

仕込勾配

こっぱがえ

だいじり

こ　ば
したば

うわば

うらがねどめ

おさ みぞ

だいがしら
おもてなじみ

しこみこうばい

かえ

刃口
はぐち

ら
台
屋
の
仕
事
を
自
然
に
教
わ
っ
た
と
高

嶋
さ
ん
の
技
能
習
得
に
話
が
は
ず
ん
だ
。

僭
越
に
も
今
の
仕
事
の
代
価
ま
で
伺

っ
て
し
ま
っ
た
。
見
せ
て
も
ら
っ
た
匠
の

代
価
と
は
と
て
も
思
え
な
か
っ
た
。
鉋
身

の
値
段
は
様
々
で
あ
る
が
、
鉋
台
の
値
段

は
ほ
と
ん
ど
同
じ
と
言
う
。
台
屋
の
仕

事
は
問
屋
が
鉋
身
と
裏
金
を
持
っ
て
き
て

か
ら
始
ま
る
の
で
、
言
わ
ば
「
待
ち
」
の

仕
事
で
あ
る
。
鉋
身
に
は
銘
が
入
る
が
、

鉋
台
に
入
る
こ
と
は
な
い
。

「
若
い
頃
は
一
台
30
分
位
で
す
か
ね
、
一

日
に
30
丁
ほ
ど
作
り
ま
し
た
」「
16
時
間

位
座
り
づ
め
で
…
長
時
間
労
働
で
し
た
」

と
回
顧
し
、「
息
子
は
お
り
ま
す
が
、
継
が

せ
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
ん
な
ん
で
は

収
入
は
あ
り
ま
せ
ん
も
ん
…
。
最
近
は

大
工
仕
事
が
変
化
し
て
、
鉋
の
注
文
が
ぐ

っ
と
減
り
よ
り
ま
し
た
わ
…
」
と
。
そ
れ

で
も
高
嶋
さ
ん
は
こ
の
工
匠
の
技
を
伝

え
る
た
め
の
講
習
会
や
研
修
会
に
は
、
全

て
快
く
応
じ
て
き
た
と
言
う
。
技
能
の

継
承
に
も
心
を
砕
い
て
お
ら
れ
る
こ
と
が

伝
わ
っ
て
き
た
。

か
つ
て
わ
が
国
の
大
工
は
自
分
の
道
具

は
自
分
で
作
っ
た
。
最
後
に
村
松
貞
次
郎

先
生
の『
道
具
は
手
の
延
長
で
あ
る
。
…

〝
道
具
は
…
使
う
者
が
造
る
も
の
だ
〞
と

職
人
は
言
う
。
昔
は
鉋
台
も
自
分
で
造
っ

た
。「
日
本
の
木
工
具
―
道
具
考
・
序
―
」』

を
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
本
稿
を
締
め

括
り
た
い
。

さ
ん
は
ど
れ
位
お
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

手
彫
り
に
よ
る
台
屋
は
、
昭
和
30
年
代

に
は
三
木
市
に
40
軒
余
り
見
ら
れ
た
が
、

現
在
は
わ
ず
か
6
軒
を
残
す
の
み
に
な
っ

た
。
高
嶋
鉋
台
製
作
所
は
そ
の
一
つ
で
、

高
嶋
さ
ん
は
最
高
齢
の
77
歳
で
あ
る
。

台
木
に
は
シ
ラ
カ
シ
を
主
に
使
う
。
高

嶋
さ
ん
の
使
う
シ
ラ
カ
シ
は
山
陰
産
で

あ
り
、
こ
れ
を
綾
部
市
の
樫か

し

材ざ
い

専
門
の
製

材
所
か
ら
入
荷
し
て
い
る
。
こ
の
材
を
ご

自
身
の
倉
庫
で
3
、
4
年
間
天
然
乾
燥
さ

せ
て
台
木
と
し
て
い
る
。

「
え
ら
い
狭
い
と
こ
ろ
で
、す
ん
ま
せ
ん
な
」

言
わ
れ
た
工
房
、
高
嶋
さ
ん
が
座
る
場
を

中
心
に
し
て
、
鉋
台
作
り
に
必
要
な
さ
ま

ざ
ま
な
鑿
や
鉋
、
鋸
、
玄げ

ん

能の
う

な
ど
が
使
い

よ
く
配
置
さ
れ
、
正
面
に
は
自
作
の
作
業

台
が
微
妙
な
傾
斜
角
で
設
け
て
あ
っ
た
。

い
よ
い
よ
高
嶋
さ
ん
の
手
彫
り
作
業
が

始
ま
っ
た
。
鉋
身
と
裏
金
に
合
わ
せ
た
台

木
へ
の
墨す

み

付
け（
け
が
き
）は
あ
っ
と
い
う

間
に
終
わ
り
、
荒あ

ら

彫ぼ

り
が
始
ま
る
。
玄
能

で
鑿
を
打
ち
込
む
重
い
音
が
響
き
、
鑿
が

打
ち
込
ま
れ
る
た
び
に
甲
穴
が
段
々
と

深
く
な
っ
て
い
く
。
予
想
以
上
に
早
く
作

業
が
進
む
。

ま
も
な
く
表
馴
染

お
も
て
な
じ
み

と
返
し
の
両
方
の

面
が
現
れ
、
続
い
て
下し

た

端ば

の
刃は

口ぐ
ち

が
現
れ

た
。
押
え
溝
の
加
工
に
は
特
殊
な
鑿
が

使
わ
れ
た
。
鑿
類
は
高
嶋
さ
ん
が
直
接

戦
争
の
始
ま
る
少
し
前
の
明
治
35
年
に

徳
永
順
太
郎
氏
が
初
め
て
台
屋
を
始
め

た
と
の
記
録
が
あ
る
の
で
、
約
百
年
ほ
ど

の
歴
史
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
は
、
三
木
市

か
ら
の
鉋
の
販
売
は
鉋
身
の
み
を
地
方

に
発
送
し
て
い
た
の
で
、
大
工
自
ら
台
木

に
鑿
を
用
い
て
手
彫
り
し
一
枚
鉋
の
鉋

台
を
作
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
や
が
て

鉋
は
一
枚
鉋
か
ら
二
枚
鉋
に
大
き
く
変

化
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て

も
大
工
は
弟
子
入
り
す
る
と
、
棟
梁

と
う
り
ょ
う

か
ら

鉋
台
を
作
る
技
能
を
教
え
ら
れ
た
。

な
ぜ
大
工
自
身
が
鉋
台
を
作
る
の
か
。

理
由
は
、
第
一
に
昔
か
ら
「
鉋
身
一
枚
に

鉋
台
十
台
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
鉋
台
の
損

耗
は
激
し
い
の
で
、
そ
の
都
度
作
り
直
し

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第

二
に
鉋
削
り
が
適
切
に
で
き
る
鉋
台
を

作
る
こ
と
は
、
鉋
に
対
す
る
認
識
を
深
め

る
上
で
重
要
で
あ
る
と
の
考
え
方
が
伝

統
的
に
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ

れ
ま
で
鉋
台
を
作
っ
た
経
験
の
あ
る
大
工

気
迫
の
鑿
打
ち

道
具
は
手
の
延
長
で
あ
る

※
　
　
　
※

台
木
と
工
房

玄
げん

能
のう

使い込まれた玄能。
柄は高嶋さんの手
指の形となった。

表馴染の微調整に
用いる各種仕上鑿

鑿
のみ

匠の魂がこもった道具たち

聞
き
手
／
文
　
番
匠
谷
　
薫

聞
き
手
／
文

番
匠
谷
薫（
ば
ん
し
ょ
う
や
か
お
る
）

広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科

教
授

取
材
協
力
／
高
嶋
鉋
台
製
作
所（
兵
庫
県
三
木
市
）

高
嶋
洋
一
氏
／
昭
和
６
年
生
。
家
業
の
台
屋
を
継

ぎ
、
60
余
年
を
鉋
台
作
り
に
捧
げ
る
。
現
在
は

『
三
木
鉋
塾
』
を
開
講
し
、
国
の
施
策
に
よ
る
地
場

産
業
の「
金
物
づ
く
り
技
術
継
承
セ
ミ
ナ
ー
」
で
鉋

の『
台
打
ち
』の
講
習
実
演
や
、
県
立
三
木
山
森
林

公
園
内
で
『
三
木
鉋
塾
』
で
鉋
の
台
打
ち
講
習
実

演
な
ど
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
参
加
し
て
い
る
。

平
成
元
年
　
三
木
市
技
能
顕
功
賞

平
成
18
年
　
兵
庫
県
技
能
顕
功
賞

失
わ
れ
つ
つ
あ
る

工
匠
の
技

〈
鉋
台
作
り
〉

か
ん
な
だ
い

シ
リ
ー
ズ

木
の
匠
を
訪
ね
て
│
│
①

かんな台各部の名称　

①刃口の仕上げ　②仕上がりの状態は削り屑で確かめる　③鉋身の名品「千代鶴」とその鉋台。鉋身には銘が入るが、鉋台に銘が入ることはない　④インタビューにこ
たえる高嶋さん

鉋台職人の高嶋さん。鑿打ちの重い音が工房に響く。

1 2 3 4

後
継
者
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　「
木
の
ま
ち
　
新
木
場
」を
拠
点
に
す
る
会

社
、企
業
、ス
ポ
ッ
ト
を
探
訪
す
る
コ
ー
ナ
ー

「
新
木
場
漫
歩
」。初
回
は
、新
木
場
駅
前
で
木

材
卸
問
屋
を
営
む「
水
啓（
み
ず
け
い
）木
材
」

さ
ん
を
ス
タ
ッ
フ
が
訪
ね
ま
し
た
。

　
お
話
い
た
だ
い
た
の
は
水
啓
木
材
株
式
会

社
代
表
取
締
役
会
長
、水
野
昭
三
さ
ん
で
す
。

―
「
水
啓
木
材
」
と
い
う
社
名
の
由
来
は

　
「
み
ず
け
い
」
と
読
み
ま
す
。
創
業
者
の
水
野
啓

吉
の
名
か
ら
命
名
さ
れ
て
い
ま
す
。
創
業
は
昭
和
27

年
、
も
う
半
世
紀
に
な
り
ま
す
。
も
と
は
福
島
県
で

製
材
業
を
や
っ
て
い
て
、
そ
の
東
京
出
張
所
で
し
た
。

―
「
水
啓
」
さ
ん
が
新
木
場
に
来
ら
れ
た
の
は

　
昭
和
49
年
か
ら
51
年
の
第
１
期
の
移
転
で
、
本
所

か
ら
移
っ
て
き
ま
し
た
。
お
よ
そ
5
4
0
社
が
こ
こ

に
引
っ
越
し
て
き
ま
し
た
。
今
の
方
が
も
ち
ろ
ん
賑

や
か
で
す
け
ど
、
一
頃
は
こ
こ
も
建
築
ラ
ッ
シ
ュ
で

賑
や
か
で
し
た
。

　
今
は
、
引
っ
越
し
て
き
た
会
社
の
3
分
の
2
が
姿

を
消
し
ま
し
た
。
寂
し
い
で
す
ね
。

―
そ
の
中
で
「
水
啓
」
さ
ん
が
今
日
あ
る
の
は
…

　
昔
は
問
屋
ご
と
に
秋
田
杉
、
天
竜
材
、
尾
鷲
材
、

木
曾
ヒ
ノ
キ
と
か
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
の
あ
る
材
を
主
力

に
し
て
、
そ
れ
で
商
売
が
な
り
た
っ
た
ん
で
す
ね
。

昭
和
40
年
代
ま
で
は
、
木
材
業
は
今
と
違
っ
て
景
気

も
よ
か
っ
た
ん
で
す
。
当
時
は
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
今
の

よ
う
に
成
熟
し
て
い
な
か
っ
た
面
も
あ
り
ま
す
。
今

の
よ
う
に
需
給
間
の
情
報
で
価
格
が
自
ず
と
決
ま
る

よ
う
な
シ
ス
テ
ム
で
も
な
か
っ
た
。
住
宅
の
柱
ど
り

が
中
心
で
し
た
か
ら
、
そ
れ
だ
け
で
よ
く
売
れ
た
ん

で
す
ね
。

　
今
は
何
が
売
れ
筋
に
な
る
の
か
、
そ
れ
を
い
つ
も

考
え
て
い
な
い
と
取
り
残
さ
れ
ま
す
。
売
れ
筋
は
ど

ん
ど
ん
変
わ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
に
対
応
す
る
に
は

多
少
の
リ
ス
ク
が
あ
っ
て
も
、
間
口
を
広
く
奥
行
き

を
狭
く
、
多
品
種
少
量
在
庫
で
、
多
様
な
ニ
ー
ズ
に

対
応
で
き
る
よ
う
に
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
合

板
も
扱
い
ま
す
。
売
れ
て
い
く
先
は
材
木
屋
さ
ん
と

い
う
こ
と
で
同
じ
で
す
か
ら
。

―
そ
れ
は
創
業
当
時
か
ら
の
お
考
え
で
す
か

　
私
は
戦
前
の
商
売
の
経
験
を
持
ち
ま
せ
ん
。
戦
後

の
人
間
で
す
か
ら
、
自
分
独
自
の
考
え
で
や
っ
て
き

ま
し
た
。
か
つ
て
問
屋
に
は
付
売
（
つ
け
う
り
）
と

市
売
（
い
ち
う
り
）
※
と
二
つ
の
ル
ー
ト
が
あ
っ
た
。

今
、
市
売
は
形
式
上
残
っ
て
い
る
感
じ
で
す
が
、
実

質
は
付
売
で
し
ょ
う
。
展
示
も
す
る
し
搬
送
も
す
る

し
で
、
手
間
も
コ
ス
ト
も
か
か
り
ま
す
が
、
お
客
様

満
足
度
を
い
か
に
上
げ
ら
れ
る
か
が
問
題
で
し
ょ
う
。

そ
れ
は
ス
ー
パ
ー
で
も
外
食
産
業
で
も
か
わ
り
な
い
、

お
ん
な
じ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
材
木
屋
は
の
ん

び
り
し
て
い
る
方
だ
と
思
い
ま
す
。

　―
業
界
の
今
後
の
見
通
し
は
い
か
が
で
す
か

　
そ
れ
は
率
直
に
言
っ
て
難
し
い
（
笑
）
。

　
私
自
身
は
、
木
で
家
が
建
つ
限
り
は
材
木
屋
は
な

く
な
ら
な
い
と
い
う
信
念
で
す
。
お
客
様
が
目
の
前

に
い
る
限
り
、
こ
の
仕
事
は
な
く
な
り
ま
せ
ん
。
も

ち
ろ
ん
、
ど
こ
に
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
求
め
る
の
か
と
い

う
課
題
は
残
り
ま
す
が
…
。

　
市
場
の
需
給
関
係
が
相
場
を
決
め
る
と
い
う
側
面

は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
。
し
か
し
木
材
は
株
で
は
な

い
。
問
屋
は
、
世
の
中
に
資
材
を
供
給
す
る
責
任
と

使
命
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
念
頭
に
置
く

べ
き
と
思
っ
て
い
ま
す
。

《
後
記
》

　
こ
の
日
お
話
を
伺
う
前
に
、
水
野
さ
ん
は
問
屋
組

合
主
催
の
「
長
寿
を
祝
う
会
」
に
出
席
さ
れ
た
そ
う

で
す
。
「
こ
の
年
で
毎
日
会
社
に
出
て
く
る
な
ん
て
、

ち
ょ
っ
と
お
か
し
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
…
」
と
笑

っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
当
年
で
傘
寿
と
は
思
え
な
い

若
々
し
さ
で
木
材
業
の
今
昔
を
語
っ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

（
博
物
館
チ
ー
フ
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
赤
石
和
義
）

※
【
付
売
】
（
つ
け
う
り
）
…
木
材
問
屋
の
一
つ
。
自
ら
の
危

険
負
担
で
木
材
を
買
い
付
け
、
販
売
し
て
利
益
を
あ
げ
る
も

の
。

※
【
市
売
】
（
い
ち
う
り
）
…
木
材
市
場
の
一
つ
。
木
材
の
販

売
を
委
託
さ
れ
た
市
売
業
者
が
一
定
の
日
時
・
場
所
で
せ
り
に

よ
っ
て
販
売
し
、
手
数
料
を
受
け
取
る
も
の
。

（
「
広
辞
苑
」
よ
り
）

本
所
か
ら
新
木
場
へ

　
　
〜
木
材
業
の
戦
後
史
を
生
き
て
〜

水
啓
木
材
株
式
会
社
代
表
取
締
役
会
長
　
水
野
昭
三
氏

本
所
か
ら
新
木
場
へ
、

第
１
期
の
移
転
組

間
口
を
広
く
奥
行
き
を
狭
く

木
で
家
が
建
つ
限
り
…
問
屋
の
使
命

本所時代の水啓木材株式会社社屋と社員。（「三十年史」より）

水野さんが編集委員となってまとめられた
「東京木材問屋協会三十年史」
（昭和52年1月20日刊行）

新木場駅経由JRベイシティライン
京葉線の全線開通記念オレンジカード
（平成2年3月10日）

現在の社屋

Ｑ
コ
ン
ク
ー
ル
の
ね
ら
い
と
す
る
と
こ
ろ

は
何
で
す
か
？

名
称
に
変
遷
は
あ
り
ま
し
た
が
、
コ
ン

ク
ー
ル
は
平
成
２
年
以
来
こ
れ
ま
で
20

年
近
い
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

木
材
供
給
の
す
ぐ
れ
た
事
例
を
顕
彰
す
る

趣
旨
は
国
内
の
木
材
供
給
の
す
ぐ
れ

た
先
進
事
例
を
ひ
ろ
く
紹
介
・
顕
彰
す

る
こ
と
で
す
。

木
材
に
関
わ
る
技
術
的
分
野
で
は
国

や
都
道
府
県
サ
イ
ド
で
も
熱
心
に
取
り

組
ま
れ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
一
方
で
、

流
通
と
い
う
概
念
が
ど
う
し
て
も
明
確

で
な
か
っ
た
き
ら
い
が
あ
っ
た
。
現
在
の

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
取
引
で
す
と
か
、
直
送

シ
ス
テ
ム
で
す
と
か
、
間
伐
材
利
用
で
す

と
か
、
需
要
に
対
応
し
た
流
通
改
善
の
取

り
組
み
は
遅
れ
て
い
る
と
い
う
現
状
が

あ
り
ま
し
た
。

射
程
は
、
林
業
・
木
材
業
の
広
い
地
盤
づ

く
りそ

の
意
味
で
、
コ
ン
ク
ー
ル
は
ど
ち
ら

か
と
言
え
ば
技
術
分
野
よ
り
む
し
ろ
、
い

か
に
技
術
を
フ
ォ
ロ
ー
で
き
る
地
盤
づ
く

り
に
貢
献
で
き
る
か
、
と
い
う
視
点
を
重

視
し
て
い
ま
す
。
究
極
的
に
は
そ
れ
が
、

ま
ち
づ
く
り
や
む
ら
づ
く
り
へ
と
発
展
し

た
り
、
木
の
文
化
を
発
信
し
た
り
と
い
う

こ
と
ま
で
を
ね
ら
い
と
し
て
い
ま
す
。

Ｑ
優
良
事
例
と
す
る
評
価
点
は
ど
ん
な
と

こ
ろ
で
す
か
？

国
産
材
の
市
場
は
、
中
小
零
細
林
業

経
営
が
多
い
と
い
う
条
件
か
ら
、
安
定
供

給
に
は
遠
い
と
い
う
現
実
が
あ
り
ま
し

た
。
一
方
、
調
達
す
る
側
は
コ
ス
ト
面
か

ら
外
材
へ
の
依
存
度
を
深
め
ざ
る
を
得

な
い
傾
向
が
あ
り
ま
し
た
。

石
巻
の
事
例
は
、
①
供
給
サ
イ
ド
で
あ

る
森
林
組
合
が
窓
口
と
な
っ
て
Ｐ
Ｒ
に
努

め
る
な
ど
の
努
力
、
②
合
板
メ
ー
カ
ー
か

ら
森
林
組
合
へ
の
は
た
ら
き
か
け
、
こ
の

二
つ
が
功
を
奏
し
た
事
例
で
す
。

一
気
通
貫
型
の
シ
ス
テ
ム
確
立

背
景
に
は
、
合
板
メ
ー
カ
ー
の
こ
れ
ま

で
の
北
洋
材
の
不
安
定
な
調
達
の
現
状

へ
の
見
直
し
、
も
う
一
つ
は
合
板
技
術
の

進
歩
が
あ
り
ま
す
。
カ
ツ
ラ
ム
キ
と
呼

ば
れ
る
外
周
駆
動
に
よ
る
単
板
切
削
が

径
3
セ
ン
チ
ま
で
剥
く
こ
と
が
可
能
に

な
っ
て
、
Ｂ
材
と
称
さ
れ
る
曲
が
り
材
も

活
用
可
能
と
な
り
間
伐
材
需
要
の
拡
大

に
つ
な
が
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
上
流

か
ら
下
流
ま
で
、
産
地
、
メ
ー
カ
ー
、
建

材
業
者
ま
で
を
結
ぶ
一
気
通
貫
型
の
シ

ス
テ
ム
が
適
っ
た
と
い
う
点
で
す
。

輪
を
つ
く
る
シ
ナ
リ
オ
を
描
き
奔
走
し
た

人
が
い
る

結
果
で
見
れ
ば
、
供
給
側
と
メ
ー
カ
ー

側
の
技
術
の
幸
せ
な
連
携
に
見
え
ま
す

が
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
は
関
係
者
の
地
道

な
努
力
の
積
み
重
ね
が
あ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
県
、
森
林
組
合
、
素
材
生
産
協
同
組

合
、
合
板
会
社
を
結
ぶ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

つ
く
っ
て
協
議
を
密
に
し
て
納
入
ル
ー
ル

を
定
め
る
、
あ
る
い
は
納
入
側
の
品
質
選

別
能
力
を
高
め
る
な
ど
は
、
一
朝
一
夕

で
出
来
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

う
し
た
輪
を
実
現
さ
せ
る
シ
ナ
リ
オ
を

描
き
、
実
現
に
向
け
て
並
大
抵
で
な
い
努

力
を
重
ね
た
人
が
い
る
は
ず
で
す
。

賞
と
い
う
形
で
顕
彰
す
る
の
は
、
本
当

は
こ
う
し
た
努
力
に
対
し
て
な
さ
れ
る

べ
き
も
の
だ
ろ
う
と
、
私
自
身
は
思
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
3
年
前
の
事
例
で
す
。

こ
れ
が
先
駆
と
な
っ
て
各
地
に
成
果
は
現

れ
て
き
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

事 例 概 要

2005年 第５回木材供給システム優良事例コンクール林野庁長官賞

（※事業内容は編集部による要約）

◎標　　題
スギ原木の地域内消費型直送システムの定着と製品の安定供給をめざして
～流通コスト低減及び需要の拡大を目指し森林組合と合板メーカーが連携～

◎事業主体
宮城北部流域林業活性化センター石巻支部

◎事業体の構成等
石巻市、河北町、矢本町、雄勝町、河南町、桃生町、鳴瀬町、北上町、女川
町、牡鹿町、石巻地区森林組合、鮎川森林組合、宮城県建設業協会石巻
支部、宮城県輸入木材協同組合、宮城県建築士会石巻支部等
計15団体　（※市町村名は受賞当時）　

◎事業内容等
地域産材の供給サイドとして宮城県北部流域林業活性化センター石巻支部は、流通コストの低減
と需要拡大を長く課題としてきた。一方、市内に工場を持つ合板メーカー（セイホクグループ）は
外材に頼る不安定な調達方法からの見直しを迫られていた。事例は、この「売る」側と「買う」側の
双方の現状の解決を「合板用国産原木丸太供給体制」として確立した。
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■セイホクグループ　国産丸太取扱い数量
　スギ・マツ比率の推移

■セイホクグループ　国産丸太取扱い数量
　スギ原木の推移
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ス
ギ
原
木
の
地
域
内
消
費
型

直
送
シ
ス
テ
ム
の
定
着
と
製

品
の
安
定
供
給
を
め
ざ
し
て

「
木
の
最
前
線
レ
ポ
ー
ト
」
は
、
新
し
い
「
木
」
の
時

代
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
意
欲
的
な
挑
戦
を
、
ひ
ろ
く

紹
介
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
コ
ー
ナ
ー
で
す
。

今
回
は
、
２
０
０
５
年
木
材
供
給
シ
ス
テ
ム
優
良
事
例

コ
ン
ク
ー
ル
で
林
野
庁
長
官
賞
を
受
賞
し
た
宮
城
北
部

流
域
林
業
活
性
化
セ
ン
タ
ー
石
巻
支
部
の
事
例
を
ご
紹

介
し
ま
す
。

コンクールを主催する
（財）日本木材総合情報センター

国内情報部長

坂本保 氏
にお話を伺いました。

宮城県

宮城北部流域
林業活性化センター
石巻支部

レポート!

最前線最前線最前線木の木の



　
木
は
幅
が
広
く
、奥
が
深
い
と
い
わ
れ
ま
す
。博
物
館
に
展

示
さ
れ
て
い
る
木
や
合
板
、そ
の
他
の
木
の
製
品
に
つ
い
て
、

一
般
の
人
の
目
線
で
探
訪
し
ま
す
。さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
に
答

え
る
の
は
館
長
や
ス
タ
ッ
フ
で
す
。第
１
回
は
博
物
館
の
エ

ン
ト
ラ
ン
ス
に
あ
る
丸
太
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
で
す
。

スタッフ紹介

館内探訪

Q&A
辺
材
と
心
材
の
色
が
明
ら
か
に
違
う
も
の
、
あ
ま
り

違
い
が
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
何
故
で
す
か
？

　
辺
材
は
光
合
成
に
必
要
な
水
を
葉
に
送
る
通
導
機

能
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
数
十
年
経
つ
と
そ
の
機
能

を
停
止
し
て
心
材
に
変
わ
り
ま
す
。
そ
の
際
さ
ま
ざ

ま
な
心
材
化
物
質
が
細
胞
壁
に
沈
着
し
ま
す
。
そ
の

量
は
わ
ず
か
で
す
が
、
木
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
、

色
も
違
っ
て
い
ま
す
。
マ
ツ
科
の
ト
ウ
ヒ
属
や
モ
ミ

属
は
ほ
と
ん
ど
色
が
あ
り
ま
せ
ん
。
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干
割
れ
し
て
い
る
樹
種
と
し
て
い
な
い
樹
種
が
あ
り

ま
す
が
、
し
て
い
な
い
樹
種
の
方
が
強
い
と
い
う
こ

と
で
す
か
？

　
干
割
れ
し
に
く
い
材
が
あ
り
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど

の
木
は
干
割
れ
し
ま
す
。
材
の
強
さ
と
直
接
関
係
は

あ
り
ま
せ
ん
。

A
干
割
れ
は
髄
の
ほ
う
か
ら
樹
皮
に
向
か
っ
て
割
れ
て

い
く
の
で
す
か
？

　
干
割
れ
は
木
口
の
表
面
か
ら
内
部
に
進
み
ま
す
。

そ
の
際
、
干
割
れ
し
や
す
い
の
は
髄
か
ら
離
れ
た
位

置
で
す
。

A

木
口
面
に
触
れ
て
み
る
と
、
一
つ
ひ
と
つ
温
度
が
違

う
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
が
、
な
ぜ
で
す
か
？

　
温
度
は
違
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
触
れ
た
と
き
の

感
じ
方
が
違
う
の
は
手
か
ら
奪
わ
れ
る
熱
の
量
が
違

う
か
ら
で
す
。
カ
バ
や
ケ
ヤ
キ
、
カ
メ
レ
レ
な
ど
は

冷
た
く
感
じ
る
で
し
ょ
う
。

A
木
口
面
に
節
が
あ
り
ま
す
。
節
は
何
で
す
か
？

　
幹
の
先
端
で
複
数
の
芽
が
同
時
に
出
来
て
、
そ
の

う
ち
の
一
つ
が
幹
に
な
り
、
他
は
枝
に
な
り
ま
す
。

枝
が
幹
に
包
み
込
ま
れ
る
と
節
が
出
来
ま
す
。

A
年
輪
に
も
色
の
薄
い
部
分
と
濃
い
部
分
が
あ
り
ま
す
。

ど
う
し
て
で
す
か
？

　
年
輪
の
な
か
で
色
の
薄
い
部
分
は
濃
い
部
分
に
比

べ
る
と
、
針
葉
樹
で
は
細
胞
壁
が
薄
く
、
広
葉
樹
で

は
細
胞
の
種
類
が
違
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
違
い
で

色
の
濃
淡
が
生
じ
る
の
で
す
。

A
木
口
面
に
青
黒
く
変
色
し
た
部
分
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
何
で
す
か
？
そ
の
部
分
は
辺
材
に
限
ら
れ
て
い

る
よ
う
で
す
が
、
な
ぜ
で
す
か
？

　
青
変
菌
と
呼
ば
れ
る
カ
ビ
の
菌
糸
が
作
り
出
す
色

素
で
す
。
カ
ビ
は
主
に
辺
材
で
繁
殖
し
ま
す
。

A
木
口
面
を
よ
く
見
る
と
小
さ
な
穴
が
見
え
ま
す
。
こ

の
穴
は
一
体
何
で
す
か
？

　
広
葉
樹
材
に
あ
る
道
菅
で
す
。
道
菅
は
根
か
ら
吸

い
上
げ
た
水
を
葉
に
送
っ
て
い
ま
す
。

A
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赤石和義

館長
岡野　健

スタッフ
長谷川麻

紀

スタッフ
吉田亜里

紗

所在地

木材・合板博物館のご案内

新木場一丁目バス停

東京メトロ有楽町線
JR京葉線
東京りんかい高速鉄道

アクセス

開館時間

休 館 日
＊都合により開館日・時間を変更することがあります
＊幼児および小学生の入館には、保護者のつきそいが必要です。
＊団体での見学は事前にお申し込みください。

より徒歩7分

よりバス 
②のりば／木11甲・木11折返

より徒歩1分

東京メトロ東西線 東陽町駅

毎週月曜日、火曜日、祝日　年末年始

午前10：00より午後5：00まで（入館は閉館30分前まで）入館無料

「木工教室」などさまざまなイベントを企画しております。
事務局へお問い合せ又はホームページをご覧ください。

新木場駅
新木場駅
新木場駅

新木場一丁目バス停

新木場タワー3・4F

博
物
館
を
通
し
て
、
た
く
さ
ん
の

人
に
木
材
と
合
板
の
可
能
性
を
感

じ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
会
社
・
博
物
館
で

の
経
験
を
生
か
し
て
、
展
示
更
新

や
教
育
普
及
等
に
力
を
注
ぎ
た
い

で
す
。

創
刊
号
は
議
論
の
末
に
身
を
削
る

思
い
で
決
め
た
鉋
台
の
匠
、
そ
の
高

嶋
さ
ん
か
ら
な
ん
と
Ｗ
Ｐ
Ｃ
の
鉋
台

を
頂
い
て
仰
天
、
感
謝
、
感
激
。

ベ
ニ
ヤ
業
界
に
入
り
三
十
年

博
物
館
に
て
合
板
の
良
い
と
こ
ろ
を

ア
ピ
ー
ル
し
ま
す
。

来
館
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

間伐は みどりを育てる
深呼

吸

本誌には国産材・間伐材パルプを使用しています。

高嶋さんから恵贈された鉋、手前からマカバ（WPC積層）、シラカシ、ブナ（積層）で、
シラカシ以外は製造中止。表紙
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木とひと、暮らしを結ぶ誌上博物館

ご う は ん
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