
もくじ

02
木のまち　貯木のまち　吉野から

04　川のほとりの製材団地
06　聞き書き「私と貯木」
08　ハラオシさんに会いたい！
10　潜入！原木市
12　吉野材で家を建てること
14　銘木入門
16　こんな市も開かれます
18　吉野の割箸は木を使い切る知恵です
20　集成材が拓く「木でできること」
22　樽と樽丸ふたたび
26　製材バンザイ座談会！

34
ねじまき堂の吉野武者むちゃ修行
　　─ mission 1.2.3 ─

42
吉野と暮らす　木の道具

42　製材職人さんのものづくり
坪岡林業さん，丸商店さん、イヌイ木工さん

46　木の音、木の色、木の性格
杉本弦楽器製作所さん、
和田工芸さん、あかり工房 吉野さん

タイトルロゴ／　野口 あすか
イラスト／　乾 智美

１

吉野貯木。「よしのちょぼく」と読みます。

奈良の吉野といえば、桜の名所としてご存知の方

も多いでしょう。その吉野山の麓を流れる吉野川

沿岸に、材木がどっさり置かれた一画がありま

す。吉野の貯木場です。材木の市場が開かれ、

大小の製材所が集まっています。製材所

はそれぞれの得意分野を持ち、それぞ

れに木のプロです。そんな木のま

ちの様子をちょぼっとおはなし

したくて、「ちょぼくブック」

を作りました。

50
木、山、川、
ひと、とき、まち、吉野

52　吉野と木のことを
もうちょっと話してみました

56　木のある暮らしをかんがえる
58　あとがき
60　いま、吉野貯木から



木
の
ま
ち

貯
木
の
ま
ち

吉
野
か
ら

　

奈
良
県
吉
野
郡
吉
野
町
は
、
奈
良
県
地

図
の
ま
ん
な
か
よ
り
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
上

あ
た
り
。
桜
で
有
名
な
吉
野
山
、
万
葉
集

に
も
登
場
す
る
宮
滝
な
ど
、
美
し
い
景
色

と
長
い
歴
史
を
持
つ
山
間
の
地
で
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
、「
木
の
ま
ち
」
と
い
う

顔
も
持
っ
て
い
ま
す
。
と
な
り
合
う
村
々

か
ら
伐
り
出
さ
れ
た
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
が
集

め
ら
れ
、
美
し
く
製
材
さ
れ
、
日
本
中
へ

旅
立
っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
。
通
り
の
そ
こ
こ

こ
に
材
木
の
山
、
煙
突
か
ら
も
く
も
く
と

煙
、
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
が
行
き
か
い
、
製

材
工
場
の
機
械
音
が
聞
こ
え
、
そ
し
て
い

つ
も
木
の
香
り
が
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
川
沿
い
の
製
材
団
地
一
帯
を
「
吉

野
貯
木
」
と
呼
び
ま
す
。
普
段
は
働
く
た

め
の
現
場
で
す
が
、
知
っ
て
ほ
し
い
風
景

や
技
術
、
出
会
っ
て
み
て
ほ
し
い
人
の
い

る
吉
野
町
の
大
切
な
場
所
で
す
。
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木
の
ま
ち
「
吉
野
貯
木
場
」
が
で
き

た
の
は
昭
和
14
年
。
そ
れ
ま
で
吉
野
川

上
流
に
あ
る
川
上
村
か
ら
伐
り
出
さ
れ

た
吉
野
材
は
、
筏
を
組
ん
で
水
運
輸
送

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
す
べ
て
の
売
買
は

筏
流
し
の
終
点
で
あ
る
和
歌
山
で
行
わ

れ
、
経
済
的
な
主
導
権
や
う
ま
み
は
吉

野
側
に
は
も
た
ら
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

筏
流
し
の
風
景
は
吉
野
ら
し
さ
の
一
つ

と
さ
れ
ま
し
た
が
、
木
材
業
界
に
と
っ

て
の
そ
れ
は
決
し
て
「
の
ど
か
さ
」
だ

け
の
風
景
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

そ
ん
な
吉
野
が
自
立
す
る
機
会
が
訪

れ
ま
す
。
昭
和
12
年
２
月
、
吉
野
町
上

市
に
あ
る
中
州
地
域
中
心
に
、
県
営
吉

野
貯
木
場
の
工
事
が
始
ま
り
ま
し
た
。

完
成
は
同
14
年
11
月
。
こ
の
貯
木
場
は

原
木
市
場
だ
け
で
な
く
３
つ
の
水
中
貯

木
場
を
備
え
、
そ
れ
と
同
時
に
木
材
団

地
を
造
成
し
て
工
場
誘
致
。
こ
れ
は
工

場
で
原
木
を
建
築
用
材
等
に
加
工
し
、

付
加
価
値
を
付
け
て
出
荷
し
よ
う
と
す

る
試
み
で
し
た
。

　

吉
野
貯
木
場
で
は
製
材
し
た
製
品
を

運
ぶ
た
め
、
貨
車
の
引
き
込
み
線
も
敷

設
し
て
い
ま
す
。
各
製
材
所
か
ら
貨
物

列
車
に
積
み
込
ま
れ
、
吉
野
神
宮
駅
か

ら
吉
野
口
を
経
由
し
、
今
度
は
国
鉄
線

路
を
使
い
、
製
品
の
行
き
つ
く
先
は
、

な
ん
と
東
京
・
汐
留
！ 

吉
野
の
製
材
が

飛
躍
的
に
伸
び
た
背
景
に
は
貯
木
場
か

ら
首
都
ま
で
、
ダ
イ
レ
ク
ト
に
製
品
を

輸
送
で
き
る
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
が
あ
り

ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
先
人
た
ち
の
一
大
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
お
か
げ
で
木
材
の
先
進
地

と
な
っ
た
奈
良
・
吉
野
、
そ
し
て
吉
野

貯
木
場
。

　

80
年
近
い
時
間
を
重
ね
た
現
在
、
や

は
り
様
変
わ
り
し
て
い
ま
す
。
貯
木
に

あ
っ
た
大
き
な
３
つ
の
池
は
埋
め
立
て

ら
れ
て
消
え
、
時
代
の
最
先
端
だ
っ
た

引
き
込
み
線
は
廃
線
と
な
り
ま
し
た
。

事
業
所
の
数
は
、
最
盛
期
と
比
べ
て
半

分
以
下
に
減
少
し
て
い
ま
す
。

　

と
は
い
え
、
平
成
26
年
の
吉
野
貯
木

に
も
、
ま
だ
多
く
の
製
材
所
が
立
ち
並

ん
で
い
ま
す
。
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
の
柱
や

造
作
材
だ
け
を
専
門
に
挽ひ

く
工
場
、
樹

齢
百
年
以
上
を
数
え
る
吉
野
杉
の
大
径

木
だ
け
を
挽
く
工
場
、
神
社
仏
閣
や
能

舞
台
の
建
築
材
を
挽
く
工
場
、
掛
け
軸

の
軸
棒
に
使
わ
れ
る
丸
棒
だ
け
を
製
造

す
る
工
場
、
割
箸
を
製
造
す
る
工
場
、

製
材
過
程
で
出
る
お
が
く
ず
を
使
っ
て

活
性
炭
を
作
る
工
場
等
。
吉
野
貯
木
は

木
の
専
門
店
街
で
す
。

　

最
近
に
な
っ
て
新
た
に
見
出
さ
れ
つ

つ
あ
る
価
値
も
あ
り
ま
す
。
木
が
積
み

上
げ
ら
れ
た
光
景
の
面
白
さ
、
狭
い
空

間
も
生
き
物
み
た
い
な
滑
ら
か
さ
で
動

く
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
（
と
て
も
長
い
材

を
積
ん
で
！
）、
道
端
で
木
の
皮
む
き
作

業
を
す
る
職
人
さ
ん
の
見
事
な
手
さ
ば

き
、
年
季
の
入
っ
た
木
造
の
倉
庫
や
古

び
た
工
場
跡
、
廃
線
跡
の
草
の
小
道
に

漂
う
哀
愁
、
そ
し
て
木
の
持
つ
歴
史
と

可
能
性
。

　

歩
け
ば
出
合
う
こ
の
ま
ち
の
た
く
さ

ん
の
魅
力
に
、
他
で
も
な
い
吉
野
貯
木

の
人
た
ち
自
身
が
気
付
い
て
伝
え
始
め

た
こ
と
で
、
こ
の
『
ち
ょ
ぼ
く
ブ
ッ
ク
』

も
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

受
け
継
が
れ
る
も
の
、
な
く
な
っ
た

も
の
、
変
わ
り
な
が
ら
残
る
も
の
。
い

ろ
い
ろ
な
こ
と
を
よ
り
あ
わ
せ
な
が
ら
、

吉
野
貯
木
の
時
間
は
今
日
も
紡
が
れ
て

い
ま
す
。

川
の

ほ
と
り
の

製
材
団
地

吉野川に架かる古い鉄橋。川の向こう岸が「吉野貯木」のまちです。

線路が続く先、山間に霞んで見えるのは吉野山の金峯山寺。貯木の

まちは川に沿って広がっています。「吉野貯木場」は川の中州を利用

して作られましたが、後に川の流れが変わって現在の地形になりま

した。山、そして川とともに生きてきた場所です。

（写真右）吉野貯木の工場の屋

根の上にある小さな塔のような

もの。これは通称「ひっこつ

ぼ」、おがくずの集塵機なんで

す。（左 ) 原木市の様子。どん

どん競り落とされていきます。

［
ち

ょ
ブ

ッ
ク

メ
モ

］　
　

昭
和

3
年

、
吉

野
鉄

道
が

六
田

駅
(旧

吉
野

駅
）

か
ら

延
伸

さ
れ

た
の

に
伴

い
完

成
し

た
鉄

橋
が

架
か

っ
て

い
ま

す
。

正
式

名
称

は
「

吉
野

川
橋

梁
」
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昔
は
山
で
伐
っ
た
木
を
筏
に

し
て
、
川
を
使
っ
て
運
ん

で
ま
し
て
ん
。
そ
の
木
を
川
か
ら
揚
げ

て
、
吉
野
貯
木
の
製
材
所
さ
ん
に
届
け

る
の
が
、
当
時
の
う
ち
の
仕
事
。
た
ま

に
隣
町
の
下
市
町
に
コ
ワ(

割
り
箸
用

の
木
の
端
材
）
を
運
ん
で
行
く
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
な
ぁ
。
最
初
は
牛
車
で
配

達
し
て
ま
し
た
が
、牛
は
ひ
ま
が
か
か
っ

て
。
し
ば
ら
く
し
て
馬
を
買
う
て
な
ぁ
。

多
い
時
は
４
頭
。
私
が
朝
起
き
て
一
番

に
す
る
の
は
馬
の
世
話
。
餌
を
や
っ
て
、

毛
並
み
を
き
れ
い
に
し
て
、
鞍
を
乗
せ

て
、
主
人
を
送
り
出
し
て
。
飼
い
葉
の

ま
わ
り
（
準
備
）
や
、
月
に
２
回
、
蹄て
い

鉄て
つ

を
打
ち
に
来
て
も
ろ
た
り
。
重
た
い

荷
を
運
ん
で
、
す
り
減
る
ん
や
ね
え
。

伊
勢
湾
台
風
の
と
き
は
、
真
っ
先
に
馬

を
高
台
に
移
し
て
や
り
ま
し
た
。
今
の

吉
野
神
宮
駅
の
あ
た
り
ま
で
登
っ
て
、

空
き
小
屋
に
繋
い
で
お
い
た
の
。
お
か

げ
で
馬
は
無
事
で
し
た
が
、
川
沿
い
の

自
宅
は
流
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

聞き書き

「私と貯木」

「
最
初
は
牛
車
、
そ
の
後
は
馬
で
」

乾 

千
代
枝 

さ
ん

「
池
で
泳
い
だ
り
、
丸
太
乗
り
し
た
り
」

上
垣 

公
俊 

さ
ん

代々の努力や工夫が積み重なって、今の吉野貯木があります。現在

は機械が担っている作業も、もとは人力でこなしていたことがたく

さん。そして失った風景にも、それぞれ役割がありました。まちの

大先輩に「あのころの貯木」を聞いてみます。

吉
野
神
宮
駅
か
ら
貯
木
場

へ
貨
車
の
引
き
込
み
線
が

走
っ
て
ま
し
て
な
。
製
材
し
た
木
を
貨

車
に
積
み
込
ん
で
出
荷
し
と
っ
た
。
引

き
込
み
線
は
複
線
に
な
っ
て
た
と
こ
ろ

が
あ
っ
て
、
す
れ
違
い
も
で
き
た
し
、

ス
イ
ッ
チ
バ
ッ
ク
が
で
き
る
よ
う
に
も

な
っ
て
ま
し
た
な
ぁ
。
流
通
が
ト
ラ
ッ

ク
中
心
に
な
っ
て
、
引
き
込
み
線
が
廃

線
に
な
る
と
き
は
、
レ
ー
ル
が
売
り
に

出
さ
れ
て
。
そ
の
と
き
の
レ
ー
ル
は
、

あ
ち
こ
ち
の
製
材
所
で
再
利
用
さ
れ
と

る
で
。
積
ん
だ
材
木
の
崩
れ
止
め
の
支

柱
に
使つ
こ

た
り
と
か
。
廃
線
後
は
線
路
が

走
っ
て
た
場
所
に
も
新
し
く
工
場
が
建

ち
ま
し
て
ん
。
オ
オ
ツ
ジ
さ
ん
と
こ
の

敷
地
に
盛
り
上
が
っ
と
る
と
こ
あ
っ
て

な
。
そ
こ
は
昔
、
線
路
が
走
っ
と
っ
た

と
こ
ろ
。
コ
ン
ク
リ
め
く
っ
て
み
た
ら

分
か
る
（
笑
）　

せ
や
せ
や
、
当
時
そ
の

ま
ま
の
木
の
電
柱
が
松
尾
木
材
さ
ん
と

こ
に
あ
る
。
あ
れ
が
最
後
の
一
本
や
。

川
か
ら
引
い
た
水
を
貯
め
て

造
っ
た
貯
木
池
に
、
丸
太
を

浮
か
べ
て
保
管
し
て
た
時
期
が
あ
り
ま

し
て
ん
。
第
一
貯
木
池
の
南
端
に
は
貨

車
の
共
同
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
て
、

第
二
、
第
三
貯
木
池
で
は
各
製
材
所
が

専
用
ホ
ー
ム
を
作
っ
て
、
ウ
ィ
ン
チ
で

荷
物
を
上
げ
て
ま
し
た
な
。
池
に
は
、

最
初
は
筏
に
し
て
流
し
て
き
た
木
を
浮

か
べ
て
ま
し
た
ん
や
。
後
に
陸
上
輸
送

に
な
っ
て
か
ら
は
ト
ラ
ッ
ク
で
運
ん
で

き
た
木
を
ボ
シ
ャ
ー
ン
と
。
今
は
池
は

全
部
埋
め
立
て
ら
れ
て
し
も
て
、
製
材

所
が
建
っ
と
る
ね
。
あ
の
頃
の
も
の
い

う
た
ら
、
石
垣
や
丹
治
川
か
ら
水
を
引

い
て
い
た
水
門
跡
な
ど
が
少
し
残
っ
て

る
だ
け
で
す
わ
。
こ
の
貯
木
池
で
泳
い

だ
か
て
？
。
あ
ぁ
、
泳
い
だ
泳
い
だ
。

浮
か
ん
で
る
丸
太
に
も
乗
っ
た
よ
。
３

本
く
ら
い
つ
な
い
で
あ
る
と
簡
単
な
ん

や
け
ど
、
丸
太
の
一
本
乗
り
は
木
が
く

る
く
る
回
っ
て
難
し
か
っ
た
な
ぁ
。

「
駅
か
ら
貯
木
に
引
き
込
み
線
が
」

西
村 

守
夫 

さ
ん

（写真右）馬車に丸太を積む

様子。（中）貯木場を走る引

き込み線。（左）材木が浮か

ぶ貯木池。これらは吉野貯

木の原風景、吉野町在住の

本迫宏典さん収集・所蔵の

貴重な写真資料です。

［
ち

ょ
ブ

ッ
ク

メ
モ

］　
　

吉
野

貯
木

の
古

い
写

真
資

料
は

、
吉

野
林

材
振

興
協

議
会

（
吉

野
材

セ
ン

タ
ー

敷
地

内
）

で
見

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
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［
ち

ょ
ブ

ッ
ク

メ
モ

］　
ハ

ラ
オ

シ
さ

ん
は

製
材

の
花

形
。「

身
上

書
に

、
職

業
：

ハ
ラ

オ
シ

と
書

け
ば

、
嫁

が
来

る
」

と
言

わ
れ

る
ほ

ど
で

、
待

遇
も

別
格

だ
っ

た
そ

う
で

す
。

　
「
良
い
柱
で
す
ね
」「
吉
野
材
で
す
か

ら
」「
あ
っ
、
や
っ
ぱ
り
」。

　

木
に
詳
し
く
な
く
と
も
、
そ
う
相
づ

ち
を
打
ち
た
く
な
る
ほ
ど
吉
野
材
は
銘

木
の
代
表
で
す
。
目
の
当
た
り
に
す
れ

ば
良
さ
は
一
目
瞭
然
。
色
艶
、
香
り
、

目
あ
い
（
木
目
の
具
合
）、
ど
れ
を
と
っ

て
も
素
晴
ら
し
い
。
こ
の
高
級
材
の
多

く
の
原
木
は
吉
野
川
上
流
で
育
ち
ま
す
。

長
年
人
の
手
を
か
け
、
育
林
技
術
を
磨

い
て
き
た
成
果
で
す
。
四
世
代
に
渡
っ

て
手
塩
に
か
け
た
樹
齢
百
年
を
超
す
木

も
珍
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
当

然
の
よ
う
に
こ
の
原
木
は
高
価
で
す
。

　

製
材
所
は
、
原
木
市
場
で
競
り
落
と

し
た
こ
の
高
価
な
木
を
、
よ
り
価
値
を

生
む
製
品
に
仕
立
て
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
ど
う
木
取
り
を
す
れ
ば
木
目
が

よ
り
美
し
く
現
わ
れ
る
か
、
無
駄
な
く

使
え
る
か
。
こ
れ
を
原
木
の
段
階
で
見

極
め
て
判
断
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま

す
。
え
い
や
ぁ
と
木
を
適
当
に
真
ん
中

で
パ
カ
ッ
と
割
っ
て
、
そ
れ
か
ら
「
ど

う
し
ま
し
ょ
う
？
」
と
考
え
た
の
で
は

遅
い
わ
け
で
す
。

　

木
取
り
を
間
違
え
れ
ば
製
品
価
格
が

仕
入
れ
値
を
下
回
り
ま
す
。
一
大
事
で

す
。
製
材
所
の
利
益
を
守
る
た
め
、
木

に
対
す
る
経
験
、
知
識
、
勘
、
す
べ
て

を
動
員
し
原
木
を
見
つ
め
る
人
、
そ
の

肩
に
一
切
の
責
任
を
負
う
人
、
そ
れ
が

ハ
ラ
オ
シ
さ
ん
で
す
。

　

自
然
の
恩
恵
で
あ
る
原
木
を
数
値
化

す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
一
本
一
本

の
木
に
個
性
が
あ
り
ま
す
。
ハ
ラ
オ
シ

さ
ん
は
、
こ
の
木
が
山
の
ど
の
斜
面
で

育
っ
た
木
か
、
川
上
の
ど
こ
の
木
か
、

だ
れ
が
育
て
た
の
か
な
ど
、
様
々
な
情

報
を
元
に
木
の
素
性
を
感
じ
、
見
抜
こ

う
と
し
ま
す
。

　

杉
の
大
径
木
を
専
門
に
挽
く
上
垣
商

店
さ
ん
で
、
そ
の
仕
事
を
拝
見
し
ま
し

た
。
ハ
ラ
オ
シ
さ
ん
は
木
に
触
れ
、
上

か
ら
下
か
ら
眺
め
ま
す
。
何
度
も
何
度

も
繰
り
返
し
ま
す
。
年
輪
と
会
話
を
し

て
い
る
よ
う
で
す
。
時
に
周
り
の
人
と

相
談
し
な
が
ら
作
業
を
進
め
ま
す
。
原

木
に
墨
付
け
を
す
ま
せ
、
木
が
不
用
意

に
動
き
出
さ
な
い
よ
う
に
固
定
し
て
、

い
よ
い
よ
台
車
が
動
き
出
す
─
。
一
本

の
木
を
切
り
始
め
る
ま
で
に
、
相
当
な

時
間
が
費
や
さ
れ
ま
し
た
。
最
上
の
原

木
か
ら
最
高
の
材
を
取
り
出
す
、
木
と

人
の
儀
式
の
よ
う
で
す
。

　

吉
野
貯
木
は
他
産
地
と
比
べ
、
機
械

化
が
遅
れ
て
来
た
と
さ
れ
ま
す
。
機
械

化
し
て
、
体
育
館
の
よ
う
な
工
場
に
製

材
機
を
並
べ
、
自
動
で
た
く
さ
ん
の
材

を
製
材
し
単
価
を
下
げ
て
市
場
に
送
り

出
す
「
効
率
的
」
な
や
り
方
。

　

た
し
か
に
吉
野
林
業
は
、
そ
の
や
り

方
と
は
、
少
し
離
れ
た
場
所
に
い
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
機
械
化
の
中
で
は

後
回
し
に
さ
れ
が
ち
な
木
取
り
の
大
切

さ
。
そ
の
部
分
を
吉
野
で
は
今
も
ハ
ラ

オ
シ
さ
ん
が
担
っ
て
い
ま
す
。

　

ハ
ラ
オ
シ
さ
ん
は
吉
野
の
木
が
ど
れ

だ
け
の
時
間
と
手
間
を
か
け
育
て
ら
れ

て
き
た
の
か
を
よ
く
よ
く
知
っ
て
い
ま

す
。
だ
か
ら
こ
そ
自
然
の
恵
み
を
余
す

と
こ
ろ
な
く
使
い
切
っ
て
、
数
百
年
愛

さ
れ
る
材
に
し
よ
う
と
腕
を
ふ
る
う
の

で
す
。

　

ハ
ラ
オ
シ
さ
ん
が
腕
を
ふ
る
え
る
よ

う
な
吉
野
の
木
が
、
五
十
年
後
、
百
年

後
も
あ
る
よ
う
に
。
吉
野
の
山
で
木
を

育
て
続
け
る
こ
と
が
、
と
て
も
大
事
だ

と
思
い
ま
す
。

ハラオシさんに
会いたい！

吉野貯木に「ハラオシ」という職業があります。大きな台車に乗せ

た原木の丸太を、電動で回転する大きなノコギリに向かって、ゆっ

くりとお腹で押していくのでこう呼ばれます。ひたすら力持ちが得

意とする仕事のような印象ですが、むしろ頭脳派、製材所の運命を

左右するとても大切な仕事です。

（写真右）木の素性を見極めな

がらの墨付け作業。（左）木目

を見ながら、次の作業への検討

が始まります。

上垣商店

吉野郡吉野町橋屋 290 － 1

0746（32）0215
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まっすぐで立派な材が多い中、
変わった木が並ぶこともありま
す。空洞のある木、半分に割れ
た大径木など。市の終わりに、
その木の製材方法や使い途につ
いて皆さんが楽しげに話し合っ
ていました。どんな木でもうま
く使いこなし、木を生かしてあ
げることが木を使う人の腕の見
せ所！何に化けるか乞うご期待。

これどう使う？

こういう木取りでいってみよか？

まっすぐで立派な材が多い中、
変わった木が並ぶこともありま
す。空洞のある木、半分に割れ
た大径木など。市の終わりに、
その木の製材方法や使い途につ
いて皆さんが楽しげに話し合っ
ていました。どんな木でもうま
く使いこなし、木を生かしてあ
げることが木を使う人の腕の見
せ所！何に化けるか乞うご期待。

材の値段は１本いくらの単価ではなく、材積あたりの金額になります。立米（りゅうべい）単価といいます。 （高さ×幅×長さ×金額）です。市に参加する人は頭の中で計算がぱっとできちゃうのです！

材の値段は１本いくらの単価ではなく、材積あた

「からん からん からん」
鐘が鳴ると市の始まり。
落札すると「からん」と鐘がひと鳴り。次々に値が
ついて競り落とされて行きます。市に出された木た
ちがどんなふうに使われるのか楽しみです！

年輪が真円に近く、断面の色
味がよく、下から上まで幹の
太さに差が少ない、虫食いや
腐りのないものなどがよいも
のとされています。

見た目のよい木には賞がつけられています。

吉野の良い材は吉野で挽きたい、という職人
魂とプライドのある人たちが貯木には居るの
です。立派な材を高額で競り落とした猛者に
どよめきが起こりました。

買い方

原木を買う人です。製材所や銘木屋さん
がぞくぞく買い付けに集まります。付け
ている番号はそれぞれの買い方番号です。

山から伐り出されてきた原木が市に並び、製材業者さんたちはそれを競りで仕入れます。
吉野では毎月決まった日に市が行われていますが、特に材がたくさん出るのは秋。全国
の材木屋さんが集まって、１年のうちでいちばん市が盛り上がります。白熱の原木市を
のぞいてみました！

５のサインを振ると
５万５千

人差し指をちらちら
折ると３万５千。
ちょっと高度なワザ
（読み取る方も）

もう一声

いこか！潜入！原木市 市をすすめるのは『振り子』
と呼ばれる市場の職員さん。

振り子

たくさんの指数字
を瞬時に読み取る
振り子さんは並な
らぬ眼力！

８

９９
10 10

欲しい値段は指数字で
伝えます。 振り子さんと
の駆け引きにもコツがいる
そうです。

キャタピラ式

丸太の断面に書かれている数字は、上が末口の直径（木の細い
方の断面）（cm）、下が長さ（ｍ）です。
例えば、この人のもたれかかっている木は、長さが４ｍ、直径
が 100cmということです。

こんなに大きい木が並んでいるよ！

152cm

ひときわ大きいクレーン。
丸太を掴んで運びます。
旋回するので注意！
タイヤ式もあります。

貯
木
で
使
わ
れ
る

指
数
字７７９９ ８８

ズギューン！

1010

グッドラック！！

１１２３４４
５５６６


