
　

吉
野
貯
木
は
高
度
に
専
門
化
し
な
が

ら
発
達
し
て
き
た
製
材
団
地
で
す
。
床

板
を
挽
く
と
こ
ろ
、
天
井
板
を
挽
く
と

こ
ろ
、
柱
を
挽
く
と
こ
ろ
。
各
々
専
業

で
技
術
を
磨
き
、
効
率
も
上
げ
る
。
プ

ロ
向
け
の
専
門
店
街
で
す
。

　

一
方
、
阪
口
製
材
所
さ
ん
は
、「
吉
野

の
木
で
家
を
建
て
る
」
こ
と
に
ま
つ
わ

る
あ
れ
こ
れ
を
ひ
っ
く
る
め
て
対
応
し

て
い
ま
す
。
吉
野
貯
木
で
は
、
か
な
り

珍
し
い
や
り
方
で
す
。エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー

で
あ
る
住
む
人
に
、
よ
り
比
重
を
置
い

て
視
線
を
向
け
た
結
果
で
し
た
。

　

住
み
手
と
い
う
の
は
貯
木
が
こ
れ
ま

で
取
引
し
て
き
た
、
そ
の
道
の
プ
ロ
と

は
違
い
ま
す
。「
床
は
あ
そ
こ
で
買
っ
て
、

天
井
は
む
こ
う
で
買
っ
て
…
…
」
と
、

建
築
材
を
探
し
回
る
な
ど
相
当
に
荷
が

重
い
こ
と
で
す
。
貯
木
に
縁
が
な
け
れ

ば
な
お
さ
ら
。
な
ら
ば
─
。

「
家
を
建
て
る
の
に
必
要
な
全
て
の
部
材

の
在
庫
を
、
う
ち
で
ま
と
め
て
用
意
す

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
の
上
で
、
吉

野
の
木
を
使
っ
た
家
に
住
み
た
い
人
と

設
計
者
や
工
務
店
を
繋
い
で
い
こ
う
と
。

そ
れ
が
で
き
る
の
は
町
と
山
の
間
に
い

る
僕
た
ち
製
材
所
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な

と
」

　

そ
う
話
す
阪
口
製
材
所
の
阪
口
勝
行

さ
ん
は
建
築
家
ら
と
組
み
、「
吉
野
サ
ロ

ン
」「
吉
野
ス
タ
イ
ル
」
と
い
う
２
つ
の

モ
デ
ル
ハ
ウ
ス
を
吉
野
町
に
建
て
ま
し

た
。
暮
ら
し
全
般
を
提
案
す
る
場
と
し

て
、
家
具
や
照
明
、
薪
ス
ト
ー
ブ
も
置

か
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
数
年
、
訪
問
客
が
増
え
ま
し
た
。

雑
誌
で
の
紹
介
記
事
な
ど
で
、「
奈
良

に
吉
野
の
木
で
作
っ
た
家
が
あ
り
、
見

学
で
き
る
」
と
い
う
情
報
を
見
つ
け
出

し
て
遠
く
か
ら
で
も
足
を
運
ぶ
人
た
ち

で
す
。
彼
ら
は
吉
野
の
木
に
つ
い
て
知

り
た
い
と
考
え
て
い
て
、
木
を
使
う
こ

と
に
対
し
て
十
人
十
色
の
イ
メ
ー
ジ
を

持
っ
て
い
ま
す
。

「
そ
う
い
う
希
望
な
ら
こ
の
設
計
士
さ
ん

が
相
応
し
い
な
と
か
、
そ
の
土
地
に
建

て
る
な
ら
あ
の
工
務
店
さ
ん
が
向
い
て

る
な
と
か
。こ
れ
ま
で
育
て
て
き
た
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
生
か
し
て
、
み
ん
な
が
満

足
で
き
る
仕
事
を
作
っ
て
い
こ
う
と

思
っ
て
い
ま
す
。
木
を
使
い
た
い
と
い

う
ニ
ー
ズ
に
応
え
ら
れ
る
体
制
を
も
っ

と
充
実
さ
せ
た
い
し
、
山
に
お
金
が
還

る
仕
組
み
に
し
た
い
と
も
思
い
ま
す
」

　

無
節
は
吉
野
材
の
身
上
で
す
が
、
阪

口
さ
ん
は
節
の
あ
る
建
築
材
を
使
う
こ

と
も
否
と
は
し
ま
せ
ん
。

「
空
間
に
合
う
も
の
が
い
い
ん
で
す
。
そ

れ
は
節
の
あ
る
木
か
も
知
れ
な
い
し
、

木
じ
ゃ
な
い
こ
と
も
あ
る
か
も
知
れ
な

い
」

　

木
を
選
ぶ
動
機
が
、「
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
で
は
な
く
て
、「
で
あ
れ
ば
魅

力
的
、
心
地
よ
く
て
使
い
や
す
い
」
で

あ
る
こ
と
。
そ
こ
か
ら
広
が
る
裾
野
は
、

き
っ
と
小
さ
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

吉
野
は
木
と
ど
っ
ぷ
り
付
き
合
っ
て

き
た
国
で
、「
木
と
暮
ら
す
」
こ
と
は
当

た
り
前
で
し
た
。
け
れ
ど
日
本
の
山
の

木
を
住
宅
に
使
う
こ
と
は
、
気
付
け
ば

困
難
に
な
っ
て
い
ま
し
た
、

　

町
と
山
の
間
、
木
と
暮
ら
し
た
い
人

と
木
を
育
て
る
人
の
間
。
そ
こ
を
柔
ら

か
く
結
ぶ
窓
口
は
、
こ
れ
か
ら
う
ん
と

必
要
と
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
木
の
情
報

と
木
の
知
の
集
積
地
と
し
て
の
役
割
を

担
っ
て
ゆ
く
こ
と
は
、
吉
野
貯
木
の
課

題
で
す
。

吉
野
材
で

家
を

建
て
る
こ
と

吉野貯木へやって来た人が、必ず「あれは？」と尋ねる場所があり

ます。阪口製材所のモデルハウス、平屋建ての「吉野サロン」とすっ

きり開放感のある吹き抜けを持つ「吉野スタイル」の二棟です。

２棟のモデルハウスには、スギ、ヒノキ、サク

ラ、カバなど、いろいろな「吉野の木」が使わ

れています。家具や照明の相談もできます。

（写真左・中）モデルハウス

の様子。（右）「家が好き」

と話す阪口勝行さん。

阪口製材所

吉野郡吉野町丹治 113

0746（32）2310

http://wood-sakaguchi.jp/
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［
ち

ょ
ブ

ッ
ク

メ
モ

］　
世

界
最

古
の

木
造

建
築

で
あ

る
法

隆
寺

。
五

重
塔

の
心

柱
は

594
年

に
伐

採
さ

れ
た

と
推

定
さ

れ
て

い
ま

す
。



　

い
ま
吉
野
貯
木
に
残
る
現
役
の
建
築

の
う
ち
、
最
も
古
い
も
の
の
一
つ
が
銘

木
専
門
の
老
舗
、
辻
源
商
店
さ
ん
の
建

物
。
銘
木
と
は
、
希
少
価
値
の
高
い
木

や
鑑
賞
対
象
と
な
る
木
の
総
称
で
す
。

　

淡
い
ブ
ル
ー
の
ペ
ン
キ
塗
装
が
施
さ

れ
た
ク
ラ
シ
ッ
ク
な
事
務
所
を
訪
ね
る

と
、
そ
の
奥
に
多
種
多
様
な
銘
木
が
並

ぶ
年
季
の
入
っ
た
倉
庫
が
あ
り
ま
し
た
。

辻
源
商
店
七
代
目
！ 

辻
本
昇
一
さ
ん
に

案
内
を
お
願
い
し
て
、
吉
野
銘
木
の
い

ろ
は
の
イ
を
教
え
て
い
た
だ
く
超
初
心

者
向
け
銘
木
講
座
ス
タ
ー
ト
。

─
お
ぉ
、
木
が
た
く
さ
ん
。
こ
ち
ら
が

磨
き
丸
太
で
す
ね
。
あ
ち
ら
の
も
磨
か

れ
て
つ
る
つ
る
し
て
ま
す
が
、
表
面
に

デ
コ
ボ
コ
が
あ
り
ま
す
ね
。

「
ス
ギ
の
天て
ん

絞し
ぼ

で
す
。
突
然
変
異
で
、
木

の
表
面
に
模
様
が
出
て
い
ま
す
。
天
然

の
絞
り
模
様
と
い
う
こ
と
。
人
工
的
に

付
け
た
も
の
も
あ
り
ま
す
よ
」

─
木
に
模
様
を
付
け
る
？

「
ツ
ツ
ジ
の
小
枝
を
木
に
く
く
り
つ
け
て

ね
。
最
近
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
棒
に
な
り

ま
し
た
」

─
そ
の
棒
を
模
様
の
数
だ
け
、
木
の
幹

に
貼
り
付
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

す
ご
い
根
気
…
…
！
。
あ
、
こ
の
木
は
、

こ
ぶ
状
の
も
の
が
あ
り
ま
す
が
。

「
こ
こ
に
仏
さ
ま
が
お
い
で
に
な
る
よ
う

に
見
え
な
い
か
な
？
」

─
わ
、
本
当
！　

途
端
に
あ
り
が
た
い

気
持
ち
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
向

こ
う
の
木
は
グ
ニ
ャ
ッ
と
曲
が
っ
て
い

て
、
幹
が
白
と
茶
の
ツ
ー
ト
ー
ン
で
、

見
た
目
グ
イ
グ
イ
来
る
感
じ
で
す
ね
。

「
ム
ロ
変へ
ん

木ぼ
く

と
い
い
ま
す
」

─
そ
ち
ら
の
木
肌
は
見
覚
え
が
あ
り
ま

す
。
サ
ク
ラ
で
し
ょ
う
か
？

「
そ
う
そ
う
」

─
あ
ち
ら
は
ま
た
渋
い
色
と
い
う
か
、

柄
と
い
う
か
。
カ
ッ
コ
い
い
な
ぁ
。

「
錆さ
び

丸ま
る

太た

と
い
っ
て
、
山
で
皮
を
剥
い
て

寝
か
せ
て
お
く
と
、
カ
ビ
の
作
用
で
こ

う
な
る
ん
で
す
な
」

─
カ
ビ
、
す
ご
い
で
す
ね
。

「
と
こ
ろ
で
ね
、
い
ま
こ
の
倉
庫
に
あ
る

木
の
な
か
で 

と
り
わ
け
茶
室
の
床
柱
と

し
て
珍
重
さ
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
が

ね
、
ど
れ
や
と
思
う
か
な
？
」

─
ま
っ
た
く
見
当
つ
き
ま
せ
ん
！

「
は
は
は
。
こ
の
ナ
ン
テ
ン
で
す
」

─
え
、
意
外
で
す
。
と
く
に
珍
し
い
樹

木
で
は
な
い
の
で
は
？　

「
ナ
ン
テ
ン
は
、
背
丈
も
そ
う
そ
う
高
く

な
ら
ず
、
幹
も
な
か
な
か
太
く
な
り
ま

せ
ん
。
床
柱
に
で
き
る
ほ
ど
の
も
の
は
、

そ
れ
だ
け
の
時
間
を
か
け
て
育
っ
た
稀

有
な
存
在
と
い
う
こ
と
で
す
」

　

常
緑
低
木
の
ナ
ン
テ
ン
。
片
手
で
つ

か
め
る
も
の
で
も
齢
百
年
を
超
え
る
そ

う
で
す
。
木
が
、
い
え
、
気
が
遠
く
な

り
ま
す
よ
ね
。
と
同
時
に
、
あ
り
ふ
れ

た
木
で
あ
っ
て
も
越
し
て
来
た
年
月
に

敬
意
を
払
い
、
値
打
ち
を
見
出
し
た
先

人
の
感
覚
に
し
び
れ
ま
す
。

　

最
近
は
床
の
間
の
あ
る
和
室
が
減
り
、

銘
木
の
国
内
需
要
は
減
少
を
続
け
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
例
え
ば
店
舗
デ
ザ
イ

ン
の
ア
ク
セ
ン
ト
と
し
て
注
目
す
る
流

れ
な
ど
が
現
わ
れ
始
め
て
も
い
る
ん
で

す
。
木
の
味
わ
い
を
面
白
が
る
こ
と
、

個
性
的
な
木
の
あ
る
空
間
を
楽
し
む
こ

と
。「
銘
木
」
は
扱
う
人
の
セ
ン
ス
が
一

段
と
モ
ノ
を
言
う
の
で
す
。
手
放
す
の

は
惜
し
い
世
界
だ
と
思
い
ま
す
。

銘木入門

（写真右）辻源商店事務所

の入口。（中）倉庫は簡素

ながら迫力の大空間。（左）

変木が並ぶ一画。

辻源商店さんの倉庫前に、磨き丸太が並んでいます。木を磨くのは

冬の仕事です。年輪は、暑い時期に成長する「夏目」と寒い時期の「冬

目」が順に輪になって、あの模様ができています。堅く詰んだ「冬目」

の部分を磨くことで、美しい磨き丸太が仕上がるのだそうです。

［
ち

ょ
ブ

ッ
ク

メ
モ

］　
南

天
の

床
柱

と
言

え
ば

、
京

都
に

あ
る

茶
室

・
夕

佳
亭

が
と

て
も

有
名

で
す

。
こ

こ
の

南
天

の
樹

齢
は

600
年

と
も

。
南

天
＝

「
難

を
転

じ
る

」
と

し
、

縁
起

の
良

い
植

物
と

も
さ

れ
て

い
ま

す
。

辻源さんの事務所の窓。木枠には

まった繊細なガラスを通して、表

に並んだ磨き丸太が見えています。

株式会社 辻源商店

吉野郡吉野町丹治 59

0746（32）2082
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近頃は製材所２、３箇所だけ（ほぼ１箇所）になってしまいましたが、背板市の
おもしろいところは１箇所に留まらず、他の製材所に順繰りに移動して市が行わ
れること。昔はお弁当が配られることもあったそうです。

製品市

こちらも吉野材センターで行
われている市です。製品市で
は、主に吉野材センターの組
合員さんが吉野の材を出展し
ています。梁や柱、建具材か
らテーブル材まで幅広く吉野
の材が並びます。

吉野材センターで市のある日は、お昼にカレー
やうどんなどが振る舞われます。木の香りの中
でごはんをいただきながら製材業者さん同士で
情報交換したりできる場となっています。

背板市
せ     い  た

買うたってや！

市の采配をする人。
振り子さんはとっても早口です。

緻密で真っ直ぐな柾目のおかげで、縦に均等
に割けます。割り箸がきれいにわれた時、ご
はんがいっそうおいしくなるような気がしま
せんか？ 

・
・
・

長さ３ｍと４ｍの板に分けられて
それぞれ 30枚ほどの束にして、束
ごとセリにかけられます。

柱材などに
使われる部分

ス　ギ

→
→

吉野材センターで行われてい
る市です。フリッチとは丸太
の２材面以上を挽いて作った
材で、突き板（※）を作るため
の原板です。良質な銘木や木
目の美しい木がたくさん出品
されています。

吉野では、柱などの材をとっ
た後の端材も余すところなく
有効利用されています。製材
して残った端材「背板（せい
た）」と呼ばれる部分は主に割
り箸の原料となっています。
この端材も市にかけられるの
ですが、実は吉野にしかない
珍しい市なのです。

お昼にはみんなでごはんを食べたよ！

指数字はちらっと出すだけ
（指数字は原木市と同じ）

四方無地

材のサイズ

テーブルや
カウンターにいかが？

↑これはセット価格です。

謎の暗号？

ほかにも暗号みたいな
記号がたくさんあるよ！

振り子

買い方

四方の面に節
のない材 （無
地） のこと。

割れを防ぐため、
心持ち材 （樹心のあ
る木） には 「背割り」
を施します。

こんな市も開かれます

天然木の美しい木目を木工などに活か
すため、0.2～0.6mmの薄さにスライ
スしたもの。これを合板などの表面に
貼り、化粧板にします。

突き板…

屋内でのセリは振り子と買い手
の距離も近いので、買い手が声
に出して値段を伝えたりするこ
ともあります。

お箸の種類によって木
の取り方が変わります。
らんちゅうを専門にし
ているなら赤味、天削
箸など白い部分を専門
にしているなら白味の
多いものを選びます。

丸太から柱などの材
を取ったあとの端材
で、箸の原料になる
板です。製材業者の
間では「木皮（こわ）」
とも呼ばれます。

→

→ 木がどんなに大きくなってもこ
の白い部分の厚みは変わらず、
木の一番新しい部分。天削など
の箸には白いものが高級とされ
ています。

赤い部分は木の古い部分で脂が
まわって香りが強くなります。
らんちゅうはこの香りのよい部
分で作られたものが高級品とさ
れています。

背  板

耳に鉛筆をひっかけるのが
貯木流。 作業着に合わせ
るのがポイント！ ちょっとメ
モしたいときに便利です。

13：00　開始！・・・・・・・・・・13：10　終了！　

吉野の材の特徴
は、 木目が細
かくて、 ヒノキの
赤身部分のピン
ク色が美しい。

背板の買い手さん。
市が盛り上がってくると、みんな背
板の束の上に上っていきます。目線
の上で熱い戦いが繰り広げられます。

単板・
フリッチ市

振り子がセリ始めてから 10分ほどで全部買い手が決まってしま
いました・・・は、早～い！！振り子と買い手のやり取りを見て
いても、いつ競り落としたのか素人目にはわからないほどです。

白 太
し ら　 た

赤 身
あ か　み

たんぱん

お箸の原料の板。 赤身の
あるものはスギです。 ヒノ
キもあるんだよ。 断面が
三角形の形もあります。



　
「
私
た
ち
の
組
合
は
、
８
割
が
ヒ
ノ

キ
業
者
、
２
割
が
ス
ギ
業
者
で
構
成
さ

れ
ま
す
。
材
に
よ
り
、
木
の
使
い
方
も

工
程
も
違
う
ん
で
す
よ
。
木
を
柾
目
に

取
る
た
め
細
か
い
作
業
を
す
る
の
が
ス

ギ
、
板
目
で
使
う
ヒ
ノ
キ
は
よ
り
早
く

た
く
さ
ん
製
造
で
き
ま
す
」
と
、
吉
野

製
箸
工
業
協
同
組
合
の
奥
谷
純
子
さ
ん
。

吉
野
で
は
日
々
、
新
商
品
の
企
画
、
よ

り
良
い
技
術
が
模
索
さ
れ
て
い
て
、
吉

野
製
箸
さ
ん
開
発
の
ス
ギ
材
を
使
っ
た

「
箸
ト
ン
グ
」
と
い
う
変
わ
り
種
ス
マ
ッ

シ
ュ
ヒ
ッ
ト
も
誕
生
し
た
そ
う
。
こ
れ

ポ
テ
ト
チ
ッ
プ
ス
を
食
べ
る
の
に
好
適

で
す
！（
実
験
済
み
）。
考
え
て
み
れ
ば
、

吉
野
の
割
箸
は
生
ま
れ
か
ら
し
て
工
夫

の
賜
物
。
樽
を
つ
く
る
と
き
に
出
る
ス

ギ
材
の
余
り
、
木こ

皮わ

と
呼
ば
れ
る
部
分

（
文
字
通
り
樹
皮
に
近
い
部
分
で
す
）
を

「
も
っ
た
い
な
い
」
と
考
え
て
商
品
開
発

さ
れ
た
の
で
す
か
ら
。

　

竹
内
製
箸
所
さ
ん
は
、
ス
ギ
箸
専
門

で
す
。
割
れ
目
と
溝
を
つ
け
て
割
り
や

す
く
し
た
「
元げ
ん

禄ろ
く

小こ

判ば
ん

」、
割
り
箸
の
頭

部
を
斜
め
に
カ
ッ
ト
し
た
「
天て
ん

削そ

げ
」、

一
本
ず
つ
仕
上
げ
て
（
ひ
っ
つ
い
て
い

な
い
わ
け
で
す
）
紙
で
巻
い
て
一
膳
と

な
る
「
ら
ん
ち
ゅ
う
」、「
ら
ん
ち
ゅ
う
」

同
様
中
央
部
が
ふ
く
ら
ん
だ
シ
ン
メ
ト

リ
ー
の
割
箸
「
利り

久き
ゅ
う」。

現
在
の
吉
野
の

杉
箸
の
定
番
は
、
こ
の
４
種
類
と
の
お

話
を
伺
い
ま
し
た
。

　
「
元
禄
小
判
」
は
、
お
箸
の
先
を
見

る
と
角
を
落
と
し
た
小
判
型
。「
天
削

げ
」
は
シ
ャ
ー
プ
で
粋
な
雰
囲
気
。「
ら

ん
ち
ゅ
う
」
は
漢
字
で
書
く
と
「
卵
中
」

で
す
。
真
ん
中
に
卵
を
抱
い
て
い
る
よ

う
に
見
立
て
た
ん
で
す
ね
。
ち
な
み
に

オ
リ
ジ
ナ
ル
は
千
利
休
。
客
人
を
迎
え

る
日
、利
休
が
手
ず
か
ら
吉
野
杉
を
削
っ

て
用
意
し
た
の
が
、
こ
の
か
た
ち
の
お

箸
で
し
た
。「
利
久
」
は
「
ら
ん
ち
ゅ
う
」

の
フ
ォ
ル
ム
を
元
に
し
て
作
ら
れ
て
い

ま
す
。
休
で
は
く
、
久
の
字
を
当
て
る

の
は
縁
起
を
か
つ
い
で
の
こ
と
だ
と
か
。

ネ
ー
ミ
ン
グ
に
も
物
語
が
あ
り
ま
す
。

　

最
近
、
ど
ん
な
場
面
で
割
箸
を
使
っ

た
か
、
ふ
と
考
え
ま
し
た
。
例
え
ば
、

う
ど
ん
屋
さ
ん
。
コ
シ
の
あ
る
釜
揚
げ

う
ど
ん
を
注
文
し
て
、
ス
パ
ッ
と
気
持

ち
よ
く
割
れ
る
「
天
削
げ
」
で
つ
る
つ

る
っ
と
い
く
爽
快
さ
。
お
正
月
は
「
ら

ん
ち
ゅ
う
」
で
し
た
。
年
の
初
め
に
家

族
分
用
意
し
た
祝
い
箸
の
そ
の
両
端
が

細
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
一
方
で
私
た

ち
が
食
事
を
し
、
も
う
一
方
に
神
様
が

宿
る
か
ら
と
も
。
私
た
ち
の
食
事
の
記

憶
の
中
で
、
お
箸
は
決
し
て
小
さ
く
な

い
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

　

割
箸
が
森
林
破
壊
の
象
徴
の
よ
う
に

扱
わ
れ
た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。
吉
野

の
割
箸
が
、
誕
生
か
ら
ず
っ
と
変
わ
ら

ず
「
も
っ
た
い
な
い
」
精
神
で
作
ら
れ

て
い
る
こ
と
、
木
を
伐
り
使
い
切
っ
て

ゆ
く
の
が
林
業
と
山
に
と
っ
て
必
要
で

あ
る
こ
と
。理
解
さ
れ
る
ま
で
大
変
だ
っ

た
と
聞
き
ま
す
。

　

さ
て
、
吉
野
箸
は
使
い
捨
て
品
な
の

で
し
ょ
う
か
。
確
か
に
お
ろ
し
た
て
の

割
箸
の
清
々
し
さ
は
格
別
で
す
が
、
上

質
な
材
を
使
い
丁
寧
に
作
ら
れ
て
い
ま

す
。
柔
ら
か
な
豆
腐
も
つ
る
つ
る
お
豆

も
上
手
に
つ
か
め
、
丈
夫
で
、
食
べ
や

す
く
て
、
安
心
し
て
口
に
で
き
る
も
の
。

日
々
、
繰
り
返
し
使
い
た
い
も
の
な
の

で
す
。
そ
し
て
「
木
そ
の
ま
ま
」
を
手

に
で
き
る
こ
と
も
、
と
て
も
ス
テ
キ
だ

と
思
い
ま
せ
ん
か
。

吉
野
の
割
箸
は

木
を
使
い
切
る

知
恵
で
す

吉野では、「こんなに？」と思う薄い木材もきっちり割箸の材料にな

るのです。吉野の割箸は、手をかけて育てられて驚くほど目の詰まっ

た吉野の木を、最後まで使うことを大切にした手仕事です。

（写真右）竹内製箸所

さんにて。（左）これ

が噂の「箸トング」！

［
ち

ょ
ブ

ッ
ク

メ
モ

］　
吉

野
の

割
箸

、
ご

紹
介

し
た

も
の

は
ご

く
一

部
な

ん
で

す
。

長
さ

や
デ

ザ
イ

ン
の

多
様

さ
に

ビ
ッ

ク
リ

し
ま

す
よ

！

天削げ

らんちゅう

利久

元禄小判

吉野製箸工業協同組合

吉野郡吉野町国栖 100

0746（36）6838

http://web1.kcn.jp/hasikumi/

吉野製箸

吉野郡吉野町菜摘 526

0746（32）1184

http://ii-hashi.com/

丸太を製材した周囲の部分

「背板」が吉野箸の材料です。

竹内製箸所

吉野郡吉野町南大野 381-1

0746（36）6823

http://kuzunosato.jp/self/takeuchi.html
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集
成
材
は
挽
い
た
木
材
を
接
着
剤
で

貼
り
合
わ
せ
た
も
の
で
す
。
木
を
集
め

て
再
構
成
す
る
の
で
、厚
み
、長
さ
な
ど
、

注
文
に
合
わ
せ
た
寸
法
を
作
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
サ
イ
ズ
や
品
質
が
一
定
し

た
材
の
安
定
供
給
が
可
能
で
、
割
れ
に

く
さ
、
ゆ
が
み
に
く
さ
も
特
長
で
す
。

　

近
年
、「
公
共
建
築
物
等
に
お
け
る
木

材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
の

施
行
も
あ
り
、
大
型
の
公
共
施
設
で
用

い
ら
れ
る
こ
と
が
増
え
ま
し
た
。
大
胆

で
印
象
的
な
「
木
使
い
」
を
し
た
ホ
ー

ル
や
駅
舎
な
ど
の
建
築
が
、
日
本
の
あ

ち
ら
こ
ち
ら
に
誕
生
し
て
い
ま
す
。

　

吉
野
町
の
吉
野
北
小
学
校
で
も
大
断

面
と
呼
ば
れ
る
大
型
の
集
成
材
を
用
い

た
工
法
が
採
用
さ
れ
ま
し
た
。
施
行
は

五
條
市
の
会
社
。
教
室
に
入
っ
て
思
わ

ず
声
が
出
ま
す
。
な
ん
て
高
い
天
井
！

　
「
こ
の
小
学
校
に
通
い
た
い
～
」
と
、

本
気
で
う
ら
や
ま
し
く
な
る
、
の
び
の

び
と
し
た
学
び
舎
で
す
。
体
育
館
も
木

た
っ
ぷ
り
の
温
か
な
雰
囲
気
。
ち
ょ
っ

ぴ
り
運
動
が
苦
手
で
も
、
好
き
に
な
れ

そ
う
な
空
間
だ
な
ぁ
。
こ
う
し
た
建
築

物
の
木
質
化
は
、
集
成
材
技
術
が
進
ん

だ
成
果
で
す
。

　

と
い
っ
て
、
集
成
材
が
全
て
の
建
材

を
ま
か
な
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
ん

で
す
ね
。
無
垢
材
か
集
成
材
か
と
い
う

二
者
択
一
で
語
ら
れ
る
こ
と
も
ま
ま
あ

り
ま
す
が
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
良
さ
、
適
し

た
使
い
方
が
あ
る
と
思
い
ま
す
」
と
株

式
会
社
櫻
井
の
櫻
井
信
孝
さ
ん
は
言
い

ま
す
。
櫻
井
さ
ん
は
集
成
材
専
門
の
製

材
所
で
、吉
野
貯
木
で
最
も
大
き
な
（
年

商
も
敷
地
面
積
も
）工
場
。主
に
中
断
面
、

小
断
面
の
集
成
材
を
製
造
し
て
い
ま
す
。

信
孝
さ
ん
は
言
い
ま
す
。「
良
い
吉
野
材

が
あ
る
か
ら
良
い
集
成
材
が
作
れ
る
し
、

吉
野
材
な
ら
で
は
の
良
さ
を
引
き
出
し

た
集
成
材
で
な
け
れ
ば
」

　

櫻
井
さ
ん
の
集
成
材
は
一
定
期
間
天て
ん

乾か
ん

（
天
日
乾
燥
の
こ
と
）
し
て
か
ら
機

械
で
中
温
乾
燥
し
ま
す
。
最
初
か
ら
機

械
で
や
っ
て
し
ま
え
ば
時
間
短
縮
で
き

ま
す
が
、
代
わ
り
に
色
艶
が
失
わ
れ
て

し
ま
う
の
だ
そ
う
。
美
し
い
集
成
材
を

作
る
こ
と
は
、
信
孝
さ
ん
の
父
で
創
業

者
で
あ
る
昭
三
さ
ん
の
時
か
ら
の
信
条

で
す
。
そ
の
昭
三
さ
ん
は
、「
で
も
、
そ

れ
だ
け
で
は
あ
か
ん
。
吉
野
材
の
ブ
ラ

ン
ド
力
を
守
り
な
が
ら
、
ユ
ー
ザ
ー
が

求
め
る
も
の
は
何
か
を
考
え
た
独
自
の

事
業
展
開
が
肝
心
。
木
に
関
わ
る
者
が

一
丸
と
な
っ
た
業
界
全
体
の
底
上
げ
が

必
要
で
す
よ
」
と
。
ニ
ー
ズ
を
先
取
り

し
て
集
成
材
需
要
を
掘
り
起
こ
し
て
き

た
自
負
と
、
な
か
な
か
盛
り
上
が
れ
な

い
林
業
・
製
材
業
の
現
状
へ
の
じ
れ
っ

た
さ
が
言
葉
に
少
し
滲
ん
で
い
ま
す
。

　

集
成
材
に
つ
い
て
調
べ
始
め
た
ら
、

「
寄
せ
木
」
と
い
う
手
法
に
す
ぐ
行
き
当

た
り
ま
す
。「
寄
せ
木
」
と
は
「
木
片
や

木
材
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
」（『
広
辞
苑

第
５
版
』） 

元
祖
集
成
材
で
す
。
こ
の
方
法

を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
日
本
の
木
彫

文
化
は
大
き
く
発
達
し
ま
し
た
。
サ
イ

ズ
の
自
由
度
が
高
ま
っ
た
こ
と
と
、パ
ー

ツ
ご
と
に
製
作
す
る
な
ど
分
業
が
可
能

に
な
っ
た
こ
と
で
、
仏
像
彫
刻
の
大
傑

作
が
続
々
と
生
み
出
さ
れ
る
き
っ
か
け

に
な
り
ま
し
た
。

　

現
代
の
集
成
材
も
ま
た
─
新
技
術
ゆ

え
の
未
知
数
の
部
分
も
含
み
つ
つ
─
寄

せ
木
が
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、「
木
が
今

よ
り
も
っ
と
使
わ
れ
る
」
可
能
性
を
押

し
広
げ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。 集成材が拓く

「木でできること」

（写真右）林業、製材業について語る櫻井

昭三さん。（左）吉野北小学校に設けられ

た遊び場。豊かなスペースです。

吉野北小学校の体育館。天井にも壁面にも床にも木！

櫻井さんの突き板。これを安価な外材などに化粧貼り

して、目や色の揃った柱を量産します。この厚みを持

たすのも高い技術が必要です。

［
ち

ょ
ブ

ッ
ク

メ
モ

］　
吉

野
山

に
あ

る
金

峯
山

寺
の

仁
王

門
（

国
宝

）
に

安
置

さ
れ

る
仁

王
像

は
、

ヒ
ノ

キ
の

寄
せ

木
造

り
で

す
。

高
さ

は
5.２

8
メ

ー
ト

ル
あ

り
ま

す
。

株式会社櫻井

奈良県吉野郡吉野町丹治 15-1

0746（32）0563

http://www2.gol.com/users/marushou11/comp/
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樽
と
樽
丸

ふ
た
た
び

　

吉
野
貯
木
の
歴
史
に
お
い
て
、
樽
丸

の
存
在
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。「
た
る
ま
る
」

と
読
み
ま
す
。
声
に
出
し
て
言
っ
て
み

る
と
、
ち
ょ
っ
と
楽
し
く
な
る
響
き
で

す
。

　

吉
野
林
業
ブ
ラ
ン
ド
確
立
の
礎
に
は
、

桶
や
樽
に
最
適
の
木
を
育
て
よ
う
と
し

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、「
節
が

な
く
、
木
目
が
ま
っ
す
ぐ
に
通
っ
て
い

て
香
り
が
良
い
」木
で
す
。こ
れ
は
現
在
、

吉
野
材
特
有
の
美
点
と
言
わ
れ
て
い
る

こ
と
そ
の
ま
ま
。
樽
に
適
し
た
材
木
に

す
る
た
め
の
試
行
錯
誤
が
「
吉
野
材
な

ら
で
は
」
を
作
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
育
っ
た
「
節
が
な
く
、
木

目
が
ま
っ
す
ぐ
に
通
っ
て
い
て
香
り
が

良
い
」
木
を
酒
樽
の
側
板
と
し
て
製
材

し
た
も
の
（
組
み
上
が
る
と
円
筒
状
に

な
る
よ
う
に
、
ゆ
る
い
カ
ー
ブ
を
持
た

せ
た
板
で
す
）
を
ク
レ
と
言
い
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
ク
レ
を
重
ね
て
束
ね
た

ひ
と
固
ま
り
の
も
の
、
そ
れ
が
樽
丸
で

す
（
や
っ
と
「
た
る
ま
る
」
が
登
場
し

ま
し
た
。
よ
か
っ
た
ー
）

　

樽
丸
く
り
や
ま
さ
ん
は
、
吉
野
貯
木

の
樽
丸
屋
さ
ん
で
す
。
営
ん
で
い
る
の

は
大
口
孝
次
さ
ん
。
吉
野
の
樽
丸
製
作

技
術
は
「
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
」
に

指
定
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
樽
丸
を
製
作

す
る
道
具
も
ま
た
「
吉
野
林
業
用
具
と

林
産
加
工
用
具
」
と
し
て
重
要
有
形
民

俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
大

口
さ
ん
は
そ
の
技
術
の
持
ち
主
で
、
も

ち
ろ
ん
昔
な
が
ら
の
道
具
を
使
っ
て
樽

丸
を
作
っ
て
い
る
人
で
す
。

　

大
口
さ
ん
の
樽
丸
づ
く
り
は
大
き
く

分
け
て
六
工
程
。
先さ
き

山や
ま

→
大お
お

割わ
り

り
→
樽た
る

丸ま
る

割わ

り
・
削け
ず

り
→
耳み
み

裁た
ち

→
樽た
る

丸ま
る

干
し
→

結け
っ

束そ
く

の
手
順
で
す
。
機
械
で
の
先
山
や

大
割
り
は
迫
力
満
点
だ
し
、
削
り
の
様

子
に
は
「
う
わ
ぁ
！
」
と
前
の
め
り
で

釘
付
け
に
。
よ
ど
み
な
い
腕
の
動
き
、

シ
ュ
ッ
シ
ュ
ッ
と
い
う
冴
え
た
音
。
そ

の
小
気
味
良
い
こ
と
と
言
っ
た
ら
！

　

大
口
さ
ん
の
仕
事
は
同
業
者
が
驚
く

早
さ
で
進
み
ま
す
が
─
大
口
さ
ん
自
身

は
「
他
の
人
の
工
場
に
行
っ
た
こ
と
が

な
い
か
ら
早
い
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
」

そ
う
で
す
─
そ
の
ス
ピ
ー
ド
の
な
か
で
、

一
枚
一
枚
の
木
の
向
き
（
ど
ち
ら
が
根

元
だ
っ
た
か
）
や
、
板
の
厚
さ
の
見
極

め
な
ど
を
こ
な
し
て
い
ま
す
。

　

独
特
な
仕
事
道
具
も
興
味
を
そ
そ
り

ま
す
。
樽
丸
割
り
に
は
ヘ
ギ
と
呼
ば
れ

る
湾
曲
し
た
鉈な
た

が
使
わ
れ
ま
す
。
削
り

の
際
に
用
い
ら
れ
る
セ
ン
は
、
外
側
を

削
る
も
の
用
と
内
側
を
削
る
も
の
用
の

二
種
類
。
こ
の
と
き
は
木
の
根
っ
こ
の

形
状
を
上
手
く
生
か
し
た
ハ
ラ
ア
テ
と

い
う
道
具
も
使
い
ま
す
。
ハ
ラ
ア
テ
に

ク
レ
を
押
し
つ
け
る
よ
う
に
し
て
作
業

を
安
定
さ
せ
る
の
で
す
ね
。

　

職
人
の
目
と
技
、
道
具
の
使
い
方
、

作
り
方
。
こ
れ
ら
ま
る
ご
と
が
技
術
で

あ
り
、
伝
統
だ
と
い
う
こ
と
を
、
樽
丸

く
り
や
ま
さ
ん
の
工
場
を
訪
ね
る
と
実

感
し
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
受
け
継
い
で

ゆ
く
に
は
相
応
の
時
間
が
不
可
欠
だ
ろ

う
け
れ
ど
、
や
は
り
後
継
者
不
足
は
差

し
迫
っ
た
課
題
の
よ
う
。
そ
ん
な
こ
と

を
尋
ね
て
み
る
と
、

　
「
何
人
も
職
人
が
や
っ
て
い
け
る
ほ
ど

の
需
要
が
な
い
で
す
か
ら
ね
。
も
し
樽

丸
づ
く
り
が
途
絶
え
た
と
き
、
少
し
で

も
資
料
が
あ
っ
た
ほ
う
が
い
い
で
す
か

ら
取
材
を
受
け
て
、話
も
さ
せ
て
も
ら
っ

て
い
ま
す
」。

　

淡
々
と
し
た
予
期
せ
ぬ
返
答
で
し
た
。

（写真左）大口さんの道

具を拝見。木屑の上に

センが。よく手入れさ

れています。（右）使い

こまれたハラアテ。

「やりすぎないこと」と大口さんは言います。伝統的に分業で行われ

てきた樽づくり。大口さんが削った樽丸は樽屋さんに運び込まれ、

組まれ、容器になります。そのとき「削りすぎていないこと」が樽

屋さんの作業をしやすくします。丁寧な仕事は、いつも「この後」

を思う心から生まれます。

［
ち

ょ
ブ

ッ
ク

メ
モ

］　
桶

と
樽

の
分

か
り

や
す

い
違

い
は

蓋
の

有
無

。
蓋

な
し

が
桶

、
蓋

有
り

が
樽

で
す

。
概

ね
、

桶
は

柾
目

、
樽

は
板

目
で

作
ら

れ
ま

す
。
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美
吉
野
醸
造
の

「
木
桶
仕
込
み　

百
年
杉
」

吉
野
町
の
酒
蔵
が
、
２
０
１
０
年
度
に

復
活
さ
せ
た
木
桶
仕
込
み
の
純
米
酒
。

http://w
w

w
.hanatom

oe.com
/

梅
谷
醸
造
元
の

「
宮
滝
醤
油
」

使
い
続
け
て
百
年
と
い
う
吉
野
杉
の
樽

で
昔
な
が
ら
に
仕
込
ま
れ
ま
す
。

http://w
w

w
.um

etani.jp/

美
吉
野
醸
造
さ
ん
、
梅
谷
醸
造
元
さ
ん

の
情
報
は
、
本
誌
と
同
時
発
行
の
﹃
貯

木
ま
ち
あ
る
き
マ
ッ
プ
﹄
に
も
掲
載
し

て
い
ま
す
。
両
店
の
一
部
商
品
は
吉
野

町
観
光
案
内
所
で
も
販
売
中
で
す
。

ハ
ッ
と
し
て
、
ず
し
ん
と
。
で
も
後
ろ

向
き
な
の
で
は
な
い
の
で
す
。

「
昔
な
が
ら
に
手
で
削
る
樽
丸
の
良
さ
に

自
信
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
注
文
は
無

く
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
の
は
ど
こ

か
に
あ
り
ま
す
。
と
に
か
く
必
要
な
と

こ
ろ
に
必
要
な
分
量
を
作
り
続
け
る
こ

と
か
な
と
」。

　

日
々
の
仕
事
を
ひ
た
す
ら
全
う
す
る

こ
と
は
、
腕
利
き
の
職
人
だ
か
ら
で
き

る
伝
統
の
伝
え
方
だ
し
、
と
て
も
現
実

的
な
や
り
方
で
す
。

　

大
口
さ
ん
、「
樽
丸
に
興
味
を
持
っ
て

く
れ
る
の
も
う
れ
し
い
け
ど
、
ま
ず
は

樽
酒
を
飲
ん
で
も
ら
い
た
い
な
ぁ
」（
か

く
言
う
大
口
さ
ん
は
お
酒
を
少
々
た
し

な
む
程
度
）
と
常
々
思
っ
て
い
る
そ
う

で
す
。

　

な
る
ほ
ど
。
樽
酒
を
選
ん
で
、
買
っ

て
、
味
わ
う
こ
と
。
こ
れ
は
セ
ン
や
ハ

ラ
ア
テ
を
使
え
な
く
て
も
で
き
る
樽
丸

文
化
へ
の
支
援
な
ん
で
す
ね
。
日
本
中

ど
こ
か
ら
で
も
で
き
る
し
、
し
か
も
効

き
目
は
抜
群
。
皆
さ
ま
、ど
う
ぞ
ふ
る
っ

て
ご
協
力
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
お
願
い

い
た
し
ま
す
！

小豆島の老舗醤油蔵が
新調した吉野杉桶を訪ねる

　小豆島に行くと、醤油のいい香りが風に乗ってやってきま

した。小豆島は「醤の郷ひしおのさと」。全国でも有数の醤油の

産地です。世界的に知られる日本の調味料、醤油。実は木桶

仕込みの醤油は総生産量の１％弱、その希少な木桶は全国に

約 2000 本。そのうちの半分がなんと小豆島にある、とのこと。

そう、小豆島は「木桶仕込み醤油の郷」であり「本物の醤油

を伝える本物の島」でした。

　今回の旅の目的は昔ながらの木桶仕込みにこだわるヤマロ

ク醤油株式会社を訪ねること。五代目、山本康夫さんが作っ

た新桶に会うためです。2000 年に、山本さんは醤油屋として

戦後初めて新しい木桶を導入しました。桶を作ったのは堺の

藤井製桶所。ここは仕込み桶を作ることのできる数少ない会

社です。今回、山本さんは「木桶の技術そのものも伝えない

と木桶仕込みが残らない」と考え、同級生の大工、坂口直人

さんと一緒に桶作りを習い、自分たちの手で木桶を作ること

に挑戦しました。吉野貯木の製材所、吉野中央木材へ足を運び、

材料を選び、小豆島で組み上げた新しい木桶。自分たちで作っ

た木桶の第一号品にはたくさんの思いがこもっています。山

本さんは言います。「酒桶が醤油桶に、そして味噌桶にと、木

桶は受け継いで使われるものでした。今、酒蔵では木桶を作

りません。現在使われている醸造用の木桶は戦前に作られた

ものがほとんどです。その木桶は今から 50 ～ 100 年後には

ほぼ使えなくなります。そうすると本物の木桶仕込みの醤油、

味噌、酢、味醂、酒の味が消えてなくなることになります。

孫や子の時代へ、本物の日本の味を受け継ぎたい。タイムリ

ミットはすぐそこに迫っている。そう思って醤油屋自ら桶を

作ることを決めたんです」と。

　ヤマロクさんの木桶仕込みの醤油は、ヤマロクさんの蔵に

住みつく 100 種類以上の菌によって、１年から３年という長

い自然発酵によって作られています。タンクを使う近代的な

醸造では、発酵を調整できるため約３か月で完成するのが普

通だそうです。長い自然の力によって作られた、ヤマロク醤

油さんのお醤油は素直で深い味がします。それは大豆や麦な

どの原料の味だけでなく、蔵の菌や吉野杉の桶、時間や島の

空気などによって作られているからだと思います。目には見

えにくいけれど、大切なこと。木桶は日本の豊かな醸造文化

の一端を担うもの、ただの容器ではないんだと、感じました。

写真上は、ヤマロク醤油さんが、吉野貯木

へ桶の材料を調達しに来た際のもの。「桶

に最も適したスギ」が選び抜かれました。

ヤマロク醤油株式会社

http://yama-roku.net/

１）先山 / チェーンソーで

丸太を伐り分ける。昔は山

で木を伐り出した際に木
こ

挽
びき

鋸
のこ

等で行った。

２）大割り / 先山した木を

５～６等分に。刃が少し

入っただけでスパッと割れ

るのは吉野材ならでは。

３）４）樽丸割り・削り /

クレの原型ができる割り

と、整える削り。大口さん

は完全手作業で行う。

５）耳裁 / クレの側面を整

え、このあと天日乾燥。

６）結束 / クレを束ねて「樽

丸」完成。現在はビニール

テープ、昔は竹の輪で結わ

えていた。

　１）　2）　3）

　4）　5）　6）

ちょブック県外出張レポ

吉野スギを追いかけて！ 小豆島編

木桶で受け継ぐ
日本の醸造文化

写真左から、大工の坂口さん、ヤマロク醤油当

主の山本さん、吉野中央木材の石橋さん。新桶

の前で記念撮影。決まってます！

こちら新桶で造られたお醤油ですよ！→

樽丸くりやま

吉野郡吉野町大字橋屋 289-3

0746（32）2486
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吉野材の桶・樽が作る
吉野の「旨い！」紹介


