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第２章　林業の現場から―

山へ関心を
持ってもらうことも、
わたしたちの
大事な仕事です―

吉和のスギ林を下から見上げる。森林は、木材などの供給だけで
なく、環境の保全などにも大きな役割を持つ。間伐し、手入れさ
れた山は、光が多く入り、山が生き返る。

写真＿１　地元から切り出した間
伐材は、公共施設にも使用でき
る。「地域の木材を地域で使うこ
とが大事」と、佐伯森林組合参
事の小坂幸二さん。　写真＿２　
今年３月に事務所を新築移転し
た同組合。玖島産で、樹齢約
１５０年のスギの丸太を柱に使うな
ど、地元産材を随所に使用。 １２

佐伯森林組合

廿日市市津田４２６６－１
問合せ　☎演０３１９

佐伯森林組合
森林施業プランナー

あべ・やすのり

阿部　康典さん

　

専
門
的
な
技
術
で
、
山
を
守
る
仕

事
を
し
て
い
る
人
た
ち
が
い
る
。
佐

伯
森
林
組
合
で
は
、
森
林
所
有
者
か

ら
の
依
頼
で
行
う
間
伐
や
、
元
気
な

森
を
次
代
に
引
き
継
ぐ
「
ひ
ろ
し
ま

の
森
づ
く
り
事
業
」
に
取
り
組
ん
で

い
る
。

　

「
山
を
守
る
た
め
に
は
、
間
伐
な

ど
の
手
入
れ
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
現
在
手
入
れ
が
さ
れ
て
い
な

い
山
は
廿
日
市
市
内
に
も
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
」
と
話
す
の
は
、
佐
伯
森

林
組
合
森
林
施
業
プ
ラ
ン
ナ
ー
の
阿

部
康
典
さ
ん
。

　

手
入
れ
を
し
て
い
な
い
山
は
木
が

密
集
し
、
太
陽
の
光
が
木
の
根
元
ま

で
届
か
な
い
。
そ
の
状
態
で
は
そ
れ

ぞ
れ
の
木
の
成
長
を
妨
げ
る
だ
け
で

な
く
、
根
元
の
植
物
が
育
た
な
い
。

そ
の
た
め
、
木
が
枯
れ
た
り
倒
れ
た

り
す
る
だ
け
で
な
く
、
根
元
の
土
が

雨
で
流
さ
れ
る
の
で
、
土
砂
崩
れ
が

起
き
や
す
く
な
る
と
い
う
。
手
入
れ

が
さ
れ
な
い
背
景
に
は
、
木
材
価
格

が
低
迷
し
、
採
算
が
合
わ
な
く
な
っ

た
と
い
う
理
由
が
挙
が
る
。

　

「
昔
は
、
銀
行
に
貯
金
す
る
よ
り
も
、

木
を
植
え
た
方
が
は
る
か
に
利
率
が
い

い
と
言
わ
れ
た
時
代
も
あ
り
ま
し
た
。

昭
和　

年
こ
ろ
が
ピ
ー
ク
で
、
今
は
そ

５５

の
こ
ろ
の
半
分
以
下
の
値
段
に
な
っ
て

い
ま
す
」
と
、
阿
部
さ
ん
。

　

そ
の
た
め
同
組
合
で
は
、
隣
接
す

る
所
有
林
を
取
り
ま
と
め
て
集
約
的

な
間
伐
を
行
う
「
団
地
間
伐
」
を
進

め
て
い
る
。
「
単
独
で
行
う
よ
り
作

業
効
率
が
上
が
り
、
低
コ
ス
ト
で
行

え
ま
す
」。
組
合
で
は
、
森
林
所
有

者
へ
収
益
還
元
で
き
る
体
制
づ
く
り

を
進
め
て
い
る
。

　

里
山
を
残
し
て
い
く
こ
と
も
大
事

な
取
り
組
み
の
一
つ
。
里
山
と
は
住

宅
地
と
自
然
の
間
に
あ
っ
て
、
人
が

利
用
し
て
い
る 
開 
け
た
森
林
の
こ
と
。

ひ
ら

「
こ
の
里
山
が
放
置
さ
れ
る
と
、
本

来
里
山
の
持
つ
機
能
が
果
た
さ
れ
な

い
た
め
、
景
観
が
悪
化
し
た
り
、
有

害
鳥
獣
被
害
が
増
え
る
こ
と
に
な
り

ま
す
」。
組
合
で
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

団
体
が
行
う
森
林
保
全
活
動
や
体
験

活
動
に
参
加
し
、
指
導
も
行
っ
て
い

る
。

　

「
ま
ず
は
山
へ
入
れ
る
よ
う
に
す

る
こ
と
が
一
番
大
事
な
こ
と
で
す
。

や
ぶ
状
に
な
っ
て
い
た
ら
、
山
に
入

る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
も
山

は
一
度
手
入
れ
し
た
ら
終
わ
り
で
は

な
く
、
定
期
的
に
管
理
が
必
要
な
ん

で
す
」
と
、
阿
部
さ
ん
。

　

「
山
へ
の
関
心
を
持
っ
て
も
ら
う

こ
と
も
、
わ
た
し
た
ち
の
大
事
な
仕

事
で
す
。
森
林
に
関
す
る
こ
と
は
何

で
も
相
談
し
て
く
だ
さ
い
」
。

廿日市市、広島市佐伯区、大竹市
などをエリアに、林業地での造林・
保育などの森林造成が主要事業。
製材所も有し、主伐材、間伐材など
地域材の製材・供給も行っている。
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木
は
い
ず
れ
朽
ち
て
腐
り
、
ち
ゃ

ん
と
自
然
に
還
る
と
い
う
環
境
の
サ

イ
ク
ル
の
中
で
循
環
す
る
も
の
で
す
。

し
か
し
、
法
隆
寺
の
よ
う
に
１
４

０
０
年
以
上
も
長
い
間
変
わ
ら
ぬ

姿
を
保
ち
続
け
た
り
と
、
そ
の
魅

力
は
図
り
知
れ
ま
せ
ん
。

　

廿
日
市
は
、
西
中
国
山
地
の
木

材
を
積
み
出
す
港
が
あ
っ
た
た
め
、

古
く
か
ら
か
ら
木
材
の
集
積
地
と

し
て
栄
え
て
き
ま
し
た
。
江
戸
中

期
に
は
こ
の
豊
富
な
素
材
を
も
と

に
、
ろ
く
ろ
技
術
を
中
心
と
し
た

木
工
業
が
発
展
。
昭
和
に
入
る
と
、

西
日
本
有
数
の
規
模
を
誇
る
木
材
専

用
の
港
、
「
木
材
港
」
や
、
隣
接
し

て
木
材
工
業
団
地
も
作
ら
れ
、
「
木

の
ま
ち
」
、
「
木
工
の
ま
ち
」
と
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
外
国
の
木
材
が
安
く

入
っ
て
く
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ

に
つ
ら
れ
国
産
材
の
値
段
も
下
が

り
始
め
ま
す
。
信
じ
ら
れ
な
い
話
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
外
国
か
ら
輸
入

す
る
方
が
、
県
内
の
山
か
ら
切
っ
て
出

す
よ
り
も
コ
ス
ト
的
に
安
い
の
で
す
。

　

そ
の
た
め
、
昔
は
た
く
さ
ん
あ
っ

た
材
木
を
扱
う
業
者
も
だ
ん
だ
ん

と
少
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
地
元
の
産
業
は
、
そ

の
地
域
の
文
化
で
す
。
決
し
て
衰

退
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
も
の
。
無
く

な
っ
て
し
ま
っ
て
、
初
め
て
そ
の

大
切
さ
に
気
付
い
た
と
き
に
は
も
う

遅
い
ん
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
残
し

て
い
く
努
力
を
続
け
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

そ
の
土
地
の
風
土
で
育
っ
た
も

の
は
、
そ
の
地
域
に
一
番
合
う
と

思
っ
て
い
ま
す
。
地
元
で
育
っ
た

木
を
、
地
元
の
人
が
、
地
元
で
加

工
し
、
そ
し
て
地
元
で
消
費
す
る

の
が
理
想
の
姿
で
す
。
そ
う
し
て
、

若
い
人
た
ち
が
「
メ
イ
ド
・
イ
ン
・

ジ
モ
ト
」
に
誇
り
を
持
て
る
よ
う

な
ま
ち
に
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

地
元
の
産
業
は
、
そ
の
地
域
の
文
化
。

「
メ
イ
ド
・
イ
ン
・
ジ
モ
ト
」
に
、

誇
り
を
持
て
る
よ
う
な
ま
ち
に
―
。

コラム ―Column―

吉和出身である祖父が立ちあげた木材商の三代目として３０年木と向
き合ってきた大野さん。広島西部木材同業組合理事も務めている。

木
の
文
化
、

　

そ
の
芽
を
育
て
る
―

特 集

   木 の 香 、 薫 るまちで―　木の文化、その芽を育てる―
こ か かお

■児童・生徒木工のまち
　木工工作コンクール

小
学
校
高
学
年
の
部　

金
賞

「
木
球
、ア
フ
リ
カ
を
飛
ぶ
」

「木のまち　はつかいち」のイメージを地元の児童・生徒により広く感
じてもらおうと、毎年、県西部木材青年協議会と廿日市市木材利用
センター運営協議会が木工工作コンクールを開催している。材
料となる端材は、廿日市市木材利用センターが提供。今年は
約３００作品の応募があった。

木球の骨組みや「かんな
くず」を張るのが難しかっ
たです。土台は宮島の
しゃくしの端材で作り、ア
フリカをイメージしました。

小
学
校
低
学
年
の
部　

金
賞

「
木
の
お
城
」

山に落ちている木や、端
材を使って作った僕のお
城です。木の皮で作った
「ほこ」と「たて」や跳
ね橋が見どころです。

木
の
文
化
、
そ
の
芽
を
育
て
る
―　

１　

―
流
通
の
プ
ロ
に
聞
く
―

平成１０年５月生まれ。
現在休館中のアルカディ
アビレッジに設置。木の
コマを通して感じる「わ
らべの心」の大切さを再
認識してもらい、木工の
まちとしての技術や遊び
心を表現。

 童心 （三男）
どうしん

平成９年４月生まれ。
市役所１階市民ロビーに
設置。市制施行１０年を
記念して製作。市民の
交流（縁座・えんざ）
と親睦（円座・えんざ）
の２つの想いが込められ
ている。

ENZA・610（次男）

平成７年６月生まれ。
峰高公園に設置。スポー
ツセンターの建設に併せ
て製作。大きな木を育ん
だ長い年月・時間への
驚きなど、巨木の沈黙を
たまごという生命の始まり
で表現。

創造のたまご（長男）

樹
齢
６
１
０
年
、
直
径
２
・
５
ｍ
の
ア

メ
リ
カ
産
の
巨
木
（
米
松
）
か
ら
作
ら
れ

た
、
巨
大
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
３
部
作
。
「
は
つ

か
い
ち
の
シ
ン
ボ
ル
」
と
し
て
市
内
３
カ

所
に
設
置
。

■
こ
ん
な
の
知
っ
て
た
？

―
も
く
も
く
も
く
三
兄
弟
―

大逸木材㈲
代表取締役

おおの・しょうじ　　

大野　昌治さん
（53歳・城内）

大野東小学校1年
ひらの・ふうま　　　　

平野　楓真くん

宮島小学校6年
のむら・まお　　　　

野村　真央くん


