


科
学
で
解
明
!

雨
畑
真
石
が

す
ご
い
理
由

硯
の
良
し
悪
し
は
そ
の
石
質
で
決
ま
る
。

雨
畑
で
作
ら
れ
て
い
吾
雨
畑
硯
の
原
石
は
、

全
て
早
川
の
支
流
で
あ
る
雨
畑
川
上
流
の
、

稲
又
山
付
近
の
坑
道
か
ら
採
石
さ
れ
る
ロ

こ
の
石
在
特
に
「
雨
畑
真
石
」
と
呼
び
、
他

の
山
で
採
掘
さ
れ
た
石
と
区
別
す
吾
。

雨
畑
真
石
が
良
質
で
あ
吾
こ
と
は

科
学
的
に
も
証
明
さ
れ
て
い
る
。
一
般
←

的
に
良
質
の
硯
は
石
に
含
ま
れ
る
「
鋒


錠
(
ぼ
う
ぼ
う
と
と
い
う
、
墨
在
磨


吾
と
き
に
細
か
い
ヤ
ス
リ
の
よ
う
圃

な
役
割
を
す
る
も
の
が
多
く
含
ま


れ
る
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
る
。
山
梨
一

大
学
の
石
田
高
氏
の
研
究

(
1
9
9
3

年
)
で
は
、
原
石
在
偏
光
顕
微
鏡
で
微

細
な
組
織
を
観
察
し
、

X
線
解
析
像
で

分
析
し
た
結
果
が
報
告
さ
れ
た
。
調
査
の

結
果
、
雨
畑
真
石
に
は
適
当
な
量
の
白
雲

母
(
す
な
わ
ち
鋒
錠
)
が
い
ろ
い
ろ
な
方

向
を
向
い
て
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
原

石
が
簿
く
劃
げ
た
り
、
砕
け
た
り
し
難
い

こ
と
を
意
昧
し
て
い
否
。
土
壁
の
強
度
を

増
す
た
め
に
入
れ
る
藁
在
、
原
石
に
含
ま

れ
る
白
雲
母
と
考
え
る
と
わ
か
り
や
す
い
。

適
度
な
量
の
白
雲
母
が
で
き
る
た
め
に
は
、

岩
石
が
生
成
さ
れ
て
い
く
中
で
適
当
な

温
度
や
圧
力
等
の
条
件
が
必
要
と
な
る
。

こ
の
良
質
な
原
石
は
、
正
に
自
然
の
生

み
出
し
た
偶
然
の
産
物
な
の
で
あ
る
。

一雨使

っ

て

雨
畑
真
石
の
科
学
的
価
値
は
前
述
し

た
通
り
だ
が
、
で
は
実
際
、
硯
と
し
て
ど

の
よ
う
に
素
晴
ら
し
い
の
か
。

。
磨
っ
て
わ
か
5
!

雨
畑
硯
は
、
そ
の
鋒
錠
の
細
か
さ
と
密

度
の
濃
古
か
ら
、
磨

U
昧
が
大
変
良
い
と

言
わ
れ
る
。

実
際
、
少
量
の
水
を
の
せ
た
硯
の
上
で

さ
さ
っ
と
墨
を
ヨ
往
復
程
度
す
べ
ら
せ

た
だ
け
で
真
黒
な
墨
汁
が
出
来
上
が
る
。

硯
と
盤
が
磨
れ
あ
う
盲
も
立
た
な
い
。

@
書
い
て
わ
か
否
!

雨
畑
硯
は
、
さ
ら
つ
と
し
て
伸
び
が
良

い
墨
汁
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
細
か
な

鋒
貨
の
粧
子
の
お
か
げ
で
墨
汁
が
だ
ま

に
な
ら
な
い
た
め
、
最
後
の
は
ら
い
ま
で

う
ま
く
墨
が
伸
び
る
。

さ
ら
に
、
水
も
ち
が
良
く
、
墨
が
詑
き

に
く
い
の
も
特
徴
だ
。
地
元
で
は
「
息
を

吹
き
か
け
て
も
文
字
が
書
け
る
」
と
言
わ

れ
て
い
る
ほ
ど
だ
ロ
試
し
に
息
を
硯
に
吹

き
か
け
て
指
で
な
ぞ
る
と
、
硯
の
湿
り

が
持
続
し
て
い
吾
の
が
良
く
わ
か
っ
た
。

@
愛
用
し
て
わ
か
5
!

せ
っ
か
く
良
い
品
物
在
手
に
入
れ

た
な
ら
ば
、
何
で
も
永
く
大
切
に
使

い
た
い
。
雨
畑
真
石
に
は
適
度
な
硬

度
が
あ
る
た
め
、
鋒
貨
が
長
持
ち
し
、

畏
年
の
使
用
に
も
耐
え
得
否
。
使
っ

た
ら
水
洗
い
し
、
乾
か
し
て
布
で
包
み
、

直
射
日
光
を
避
け
て
保
管
す
れ
ば
生
涯

使
い
続
け
る
こ
と
が
で
き
吾
。

@
文
学
に
も
畳
場
!

硯
の
質
の
良
さ
は
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

文
学
の
世
界
に
も
雨
畑
硯
の
彫
嘗
は
及

ん
で
い
る
。
『
点
と
線
』
『
瞳
の
壁
』
等
で
有



名
な
芥
川
賞
作
家
、
松
本
君
彊
と
の
関
わ

り
で
あ
る
。

清
張
は
昭
和
お
年
に
遷
震
発
表
さ
れ

た
推
理
小
説
『
考
え
る
葉
』
で
早
川
の
雨

畑
硯
在
題
材
に
し
て
い
る
。
清
張
は
こ
の

取
締
で
2
度
に
わ
た
り
雨
期
旭
区
在
取

材
し
て
い
否
。
そ
の
際
滴
週
が
輿
瞭
を
持
コ

た
、
硯
臆
人
の
、
畏
い
の
み
の
柄
が
当
た
っ

て
で
き
た
胸
部
の
ヲ
コ
が
物
密
の
量
要

な
鍵
と
な
っ
て
い
る
.

硯
文
化
を

今
に
伝
え
否

硯
匠
庵

硯
匠
庵
は
油
揚
づ
く
り
の
棚
田
点
、
文
化

創
造
の
発
信
の
場
と
し
て

2
0
0
0

年

に
開
館
し
た
・

玄
関
に
は
硯

石
の
原
石
を
採

鋸
す
る
筑
道
在

恩
わ
せ
る
デ
ザ

イ
ン
が
施
さ
れ

て
お
り
、
モ
ダ
ン

な
回
象
の
建
物

で
あ
る
。
館
内
に

は
硯
や
書
、
総
画

等
3
0
0

点
ほ
ど
が
展
示
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
は
地
元
住
人
の
謹
供
で

成
り
立
っ
て
い
る
.

硯
職
人
に
し
か

わ
か
ら
な
い
悦
び
を

こ
の
硯
匠
庵
に
は
、
現
在
雨
畑
で
硯
在

彫
っ
て
い
る
唯
一
の
麗
人
が
い
る

a
硯
在

彫
っ
て
初
年
に
な
る
望
月
玉
泉
さ
ん
だ
。

II害鹿上) I!lll!庖の外観.ヴィ
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玉
泉
さ
ん
は
、
父
で
あ
る
盤
石
さ
ん
に
初

趨
の
時
に
師
事
し
た
。
採
石
し
て
き
た
石

を
平
ら
に
す
る
作
業
だ
け
の
修
行
を

1

年
続
け
、
石
の
自
在
院
む
力
を
襲
っ
た
。

硯
麗
人
で
な
い
と
わ
か
ら
な
い
魅
力

が
雨
畑
真
石
に
は
あ
る
、
と
玉
泉
さ
ん
は

い
う
。
「
磨
い
て
い
て
う
れ
し
く
な
る
よ

う
な
石
」
と
宝
泉
古
ん
が
表
現
す
吾
そ
の

石
に
は
、
1
0
0

枚
に

1
枚
か

2
枚
し
か

出
会
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
石
に
傷
が
な

く
、
石
の
石
絞
が
澄
ん
で
お

U
、
磨
く
と

粘
り
気
が
あ
吾
。
そ
の
よ
う
な
石
を
彫
る

と
き
は
、
硯
麗
人
と
し
て
の
や
り
が
い
を

感
じ
る
一
番
の
崎
だ
と
語

5
.

玉
泉
さ
ん
が
父
の
も
と
で
彫
り
始
め

た
当
時
は
、2
人
で
1
日
叩
枚
製
作
し
て

も
追
い
つ
か
な
い
ほ
ど
硯
の
注
文
力
あ
っ

た
。
硯
の
需
要
が
落
ち
た
今
、
後
継
者
と

な
る
若
者
の
存
在
も
気
に
な
る
。
「
一
番

な
ぜ
雨
畑
で

硯
石
が
採
れ
る
の
か

早
川
町
在
南
北
に
、
糸
魚
川
静
岡
樋
造
線
が

走
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
構
造
線
は
日
本
在
東
西

に
分
け
、
東
は
混
灰
岩
類
、
酉
は
難
色
粘
桓
岩

か
ら
な
っ
て
い
ま
す
.
南
畑
硯
は
、
こ
の
黒
色

粘
密
君
在
使
っ
て
作
ら
れ
て
い
ま
す
.
ま
さ
に
、

雨
畑
だ
か
ら
採
れ
る
自
然
の
恵
み
な
の
で
曹
.

な
お
‘
新
富
に
は
、
こ
の
断
層
の
冒
頭
が
あ

U
、
国
の
頁
然
配
念
物
に
も
な
っ
て
い
ま
す
.

雨
畑
硯
の
歴
史

-
起
源
(
伝
承
)

量
仁

5
年
、
日
蓮
大
上
人
の
弟
手
、
日
間
上

人
が
七
面
山
関
山
田
幡
題
、
雨
畑
川
上
流
で
董

黒
い
石
室
見
つ
付
る
.
ぞ
れ
在
地
元
民
に
彫
5

甘
E
と
こ
ろ
、
上
質
の
硯
が
出
来
上
が
り
、
雨

畑
硯
が
で
き

E

.

.
江
戸
期

。
一
七
八
四
年
(
天
明
A
E
Y

一
極
公
に
硯
在

献
上
し
、
質
主
さ
れ
E
-
主
」
休
日b
ま
す
ま
す
盛

ん
に
宣
産
さ
れ
る
よ
う
に
怠
り
、
雨
畑
硯
田
昌

が
全
国
に
知
れ
置
る
.

-
石
田
採
握
と
見
世
廿
け
て
童
由
民
鑑
査
す

る
者
が
現
れ
た

E
め
‘
度
々
曙
府
に
よ
り
原
石

田
切
り
出
し
を
損
じ

5
れ
る
「
禁
山
〔
と
め
や

ま
)
」
と
怠
る
.
雨
畑
町
硯
.
人E
ち
回
雨
畑
川

原
由
流
石
に
頼
る
ほ
ど
に
遣
い
笛
酌
5
円
、
避

に
将
軍
徳
川
軍
茂
公
に
雨
畑
混
在
献
上
し
、
再

び
採
沼
田
許
可
を
槽
る
・

ク
』



は
若
い
人
が
自
分
の
後
在
纏
い
で
彫
っ

て
く
れ
る
の
が
い
い
。
だ
け
ど
量
初
は
地

元
の
人
が
眠
な
暗
に
彫
っ
て
帰
吾
だ
け

で
も
構
わ
な
い
。
」
玉
泉
さ
ん
の
一
言
に
、

遅
咲
き
で
も
良
い
、
本
当
に
石
の
良
さ
が

わ
か
り
、
彫
ヨ
う
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ

た
人
に
任
せ
た
い
、
と
い
う
麗
人
の
想
い

を
感
じ
た
。

た
か
が
硯
、
さ
れ
ど
硯

硯
匠
庵
に
動
め
て

5
年
の
望
月
信
子

さ
ん
.
「
鑑
賞
の
繍
会
を
規
子
で
持
つ
こ

と
が
大
切
。
」
と
考
え
て
い
る
。

退
聴
後
の
趣
昧
と
し
て
書
在
蛤
め
る

た
め
に
硯
匠
庵
を
訪
れ
る
人
は
多
い
が
、

子
ど
も
に
文
字
在
書
く
こ
と
へ
自
在
向

け
さ
せ
る
の
は
続
。
パ
ソ
コ
ン
で
文
字
在

書
く
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
た
今
、
硯
匠

庵
で
箪
の
文
化
に
触
れ
て
親
子
で
感
動
し
、

書
の
棄
し
古
在
感
じ
て
ほ
し
い
と
話
す
@

「
硯
に
向
か
っ
て
、
墨
を
磨
り

な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
書
く
書

の
墨
の
に
じ
み
具
合
や
、
箪
運

び
ま
で
を
も
考
一
え
ま
す

a
そ
う

し
て
書
か
れ
る
文
字
に
は
、
誰
に
評

価
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
、
個
人
の
持
っ

て
い
る
も
の
全
て
が
出
て
く
る
ん
で
す
.

た
か
が
硯
、
さ
れ
ど
硯
な
ん
で
す
よ
。
』
と

硯
に
向
き
合
う
量
蚕
住
を
教
え
て
く
れ
た
。

未
来
ヘ
繋
ぐ
た
め
に

-
後
は
、
開
館
前
の
樋
想
段
階
か
ら
硯

匠
庵
に
関
わ
っ
て
き
た
館
長
.
「
欲
し
い

と
思
っ
て
手
に
入
る
わ
け
で
は
な
い
、
自

然
の
資
源
を
せ
っ
か
く
持
っ
て
い
る
の

だ
か
ら
、
大
切
に
し
な
い
と
い
け
な
い
」

と
い
う
想
い
で
硯
匠
庵
を
支
主
て
い
る
.

館
長
に
二
時
間
か
け
て
館
内
在
丁
寧
に

案
内
し
て
も
ら
う
と
、
い
か
に
そ
の
石
の

賓
の
良
さ
が
貴
重
で
、
こ
れ
か
ら
も
残
し

，
園
調
ト

E
且
肉
る

a・

r
・
パ
緬
関
東
・
す

Z
H

ん
削
ン
一
π
日
の
当
錨
織

{
さ
立
同
組
即
向
担
聞
の

-
子
殴
色
、
名
鑑
を

1

に
贋

u
t
z
Z町
て
の
は
議
在
的
経

弓
月
匠
脅
し
臣
室
盲
周
期
手

I
E
E車
と
地
裏
帽
国
定
鎗

て
い
く
こ
と
が

大
切
か
を
そ
の
強
い
想
い
と

と
も
に
納
得
さ
せ
ら
れ
る
。
「
晶
フ

は
修
行
を
さ
せ
て
ほ
し
い
と

い
う
著
者
は
い
な
い
け
ど
、
展

示
や
硯
製
作
体
験
を
過
し
て

過
去
、
現
在
を
知

U
、
そ
し
て

こ
れ
か
ら
、
硯
は
ど
う
し
て
い

け
ば
よ
い
か
、
考
え
て
も
ら
う

こ
と
が
重
要
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。
」
と
そ
の
目
は
未
来
へ

向
か
う
。

E月健さん

硯匠庵の飽畏.早川町役場をE毎週嶋し、欄

想段階から硯匠庵殴立に嫌わる.それだけ

に爾姻硯と硯匠庵に対する想いはひとしお.

雨
畑
で
硯
在
彫
る
職
人
が
一
人
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
今
、
雨
畑
地
区
に
は
、
硯
匡

庵
在
中
心
に
様
々
な
想
い
で
雨
畑
真
石

の
素
晴
し
さ
を
伝
走
、
こ
れ
か
ら
も
そ
の

自
然
の
財
産
を
残
し
て
い
こ
う
と
奮
闘

し
て
い
奇
人
た
ち
が
い
る
。

新
し
い
こ
と
を
始
め
る
の
に
絶
好
の
春
、

ま
ず
は
久
し
ぶ
り
に
硯
に
向
か
う
こ
と

か
ら
始
め
て
み
よ
う
.
(
松
井
桃
子
)

-
明
治
期

硯
の
需
要
の
高
ま
り
と
と
芭
に
雨
畑
町
硯

鴎
人
の
数
の
最
盛
期
在
迎
え
る
.
雨
畑
地
区
に

E

一
O
O
名
以
上
回
硯
聴
人
が
い

E
と
い
う

記
録
が
残
る
.

雨
畑
硯
田
昌
が
高
ま
る
一
万
で
雨
畑
産
の

硯
杢
韮
っ

E
両
作
芭
出
函
る
よ
う
に
な
る
.

。
明
治
9
年
頃
、
販
路
広
大
と
侮
物
防
止
を
目

的
に
「
雨
畑
硯
生
産
組
合
」
が
股
立
さ
れ
る
・

-
大
正
期

塑
里
、
回
雨
緬
で
採
れ
墨
色
在
「
爾

姻
耳
石
」
と
し
て
他
と
区
別
し
て
販

売
開
始
.
ま
E
用
料
竃
定
置
行
う
こ

と
に
よ
り
侮
物
対
策
に
量
り
出
す
.

・
昭
和
銅

昭
和
包
年
、
昭
和
天
皇
に
雨
畑
硯

が
献
上
さ
れ
る
・
(
天
皇
へ
の
硯
由

献
上
回
江
戸
時
代
廿

5
鴫
治
‘
文
正

と
続
い
て
き

E
.
)

昭
却
期
撞
半
、
臓
争
中
の
軍
へ
の

狩
り
出
し
ゃ
戦
桂
の
復
興
、
硯
需
要

の
低
下
怠
ど
の
理
由
で
雨
畑
の
硯

鴎
人
の
数
回

3
、
4
人
に
注
減
.

・
平
成
期

平
成

6
年
、
雨
畑
硯
回
そ
の
伝
続

と
実
用
牲
が
紹
酌

5
れ
、
山
長
県
郷

土
伝
統
工
芸
畠
に
回
定
さ
れ
る
.

、

忘
れ
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軽量
パンガ口 、

アスレチック省り

山田ょのキャンブ亀

眺め陣容孝 l 富土山ポイント

硯の星牟ャンプ喝・

•
早川町役，.

硬匠庵

爾姻破、中国や

圏内の名硯を多数

展示.扇掴湖を見

渡す喫議室で一盛.

あ-.tき.硯作り
体・刷費予位

急傾斜の

鋼にEがる

お菜畑ほ圧巻

老平 奥沢

←Jl\ヶ岳

霊山道

歯車月期石氏

硯工房障と直売所

3年前まで破人が実際に硬を贋作

していた工房が当時のまま保存され

ている.当崎の自宅工房が見れるの

はここだけ.視の直売もして〈れる.

霊童山々とj唱とつ 'J«の

光，が美しい!

E野柵七面山
{つり舗)爾鯛，遭→

共同生産所跨

この辺りで.硯の共同夜

g主置と、Ill.をしていた.

専議のR人も療援の嶋人

.もここに集まり硯の製作

をしていた.

-
+
守
・
篭正

本村 南姻寮の腹案工喝

副議工.. 5月中旬から下旬のみオープン

• I眠薬明いい.りが薄う l

·Ria震と〈り

早川に移り住んで2(噛邑

陶芸京米山久志氏の焼物と

奥さんであるのぷ子さんの

E殺め作01のギャラリー.

大軍硯舗

かつて工房があり、その

後・通敏宣となった喝所

で硯の直売をしている.11I

人工房での硬直売所とし

ては・も晶繍えが鐘奮.

落種目mの大迫力. 2 段

目-こ金:があると冨わ札

冊人かの著者がこれを殴

ろうと阻みたが、断all!

壁のため全て失敗してし

まったらしい l

•
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三
河
内

新
窪
乗
越

西
暦

2
0
0
0

年
の
頃
、
早
川
町
で

は
標
高

2
0
0
0
m

の
行
田
山
へ
の

登
山
道
を
獲
備
し
た
。
そ
の
行
田
山
か

ら
、
県
境
の
稜
線
を
西
に
進
む
と
、
新

窪
乗
越
に
出
る
。

初
夏
に
な
る
と
シ
ロ
ヤ
シ
オ
ヨ
ヨ

ウ
ツ
ツ
ジ
)
な
ど
が
咲
き
、
な
か
な
か

雰
囲
気
の
良
い
峠
だ
。
だ
が
、
稜
線
の

静
岡
側
は
、
日
本
三
大
崩
れ
に
も
数
え

ら
れ
る
「
大
谷
崩
れ
」
と
い
う
崩
壊
地

で
、
は
る
か
下
ま
で
見
え
て
し
ま
う
の

が
少
々
恐
ろ
し
く
も
あ
る
。

さ
て
、
「
雨
畑
(
あ
め
は
た
)
は
n安

倍
端
(
あ
ぺ
は
た
γ

が
変
化
し
た
も

の
」
と
も
言
わ
れ
る
ほ
.
と
、
雨
畑
(
硯
島

地
区
)
と
静
岡
と
の
つ
な
が
り
は
強
い
。

{
し
ん
く
ぽ
の
っ
こ
し
}

そ
の
つ
な
が
り
の
舞
台
と
な
っ
て

い
た
の
が
、
こ
の
新
窪
乗
柏
崎
た
っ
た
。

雨
畑
の
人
は
、
こ
の
峠
を
越
え
て
静

岡
に
お
茶
を
買
い
に
行
き
、
静
岡
の
人

は
シ
イ
タ
ケ
を
求
め
て
や
っ
て
き
た

と
い
う
.
雨
畑
で
栽
培
さ
れ
て
い
る
お

茶
も
、
こ
の
峠
を
越
え
て
入
っ
て
き
た

の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
雨
畑
と
梅
ヶ
島
の

聞
に
は
、
婚
姻
関
係
も
あ
っ
た
と
い
う
。

『
甲
斐
国
志
』
に
よ
れ
ば
、
長
畑
か
ら

新
田
ま
で
は

1
日
か
か
っ
た
と
い
う
。

あ
る
時
は
花
織
が
、
あ
る
い
は
お
茶
や

シ
イ
タ
ケ
を
背
負
っ
た
村
人
は
、
何
を

恩
い
、
ど
ん
な
光
察
を
眺
め
な
が
ら
こ

の
長
い
道
の
り
を
歩
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
想
像
は
尽
き
な
い
。

l ,917m

注憲 l

畏畑~新富乗起は、ルー
トがはっきりしておらず、

歩くのは不可能です.

みムラ太 町;市
4、r-t"雪7 行田山
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上峠の遁撮.石の r大谷慣J

とは、損高 2 ，OOOmの行田山

のこと.

主・峠付近には、白〈可様な

シロヤシオが咲く.

陸笠;羽司

ってほしいですね. (身延町 l さん)

編集郎森林組合に対して、予想以上の反響

を頂き、ありがとうございました .96%が森

林の早川町ですから、やはり森綜と共に生き

ていくのが、Itも自然なあり方なんだと思い

ます.その中で、今後は木材生産に限らず、山

にどれだけ多織な価値を見いだしていける

かが鍵になるのではと考えています.

除読者の声
.今号のやまだらけを読むまでは、正直『森

林組合って何 ?J と思っていましたが、呼ん

で見方が変わりました.お金を議ぐことが目

的なのではなく、「国土の維持管理と地球環

境の保全のために健全な森林を育てる」とい

う人聞が生きていく為の線本的な部分に関

わる素晴らしいお仕事をされていたのですね.

(浜松市 Y さん)
問・天下に誇る名硯「雨畑硯」が登場
した、松本清張の作品のタイトルは、
以下のうちどれでしょう。1~1:t:t.ゃまだらけ 目
答 1. ，考える葉』

2 ，'萌える葉』

3 ，'自に青葉』

正解者の中から泊選で 2 名僚に、雨畑
ff?ペーパーウェイトをプレセ・ントし

前回のクイズの正解は、 3 の「ノコギリと
ナヲ」でした.抽選の結果、望月さん(甲府市)、
森と水の源流館さん{奈良県川上村)、森山
さん(繍浜市)の 3 名が当選しました。おめ
でとうございます l

総投票数24過で、なんと全員正解でした!

35号特集 (6 月上旬お届け)

「夏秋集落に生きる」
国道から南アルプス街道を通って、早川町に

入ってすぐの所に「夏秋入り口」という看仮が

立っています。ここから細い山道を車で 10分ほ

ど登ると、円夏秋(なつあけ )Jという集落にたど

り着きます。

この集落に暮らすのは、わずか数名。俗に言

う限界集落です.でも、そこで暮らす人たちは、

とっても生き生き、キラキラ輝いています.こ

れは、この土地のなせる技に違いなしけそんな

夏秋の魅力を掘り起こし、皆織にお届けします.

-森林組合の記事、興味深〈熟読させて頂き

ました.やはり、自治体の発展を考える上では、

産業の援興が不可欠だと思いますし、苦境に

立たされる地方自治体にあって、早川町が健

闘しているのは、そのビジョンが明確である

からだと改めて感じました. (繍浜市 M さん)

-ゃまだらけ 33号で早川町森林組合の仕事

や活働を知ることができました.林業の大切

さがわかりました.ベテランの方、若手の組

合員の皆繊の頑張ワに声援を送ります。マウ

ン卜品JiI(丸山)で皆様にお世話になってお
ります。(品川区 K さん)

・地元の木で、人が住む家を造り暮らす、そ

んな当然の時代が戻ってくるでしょうか.戻

発行元/フィールドミコージ~Il運営委員会 .
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