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「
木
工
・
森
」
の
森
幸
太
郎

さ
ん
（
45
）
は
木
工
家
具
製
品

を
手
掛
け
る
。
６
年
前
、
兵
庫

県
三
木
市
に
あ
る
徳
永
家
具
工

房
か
ら
、「
吉
野
ス
ギ
を
使
っ

た
家
具
を
大
々
的
に
作
れ
な
い

か
」
と
い
う
師
匠
の
熱
い
思
い

を
乗
せ
て
、
住
ま
い
の
神
戸
市

か
ら
下
市
町
へ
移
住
。「
カ
ン

ナ
で
紡
ぐ
家
具
」
の
キ
ャ
ッ
チ

コ
ピ
ー
で
、
下
市
木
工
舎
・
市

（
ｉ
ｃ
ｈ
ｉ
）
を
開
業
し
た
の

が
始
ま
り
。

　

森
さ
ん
の
頑
張
り
で
、
木
工

舎
も
軌
道
に
乗
り
製
品
が
広
く

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
次

の
若
い
や
る
気
の
あ
る
子
が
出

て
き
た
ん
だ
っ
た
ら
、
自
分
は

も
っ
と
自
分
の
も
の
づ
く
り
を

や
っ
て
み
よ
う
。
師
匠
が
目
指

す
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
次
の
世
代

に
継
い
で
い
こ
う
」
と
、
師
匠

と
相
談
し
て
今
年
６
月
に
独
立

し
た
。

　

製
作
過
程
で
一
部
電
動
工
具

は
使
う
も
の
の
、
森
さ
ん
の
木

工
品
の
特
徴
は
、

大
小
の
カ
ン
ナ

を
使
っ
て
徐
々

に
仕
上
げ
る
こ

と
。
最
終
段
階

は
刃
物
で
丁
寧

に
削
り
と
る
。

木
の
魅
力
、
温

も
り
を
極
力
引

き
出
す
た
め
、

「
カ
ン
ナ
で
始
ま

り
、
カ
ン
ナ
に

終
わ
る
」
技
法
に
こ
だ
わ
る
。

「
市
（
ｉ
ｃ
ｈ
ｉ
）」
で
磨
き
上

げ
た
技
が
さ
え
る
。

　

木
工
品
の
つ
な
ぎ
に
ク
ギ
は

使
わ
な
い
。
木
材
の
凹
凸
（
お

う
と
つ
）
を
接
合
さ
せ
る
「
ほ

ぞ
」
の
技
法
で
組
み
合
わ
せ
て

い
く
。
古
来
か
ら
の
日
本
の
建

築
方
式
と
同
じ
考
え
方
だ
。

　

カ
ン
ナ
削
り
や
「
ほ
ぞ
」
の

組
み
立
て
は
、
海
外
の
人
に
と

っ
て
は
憧
れ
の
的
。「
イ
ン
ス

タ
グ
ラ
ム
で
も
、
僕
を
見
て
く

れ
て
い
る
人
は
外
国
人
の
方
が

多
い
ぐ
ら
い
。『
こ
れ
は
何
の

木
』
な
ど
の
問
い
合
わ
せ
が
あ

っ
た
り
と
か
」
と
声
が
弾
む
。

「
市
（
ｉ
ｃ
ｈ
ｉ
）」
の
仕
事
場

に
以
前
、
海
外
か
ら
７
人
ほ
ど

カ
ン
ナ
を
使
う
技
術
を
学
び
に

来
た
こ
と
も
あ
る
。

　
「
僕
が
デ
ザ
イ
ン
し
て
、
椅

子
（
い
す
）
と
い
う
決
ま
っ
た

形
で
販
売
し
て
い
る
の
は
、
そ

ん
な
に
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
メ

イ
ン
は
椅
子
な
ん
で
す
が
、
あ

と
は
小
物
を
作
っ
た
り
、
お
寿

司
屋
さ
ん
で
使
う
長
い
テ
ー
ブ

ル
と
か
で
す
」と
話
す
森
さ
ん
。

取
引
の
あ
る
設
計
事
務
所
か

ら
、
ま
と
ま
っ
た
仕
事
が
入
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

10
年
ほ
ど
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を

拠
点
に
ダ
ン
ス
に
打
ち
込
ん
で

い
た
妻
も
、
コ
ロ
ナ
の
関
係
で

帰
国
し
一
緒
に
暮
ら
し
て
い

る
。「
コ
ロ
ナ
で
家
に
い
る
時

間
が
長
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、

椅
子
な
ど
に
気
を
遣
う
人
も
増

え
た
り
、
家
で
パ
ソ
コ
ン
を
使

い
仕
事
を
す
る
時
間
が
増
え
た

り
だ
と
か
。
ス
テ
イ
ホ
ー
ム
で

家
の
中
を
居
心
地
良
く
し
よ
う

み
た
い
な
需
要
が
あ
る
と
聞
き

ま
す
」
と
目
を
細
め
る
。

　

森
さ
ん
の
将
来
の
夢
は
、
世

界
の
人
に
カ
ン
ナ
を
使
う
技
術

を
広
げ
、
つ
な
げ
て
い
く
事
。

「
注
文
が
あ
れ
ば
、
何
で
も
作

り
ま
す
。
吉
野
ス
ギ
の
消
費
が

ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
け
ば
、
こ

れ
か
ら
山
が
も
っ
と
き
れ
い
に

な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
な
る

と
世
界
の
人
の
方
が
興
味
を
持

っ
て
く
れ
ま
す
ね
」
と
感
慨
深

げ
に
話
す
。

　

長
年
木
の
器
づ
く
り
に
携
わ
っ

て
き
た
桝
井
康
行
さ
ん（
60
）は
、

平
成
29（
２
０
１
７
）年
、妻
の

実
家
が
あ
る
羽
曳
野
か
ら
単
身

赴
任
で
下
市
町
へ
移
住
し
、
下

市
吉
野
杉
箸
「
工
房
き
え
ん
」

を
営
ん
で
い
る
。
妻
は
父
母
の

面
倒
を
見
な
が
ら
、
昼
は
工
房

に
入
っ
て
箸
づ
く
り
を
手
伝

い
、
夕
方
に
は
実
家
に
戻
る
生

活
が
続
い
て
い
る
。
２
年
前
か

ら
一
緒
に
暮
ら
す
長
男
は
、
下

積
み
で
の
試
行
錯
誤
の
毎
日
だ
。

　
「
割
り
箸
発
祥
の
地
で
、
割

り
箸
を
つ
く
る
職
人
さ
ん
が
、

高
齢
化
で
数
少
な
く
な
っ
た
。後

を
継
ぐ
者
も
い
て
な
い
と
い
う

の
を
聞
き
『
こ
れ
で
は
あ
か
ん
』

と
、
町
の
事
業
内
容
に
応
募
さ

せ
て
も
ら
い
ま
し
た
」
と
話
す
。

木
の
器
づ
く
り
の
技
が
活
か
せ

る
場
と
し
て
、迷
わ
ず
選
ん
だ
。

事
業
の
中
に
育
成
事
業
が
あ
り
、

長
男
が
後
々
へ
続
い
て
い
く
よ
う

に
と
の
思
い
も
強
い
。

　

初
め
は
ヒ
ノ
キ
を
材
料
に
使
っ

て
お
り
、材
質
が
変
わ
る
だ
け
で

簡
単
に
で
き
る
も
の
だ
と
思
っ
て

い
た
桝
井
さ
ん
。「
ス
ギ
の
方
が

軟
ら
か
い
の
で
、刃
物（
カ
ネ
フ

サ
製
品
）の
切
れ
味
を
良
く
し
て

お
か
な
い
と
い
け
な
い
。刃
物
を

無
理
し
て
使
っ
て
い
た
ら
、余
計

に
ダ
メ
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。砥

（
と
）ぎ
器
の
角
度
も
い
ろ
い
ろ

考
え
て
。何
し
ろ
刃
物
が
肝
心
要

で
す
か
ら
」と
力
を
込
め
る
。

　

ス
ギ
の
割
り
箸
は
正
目
が
売

り
。縦
の
線
が
き
れ
い
な
こ
と
と
、

香
り
が
良
い
こ
と
で
重
宝
が
ら

れ
て
い
る
。下
市
へ
は
問
屋
が
集

ま
り
、そ
こ
へ
納
め
る
。こ
の
４

月
に
は
、桝
井
さ
ん
は
１
ケ
ー
ス

５
０
０
０
本
入
り
を
、20
ケ
ー
ス

納
め
て
い
た
。納
品
先
は
主
に
関

東
方
面
の
高
級
料
亭
、す
し
屋
、

ホ
テ
ル
な
ど
の
お
得
意
さ
ん
。

　

と
こ
ろ
が
、
５
月
に
な
っ
て

一
変
し
た
。「
コ
ロ
ナ
の
影
響

で
、
飲
食
業
が
ダ
メ
ー
ジ
を
相

当
受
け
ま
し
て
。
問
屋
さ
ん
の

入
り
口
に
在
庫
が
積
み
上
げ
て

あ
る
し
、
そ
ん
な
状
態
で
『
ま

い
ど
』
と
出
来
た
割
り
箸
を
な

か
な
か
持
っ
て
行
き
に
く
い
で

す
」
と
渋
い
表
情
で
話
す
。

　

今
の
決
め
ら
れ
た
納
品
数
は
、

月
に
16
ケ
ー
ス
。ヒ
ノ
キ
だ
と
10

膳
と
れ
る
と
こ
ろ
、ス
ギ
で
は
３

膳
し
か
と
れ
な
い
。引
き
合
い
も

ス
ギ
の
方
が
良
い
代
わ
り
に
材

料
も
高
く
つ
く
。吉
野
ス
ギ
の
正

目
が
通
り
、天
井
部
を
鋭
角
に
削

い
で
上
下
を
分
か
る
よ
う
に
し
た

「
天
削
箸（
て
ん
そ
げ
ば
し
）」は

８
寸
も
あ
る
。伝
統
の
美
し
い
箸

の
魅
力
に
取
り
つ
か
れ
る
。

　

屋
号
の
「
き
え
ん
」
は
、「
燃

え
上
が
る
」
と
い
う
四
字
熟
語

の
「
気
炎
万
丈
（
き
え
ん
ば
ん

じ
ょ
う
）」
か
ら
の
発
想
。
箸

職
人
、
問
屋
、
商
工
会
、
役
場

の
「
そ
れ
ぞ
れ
の
気
持
ち
が
つ

な
が
っ
た
」
と
い
う
思
い
が
込

め
ら
れ
た
「
木
の
縁
」
で
あ
る
。

　

２
年
目
の
長
男
は
い
ろ
い
ろ

頭
を
打
ち
な
が
ら
も
、
４
月
か
ら

本
業
と
し
て
の
自
覚
も
。「『
片
手

で
割
れ
る
割
り
箸
』
の
商
品
は
息

子
の
ア
イ
デ
ア
で
す
。
大
抵
、
く

っ
つ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い
る

割
り
箸
。
イ
ン
ス
タ
ン
ト
即
席

麺
を
作
り
な
が
ら
、
片
手
で
割
れ

た
ら
い
い
の
に
な
あ
、
と
い
う
発

想
で
し
た
。
来
年
は
東
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
も

あ
る
の
で
、
障
害
の
あ
る
方
に

も
使
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
」
と
、

い
つ
の
間
に
か
成
長
し
て
い
る
長

男
に
つ
い
て
自
慢
げ
に
話
す
。

　

材
料
が
安
く
て
、
売
値
が
良

い
も
の
を
つ
く
る
の
は
家
業
を

継
ぐ
者
の
定
め
。
絶
品
の
天
削

箸
の
ほ
か
に
新
製
品
の
開
発
に

も
意
欲
を
見
せ
る
。
コ
ロ
ナ
禍

の
厳
し
い
や
り
繰
り
の
中
、
そ

の
陰
で
立
派
な
後
継
者
も
誕
生

し
て
い
た
。

県
外
か
ら
移
住
し
た
２
人
の
職
人

「吉野スギ」の魅力にひかれ
　全国的ブランド「吉野スギ」の魅力にひかれ、神戸と大阪羽曳野から下市町
に地域おこし協力隊として移住し、それぞれ木工家具職人、割り箸職人として
将来を見据えている２人の男性がいる。コロナ禍の中、共に下市町伃邑（よむら）
の旧秋野小学校跡地に構えた工房で、独自の製品づくりに磨きをかける日々を
送り、地域の人たちが２人の職人を温かく見守っている。

「カンナの技術を世界の人につなげたい」

「スギの軟らかな材質には刃物が肝心要」

カ
ン
ナ
で
紡
ぐ
家
具
づ
く
り
に
意
欲
的
な
森
さ
ん

絶
品
の
割
り
箸
づ
く
り
に
精
を
出
す
桝
井
さ
ん

下
市
吉
野
杉
箸「
工
房
き
え
ん
」

桝
井 

康
行
さ
ん

木
工・森森 

幸
太
郎
さ
ん

森
さ
ん
が
使
用
す
る
大
小
の
カ
ン
ナ
類

長男が開発した「片手で
割れる割り箸」


