
次
世
代
へ

「
晩
の″
だ
れ
や
め″
が

な
ん
つ
ぁ
な
ら
ん
ど
」

1仕事はきついが山で食べる弁当は最高にうま
いと話す二人　2毎朝の体操と朝礼。笑顔での
あいさつは欠かさない日課　34常に危険と隣
り合わせの林業。培った経験や技術を引き継ぎ
たいと話す
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２
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「
山
で
食
べ
る
弁
当
は

最
高
や
っ
ど
」

　
「
ま
ぁ
座
い
や
い
（
座
り
な
さ

い
）」
と
丸
太
の
イ
ス
と
テ
ー
ブ
ル

を
用
意
し
て
く
れ
た
の
は
、
今
年

68
歳
に
な
る
栫
か
こ
い

正
人
さ
ん
と
、
71

歳
に
な
る
野の
だ
け嶽
眞
澄
さ
ん
。
長
年

勤
め
た
森
林
組
合
を
退
職
し
ま
し

た
が
、
人
手
不
足
で
声
が
か
か
り

再
就
職
し
た
そ
う
で
す
。

　
「
家
に
こ
も
っ
て
る
よ
り
、
山

に
来
て
う
ま
い
空
気
を
吸
っ
て
る

ほ
う
が
い
い
。
毎
日
山
を
歩
い
て

る
か
ら
若
い
も
ん
よ
り
元
気
や
っ

ど
」
と
話
す
栫
さ
ん
。
森
林
組
合

は
、
主
に
間
伐
現
場
が
多
く
、
機

械
化
が
進
ん
だ
と
は
い
え
チ
エ
ン

ソ
ー
の
出
番
も
多
い
そ
う
で
す
。

　
「
ま
ず
は
受
け
側
を
切
っ
て
反

対
か
ら
追
い
口
を
切
る
。『
つ
い
』

を
２
～
３
セ
ン
チ
残
し
て
矢
（
く

さ
び
）
を
ハ
ン
マ
ー
で
打
ち
込
む
。

こ
う
す
る
と
倒
し
た
い
方
向
に
木

を
倒
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
切
り

株
を
使
っ
て
説
明
す
る
野
嶽
さ
ん

で
す
が
、「
ま
ぁ
た
ま
に
失
敗
し

て
他
の
木
に
か
か
る
こ
と
も
あ
る
。

こ
う
な
る
と
倒
す
の
に
難
儀
を
す

る
―
」
と
苦
笑
い
。

　
「
林
業
は
き
つ
い
が
、
や
り
が
い

の
あ
る
仕
事
。
間
伐
し
た
山
を
見

る
と
、
い
い
山
に
育
っ
た
な
と
い

つ
も
思
う
。
結
局
は
山
が
好
き
だ

か
ら
や
め
ら
れ
な
い
」
と
二
人
は

続
け
ま
す
。
森
林
組
合
の
作
業
員

の
平
均
年
齢
は
58
歳
と
高
齢
化
が

進
ん
で
い
ま
す
。「
機
械
化
が
進
ん

で
ほ
と
ん
ど
の
作
業
は
重
機
で
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
、
山

仕
事
で
一
番
大
変
な
こ
と
は
、
植

栽
し
て
か
ら
５
年
間
の
草
刈
り
。

草
刈
り
は
夏
場
で
日
陰
も
な
い
う

え
に
、
ハ
チ
や
マ
ム
シ
も
―
。
若

い
人
に
は
き
つ
い
仕
事
か
も
し
れ

な
い
。
早
く
ラ
ジ
コ
ン
の
草
刈
り

機
が
開
発
さ
れ
な
い
か
と
待
っ
て

る
と
こ
だ
」
と
笑
い
ま
す
。

　

長
年
、
山
の
仕
事
を
続
け
ら
れ

る
秘
訣
を
聞
い
て
み
る
と
「
毎
朝
、

笑
顔
で
あ
い
さ
つ
」
と
返
っ
て
き

ま
し
た
。
各
班
４
人
で
作
業
し
ま

す
が
、
一
番
は
大
切
な
こ
と
は

お
互
い
の
信
頼
関
係
と
話
し
ま
す
。

「
い
い
仲
間
に
恵
ま
れ
て
る
。
こ

れ
か
ら
も
山
で
働
き
た
い
」
と
今

の
思
い
を
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

受
け
継
ぐ
技
と
想
い

　

11
年
前
に
「
原
一
林

業
株
式
会
社
」
を
設

立
し
た
原
口
良
一
さ

ん
。
代
々
林
業
を
生
業

と
し
て
生
き
て
き
た
そ

う
で
、
良
一
さ
ん
で
４

代
目
。
そ
の
父
の
も
と

で
林
業
を
学
ん
で
い
る

の
が
優
一
さ
ん
（
25
）

と
広
一
さ
ん
（
20
）
の
二
人
で
す
。

長
男
の
優
一
さ
ん
は
、
鹿
屋
農
業

高
校
の
緑
地
工
学
課
を
卒
業
し
て

す
ぐ
に
林
業
の
世
界
へ
。「
プ
ロ

セ
ッ
サ
や
グ
ラ
ッ
プ
ル
な
ど
の
高

性
能
林
業
機
械
は
全
部
扱
え
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
あ
と
持
っ
て

い
な
い
の
が
架
線
集
材
の
資
格
で

す
。
祖
父
と
父
が
持
っ
て
い
る
の

で
い
つ
か
は
自
分
も
―
」。

　

架
線
集
材
と
は
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー

プ
を
空
中
に
張
っ
て
組
み
上
げ
た

集
材
装
置
を
使
っ
て
、 

伐
採
し
た

木
材
を
土
場
と
呼
ば
れ
る
集
積
場

ま
で
吊
る
し
て
運
ぶ
方
法
の
こ
と

で
す
。
お
も
に
重
機
の
入
ら
な
い

急
傾
斜
地
な
ど
で
行
わ
れ
ま
す
が
、

国
家
資
格
（
架
線
技
師
免
許
）
が

必
要
で
、
年
々
熟
練
の
架
線
技
師

は
減
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　
「
架
線
集
材
は
、
伐
っ
た
木
を

土
に
着
け
ず
美
し
く
出
せ
ま
す
し
、

重
機
が
入
ら
な
い
た
め
、
あ
と
の

植
林
を
考
え
て
も
、
山
を
荒
ら
さ

な
い
の
で
自
然
に
や
さ
し
い
。
こ

こ
の
現
場
を
見
て
く
だ
さ
い
、
と

て
も
綺
麗
で
し
ょ
？
山
は
人
間
だ

け
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
で
生

き
る
動
植
物
も
い
る
。
と
も
に
共

存
し
な
が
ら
守
る
た
め
に
も
、
父

か
ら
技
術
を
引
き
継
ぎ
た
い
」
と

思
い
を
込
め
ま
す
。

　

木
材
の
輸
出
、
集
成
材
技
術
の

進
歩
、
高
性
能
林
業
機
械
の
普
及

な
ど
、
日
本
の
山
が
新
た
な
時
代

へ
移
り
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

価
格
低
迷
に
よ
り
手
つ
か
ず
だ
っ

た
山
が
動
き
出
し
ま
し
た
。
し
か

し
、
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
い
こ

と
は
次
の
世
代
へ
引
き
継
ぐ
こ
と
。

こ
れ
は
山
主
だ
け
の
問
題
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
山
は
水
を
貯
え
、
酸

素
を
作
り
出
す
、
私
た
ち
に
と
っ

て
は
欠
か
せ
な
い
存
在
。
大
切
な

こ
と
は
関
心
を
持
つ
こ
と
。
そ
れ

ぞ
れ
が
今
で
き
る
こ
と
に
目
を
向

け
る
時
が
き
て
い
ま
す
。

「父から息子たちへ
伝えたい技と想い」

原口良一さん（写真右）　原口優一さん（写真左）　原口広一さん（写真上）

野
の だ け
嶽 眞澄さん（71）

栫
かこい
正人さん（68）
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