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表　紙　写　真

撮影：千々輪岳史

（2015.1.30）

雪化粧した橋の向こう

側には杉檜林が白い雪

をかぶっていた。吊り

橋と深い緑と雪の白、

冬の静かで美しい自然

が目の前にあった。

「道志手帖」とは？

略して「ドウシテ」。「どうしってどんなところ？」という関心から生ま

れた、道志村地域おこし協力隊による冊子です。村の外からきた隊員が、

村で生活していて気になったこと、おもしろいなとおもったこと、発見

や驚きを、年 4 回報告していきます。隊員の活動報告もおこないます。

  What's
 "Doshi-techo"?

ブログで日々の活動を報告しています。ぜひご覧ください。　doshi-okoshi.com

facebook もやっています！　facebook.com/doshi.okoshi

［特集］　炭焼き　…5

［道志村地域おこし協力隊］

香西恵
千々輪岳史

中嶌拓哉

井口陽介
大野航輔

撮影：香西恵（2015.2.10）

手づくりの「やせうま」は背負い手に合わせた

大きさをしています。重心が逸れないように縄

で荷付けの位置を調節します。炭俵や俵の材料

であるカヤを運ぶのに大活躍しました。

やせうま（背負子）
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至相模原
「大渡絵地図」

大渡
p14-15

「しょうゆ搾りの想ひ出」
道の駅どうし
p12-13

「猟師とアニマルトレッキング」
久保ー野原遊歩道

p23

「特集　炭焼き」
炭を背負って越えた道坂峠

p6-9

「時代の語り部」
民宿河西屋、最後の炭焼き窯

p10

「炭焼きの思い出」
カヤを取りに行った鳥ノ胸山

p6-7

「炭焼きの記憶から」
スズ竹を取りに行った加入道山

p8-9

「炭焼きの思い出」
炭俵の残る民宿「うおやす」

（山中湖村山中）
p6-7

「特集　炭焼き」
馬場の小学校、定時制高校

（現道志小学校）
p6-9

「炭焼きの思い出」
勝房さんがつくった窯があったところ

p6-7

今号の取材先

道志村へのアクセス

富士急行線 都留市駅から富士急バス 30 分

旭が丘（山中湖経由）から富士急バス 20 分

中央自動車道　相模湖 IC から 50 分（30km）

中央自動車道　都留 IC から 30 分（20km）

中央自動車道　河口湖 IC から 50 分（38km）

東名高速道路　御殿場 IC から 50 分（35km）

JR 横浜線橋本駅から１時間（40km）

山梨県道志村

  Where's
 "Doshi-mura"?

［
特
集
］道

志
村
の
「
七
色
山
稼
ぎ
」
の
ひ

と
つ
炭
焼
き
は
、
養
蚕
と
と
も
に

貴
重
な
現
金
収
入
源
で
あ
り
、
冬

か
ら
春
先
に
か
け
て
の
重
要
な
仕

事
で
し
た
。
今
も
残
る
炭
俵
や
昔

の
写
真
か
ら
そ
の
記
憶
を
辿
り
ま

し
た
。

大渡の山中に残る石窯
の跡。道志の山を歩く
と沢沿いに多くの窯の
跡が見られる

【
七
色
山
稼
ぎ
】

道
志
で
は
雑
器
・
笹
板
・
大
板
・
杓

子
・
箸
・
炭
・
下
駄
の
七
品
を
つ
く
っ

て
生
活
の
糧
と
し
て
き
ま
し
た
。

炭
焼
き

山
梨
県
全
体
の
木
炭

生
産
は
昭
和
31

年
（
１
９
５
６
年
）
の
約

３
万
４
千
ト
ン
／
年
が
ピ
ー

ク
で
し
た
。
そ
の
時
代
に
西

和
出
村
の
山
口
光あ

き
らさ
ん
は

山
梨
県
木
炭
協
会
長
を
４

年
務
め
、
木
炭
と
の
か
か

わ
り
が
深
か
っ
た
方
で
す
。

昭
和
33 

年
か
ら
37
年
ま
で                                                                                                           

村
長
も
務
め
ま
し
た
。

　

光
さ
ん
は
平
成
６
年

（
１
９
９
４
年
）
に
お
亡
く

な
り
に
な
り
ま
し
た
が
、
所

蔵
し
て
い
た
大
月
林
務
事
務

所
庁
舎
新
築
記
念
ア
ル
バ
ム

（
昭
和
36
年
３
月
）
に
は
貴

重
な
写
真
が
残
さ
れ
て
い
ま

し
た
。　
　
（
千
々
輪
岳
史
）

炭を山から人力で搬出している様子　
場所は雁ヶ腹摺山（がんがはらすりやま）山麓の
大月市真木地域と思われる。先頭の二人は小学生
に見え、一家総出の炭焼きの様子がうかがえる

木炭品評会の様子
おそらく大月での品評会の様子と思われる。木炭
の品質向上と木炭産業発展ため品評会が行われて
いた

男
は
毎
日
窯
へ
通
う

女
は
炭
俵
用
の
茅
を
刈
り

縄
を
な
い
　
炭
俵
を
編
み

そ
の
上
　
馬
の
手
綱
を
ひ
い
て
谷
村
町
に
炭
売
り
と

休
む
日
も
な
い
多
忙
の
毎
日
で
あ
る

農
家
で
は
十
一
月
　

秋
の
収
穫
そ
し
て
麦
蒔
を
終
し
て

一
日
も
早
く
現
金
収
入
の
炭
焼
き
を
始
め
な
け
れ
ば

現
金
が
な
い

十
一
月
の
う
ち
に
初
窯
の
炭
を
初
売
り
し
た
い
と

各
家
が
競
っ
て
窯
築
に
か
か
る
の
で
あ
る

『
道
志
村
の
し
き
た
り
風
習
』（
山
口
大
八
著
）
よ
り
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既
に
炭
焼
き
を
「
冬
の
稼
ぎ
」
と
し
て
生
き
て
こ

ら
れ
た
世
代
の
方
も
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
炭

焼
き
の
思
い
出
話
を
村
内
の
三
つ
の
集
落
の
方
々
か

ら
お
聞
き
し
ま
し
た
。

　

い
ず
れ
も
炭
作
り
は
家
中
が
大
変
で
、
男
は
炭
焼

き
で
山
に
入
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
夕
食
が
終

わ
る
と
子
供
は
縄
な
い
、
女
性
は
俵
編
み
を
し
ま
し

た
。
車
が
村
に
通
る
よ
う
に
な
る
ま
で
は
馬
の
背
に

載
せ
て
炭
を
都
留
や
上
野
原
に
売
り
に
行
っ
て
い
ま

し
た
。

　
月
夜
野

　

山
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
炭
焼
き
が
行
わ
れ
て
い

た
。
山
を
多
く
持
っ
て
い
る
人
は
炭
焼
き
を
す
る
人

に
貸
し
て
い
た
。
そ
の
場
合
現
金
や
現
物
で
地
主
は

半
分
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
地
主
は
楽
に
稼

ぐ
こ
と
が
出
来
た
。

　

一
方
で
焼
く
人
は
あ
ら
か
じ
め
ど
の
木
を
切
る
か

決
め
、
そ
こ
か
ら
生
産
さ
れ
る
俵
数
を
換
算
し
て
地

主
に
現
金
で
事
前
支
払
す
る
と
、
根
本
ぎ
り
ぎ
り
か

ら
伐
っ
て
生
産
数
を
増
や
し
た
り
、
創
意
工
夫
を
し

て
、
よ
り
多
く
の
炭
を
焼
い
た
。
出
荷
先
は
主
に
藤

野
（
相
模
原
）
方
面
だ
っ
た
。

　
大
栗

　

太
平
洋
戦
争
が
は
じ
ま
る
と
村
は
子
供
と
老
人
だ

け
に
な
っ
た
。
昭
和
19
年
（
１
９
４
４
年
）、
小
学
校

五
年
生
に
な
る
と
夏
は
畑
作
業
、
冬
は
木
炭
運
び
が

あ
っ
た
。
一
日
二
俵
の
白
炭
を
大
室
指
に
あ
っ
た
木

炭
倉
庫
か
ら
馬
場
の
小
学
校
ま
で
背
負
っ
て
こ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
高
等
科
の
兄
さ
ん
た
ち
は
一

度
に
二
俵
運
べ
た
が
一
俵
ず
つ
し
か
運
べ
な
か
っ
た
。

　

そ
の
う
ち
炭
を
焼
く
人
も
少
な
く
な
り
、
現
在
の

小
学
校
に
黒
炭
の
窯
を
作
ら
さ
れ
、
裏
山
の
雑
木
を

伐
っ
て
炭
を
焼
い
た
。
最
初
だ
け
村
の
お
じ
い
さ
ん

の
指
導
が
あ
っ
た
が
、
後
は
子
供
だ
け
で
木
を
伐
っ

て
き
て
焼
い
て
い
た
。

　

黒
炭
は
白
炭
に
比
べ
冷
ま
し
て
か
ら
窯
か
ら
出
す

の
で
安
全
で
技
術
も
白
炭
よ
り
要
ら
な
い
が
、
窯
の

後
ろ
に
あ
る
煙
を
出
す
口
か
ら
炎
が
出
て
炭
焼
き
小

屋
の
屋
根
を
焼
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

　
川
原
畑

　

50
年
く
ら
い
前
ま
で
炭
焼
き
は
行
わ
れ
て
い
た
。

神
奈
川
県
と
の
境
の
山
奥
ま
で
炭
焼
き
に
入
っ
て
い

た
。炭
焼
き
窯
か
ら
男
は
三
俵
、女
で
も
二
俵
背
負
っ

て
馬
の
い
る
道
ま
で
山
を
下
り
た
。
山
か
ら
炭
を
下

ろ
す
の
を
請
け
負
う
人
も
い
た
。村
内
に
検
査
員（
※

１
）
が
い
て
、
目
方
と
質
を
管
理
し
て
い
た
。
売
り

先
は
谷
村
（
都
留
市
）
で
道
坂
峠
を
越
え
て
馬
に
六

俵
、
人
の
背
中
で
一
俵
背
負
っ
て
売
り
に
行
っ
た
。

（
※
２
）

里
帰
り
し
た
道
志
村
の
炭
俵

　

山
中
湖
村
で
民
宿
「
花
の
宿
う
お
や
す
」
を
営

む
槌つ

ち
や屋
勝か
つ
ぞ
う三
さ
ん
の
倉
庫
に
道
志
で
焼
い
た
炭
俵

が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
山
梨
日
日
新
聞
平
成
26
年

（
２
０
１
４
年
）
２
月
６
日
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
山

中
湖
が
全
面
氷
結
し
た
当
時
、
ワ
カ
サ
ギ
の
穴
釣
り

の
客
が
火
鉢
で
暖
を
取
る
た
め
に
使
っ
て
い
た
も
の

だ
と
の
こ
と
。
こ
の
記
事
だ
け
を
頼
り
に
突
然
お
伺

い
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
快
く
現
物
を
見
せ
て
頂
く

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
カ
ヤ
で
編
ん
だ
四
角
い
俵
は

当
時
の
形
を
保
っ
て
い
ま
し
た
。

　

槌
屋
さ
ん
に
よ
れ
ば
お
母
さ
ん
が
道
志
村
谷
相
の

小
林
時
治
郎
さ
ん
の
妹
だ
っ
た
縁
で
買
っ
て
い
た
と

の
こ
と
。
炭
俵
を
特
別
に
一
俵
お
借
り
し
、
時
治
郎

さ
ん
の
ご
自
宅
に
お
伺
い
し
ま
し
た
。
時
治
郎
さ
ん

は
お
亡
く
な
り
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
娘
の
カ
ツ

エ
さ
ん
と
お
嫁
さ
ん
の
千
代
美
さ
ん
に
お
話
を
伺
う

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

お
二
人
と
も
俵
に
使
う
す
だ
れ
を
編
ん
だ
と
い
い

ま
す
。
千
代
美
さ
ん
が
お
嫁
に
来
た
約
40
年
前
、
子

育
て
と
家
事
の
か
た
わ
ら
で
時
治
郎
さ
ん
の
要
望
す

る
数
を
作
る
の
で
す
が
、
一
日
に
一
、二
俵
分
の
す

だ
れ
を
編
む
の
が
せ
い
ぜ
い
だ
っ
た
と
か
。

　

材
料
と
な
る
カ
ヤ
は
鳥
ノ
胸
山
ま
で
取
り
に
行
っ

た
こ
と
も
あ
る
と
い
い
ま
す
。
炭
を
詰
め
て
、
炭
俵

に
仕
上
げ
た
の
は
時
治
郎
さ
ん
で
し
た
。

　

意
外
な
こ
と
に
時
治
郎
さ
ん
が
炭
焼
き
を
は
じ
め

た
の
は
炭
焼
き
が
全
盛
期
を
過
ぎ
た
昭
和
50
年
頃

だ
っ
た
よ
う
で
す
。
本
業
は
大
工
で
、
炭
焼
き
は
大

工
を
辞
め
て
百
姓
を
し
な
が
ら
、
中
学
校
の
体
育
館

の
隣
に
あ
っ
た
窯
で
焼
い
て
い
ま
し
た
。

　

山
中
湖
の
「
う
お
や
す
」
に
売
る
他
、
自
宅
の
掘

り
ご
た
つ
で
も
使
っ
て
い
ま
し
た
。
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー

用
の
薪
と
違
い
煙
が
出
な
い
の
で
誰
に
あ
げ
て
も
喜

ば
れ
、
特
に
今
回
お
借
り
し
て
き
た
楢な

ら

の
木
は
暖
か

く
長
持
ち
す
る
そ
う
で
す
。

　

そ
し
て
こ
の
炭
俵
は
佐
藤
勝
房
さ
ん
（
次
頁
に
関

連
記
事
）
と
結
び
つ
け
て
く
れ
ま
し
た
。
中
学
校
の

体
育
館
脇
に
窯
を
作
っ
た
の
は
勝
房
さ
ん
で
、
お
お

よ
そ
50
年
前
、
中
学
校
の
先
生
に
頼
ま
れ
て
２
週
間

か
け
て
作
り
、
４
〜
５
年
炭
焼
き
を
教
え
て
い
た
そ

う
で
す
。
勝
房
さ
ん
自
作
の
背
負
子
に
炭
俵
を
付
け

て
も
ら
い
背
負
っ
て
み
ま
し
た
が
（
右
頁
写
真
）、
三

俵
を
背
負
っ
て
山
か
ら
下
り
て
く
る
の
は
重
労
働
だ

な
と
感
じ
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
（
千
々
輪
岳
史
）

炭
焼
き
の
思
い
出

［特集］炭焼き

きちんと形が保たれた炭俵は作った人の几帳面な人柄
が表れているようでした。すだれは再利用していました

村
内
で
炭
焼
き
の
お
話
を
伺
う
と
共
に
、
一
つ
の
新

聞
記
事
を
頼
り
に
山
中
湖
ま
で
取
材
の
足
を
の
ば
し

ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

槌屋さんの倉庫に保管されている炭俵。最初は炭俵で
納入していましたが、その後ダンボールになりました

※
１
『
道
志
七
里
』
に
よ
れ
ば
１
９
４
３
年
（
昭
和
18
年
）

　
　

木
炭
生
産
組
合
が
結
成
さ
れ
、
会
長
、
理
事
、
各
集
落

　
　

の
組
合
長
の
他
に
技
師
補
と
検
査
員
を
置
い
て
い
た
。

　
　

村
内
で
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
上
、
中
、
下
で
３
名
い

　
　

た
と
の
こ
と
。

※
２
『
道
志
村
と
私
』（
西
川
鐃
著
）
１
４
０
頁
に
は
明
治

　
　

時
代
の
谷
村
へ
の
炭
売
り
の
様
子
が
書
か
れ
て
い
る
。
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［特集］炭焼き

【
昭
和
初
期
の
木
炭
】

　

昭
和
37
年
に
原
油
の
輸
入
自
由
化
が
開
始
さ
れ
、

木
炭
の
時
代
は
ほ
ぼ
終
焉
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

図
１
に
示
し
て
い
る
が
、
昭
和
25
年
に
は
２
０
０
万

ト
ン
の
国
内
生
産
量
を
誇
っ
て
い
た
木
炭
が
、
昭
和

55
年
は
７
万
ト
ン
と
、
28
分
の
１
の
量
に
激
減
し
て

い
る
。

　
『
道
志
七
里
』
に
は
、
元
禄
８
年
（
１
６
９
５
年
）

に
「
越
後
屋
」（
日
本
橋
三
越
の
元
祖
）
が
道
志
へ

木
炭
を
買
い
付
け
に
訪
問
し
た
が
、
炭
焼
き
が
行
わ

れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
技
術
者
４
〜
５
人

を
連
れ
、
技
術
指
導
を
行
っ
た
と
記
載
が
あ
る
。

　

こ
の
記
述
が
確
か
で
あ
れ
ば
、
道
志
に
お
け
る
炭

の
製
造
は
、
１
６
９
５
年
か
ら
１
９
５
５
年
頃
ま
で

２
６
０
年
間
継
続
し
た
こ
と
に
な
る
。
2.6
世
紀
に
渡

り
存
続
し
た
産
業
が
終
わ
っ
た
後
、
ど
の
よ
う
に
新

し
い
産
業
が
生
ま
れ
、
仕
事
や
生
活
が
存
続
し
、
人

間
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
き
た
の
か
、
と
て
も
興

味
深
い
。
木
炭
の
時
代
が
終
わ
り
、
国
内
の
産
業
や

生
活
も
急
激
に
変
化
し
て
い
く
時
期
、
道
志
で
は
炭

焼
き
、
養
蚕
と
い
う
二
大
産
業
の
衰
退
か
ら
次
の
産

業
、
仕
事
へ
変
化
の
波
が
押
し
寄
せ
て
い
た
。

　

道
志
村
に
て
現
役
で
炭
を
焼
い
た
最
後
の
世
代
と

な
る
佐
藤
勝
房
さ
ん（
87
歳
）と
幸
子
さ
ん
夫
妻（
竹

之
本
在
住
）
に
お
話
を
伺
っ
た
。

炭
焼
き
を
志
す

　

昭
和
27
年
頃
、
定
時
制
高
校
（
現
・
道
志
小
学

校
）
を
卒
業
し
た
勝
房
さ
ん
は
20
歳
。
一
家
の
長
男

と
し
て
村
内
で
働
く
た
め
、
横
浜
市
有
林
の
造
林
監

督
員
だ
っ
た
父
が
行
っ
て
い
た
炭
焼
き
を
手
伝
う
こ

と
に
な
っ
た
。
父
は
そ
れ
ま
で
白
炭
を
専
門
に
焼
い

て
い
た
が
、
当
時
、
北
都
留
の
笹
子
（
現
・
大
月
市
）

か
ら
黒
炭
職
人
が
来
村
し
、
黒
炭
の
製
法
を
教
わ
っ

た
。
そ
れ
を
機
に
、
黒
炭
を
専
門
に
生
産
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。

山
へ
通
う
日
々

　

毎
日
、朝
７
時
15
分
頃
に
家
を
出
て
山
へ
向
か
う
。

日
が
暮
れ
な
い
う
ち
に
帰
宅
し
、
平
均
10
時
間
く
ら

い
作
業
を
行
っ
た
。
ま
ず
、山
に
入
る
と
窯
へ
行
く
。

窯
か
ら
出
し
た
炭
を
俵
に
詰
め
、
一
日
に
一
人
あ
た

り
三
俵
ず
つ
炭
小
屋
へ
下
ろ
す
。
量
が
多
い
時
に
は

幸
子
さ
ん
も
手
伝
い
、二
俵
を
背
負
子
で
背
負
っ
た
。

炭
と
重
量

　

炭
俵
は
一
俵
あ
た
り
四
貫
目
で
取
引
さ
れ
た
。
一

貫
目
は
約
４
㎏
（
3.7
㎏
）
な
の
で
一
俵
は
16
㎏
。
三

俵
を
背
負
子
に
背
負
う
と
、
48
㎏
と
な
る
。
女
性
も

二
俵
で
32
㎏
を
背
負
っ
た
。
ま
た
、
河
口
湖
の
小
立

村
（
現
・
富
士
河
口
湖
町
）
へ
竹
ザ
ル
の
原
料
と
な

る
ス
ズ
竹
を
出
荷
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
加
入
道
山

の
頂
上
か
ら
さ
ら
に
山
北
町
側
へ
下
っ
た
と
こ
ろ
で

竹
を
伐
り
出
し
、
背
負
子
で
運
ぶ
。
重
さ
は
十
貫
目

（
40
㎏
）
だ
っ
た
。

白
炭
と
黒
炭

　

白
炭
は
毎
日
窯
か
ら
炭
を
出
し
、
木
灰
を
か
け
て

火
を
消
す
。
翌
日
、
冷
め
た
炭
を
俵
に
詰
め
る
。
燃

え
て
い
る
炭
を
鉄
棒
で
取
り
出
す
た
め
、
大
量
の
汗

を
か
く
。
黒
炭
は
窯
の
煙
突
を
塞
ぐ
こ
と
で
、
空
気

量
を
調
節
し
、
窯
の
中
で
い
ぶ
す
よ
う
に
作
る
。
八

日
に
一
回
の
窯
出
し
と
な
る
の
で
、
白
炭
よ
り
は
楽

だ
っ
た
。
し
か
し
、空
気
の
調
整
が
と
て
も
難
し
い
。

白
炭
の
方
が
火
力
は
強
い
が
、
着
火
し
や
す
い
黒
炭

が
好
ま
れ
た
。

炭
窯

　

窯
は
白
炭
が
小
さ
く
、
黒
炭
は
大
き
い
。
白
炭
は

大
き
い
石
を
、
黒
炭
は
小
さ
い
石
を
積
み
上
げ
て
作

る
。
黒
炭
は
延
長
が
十
尺
で
約
３
m
。
四
十
俵
く
ら

い
製
造
出
来
た
。
窯
は
木
が
集
め
や
す
い
沢
筋
な
ど

に
作
る
。
周
囲
の
木
が
な
く
な
る
と
、
木
が
あ
る
所

に
移
動
し
新
た
に
窯
を
作
っ
た
。
村
内
に
は
炭
窯
職

人
が
沢
山
い
た
。
職
人
に
依
頼
す
る
と
、
上
手
な
人

は
一
日
で
窯
を
作
っ
て
し
ま
う
。

炭
の
原
料

　

ナ
ラ
や
ク
ヌ
ギ
な
ど
の
広
葉
樹
が
主
な
原
料
。
大

体
、12
〜
15
年
で
伐
採
す
る
。
直
径
は
15
㎝
く
ら
い
。

大
き
な
ノ
コ
ギ
リ
で
木
を
倒
し
、
さ
ら
に
三
尺
五
寸

（
約
１
m
）
に
伐
る
。
そ
の
後
、
窯
の
周
辺
ま
で
手

で
な
ぐ
る
（
転
が
し
て
落
と
す
）。
手
袋
も
し
て
い

な
か
っ
た
。
幸
子
さ
ん
も
一
緒
に
作
業
を
行
っ
た
。

炭
の
価
格

　

製
造
し
た
炭
は
馬
方
が
都
留
市
の
商
店
街
へ
運

び
、
販
売
し
た
。
価
格
は
一
俵
３
５
０
円
。
昭
和
27

年
は
、
た
ば
こ
が
30
円
、
映
画
１
２
２
円
、
米
10
㎏

が
６
２
０
円
と
い
っ
た
物
価
。
現
在
の
価
値
か
ら
換

算
し
て
１
円
を
7.7
円
と
す
る
と
、
一
俵
は
２
６
９
５

円
。
三
俵
で
８
０
８
５
円
と
な
る
。
一
日
に
一
人
が

山
か
ら
出
す
の
が
三
俵
だ
っ
た
。

　

都
留
市
駅
ま
で
馬
を
引
い
て
歩
く
場
合
、
朝
暗
い

う
ち
に
提
灯
を
持
っ
て
家
を
出
る
と
、
神
地
の
あ
た

り
で
夜
が
明
け
、
提
灯
の
火
を
消
す
。
そ
れ
か
ら
道

炭
焼
き
の
記
憶
か
ら

今
回
の
お
話
で
中
心
と
な
る
時
代
は
、
昭
和
27
年
か

ら
30
年
頃
（
１
９
５
２
年
か
ら
５
５
年
頃
）。
現
在

か
ら
約
60
年
前
だ
。
日
本
は
戦
後
復
興
か
ら
経
済
成

長
の
道
へ
飛
躍
し
よ
う
と
し
て
い
る
頃
。ち
ょ
う
ど
、

燃
料
革
命
の
時
期
と
重
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
ま
で
、

暖
房
や
調
理
に
欠
か
せ
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
だ
っ
た

木
炭
は
少
し
ず
つ
歴
史
の
表
舞
台
か
ら
姿
を
消
し
、

そ
の
座
を
石
油
に
譲
ろ
う
と
し
て
い
た
。　
　
　
　
　
　
　
　

坂
峠
（
ト
ン
ネ
ル
の
左
側
上
部
の
峠
）
を
越
え
、
都

留
を
目
指
す
。
途
中
、
人
家
の
縁
側
に
座
り
、
疲
れ

を
癒
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
片
道
４
時
間
。
往
復
８
時

間
の
道
の
り
だ
っ
た
。

女
性
の
仕
事

　

当
時
、
道
志
で
は
女
性
も
毎
日
山
へ
入
り
作
業
を

行
っ
た
。
主
に
チ
ェ
ン
ソ
ー
等
機
械
を
使
わ
ず
に
出

来
る
仕
事
を
し
た
。
特
に
炭
俵
を
編
む
の
は
女
性
の

仕
事
で
、
品
質
が
高
か
っ
た
。
幸
子
さ
ん
は
炭
焼
き

を
手
伝
う
傍
ら
、
ア
カ
マ
ツ
苗
の
育
成
や
養
蚕
も
行

う
。
四
人
の
子
供
を
お
ば
あ
さ
ん
二
人
と
と
も
に
育

て
た
。

　

山
で
仕
事
を
し
て
い
る
と
、
子
供
を
お
ぶ
っ
た
お

ば
あ
さ
ん
が
山
道
を
の
ぼ
り
、
母
乳
を
飲
ま
せ
に
来

た
事
も
あ
っ
た
と
言
う
。

　

勝
房
さ
ん
は
炭
焼
き
の
仕
事
を
昭
和
31
年
３
月
ま

で
続
け
、
４
月
か
ら
横
浜
市
市
有
林
の
造
林
監
督
員

と
し
て
昭
和
60
年
ま
で
道
志
の
山
に
生
涯
を
通
じ
て

関
わ
ら
れ
た
。
そ
ん
な
勝
房
さ
ん
が
仕
事
中
に
楽
し

さ
を
感
じ
る
の
は
、「
自
分
が
植
え
た
木
が
大
き
く

な
る
の
を
見
た
時
」
だ
と
言
う
。
今
後
、
道
志
の
山

に
つ
い
て
思
う
事
は
何
か
と
尋
ね
る
と
、「
と
に
か

く
、
今
の
う
ち
に
、
間
伐
を
進
め
て
欲
し
い
」
と
力

強
く
お
答
え
に
な
っ
た
。　
　
　
　
　
（
大
野
航
輔
）

伐採に使用したのこぎり

図 1. 戦後における木炭の消費・生産等の推移
（出典：林野庁業務資料及び貿易統計を参考に筆

者がグラフ作成）

〜
山
じ
ゃ
苦
労
し
た
。
だ
け
ど
、
植
え
た

木
が
大
き
く
な
る
の
を
見
る
と
嬉
し
い
〜
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連 

載
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特 

集

シラカシ（シカの食べ跡）　久保　2015 年１月 25 日
シカが届く高さまでの葉がきれいに食べられています

シカのフン　久保　2015 年 1 月 25 日
俵型の形状からオスとわかります

ハンノキ　椿（撮影：千々輪岳史）
2015 年 2 月 5 日　実が特徴的です

食べ跡　田代　2015 年 2 月 3 日
リスかムササビがアカマツの種子
を食べた跡です

オオイヌノフグリ　久保　2015年1月25日　
一足早く咲いていました

道志

生きもの写真帖
村内で見られる生きものやその痕跡を紹介します。

第５回

写真＝香西恵

シカの足跡　久保（撮影：中嶌拓哉）
2015 年 1 月 25 日
雪上にくっきりと残っていました

フクジュソウ　竹之本　2015 年 2 月 2 日　
日差しを浴びて花が開きます

テントウムシ　大栗　2015 年 2 月 12 日　
集団で越冬します

国
道
４
１
３
号
線
沿
い
、
道
志
川
を
眺
め
る
よ
う
に
ひ
っ
そ

り
と
炭
焼
き
窯
は
佇
ん
で
い
た
。
つ
く
ら
れ
た
の
は
お
よ
そ

半
世
紀
前
。
時
代
の
流
れ
の
な
か
で
、
窯
は
た
だ
一
人
炭
焼

き
の
歴
史
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
民
宿
河
西
屋
の

ご
主
人
で
あ
る
山
口
恒つ

ね
お雄
さ
ん
に
お
話
を
伺
っ
た
。

　

炭
焼
き
窯
が
使
わ
れ
て
い
た
の
は
５
年
前
（
２
０
１
０

年
）。
恒
雄
さ
ん
の
義
兄
で
あ
る
山
口
安や
す
い
ち市

さ
ん
が
焼
い
て

い
た
。
炭
焼
き
窯
と
し
て
は
小
さ
い
も
の
で
、
一
回
に
黒
炭

を
四
俵
（
60
㎏
）
程
度
つ
く
る
こ
と
が
で
き
た
そ
う
だ
。

　

安
市
さ
ん
は
本
職
で
あ
っ
た
山
師
の
仕
事
を
し
な
が
ら
20

年
近
く
に
渡
っ
て
炭
焼
き
を
し
て
い
た
。
安
市
さ
ん
の
お
父

さ
ん
の
時
代
か
ら
受
け
継
い
で
い
た
と
い
う
。
炭
は
キ
ャ
ン

プ
へ
来
た
観
光
客
や
村
内
の
施
設
等
へ
販
売
し
て
い
た
。
雑

木
（
ク
ヌ
ギ
や
ナ
ラ
な
ど
）
か
ら
つ
く
ら
れ
る
炭
の
た
め
、

市
販
さ
れ
て
い
る
安
価
な
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
炭
よ
り
も
火
持
ち

が
良
く
重
宝
さ
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
２
０
１
１
年
秋
の
台
風
に
よ
る
洪
水
で
炭
焼
き

窯
は
損
傷
し
て
し
ま
っ
た
。
今
は
炭
焼
き
窯
と
し
て
の
形
を

か
ろ
う
じ
て
残
す
の
み
で
あ
る
。

　
「
炭
焼
い
て
る
と
き
は
な
ぁ
、
煙
が
辛
く

4

4

っ
て
よ
ぉ
〜
」

と
恒
雄
さ
ん
は
当
時
を
懐
か
し
ん
で
話
し
て
い
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
嶌
拓
哉
）

山
も
窯
も
さ
よ
う
な
ら
　
冬
中
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
　
さ
て
秋
に
は
ど
の
辺
り
に
窯
を
築
こ
う
か
と
物
色
し
な
が
ら

窯
に
別
れ
を
告
げ
　
通
い
な
れ
た
山
道
を
お
り
て
行
く
の
で
あ
る
　
　
　『
道
志
村
の
し
き
た
り
風
習
』（
山
口
大
八
著
）
よ
り

時代の語り部 〜最後の 炭 焼き窯〜

＊「辛い」……木酢液の鼻をつくような燻した臭いのこと
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冬
の
風
物
詩
、
し
ょ
う
ゆ
搾
り
。

そ
の
昔
、
道
志
村
で
は
こ
の
時
期
に
な
る
と

し
ょ
う
ゆ
搾
り
職
人
が
家
々
を
回
り
、
各
家
庭
で
仕
込

ん
だ
も
ろ
み
（
※
１
）
を
搾
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

搾
り
出
さ
れ
た
し
ょ
う
ゆ
の
、
ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
と
流

れ
る
様
子
、
辺
り
の
家
か
ら
人
を
招
き
寄
せ
る
ほ
ど
の

食
欲
を
そ
そ
る
香
り
、
多
く
の
人
が
「
こ
れ
が
し
ょ
う

ゆ
搾
り
の
楽
し
み
」と
口
を
そ
ろ
え
る
絶
品
の
泡
漬
け
。
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２
０
１
５
年
１
月
４
日
。
今
で
も
道

志
村
の
方
々
の
記
憶
に
強
く
残
る
し
ょ

う
ゆ
搾
り
を
道
の
駅
ど
う
し
に
て
お
こ

な
い
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
村
内
で
聞
い

た
し
ょ
う
ゆ
に
ま
つ
わ
る
お
話
を
交
え

な
が
ら
、『
道
志
村
の
し
ょ
う
ゆ
』
を
ご

紹
介
し
ま
す
。　
　
　
　
　

　

道
志
村
で
は
も
ろ
み
の
こ
と
を
「
み

そ
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
み
そ
汁
に
使

う
一
般
的
な
茶
色
っ
ぽ
い
味
噌
も
「
味

噌
」
と
呼
ぶ
た
め
、「
み
そ
」
に
二
通
り

の
意
味
が
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ

れ
に
は
道
志
村
の
風
土
が
関
係
し
て
い

る
よ
う
で
す
。

　

昔
か
ら
道
志
村
は
冷
涼
な
気
候
の
た

め
、
稲
作
に
は
不
利
で
し
た
。
代
わ
り

に
寒
さ
に
強
い
小
麦
や
大
麦
、
雑
穀
、
大
豆
な
ど
を

主
な
穀
物
と
し
て
栽
培
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

み
そ
汁
の
「
味
噌
」
の
原
材
料
は
地
方
に
よ
っ
て

も
異
な
り
ま
す
が
、［
大
豆
・
米
・
塩
］
が
一
般
的

で
す
。
比
べ
て
も
ろ
み
の
原
材
料
は
［
大
豆
・
小

麦
・
塩
］
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
自
給

自
足
が
当
た
り
前
の
時
代
、
道
志
村
の
栽
培
条
件
で

は
米
を
使
っ
た
「
味
噌
」
よ
り
も
小
麦
を
使
っ
た
も

ろ
み
が
一
般
的
に
使
わ
れ
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま

す
。村
の
お
年
寄
り
の
お
話
だ
と
昔
の
晩
ご
飯
は「
に

ご
み
」（
煮
込
み
う
ど
ん
）、
も
ろ
み
を
溶
い
て
味
付

け
を
し
て
い
た
と
聞
き
ま
す
。
う
ど
ん
の
お
つ
ゆ
は

し
ょ
う
ゆ
色
な
が
ら
、
見
た
目
は
山
梨
の
郷
土
料
理

「
ほ
う
と
う
」
に
近
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

お
年
寄
り
の
な
か
に
は
み
そ
汁
の
「
味
噌
」
の
こ

と
を
［
し
ろ
味
噌
・
な
め
味
噌
］
と
呼
び
、
も
ろ
み

を
単
純
に
「
み
そ
」
と
呼
ん
で
区
別
し
て
い
る
方
も

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

ま
だ
道
志
村
で
し
ょ
う
ゆ
搾
り
が
盛
ん
に
お
こ
な

わ
れ
て
い
た
こ
ろ
、
夏
場
の
も
ろ
み
の
攪か

く
は
ん拌
作
業
は

子
ど
も
が
手
伝
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
家
に
帰
っ
て

道志村しょうゆ搾りの想ひ出

※
１　

大
豆
・
小
麦
・
塩
で
つ
く
ら
れ
た
し
ょ
う
ゆ
の
素
と

　
　
　

な
る
も
の
を
「
も
ろ
み
」
と
呼
び
ま
す
。

※
２　
『
道
志
手
帖
』
第
５
号
14
〜
15
頁
参
照
。

①しょうゆの素「もろみ」
今回搾ったもろみは昨年（2014 年）に仕込
んだ１年ものです。（※２）夏場は頻繁に攪
拌をおこない、大切に発酵させてきました。
水気の多い味噌のように見えます。

②もろみを布袋に詰める
半液体状のもろみは濾すために布袋に詰められ
ます。手についたもろみをなめるとたしかに
しょうゆの味が口に広がり、同時にご飯を欲し
くなるような旨味が感じられました。

く
る
と
「
味
噌
蔵
」
と
呼
ば
れ
る
貯
蔵
場
所
へ
行
き
、

大
き
な
木
桶
の
な
か
の
も
ろ
み
を
よ
く
か
き
混
ぜ
ま

す
。
こ
の
と
き
に
子
ど
も
は
親
の
目
を
盗
ん
で
キ
ュ

ウ
リ
を
も
ろ
み
に
突
っ
込
み
、
も
ろ
き
ゅ
う
を
食
べ

る
の
が
楽
し
み
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
の
味
が
な

ん
と
も
美
味
。
も
ろ
み
だ
か
ら
出
せ
る
味
わ
い
の
も

ろ
き
ゅ
う
は
思
い
出
の
味
だ
そ
う
で
す
。

　
『
近
所
か
ら
し
ょ
う
ゆ
の
匂
い
が
し
て
く
る
と
野

菜
を
切
っ
て
持
っ
て
っ
て
［
泡
漬
け
］
を
つ
く
っ
て

も
ら
っ
た
』
こ
ん
な
お
話
を
聞
き
ま
す
。
煮
え
た

し
ょ
う
ゆ
の
泡
は
拍
子
切
り
に
し
た
大
根
・
ゴ
ボ
ウ
・

ニ
ン
ジ
ン
に
か
け
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
が
し
ょ
う
ゆ
搾

③圧搾・火入れ
圧搾して二番搾りまでとったしょ
うゆに火を入れます。ここがしょ
うゆ搾り最大の見せ所。熱が加
わってだんだんとしょうゆの泡
( アク ) が出てきます。捨ててし
まいそうなこの泡がおいしい漬け
物に変わります。

り
の
副
産
物
な
が
ら
村
の
方
の
強
い
思
い
出
が
残
る

［
泡
漬
け
］
で
す
。
泡
を
か
け
て
す
ぐ
に
食
べ
る
も

よ
し
、
時
間
を
置
い
て
た
っ
ぷ
り
泡
が
浸
み
て
か
ら

食
べ
る
も
よ
し
。
市
販
の
し
ょ
う
ゆ
漬
け
と
は
一
線

を
画
す
お
い
し
さ
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
日
搾
り
出
し
た
し
ょ
う
ゆ
は
１
０
０
ℓ
ほ

ど
。
昔
は
こ
う
し
て
大
人
数
の
家
族
が
食
べ
て
い
け

る
し
ょ
う
ゆ
を
自
給
し
て
い
ま
し
た
。
今
で
も
「
道

志
で
搾
っ
た
し
ょ
う
ゆ
し
か
使
わ
な
い
」
と
い
う
方

も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
ま
た
か
つ
て
市
販
の
し
ょ

う
ゆ
に
慣
れ
る
ま
で
は
道
志
の
し
ょ
う
ゆ
の
味
が
恋

し
か
っ
た
、
村
外
に
出
て
初
め
て
市
販
の
し
ょ
う
ゆ

を
口
に
し
た
と
き
は
塩
辛
く
味
の
違
い
に
驚
い
た
と

い
う
お
話
も
聞
く
ほ
ど
で
す
。

　
「
し
ょ
う
ゆ
」
ひ
と
つ
で
村
の
方
々
が
皆
同
じ
想

い
出
を
語
り
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
に
道
志
村
で
は
し
ょ

う
ゆ
搾
り
が
風
物
詩
、
文
化
、
生
活
と
言
え
る
ほ
ど

に
密
着
し
て
き
た
も
の
で
し
た
。
し
ょ
う
ゆ
搾
り
を

通
し
て
村
の
歴
史
の
一
片
を
感
じ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
嶌
拓
哉
）

道志村最後のしょうゆ搾り職人
故 山口勝茂さん （2011 年 1 月撮影）

（写真提供＝道志村観光協会）
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の
硬
さ
が
好
き
だ
と
い
う
人
も
い
る
と
の
こ
と
。

　

こ
の
地
区
で
も
以
前
は
ど
の
家
庭
で
も
冬
に
生
芋

か
ら
こ
ん
に
ゃ
く
を
作
り
、
お
正
月
に
は
親
戚
に
ふ

る
ま
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
こ
ん
に
ゃ
く
の
硬
さ

は
練
り
な
が
ら
手
の
感
覚
で
調
整
し
た
そ
う
で
す
。

　

お
二
人
の
前
の
世
代
で
は
凝
固
剤
と
し
て
囲
炉
裏

の
灰
を
使
っ
た
と
い
い
ま
す
。
昭
和
37
年
か
ら
40
年

頃
は
こ
ん
に
ゃ
く
芋
が
高
値
で
売
れ
て
現
金
収
入
に

な
っ
た
時
代
も
あ
っ
た
と
の
こ
と
。
い
ろ
い
ろ
な
お

話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
上
に
、
こ
ん
に
ゃ
く
作
り

の
現
場
ま
で
見
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　
　
自
宅
で
再
現

　

生
芋
と
こ
ん
に
ゃ
く
粉
の
両
方
で
作
っ
て
み
ま
し

た
。
や
は
り
生
芋
の
方
が
芋
そ
の
も
の
の
味
が
生
き

て
い
る
と
感
じ
た
の
で
、
そ
の
や
り
方
を
レ
シ
ピ
に

し
ま
し
た
。
あ
え
て
手
軽
に
薬
局
で
入
手
で
き
る
重

曹
（
炭
酸
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム
）
を
使
う
や
り
方
を
試

し
て
み
ま
し
た
が
、
４
回
や
っ
て
も
あ
く
抜
き
で
ゆ

で
た
時
に
形
が
崩
れ
ド
ロ
ド
ロ
に
な
っ
て
し
ま
い
、

結
局
炭
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
を
使
い
ま
し
た
。

　

材
料
も
少
な
く
簡
単
そ
う
で
す
が
、
生
芋
か
ら
作

る
場
合
、
柔
ら
か
さ
や
味
を
お
い
し
く
仕
上
げ
る
の

に
は
経
験
が
必
要
と
感
じ
ま
し
た
。（
千
々
輪
岳
史
）

　

　
　
久
保
地
区
で
の
話

　

師
走
の
み
な
も
と
体
験
館
の
イ
ベ
ン
ト
は
恒
例
の

生
芋
か
ら
作
る
こ
ん
に
ゃ
く
作
り
。
今
回
の
先
生
は

佐
藤
ひ
さ
よ
さ
ん
と
佐
藤
輝
子
さ
ん
。
お
客
様
と
一

緒
に
こ
ん
に
ゃ
く
を
作
り
な
が
ら
、
久
保
地
区
で
の

お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

　

以
前
は
ど
の
家
庭
で
も
お
正
月
を
迎
え
る
に
あ
た

り
こ
ん
に
ゃ
く
を
作
っ
た
の
だ
と
か
。
こ
ん
に
ゃ
く

芋
の
収
穫
は
10
月
か
ら
11
月
で
、
お
正
月
前
後
に
も

お
祝
い
の
時
な
ど
に
食
べ
て
い
た
と
の
こ
と
で
す

が
、
毎
年
11
月
20
日
の
「
農
休
み
」
を
過
ぎ
農
作
業

が
一
段
落
す
る
と
、
今
度
は
正
月
の
現
金
稼
ぎ
で
相

模
原
方
面
に
土
木
作
業
の
日
雇
い
に
行
く
の
が
当
た

り
前
の
時
代
で
し
た
。
結
局
こ
ん
に
ゃ
く
作
り
は
年

末
の
こ
と
が
多
か
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。

　

時
間
と
手
間
の
か
か
る
料
理
で
、お
二
人
曰
く「
気

が
短
い
人
は
こ
ん
に
ゃ
く
作
り
に
は
向
か
な
い
」
の

だ
そ
う
で
す
。
ま
た
、
こ
ん
に
ゃ
く
が
固
ま
ら
ず
流

氷
の
よ
う
に
な
る
こ
と
も
あ
り
、忍
耐
の
み
な
ら
ず
、

経
験
も
必
要
な
料
理
で
す
。

　
　
川
原
畑
地
区
で
の
話

　

佐
藤
丸
子
さ
ん
と
杉
本
富
代
さ
ん
は
お
二
人
で
５

年
前
か
ら
ク
レ
ソ
ン
入
り
こ
ん
に
ゃ
く
を
道
の
駅
に

出
荷
し
て
い
ま
す
。

　

昔
お
ば
あ
さ
ん
は
冬
の
仕
事
で
む
し
ろ
や
俵
を
編

ん
で
い
た
が
現
在
は
そ
れ
も
な
く
、
近
所
の
行
き
来

も
少
な
く
な
っ
た
。
こ
の
こ
ん
に
ゃ
く
作
り
が
良
い

生
き
が
い
発
揮
に
な
っ
て
い
る
。
昔
か
ら
作
っ
て
い

る
も
の
な
の
で
苦
に
は
な
ら
な
い
と
の
こ
と
。

　

当
初
ク
レ
ソ
ン
を
パ
ウ
ダ
ー
に
し
て
入
れ
た
ら
苦

み
が
出
る
の
で
、
試
行
錯
誤
の
末
、
ミ
キ
サ
ー
に
か

け
た
生
の
ク
レ
ソ
ン
を
使
う
現
在
の
形
に
し
た
そ
う

で
す
。
品
質
の
安
定
の
た
め
現
在
は
生
芋
で
は
な
く

こ
ん
に
ゃ
く
粉
か
ら
作
っ
て
い
ま
す
。
粉
で
作
ら
れ

た
も
の
は
さ
し
み
で
食
べ
る
の
が
お
い
し
く
、
煮
物

に
入
れ
る
と
少
し
硬
め
だ
そ
う
で
す
。
と
は
い
え
そ

 ごくちめ　

 「こんにゃく」    
こんにゃく　レシピ 【6 個分】

【材料】
こんにゃく芋：200g
凝固剤（炭酸ナトリウム）：6g
水：1ℓ
塩：ひとつまみ

【作り方】
①こんにゃく芋を適当な大きさに切り皮を剥く。
②こんにゃく芋と水をミキサーにかけるか、おろし金ですりお
ろす。
③鍋に入れ、火にかける。煮立ったら火を弱めて焦がさないよ
うにかき混ぜながらのり状にする。
④火からおろして凝固剤を入れてよくかき混ぜて四角い容器に
入れて冷やす。もしくはそのまま鍋を一晩おいて冷やす。
⑤包丁かヘラを入れて適当な大きさ（市販のこんにゃくの半分
くらいの大きさ）に切り、塩をひとつまみ入れたお湯を沸かし、
1 時間ほどゆでてあくを抜く。
⑥流水で冷やす。

【所要時間】約 3 時間〜
【保存】すぐに食べない場合は冷蔵庫に保存

①②クレソンと完成したこ
んにゃく。③丸子さんのこ
んにゃく煮物。④こんにゃく
を流し込むお手製のトレイ

生芋をすりおろす

のり状になるまで練る

ゆでてあくを抜く

容器に入れて冷やす

こんにゃく芋は育つまでに 3 年かかるとい
います。低温に弱く寒冷地では大きく育た
ず、保管も難しいので、日本で安定した栽
培方法が確立されたのは昭和 30 年代でし
た。（※）道志村ではかねてより冬の食べ物
として生芋からつくるこんにゃくが家庭で
作られてきました。

※　

財
団
法
人
日
本
こ
ん
に
ゃ
く
協
会
の
資
料
に
よ
る

□こんにゃく粉から作る手軽な手作りキットが道の駅どうしで販売されています。税込 491 円

左：重曹使用。ゆでるうちにドロドロになり形がなくなってし
まった。右：炭酸ナトリウム使用。ゆでても形は保たれたまま

①

②

③

④

▲ 左： 重 曹　 右：
炭酸ナトリウム
◀こんにゃく芋　
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横
浜
市
戸
塚
区
出
身
。
道
志
在
住
。
福
祉
系
専

門
学
校
を
卒
業
し
、就
職
活
動
を
進
め
る
中
、

神
奈
川
県
が
主
催
す
る
森
林
塾
へ
の
参
加
が
き
っ
か

け
と
な
り
、
平
成
23
年
４
月
有
限
会
社
七
里
緑
化
に

入
社
し
ま
し
た
。
入
社
後
、
４
年
目
で
す
。

な
ぜ
、
林
業
を
希
望
し
ま
し
た
か
？

　

道
志
に
住
む
事
を
深
く
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
け
ど
、
横
浜
か
ら
も
車
で
２
時
間
と
そ
ん
な
に
遠

く
は
な
い
し
、
い
い
か
な
と
。

　

高
校
の
時
、
山
岳
部
で
丹
沢
な
ど
の
山
へ
よ
く

登
っ
て
い
た
の
で
興
味
が
湧
い
て
。
も
と
も
と
身
体

を
動
か
す
の
が
好
き
だ
っ
た
し
。
そ
れ
ま
で
、
林
業

の
情
報
や
知
識
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
仕
事
の
楽
し
さ
や
、
つ
ら
さ
は
何
で
す
か
？

　

一
番
好
き
な
作
業
は
枝
打
ち
。
高
い
所
が
好
き
か

も
。
眺
め
が
い
い
し
。
上
手
に
作
業
を
す
る
の
は
難

し
い
け
ど
奥
が
深
い
。
や
っ
ぱ
り
、
最
初
暗
か
っ
た

山
が
明
る
く
な
る
と
、
達
成
感
を
感
じ
ま
す
。

　

現
場
作
業
が
続
く
と
体
力
的
に
つ
ら
い
時
も
あ
り

ま
す
。
怪
我
は
昼

前
や
作
業
終
了
前

に
気
を
抜
か
な
い

よ
う
気
を
付
け
て

ま
す
。
ま
た
、
現

場
ま
で
の
距
離
が

遠
い
時
や
、
天
候

の
変
化
も
大
変
で

す
ね
。
特
に
雪
の
日
は
。

　

気
が
つ
い
た
ら
ヒ
ル
が
10
匹
く
ら
い
指
や
ふ
く
ら

は
ぎ
、
首
な
ど
に
つ
い
て
い
る
時
も
あ
り
ま
し
た
。

去
年
、
伐
倒
し
た
木
に
巣
を
作
っ
て
い
た
地
蜂
に
刺

さ
れ
た
な
。
20
ｍ
以
上
、
追
っ
て
き
ま
し
た
。

将
来
に
つ
い
て
思
う
こ
と

　

ま
だ
ま
だ
山
の
こ
と
に
つ
い
て
勉
強
、
経
験
が
足

り
な
い
の
で
、
早
く
一
人
前
に
な
り
た
い
。
資
格
も

取
り
た
い
。
道
志
の
山
に
つ
い
て
は
、
暗
い
所
が
多

い
の
で
、手
を
入
れ
て
い
け
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
聞
き
手
：
大
野
航
輔
）

　

道
志
村
で
も
高
血
圧
の
人
は
多
く
、

血
圧
を
下
げ
る
薬
を
服
用
し
て
い
る
人

が
多
い
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
高
血
圧

の
90
％
以
上
は
、
原
因
が
不
明
な
の
で

す
。
ご
存
じ
で
し
た
か
？

　

で
も
、
血
圧
を
上
げ
る
要
因
は
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
ス
ト
レ
ス
、
塩

分
の
摂
り
過
ぎ
、
血
管
の
老
化
な
ど
で

す
。
緊
張
す
る
と
、
血
圧
が
上
昇
し
ま

す
。
そ
の
典
型
が
「
白
衣
高
血
圧
」
で

す
。
医
師
や
看
護
師
の
白
衣
を
見
た
だ

け
で
、
ス
ト
レ
ス
と
な
っ
て
血
圧
が
上

昇
す
る
現
象
で
す
。

　

そ
れ
く
ら
い
ス
ト
レ
ス
に
敏
感
な
血

圧
で
す
か
ら
、
日
々
の
ス
ト
レ
ス
で
血

圧
が
ど
れ
だ
け
高
く
な
っ
て
い
る
こ
と

で
し
ょ
う
か
？　

足
揉
み
を
す
る
と
リ

ラ
ッ
ク
ス
効
果
が
得
ら
れ
ス
ト
レ
ス
が

緩
和
さ
れ
て
、
高
血
圧
も
良
く
な
る
可

能
性
を
秘
め
て
い
ま
す
。
足
揉
み
で
楽

し
く
健
康
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

● 

高
血
圧
と
は
・
・
・

足裏を刺激して

病気を予防、体質改善

協力隊・井口が伝える

足揉み健康法
「高血圧」とは

今日から実践

若石健康法

＜レッスン２＞高血圧にオススメな反射区はココ！

【 国 際 若 石 健 康 研 究 会 認 定 プ ロ 】

ご 自 宅 に 出 張 ！ 足 揉 み サ ロ ン
ご依頼は井口までお電話ください！

皆さんのご自宅に伺います

TEL 080-3090-2460
初回　・30 分 3,000 円（税別）　
無料　・60 分 5,000 円（税別）

右の足図に色付けした部分を丁寧に５回ず

つ左右の足を揉んで下さい。高血圧予防に

オススメです。 自
分
で
足
を
揉
ん
で

疾
病
予
防
&
リ
ラ
ッ
ク
ス
！

道
志
林
業

人
列
伝
❷
　
頓
所
和
也
さ
ん
（
31
）

「
自
然
の
中
で
仕
事
が
出
来
る
事
が
、

幸
せ
だ
と
思
う
」
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○
感
想

○
道
志
村
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
村
外
の
読
者

に
と
っ
て
は
「
絵
地
図
」
と
共
に
道
志
村

へ
の
関
心
を
ひ
き
、
毎
号
み
て
い
る
う
ち

に
村
全
体
の
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
少

し
ず
つ
頭
に
形
づ
く
ら
れ
る
よ
う
で
と
て

も
よ
い
。
何
よ
り
も
毎
号
の
写
真
が
見
せ

ま
す
ね
！

○
10
月
に
一
年
ぶ
り
に
道
志
村
を
訪
れ
ま

し
た
。
季
節
に
よ
っ
て
村
の
雰
囲
気
も
随

分
か
わ
り
ま
す
ね
。
森
の
木
の
実
の
種
類

が
豊
富
で
驚
き
ま
し
た
。

○
蜂
塚
碑
の
事
は
初
め
て
知
っ
た
。
道
志

の
里
に
こ
ん
な
心
温
ま
る
物
語
が
あ
る
と

は
素
晴
ら
し
い
。

投
稿
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
道
志
に
ま
つ

わ
る
お
便
り
を
ぜ
ひ
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

連 

載

自家焙煎をしていると、コーヒーの心地よい香り

に包まれて嬉しくなります。今年は寒さが早く訪

れ、ホットコーヒーもいつもより多く飲んでしま

う日が続いております。

皆さんはどんなカップで珈琲を飲んでいますか？

先日、ニュースで白いコーヒーカップで飲むコー

ヒーは苦味・濃さを感じやすくなるという研究発

表がありました。あとティーカップとマグカップ

でも感じる味わいが違うと言われています。

いつも私はタイのドイチャンコーヒーのマグカッ

プでコーヒーを飲んでいます。

色々なカップを使ってコーヒーの飲み比べも面白

いですね。ぜひ試してみてください。

 

 

道志村の珈琲ブレイク…
井口陽介

平成 25 年〜 26 年   道志の湯への月別薪材出荷量

　道志の湯で稼働する薪ボイラーの燃料となるの

は、村内の民有林から木の駅へ運ばれた木材達。

毎月、どれくらいの量が木の駅から出荷されてい

るのでしょうか？　平成 25 年 4 月から平成 26

年 12 月まで、毎月の出荷量をグラフにまとめま

した。

　全体的な傾向として、冬が少なく夏が多い傾向

です。利用客の状況と比例しています。最も多い

のは、平成 25 年 6 月の 53㎥。最も少ないのは

平成 26 年 5 月の 23㎥です。平均すると毎月 20

㎥くらいが薪として供給されています。

　現在進めている山林境界の確認と森林経営計画

の作成を進めて行く事で、間伐を実施可能な民有

林が増え、間伐を実施出来た場所からは間伐材が

発生することになります。このような材を木の駅

へお持ち頂ければ、大変助かります。

　今後も安定した供給に向けて努力致しますの

で、よろしくお願いします。

人が主役！
薪のエネルギー利用　第 6 回

大野航輔

図 1　道志の湯への月別出荷量

H25〜26年度　道志の湯への月別出荷量�

単位：m3	  
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・H25年の4月から12月の合計は398m3、H26年は315m3。 
・前年と比較し、21%減。　	

声

声
「道志手帖　読者アンケート」でご回答頂いた内容の一部

と読者からのお便りを掲載します。

Ｅ
メ
ー
ル
：

kozai-kei@
vill.doshi.yam

anashi.jp

郵
送
：
〒
４
０
２ 

０
２
０
９　

山
梨
県
南
都
留
郡
道
志
村
６
１
８
１

−

５

道
志
村
地
域
お
こ
し
協
力
隊　

香
西
ま
で

みなもと体験館（久保）では、建物の脇に小さな炭窯を作

り 4 月から随時炭焼き体験ができるよう準備中です。か

ねてより直径 15㎝ほどのスチール缶を使った花炭作りを

行ってきましたが、好評を得ていることからより本格的な

炭作りも体験できるようにしました。窯は大月市にある

黒炭の窯を参考に 1/6 サイズのものを耐火レンガとコンク

リートで作り耐久性を持たせました。　　　（千々輪岳史）

道志から炭俵を積んだ馬が通った都留市の旧鍛冶屋坂ト

ンネルは当時「馬糞トンネル」と呼ばれていたとか。道

志と都留の行き来が盛んだったことを物語っているよう

です。都留から道志へ炭を取りに来ることもありました。

昭和 15 年頃、谷村の旧制中学校の学生は勤労奉仕で川

原畑の小学校に集められた炭俵を 1 日 3 俵運ばなくて

はならないノルマがあったそうです。2 俵は峠を越えた

ところへ、1 俵は菅野の木炭倉庫へ運びました。（香西恵）

特集炭焼き・こぼれ話　　みなもと体験館の炭焼き体験

特集炭焼き・こぼれ話　　谷村へ運ばれた道志の炭

新しい鍛冶屋坂トンネルには炭俵
を運ぶ馬と娘の姿が描かれている
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協 

力 

隊 

だ 

よ 

り

協 

力 

隊 

だ 

よ 

り

　　山梨県立大学での演習に参加

　１月 24 日山梨県立大学で「道志村の健康と生

活に関わる演習」が行われ私達協力隊 5 名も参

加しました。これは山梨県立大学と道志村の連携

で３年間にわたる調査の総まとめに位置づけら

れ、福祉と看護を専門とする学生たち 148 名と

村民 32 名が 24 のグループに分かれ意見を交わ

しました。子供の肥満の多さ、高齢化により交通

問題が今後深刻になる等、健康と生活の様々な問

題点が浮かび上がり、学生から改善のアイディア

が出されました。

　長く村で生きてこられた方々から豊かな自然と

地域の人の結びつきが本村にとっての一番の魅力

であり、強みだという意見を聞くことができまし

た。これは私が感じているところと全く同じで、

この魅力を後世につなげるような生活と仕事をし

ていきたいと思いました。　　　　（千々輪岳史）

　　木質バイオマス発電の課題

　先日、2 月 17 日（火）に NHK 総合クローズアッ

プ現代で木質バイオマス発電が特集されました。

NHK で木質バイオマスが大体的に取り上げられ

るとは、時代が変化した気がします。北海道下川

町の森林組合で働く友人や、前職でお世話になっ

た熊崎先生がゲスト出演しており、興味深く拝見

しました。

　主題は大規模木質バイオマス発電の設立ラッ

シュの今、持続可能な燃料の供給は可能なのかと

いう点です。発電所が林立すると燃料の争奪戦に

なる可能性が示唆されていました。

野原のどんどん焼き（1.14）

活き活き作品教室　腕カバーづくり
（みなもと体験館）（2.13）

プロジェクト・ワイルド（環境教育体験会）
（みなもと体験館）（2.14-15）

Topics

　　地域おこし協力隊の任期は
　　残り１年となりました

　道志村に地域おこし協力隊として移住してきて

から、ちょうど 2 年を迎えようとしています。

　協力隊の任期は 3 年ですので、協力隊として

活動できるのも残り 1 年となりました。

　長いようで短かった 2 年間で様々なことに取

り組んできました。足つぼマッサージの村内への

普及、新商品の開発、D-1 グランプリへの出店、

村外へのイベント出店などなど。これらの取組み

を通じて道志村を全国に PR しながら、村内の健

康推進も行ってきました。また、協力隊任期終了

後も道志村に住み続けるために必要な収入源の確

保に向けて、「仕事」作りについても模索してき

た 2 年間でもありました。

　最後の 1 年。道志村に住み続けられるような「仕

事」を産み出せるように邁進してまいりたいと思

います。　　　　　　　　　　　　　（井口陽介）

　　猟師とアニマルトレッキング

　1 月末に道志村では初の試みとなる猟師体験の

イベントを開催しました。当日は県内外から 11

名の方に参加いただき、野生動物の痕跡探しや生

態を学び、山の恵みであるジビエ料理に舌鼓を打

ちました。

　現役猟師さんによる山の案内はハイキングや登

山とはまた違った魅力に溢れていました。残雪に

付いた足跡から野生動物の行動を推測しどこへ向

かっているのかを探したり、足跡やフンから個体

の大きさ、雌雄の判別、実際の猟場となるポイン

トの解説など何気なく通り過ぎてしまいそうなと

協 力  隊  だ よ り   　

ころにたくさんの野生動物の情報が散りばめられ

ていました。参加者の方々は猟師さんの話に注意

深く耳を傾け、好奇心に溢れた表情がとても印象

的でした。

　山歩きを終えたあとは道志村で獲れたシカ・イ

ノシシの料理を味わいました。猟師さん直伝のレ

シピでイノシシ肉の煮物をつくり、シカ肉は薬味

をもみ込んだものを焼いてパンに挟み、ホット

ドッグ風にしてみました。どちらも好評をいただ

き、ジビエ料理を身近に感じてもらえたようでし

た。

　全国的に獣害が深刻となり、厄介者扱いされて

いる野生動物たち。増え過ぎた動物たちはたしか

に被害を与えていますが、動物の生態を知ること

は純粋におもしろく、興味や関心が湧いてきます。

奥深い狩猟の世界を紹介できたいい機会となりま

した。　　　　　　　　　　　　　　（中嶌拓哉）

このページでは、地域おこし協力隊の活動を報告していきます。

7

　熱利用と異なり、発電は大量の木質バイオマス

が必要になります。やはり、小規模から中規模

（500kW 〜 2,000kW くらい）で、電気の製造時

に発生する排熱を有効利用する「熱電併給」の普

及が重要だと思いました。木質バイオマスの利用

は、とにかく「熱」をうまく使えるかがポイント

です。　　　　　　　　　　　　　　（大野航輔）

　　編集後記

　今号も多くのかたにお世話になり出来上がりま

した。いつもご協力をありがとうございます。

　特集では炭焼き（白炭）の工程について一部し

か取り上げられませんでしたが、『大正時代に使

われていた道志村のしきたり風習』（山口大八著）

にその様子が詳しく描かれています。

　取材を終えて印象深いのは、昔は山が直接暮ら

しの豊かさに結びついていたということです。ま

た、城下町・谷村との関係性です。

　道志から炭を売りに行った一方で、谷村からも

道志に炭を取りに来ていました。炭がどれだけ谷

村から必要とされていたかがわかります。やはり

炭は燃料としてなくてはならない必需品であり、

それを生産できるのは山を持つ地域でした。山の

ない町だけでは生活が成り立たなかったというこ

とです。今でも同じことが言えるのではないで

しょうか。

　また、道志村の炭俵は天下一品の評があったと

『道志七里』に書かれていました。その理由は道

志で採れるカヤの質が良かったからだとか。私は

それだけではなく、編み手の技術によるところが

あったのではないかと思います。そのあたりにつ

いていずれ確かめられたらと思います。（香西恵）

「 猟 師 見 習 い 」
な が ら、 猟 の
やり方や簡単な
野生動物の紹介
をしました！

動物の行き先を辿って「けもの道」を歩く。
ふだんの生活では体験できません！
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この冊子は平成 26 年度地域おこし協力隊活動事業費により作成しました。

道志村地域おこし協力隊
協力隊へのご意見や本誌のご感想をお聞かせください。

お気軽に左記の宛先へご連絡ください。

年末になると新しい年を迎える準備が始まりま

す。2014 年 12 月 24 日、「郷土史を語る会」に

よるしめ縄づくりの会がひらかれました。出来た

しめ縄は神棚や門前に飾り、小正月のどんど焼き

で燃やします。

わらはこのために手刈りでとっておいたもの。次々に見事な縄が完成

文・写真＝香西恵

道志村の行事　

しめ縄づくり

最後にハサミでけ
ばを切りそろえて
できあがり。太い
ほうを右にして飾
ります。左の写真
ではふたつの縄を
組み合わせてアレ
ンジしています

①わらを 3 束にわけます ②２束を左綯いにします ③のこりの１束を巻き付けます

撮影：千々輪岳史


