
「
森
の
名
手
・
名
人
」
に
選
定

　

「
窯か
ま

を
見
る
と
、
こ
の
部
分
は

あ
の
時
に
修
理
し
た
な
あ
と
昔
を

思
い
出
し
ま
す
」
と
20

年
前
に
築

い
た
炭
窯
の
前
で
話
す
の
は
山
本

文
夫
さ
ん
（
78

歳
）。
八や

な

が

ま

名
窯
と

言
わ
れ
る
２
メ
ー
ト
ル
四
方
の
窯

は
竹
炭
専
用
の
も
の
で
す
。
山
本

さ
ん
は
、
長
年
培
っ
て
き
た
竹
炭

の
製
造
技
術
と
そ
の
活
用
が
認
め

ら
れ
、
今
年
８
月
に
公
益
社
団
法

人
国
土
緑
化
推
進
機
構
か
ら
「
森

の
名
手
・
名
人
（
加
工
部
門
）」

に
選
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

山
本
さ
ん
は
元
々
、
団
体
職

▼
半
年
に
わ
た
っ
て
消
防
団
に
密

着
。
取
材
で
目
に
つ
い
た
の
は
、

団
員
の
皆
さ
ん
が
活
動
時
に
見
せ

る
団
結
力
。
操
法
大
会
で
は
、
選

手
で
は
な
い
団
員
も
一
緒
に
な
っ

て
競
技
を
盛
り
上
げ
る
姿
が
。
そ

れ
が
本
番
だ
け
で
は
な
く
、
練
習

の
時
か
ら
と
い
う
こ
と
に
驚
き
ま

し
た
。
私
た
ち
の
ま
ち
を
守
り
続

け
る
消
防
団
。
胸
の
紋
章
と
チ
ー

ム
ワ
ー
ク
が
光
り
ま
す
（
旬
）

こ
と
を
模
索
す
る
中
で
、
当
時
社

会
問
題
に
な
っ
て
い
た
ホ
ル
ム
ア

ル
デ
ヒ
ト
な
ど
に
効
果
の
あ
る

「
竹
炭
」
に
着
目
し
ま
す
。

　

し
か
し
、
木
炭
づ
く
り
の
経
験

者
は
居
て
も
竹
炭
の
経
験
者
は
ゼ

ロ
。
地
域
の
人
も
乗
り
気
で
な
く
、

皆
さ
ん
を
説
得
し
続
け
ま
す
。
先

進
地
の
視
察
を
契
機
に
流
れ
が
変

わ
り
、
平
成
８
年
に
は
「
や
ま
こ

会
（
24

人
）」
を
結
成
。
２
年
後

に
は
前
述
の
窯
を
築
き
ま
す
。

家
や
人
を
守
る
竹
林
資
源

　

と
こ
ろ
が
苦
労
は
続
き
ま
す
。

「
熱
気
流
の
調
整
が
難
し
く
、
20

回
以
上
は
テ
ス
ト
を
し
ま
し
た
」

と
話
す
よ
う
に
、
良
い
竹
炭
を
な

か
な
か
焼
く
こ
と
が
で
ま
せ
ん
で

し
た
。
試
行
錯
誤
の
末
、「
原
料

の
組
み
方
と
、
煙
突
の
位
置
の
重

要
さ
に
気
づ
き
成
功
し
た
」
と
明

か
し
ま
す
。
竹
炭
の
製
造
技
術
を

確
立
し
た
こ
と
で
、
県
内
か
ら
視

察
が
相
次
い
だ
と
言
い
ま
す
。

　

竹
炭
は
木
炭
以
上
に
消
臭
・
吸

収
効
果
が
あ
り
ま
す
。
販
売
を
開

始
し
た
と
こ
ろ
瞬
く
間
に
評
判

に
。「
床
下
に
竹
炭
を
入
れ
て
お

く
と
、
家
の
中
の
空
気
が
全
く
違

う
と
お
客
さ
ん
か
ら
言
わ
れ
ま

す
。
口
コ
ミ
で
広
ま
っ
て
、
山
陰

で
は
１
３
０
０
軒
の
民
家
に
使
わ

れ
て
い
ま
す
よ
」。

　

現
在
で
も
仲
間
と
共
に
農
閑
期

の
冬
季
に
７
～
８
回
の
炭
焼
き
を

行
う
山
本
さ
ん
。
今
後
の
展
望
を

次
の
よ
う
に
話
し
ま
す
。

　

「
地
域
の
農
作
業
を
受
託
し
て

い
る
の
で
炭
焼
き
は
農
閑
期
の

み
。
耕
作
放
棄
地
が
増
え
な
い
よ

う
農
業
を
中
心
に
し
つ
つ
、
竹
炭

製
造
の
ノ
ウ
ハ
ウ
は
世
の
中
に
提

供
し
て
い
き
た
い
で
す
」。

員
。
54

歳
で
早
期
退
職
を
し
た
と

き
、「
生
ま
れ
育
っ
た
地
域
に
残

る
ん
だ
っ
た
ら
地
域
の
皆
と
何
か

を
や
り
た
い
」
と
考
え
、
子
ど
も

の
頃
に
見
聞
き
し
た
「
上
十
年
畑

は
全
国
木
炭
品
評
会
の
入
賞
の
常

連
だ
っ
た
」
こ
と
を
思
い
出
し
ま

す
。
当
時
は
、
木
炭
製
造
の
従
事

者
が
何
人
か
残
っ
て
い
た
こ
と
も

あ
り
、「
こ
の
技
術
を
有
効
活
用

し
た
い
」
と
一
念
発
起
。
新
し
い

▲一度の炭焼きで 500 本の
竹を使用。副産物の竹酢液は
農作物にも有効で多くの人
から引き合いがあります。

▼
竹
は
炭
以
外
に
も
竹
酢
液
を
採

取
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の

液
体
も
優
れ
も
の
。
土
壌
改
良
に

使
っ
た
り
農
作
物
に
吹
き
か
け
た

り
す
る
と
、
栄
養
素
を
吸
い
上
げ

る
力
が
強
く
な
る
と
の
こ
と
で

す
。
山
本
さ
ん
は
「
地
球
の
養
分

を
吸
収
し
た
孟
宗
竹
だ
か
ら
こ
そ

の
力
」
と
。
竹
害
が
問
題
と
な
る

昨
今
で
す
が
、
竹
の
秘
め
た
る
パ

ワ
ー
を
教
わ
り
ま
し
た
（
の
）

▲山本さんはこれまで県内各地で６基を
築炉。各地に積極的に技術を伝えます。

安来市の人口と世帯数

人口合計／

世 帯 数 ／

H30.10.31現在

（男:18,682人　女:20,287人）

3 8 , 9 6 9 人

1 4 , 3 2 4 世 帯

平
成
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号

竹炭のプロフェッショナル
　　　　山本文夫さん（伯太町上十年畑）


