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松
葉
屋
は
職
人
さ
ん
を
は
じ
め
、

た
く
さ
ん
の
人
の
手
に
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

い
い
も
の
を
つ
く
り
た
い
。

そ
れ
を
お
客
さ
ま
に
お
届
け
し
た
い
。

そ
の
た
め
に
は
、

ど
れ
だ
け
の
人
の
手
が
か
か
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

す
こ
し
想
像
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

家
具
製
作
の
木
材
の
調
達
で
さ
え
、

途
方
も
な
い
時
間
と
人
の
手
が
携
わ
っ
て
い
ま
す
。

「
山
と
森
、
樹
と
人
々
の
暮
ら
し
が
一
本
の
糸
で
つ
な
が
る
」
と
い
う

永
い
永
い
時
間
を
か
け
た
、
ひ
と
つ
な
ぎ
の
ル
ー
プ
。

山
、
林
業
、
森
の
保
全
か
ら
、

材
料
調
達
、
家
具
製
作
、
運
送
、

２
０
０
年
後
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
修
理
ま
で
、

「
も
の
の
命
の
行
く
末
」
を
、
全
部
見
通
せ
る
よ
う
に
し
た
い
。

多
様
化
に
対
応
し
非
効
率
的
で
あ
っ
て
も

丁
番
ひ
と
つ
と
か
、
細
か
い
修
理
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
ふ
く
め

高
品
質
の
特
注
家
具
を
つ
く
り
あ
げ
た
い
。

さ
ら
に
は
世
の
中
に
あ
る
、
役
目
を
終
え
、
廃
棄
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な

家
具
や
道
具
（
僕
た
ち
が
つ
く
っ
た
も
の
で
な
く
と
も
）
を
、

松
葉
屋
が
磨
き
あ
げ
、
締
め
直
し
、
手
を
加
え
、

一
度
は
価
値
が
な
く
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
に
も
、

も
う
一
度
意
味
と
価
値
と
、
命
を
与
え
る
。

そ
れ
が
松
葉
屋
が
決
め
た
も
の
づ
く
り
の
か
た
ち
で
す
。



「
原
木
を
選
ぶ
」

一
枚
板
を
は
じ
め
、
無
垢
の
木
材
は
「
乾
燥
が
命
」。
今
回
原

木
を
持
ち
込
ん
だ
カ
ネ
モ
ク
さ
ん
は
１
９
５
４
年
の
創
業
以

来
広
葉
樹
の
製
材
と
乾
燥
を
一
貫
し
て
自
社
工
場
で
行
っ
て

く
れ
て
い
ま
す
。
松
葉
屋
で
は
一
枚
板
の
テ
ー
ブ
ル
を
は
じ

め
、
様
々
な
樹
種
の
製
材
と
乾
燥
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

「
広
葉
樹
専
門
の
乾
燥
」に
特
化
し
た
高
い
技
術
を
も
つ
カ
ネ
モ

ク
さ
ん
の
長
年
の
乾
燥
の
知
恵
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
木
に
含
ま
れ
る
水
分
量
を
、
10
％
±
２
％
に
す
る
」

昔
の
家
は
隙
間
風
が
入
り
、
断
熱
も
施
さ
れ
て
い
な
い
住
宅

で
し
た
が
、
今
の
住
宅
は
断
熱
が
施
さ
れ
た
高
気
密
な
状
態
。

そ
の
上
、
冷
暖
房
で
か
な
り
乾
燥
し
た
室
内
に
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
ん
な
環
境
下
で
も
影
響
を
受
け
な
い
、
現
代
の
住
宅

に
合
っ
た
乾
燥
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、

木
の
水
分
量（
含
水
率
）を
測
り
な
が
ら
、
ま
た
樹
種
に
よ
る

木
の
ク
セ
な
ど
の
違
い
を
見
極
め
た
人
工
乾
燥
が
必
要
不
可

欠
で
す
。
ま
ず
、
自
然
乾
燥
で
含
水
率
を
23
％
～
25
％
く
ら

い
ま
で
下
げ
た
材
を
蒸
気
乾
燥
室
に
入
れ
ま
す
。
一
旦
、
蒸

気
乾
燥
で
７
％
く
ら
い
ま
で
下
げ
た
あ
と
、
加
湿
し
て
全
体

松
葉
屋
の
家
具
製
作
は
原
木
の
買
い
付
け

か
ら
始
ま
り
ま
す
。
身
近
な
山
で
伐
採
さ

れ
た
材
木
で
家
具
製
作
を
す
る
。
そ
う

決
め
た
私
た
ち
は
信
濃
町
に
、
大
町
に
、

様
々
な
山
を
見
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て

今
回
出
会
っ
た
の
が
北
信
木
材
セ
ン
タ
ー

で
す
。
こ
こ
で
何
本
か
の
美
し
い
原
木
を

選
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
長
野
市

か
ら
す
ぐ
そ
ば
の
信
濃
町
で
と
れ
た
木
。
身
近

な
森
林
で
と
れ
た
木
、
身
近
な
人
た
ち
の
手
が
加

わ
っ
た
木
。
私
た
ち
は
こ
の
木
を
使
っ
た
家
具
作
り
を

始
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

北信木材センター 所長
小池 淳さんの話

長野県北部地域の森林から伐採された木
の流通、管理を引き受けている 3 ヘクター

ルに及ぶ広大な敷地に製材される前の丸太が
集められています。スギ・カラマツなどの針葉
樹が多数を占めますが、中には松葉屋が家具
材として使う広葉樹もあります。建築資材と
して流通しているものがある一方で、チッ

プ工場に流通して燃料となるものが多
く、家具材としての利用はそのう

ちの数％になります。

「
製
材
と
乾
燥
」

製材

乾燥

▶  大雪の降る冬。信濃町の山にチェーンソーの音が響きわたりました。

▶
乾
燥
室
で
乾
燥
を
終
え
た
広
葉
樹
。

松
葉
屋
家
具
店
＋
く
ら
し
道
具
学
研
究
所
の 

も
の
づ
く
り
の
か
た
ち
の
ひ
と
つ
。



１：オークビレッジ
飛騨高山に本社を構える
森林資源を活用した事業を行う企業。

「
乾
燥
材
を
工
房
に
運
ぶ
」

を
均
一
な
10
％
±
２
％
に
し
て
い
き
ま
す
。

「
蒸
気
で
乾
燥
さ
せ
る
と
は
？
」

乾
燥
さ
せ
る
の
に
、
な
ぜ
蒸
気
・

水
分
が
必
要
な
の
か
？
不
思
議

で
す
よ
ね
。
乾
燥
さ
せ
る
と

き
に
水
分
を
飛
ば
そ
う
と
表

面
ば
か
り
乾
か
し
て
し
ま

う
と
中
の
水
分
は
抜
け
に

く
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

最
初
は
蒸
気
で
全
体
を
ひ

た
ひ
た
に
覆
い
、
木
の
中
の

水
分
を
ゆ
っ
く
り
少
し
ず
つ

引
き
出
し
て
い
く
。
蒸
気
で
蒸

さ
れ
た
木
材
は
繊
維
が
柔
ら
か
く

な
り
、
全
体
が
同
じ
水
分
量
に
な
る

状
態
だ
と
、
木
の
中
の
水
分
を
き
ち
ん
と

引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
ん
で
す
。

製
材
か
ら
天
然
乾
燥
、
人
工
乾
燥
を
経
て
１
年
半
か
ら
数
年
、

よ
う
や
く
原
木
が
家
具
製
作
に
進
め
る
時
期
に
な
り
ま
し
た
。

株式会社カネモク
森本 敏社長の話

針葉樹と広葉樹では乾燥の仕方が全く違うの
で、うちは広葉樹だけをやってきました。乾燥と

いっても色々な方法があって、今は蒸気乾燥ですが、
最初は燻煙乾燥や除湿乾燥などもやっていました。蒸
気乾燥でも樹種によって乾燥具合が全く違っていたり、
色々な過去のデータや新しく試したことの知恵の蓄積で
今があると思っています。広葉樹はいろいろな色や形、
杢目があって表情が豊かで、そこがやっていて飽きな

いところですね。時代は変わっていくので、乾燥
のやり方も変わっていくと思います。だからこ

そ僕らは勘ではなくて木のことをもっと知
らないといけないなと思いますね。

パートナー工房のひとつ
 『木と暮らしの制作所』
浦西 正幸さんの話

木工を始めたのは、東京で服飾雑貨の企画営業をやっていた時、
オ
１

ークビレッジの稲本さんの講演の企画をしたり、イベント企画し
たり、マネジメントの手伝いをして入り浸っているうち、稲本さんがと

にかく高山に来いっていうことで、こちらに来たんです。最終的には家
具メーカーに勤め、造形も好きだから、一枚板を製作しようと 2002 年に
個人工房を立ち上げました。滝澤さんにそそのかされて工房「木と暮らし
の制作所」を設立したのは２年と少し前になります。一枚板の専門の個人
工房から松葉屋さんの細かな要望やオーダーテーブルを担当できるように

なりました。工房設立は社会活動として、雇用と税金を払うっていうの
は基本だと。そう思って自分一人で終わるのは勿体無いなっていうこと、
それを誰かに伝えたいっていう思いもありましたし。僕は元々ね、自

分ありきじゃないんです。物作りは相手さんありきなので、あれは
ダメこれはダメっていうのはないんです。注文家具、オーダー

家具の製作の流れをいうと、ゼロからオーダーを取れるっ
ていうのは、やっぱり他の家具屋さんにはできな

いことです。そこが、松葉屋さんの大きな
特徴だと思います。

こ
こ
か
ら
、
松
葉
屋
の
オ
ー
ダ
ー
家
具
な
ど
を
製
作
し
て
く

れ
て
い
る
、
パ
ー
ト
ナ
ー
工
房
へ
持
ち
込
み
ま
す
。

木
を
伐
り
、
製
材
し
、
乾
燥
す
る
。
よ
う
や
く
家
具
づ
く
り

の
道
半
ば
。
い
よ
い
よ
家
具
の
製
作
に
か
か
り
ま
す
。
松
葉

屋
の
信
頼
の
置
け
る
パ
ー
ト
ナ
ー
工

房
さ
ん
に
乾
燥
材
を
持
ち
込
み
ま
す
。

メ
ー
ル
添
付
し
て
ポ
チ
ッ
と
い
う
わ
け

に
は
い
か
な
い
か
ら
木
材
の
運
搬
も
な

か
な
か
大
変
で
す
。

浦西さんとの付き合いも長くなりました。
「こういうことをやりたい」と投げると、
思った以上の提案をしてくれます。逆にダメ
出しが多いのも信頼できる関係だからこそ。

▶  木と暮らしの制作所　作業中

※空気中の湿度と木の含水率
は意味が違います。興味のある
方はお問い合わせください。

▶
浦
西
さ
ん
と

工
場
長
の
阿
部
さ
ん 



「家具をつくる」

「お届けする」

「直し、繕い、使う」

キッチン収納

学習机

椅子の座割れ修理 佐久市 Y 様

裁ち板をテーブルにリフォーム 長野市 T 様

桐ダンスの削り直し 大町市 I 様

ドローリーフテーブル

広葉樹一枚板テーブル

広葉樹オーダーテーブル

クルミ材で作った３mのキッチン収
納。デスクのように作業ができる場所
や、引き出しの深さなど、デザインを
お客様と相談しながら製作しました。

天板から引き出し、脚まで全てを
同じ材の一生使える机です。

座面が割れて、ガタガタしていた椅子。
椅子の座面は何枚かの板を接ぎ合せて
作っているので、経年で接着剤が弱くな
ると外れ、それをきっかけに椅子が歪ん
でガタガタしてしまうことがあります。
座面の裏から補強をしてしっかりとくっつ
けることで修理できます。

裁縫机として使っていた座卓をテーブルにリフォー
ム。使い道がなくなっていたものが形を変えるこ
とで、毎日使えるものに生まれ変わりました。

I 様のお嫁入りの道具として使って
いた桐ダンス。塗り直して新しい
もののように生まれ変わりました。
息子さんのご結婚のお祝いに、引
き継がれていきました。

２人がけが４人がけに、４人がけが６人がけに、天板
が広がる伸張式の松葉屋オリジナルのテーブルです。

ゆるんだり、座がやぶけたり、キズやシミがつ
いたから家具の価値がなくなるわけではありま
せん。直し、削り、繕い、そうすればまた何十
年も使うことができます。長く使うことがものの
価値を高めることになります。

お客さまの手に渡って、ようやく僕たちが作った
家具の役割が始まります。

100 年使えるロングライフデザインを考え、
お客さまの要望を叶えながらひとつひとつ製作していきます。

樹種・形・杢目、様々な要素
から選び抜いた、表情豊かな
一枚板テーブル。

身近な山で育った広葉樹で作る3～
4枚の板を合わせて作ったテーブル。
信州産材での製作も始まりました。

栗の戸棚
基本の形から、引き出し
や棚板の数、サイズをア
レンジしてオーダーで製
作できる戸棚です。



ま ち の 中 の

大 き な 木

松本市
耳塚古墳の欅

長野市
安達神社の欅

長野市 日詰の芹田下社の欅

長野市
湯福神社の欅

長野市 如法寺の桜

人は山を切り開いて住んでいる。街はアスファルトや
コンクリートの道路ばかりで木々は肩身を狭くして生きている、
と思っていたけど、実は街の中に堂 と々大きな木が、
人と一緒に生きている。そんなことに気づきました。

胸高直径：6.3m

県道 288 号から Y 字路に別れ
まん中に大きな欅が 2 本そびえ
ます。耳 塚古墳と言って 1500
年前の安雲族王の墓の敷地内
にあり、欅の前面には金比羅大
神の石碑と道祖神が祀られてい
ました。

胸高直径：6.5m / 樹高：15m 弱

松葉屋から須坂方面へ国道 406
号を走っていると左手に見える大
きな欅。神社の外側に歩道にま
でせり出した大きな根元、トタン
屋根がついた姿は、幹や枝が折
れても人が手を入れて生かしてき
たことがうかがえます。

胸高直径：5.7m

お客様の配達を終えて、車を少し走らせると
偶然に見つけました。ぼこぼこした木肌は生
き生きと葉をたくさん茂らせていました。長
野市の保存木に指定されています。

胸高直径：5.7m / 樹高：17m / 
推定樹齢：800 年

善 光 寺より北西に進 んだところ、
カフェトケトケさんの目の前に現
れた大きな欅でした。３本の大欅
があり写真はそのうちの一番大き
な欅です。タコの足のように広がっ
た根本に迫力があります。

若穂にあるお寺の本堂の裏手から、春にな
ると見事な景色を覗かせる桜。近年、枯れ
たところが目立つようになり、そろそろ切っ
た方がいいのだろうか ･･･ という話も出てい
たけれど、多くの人から残して欲しいと希望
があり、枯れたところだけ剪定することにし
たそう。大切に思う気持ちが繋がったおかげ
で、またこの桜が咲く姿が見られます。
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善
光
寺
・
大
門
町
界
隈
に
は
寺
、
神
社
が
数
多

く
点
在
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
僕
た
ち
は
鎮
守

の
杜
に
居
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
存
在
な
の

だ
。
森
の
な
か
に
ま
ち
が
あ
り
、
森
の
な
か
に

人
々
の
暮
ら
し
が
あ
る
。

建
物
を
つ
く
る
か
わ
り
に
、
そ
の
お
金
を
使
っ
て

ま
ち
に
森
を
つ
く
る
。
空
き
地
が
あ
れ
ば
、
人

工
的
な
公
園
に
す
る
の
で
は
な
く
、
ち
い
さ
な

森
を
つ
く
っ
て
、
森
の
中
で
子
ど
も
を
遊
ば
せ

る
。
山
の
手
入
れ
を
す
る
と
同
時
に
、
山
そ
の

も
の
、
森
そ
の
も
の
を
つ
く
る
。

こ
れ
か
ら
先
、
人
口
減
と
と
も
に
日
本
の
都
市

に
は
ど
ん
ど
ん
空
き
地
が
増
え
て
い
く
。
す
で

に
善
光
寺
界
隈
に
も
空
き
地
と
い
う
駐
車
場
と
、

空
き
店
舗
、
空
き
家
が
そ
こ
そ
こ
に
点
在
し
て

い
る
。
今
が
チ
ャ
ン
ス
だ
と
思
う
。

善
光
寺
東
側
一
帯
公
園
整
備
と
県
立
信
濃
美
術

館
の
建
替
え
が
は
じ
ま
っ
た
の
も
何
か
同
時
性

を
感
じ
る
。
何
よ
り
、
バ
カ
み
た
い
な
、
利
益

主
導
じ
ゃ
な
い
夢
も
の
が
た
り
に
今
ほ
ど
人
の

共
感
が
集
ま
る
時
代
は
な
い
。

こ
の
際
、
ま
ち
を
ぜ
ん
ぶ
森
に
し
て
し
ま
え
ば

い
い
の
に
、
と
思
う
。「
森
の
な
か
に
ま
ち
が
あ

る
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
。

「
森
の
な
か
に
ま
ち
が
あ
る
」
に
は
、
手
本
が
あ

る
。
た
と
え
ば
明
治
神
宮
。
明
治
神
宮
の
森
は
天

然
林
で
は
な
い
。
明
治
天
皇
崩
御
を
機
に
、
当

時
の
日
本
の
人
々
が
１
０
０
年
先
を
見
越
し
て

つ
く
り
上
げ
た
人
工
林
だ
。
か
つ
て
そ
こ
は
樹

木
の
な
い
荒
れ
地
で
、
ほ
と
ん
ど
が
畑
地
や
草

原
や
沼
地
の
荒
れ
た
土
地
だ
っ
た
と
い
う
。

ま
た
個
人
所
有
の
庭
な
ど
を
「
小
さ
な
森
」
と
し

て
登
録
す
る
、
東
京
世
田
谷
の
小
さ
な
森
制
度

や
千
葉
県
の
小
湊
鐵
道
の
逆
開
発
の
取
り
組
み
。

規
模
を
問
わ
な
け
れ
ば
、
個
人
で
も
や
れ
る
こ

と
は
い
く
ら
で
も
あ
る
。
時
代
は
も
う
は
じ
ま
っ

て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

な
ぜ
、
森
な
の
か
。

環
境
保
全
や
災
害
防

止
、
心
が
洗
わ
れ
る

よ
う
な
、
人
の
心
の

よ
り
ど
こ
ろ
と
な

る
「
自
然
と
つ
な
が

る
」
心
を
取
り
戻
す
ま
ち
づ
く
り
が
、
理
屈
な

し
で
必
要
だ
。
気
持
ち
が
い
い
、
楽
し
い
、
そ
う
、

理
屈
じ
ゃ
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
観
光
商
業
の
振
興
も
あ
る
。
セ
ン

ト
ラ
ル
パ
ー
ク
は
毎
年
約
３
５
０
０
０
万
人
の

観
光
客
、
明
治
神
宮
は
初
詣
に
３
０
０
万
人
が

参
拝
し
て
い
る
と
い
う
。
年
間
７
０
０
万
人
の

参
拝
が
あ
る
と
い
う
善
光
寺
。
界
隈
に
来
た
人
々

が
心
か
ら
、
溢
れ
る
よ
う
な
笑
顔
で
家
路
に
つ
く
。

日
本
の
林
業
は
山
奥
に
あ
る
も
の
を
お
金
に
し

よ
う
と
す
る
か
ら
、
運
搬
費
な
ど
多
額
の
費
用
が

必
要
に
な
る
。
も
っ
と
近
場
で
林
業
を
で
き
な

い
か
。
ま
ち
の
中
に
森
を
つ
く
れ
ば
コ
ス
ト
が

か
か
ら
な
い
で
す
む
。
僕
た
ち
の
一
歩
目
の
森

は
た
っ
た
１
０
０
坪
、
ま
っ
た
く
マ
イ
ク
ロ
林

業
だ
け
ど
。
素
人
考
え
と
思
っ
て
い
た
ら
「
都１

市
林
業
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

家
具
屋
と
し
て
傍
ら
の
森
で
生
育
し
た
木
で
家

具
を
製
作
す
る
。
究
極
の
地
産
地
消
と
し
て
、
も

の
づ
く
り
本
来
の
あ
る
べ
き
形
の
夢
が
膨
ら
ん

で
く
る
。

大
き
く
風
呂
敷
を
広
げ
た
も
の
の
正
直
ど
う
進

め
た
ら
い
い
か
、
見
当
も
つ
か
な
い
。
け

ど
考
え
る
の
は
も
う
い
い
。
一
本
の
樹
か

ら
で
い
い
。
松
葉
屋
の
敷
地
か
ら
始
め
る

と
決
め
た
。
た
だ
空
い
た
場
所
に
木
を
植

え
た
ら
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
森
を
つ
く

る
。
黙
々
と
木
を
植
え
る
。
絵
本
「
木
を

植
え
た
男
」
の
よ
う
に
。

　
樹
は
植
え
て
20
年
も
す
る
と
、
巾
の
大

き
な
家
具
材
は
無
理
だ
が
け
っ
こ
う
大
き

く
育
つ
。
逆
に
い
う
と
、
サ
マ
に
な
る
の

に
少
な
く
と
も
20
年
か
か
る
っ
て
こ
と
だ
。

僕
が
ヨ
イ
ヨ
イ
に
な
る
前
に
、
す
こ
し
森

ら
し
く
な
っ
た
状
態
を
見
て
み
た
い
。

１：都市林業　http://ikoma.cocolog-nifty.com/moritoinaka/2012/09/post-7c81.html      http://park-management.seesaa.net/article/447221169.html

松
葉
屋
の
お
と
な
り
の
画
材
屋
さ
ん
が
店
を
畳
ま
れ
る
と
聞
い
た
時

残
念
に
思
う
反
面
、
大
き
い
チ
ャ
ン
ス
だ
と
思
っ
た
。

僕
は
こ
こ
を
森
に
す
る
。
善
光
寺
・
大
門
町
を
森
に
す
る
。
僕
の
夢
の
一
歩
。

善
五
郎　

編
集
後
記

漠
然
と
「
山
と
森
、
木
と
人
々
の
暮
ら
し

を
一
本
の
糸
に
つ
な
げ
た
い
」
と
考
え
は

じ
め
て
20
年
以
上
に
な
り
ま
す
。
今
僕
た

ち
は
そ
の
パ
ズ
ル
の
か
け
ら
を
ひ
と
つ
ひ

と
つ
埋
め
て
い
く
作
業
を
し
て
い
ま
す
。

活
動
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

よ
う
や
く
う
っ
す
ら
形
が
見
え
て
き
た
気

が
し
ま
す
。

「
森
へ
い
く
ツ
ア
ー
」、「
身
近
な
山
で
育
っ

た
木
の
家
具
製
作
」、
そ
し
て
「
森
の
な
か

に
ま
ち
が
あ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
小
さ
な

森
づ
く
り
」。
こ
の
３
つ
が
静
か
に
静
か
に

進
み
つ
つ
あ
り
ま
す
。

今
回
の
松
葉
屋
通
信
は
そ
の
一
端
を
ご
報

告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど

年
の
は
じ
め
に
読
ん
で
い
た
だ
く
通
信
で

す
。
松
葉
屋
は
当
た
り
前
の
こ
と
を
当
た

り
前
に
コ
ツ
コ
ツ
積
み
重
ね
て
い
く
一
年

に
し
て
ま
い
り
ま
す
。

更
地
に
し
て
い
く

こ
こ
を
森
に
す
る

大
量
の
土
を
入
れ
か
え
て

ま
ず
一
歩
、

34
本
12
種
の
広
葉
樹
を
植
え
ま
し
た

「
森
の
な
か
に
ま
ち
が
あ
る
。
一
歩 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

松
葉
屋
家
具
店　

滝
澤 

善
五
郎

２
０
１
７
年
６
月
２
日
に
決
断
し
、
始
め
た
こ
と
。


