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４
月

２２
日
（
金
）
、
伊
与
木
川
で
佐
賀

保
育
所
の
園
児

２１
名
が
稚
ア
ユ
の
放
流

を
行
い
ま
し
た
。
同
取
組
は
、
稚
ア
ユ

の
放
流
を
通
じ
て
子
ど
も
た
ち
が
川
に

興
味
を
持
ち
、
親
し
み
、
川
を
守
ろ
う

と
思
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
し
て

「
伊
与
木
川
を
守
る
会
」
の
主
催
に
よ

り
平
成

２４
年
か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
今

回
で
９
回
目
。
約
３
千
匹
の
稚
ア
ユ
を

放
流
し
ま
し
た
。

　
同
会
の
明
神
照
男
会
長
は
、「
生
き

物
が
元
気
に
生
き
残
る
た
め
の
取
組
を

真
剣
に
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
嬉

し
い
。
今
ま
で
私
た
ち
が
汚
し
て
き
た

川
を
き
れ
い
な
川
に
戻
す
こ
と
を
伝
え

た
い
」
と
話
し
ま
し
た
。

　
佐
賀
保
育
所
の
澤
田
寧
々
さ
ん
と
境

藍
志
郎
さ
ん
は
、「
元
気
そ
う
に
出
発

し
て
い
っ
た
。
大
き
な
ア
ユ
に
な
っ
て

ほ
し
い
」
と
話
し
ま
し
た
。

　
５
月

１４
日（
土
）、
田
野
浦
海
岸
で
「
ビ

ー
チ
ク
リ
ー
ン
ア
ッ
プ
大
作
戦
」
が
行

わ
れ
、
町
内
外
か
ら

２６
名
が
参
加
し
ま

し
た
。
同
イ
ベ
ン
ト
は
、
損
害
保
険
ジ

ャ
パ
ン
株
式
会
社
と
全
国
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な

ど
が
協
働
で
実
施
し
て
い
る
「
Ｓ
Ａ
Ｖ

Ｅ 

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
一

環
と
し
て
Ｎ
Ｐ
Ｏ
高
知
市
民
会
議
の
主

催
で
行
わ
れ
、
黒
潮
町
で
の
開
催
は
初

め
て
の
こ
と
。

　
田
野
浦
海
岸
の
清
掃
で
は
、
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
の
破
片
や
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
キ

ャ
ッ
プ
な
ど
、
合
計

２７
・
１
㎏
の
ご
み

を
拾
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
清
掃
後
に
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
砂
浜
美

術
館
の
職
員
に
よ
る
ク
ジ
ラ
の
話
を
聞

い
た
後
、
ク
ジ
ラ
の
ペ
ー
パ
ー
ク
ラ
フ

ト
作
り
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
た
高
知
市
の
小

松
麻
里
香
さ
ん
と
優
心
さ
ん
は
、「
海

を
き
れ
い
に
し
た
い
と
思
っ
て
参
加
し

た
。
想
像
よ
り
細
か
な
ゴ
ミ
が
多
か
っ

た
。
今
ま
で
は
拾
う
こ
と
を
た
め
ら
っ

て
し
ま
う
こ
と

が
あ
っ
た
が
、

こ
れ
か
ら
は
き

ち
ん
と
拾
っ
て

い
き
た
い
」
と

話
し
ま
し
た
。
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　町内唯一の竹細工職人で

ある澳本さん。竹を取り、小

刀を使いながら加工し、１つ

ひとつ手で編みながら日用

品や漁具などを作っています。

作る物によって編み方を変

えながら丁寧に仕上げられ

る商品には、「お客さんに喜

んでほしい」という思いが込

められています。

　入野漁港にある小さな工

房で、日々竹細工を作ってい

る澳本さんに話を聞きました。

竹を編む澳本さん

皮を小刀で剥いでいる様子

竹細工職人 澳本 信男さん

おく もと のぶ お

ま ほ ろ ば

く ろ し おVol.

17

「まほろば」とは、素晴らしい場所・住みやすい場所という意味。

まほろばな黒潮町で頑張る人や団体にスポットを当て、

紹介するコーナーです（隔月掲載予定）。

　
小
学
生
の
頃
に
父
の
手

伝
い
で
カ
ゴ
や
ざ
る
を
作

っ
た
の
が
始
ま
り
で
す
。

昔
は
冷
蔵
庫
な
ど
が
な
く
、

食
べ
物
を
冷
や
す
時
に
日

の
当
た
ら
な
い
涼
し
い
軒

下
に
吊
る
す
こ
と
が
多
く
、

私
も
当
時
、
そ
の
軒
下
に

吊
る
た
め
の
ざ
る
を
作
っ

て
い
ま
し
た
。

　
大
き
く
な
っ
て
か
ら
は

海
に
出
て
漁
を
し
て
い
た

の
で
、
沖
に
出
ら
れ
な
い

日
な
ど
に
、
自
分
の
漁
具

に
加
え
、
近
所
の
人
に
頼

ま
れ
て
日
用
品
を
作
っ
て

い
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
１０
年
ほ
ど
前

に
足
を
悪
く
し
、
沖
に
出

ら
れ
な
く
な
っ
て
か
ら
は
、

竹
細
工
を
本
業
に
し
て
い

ま
す
。
漁
に
出
な
く
な
っ

た
後
も
近
所
の
人
か
ら
製

作
を
頼
ま
れ
て
い
た
こ
と

も
あ
り
、
せ
っ
か
く
な
ら

専
門
で
や
っ
て
み
よ
う
と

思
い
、
個
人
の
方
か
ら
依

頼
を
受
け
始
め
、
今
に
い

た
り
ま
す
。

　
数
年
前
ま
で
は
個
人
的

に
注
文
を
受
け
て
作
る
こ

と
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
が
、

道
の
駅
や
店
舗
な
ど
か
ら

注
文
を
受
け
て
作
る
こ
と

も
増
え
ま
し
た
。
今
は
ふ

る
さ
と
納
税
の
返
礼
品
も

作
ら
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま

す
。

　
昔
と
比
べ
る
と
竹
製
品

の
用
途
も
増
え
て
い
て
、

古
く
か
ら
使
用
さ
れ
て
い

る
日
用
品
の
ほ
か
、
花
器

や
コ
ー
ヒ
ー
ド
リ
ッ
パ
ー

な
ど
の
注
文
を
い
た
だ
く

こ
と
も
あ
り
、
時
代
の
流

れ
を
感
じ
ま
す
。

　
竹
細
工
を
作
る
時
に
使

用
す
る
竹
の
皮
と
実
を
し

っ
か
り
分
け
る
こ
と
で
す
。

竹
細
工
に
使
用
し
て
い
る

の
は
皮
の
み
で
す
が
、
実

が
残
っ
て
い
る
と
、
完
成

し
た
時
に
見
映
え
が
良
く

な
り
ま
せ
ん
。
お
客
さ
ん

に
長
く
大
切
に
使
っ
て
も

ら
う
た
め
に
も
、
作
業
の

中
で
特
に
気
を
つ
け
て
い

ま
す
。

　
竹
の
経
年
変
化
も
楽
し

ん
で
も
ら
え
た
ら
嬉
し
い

で
す
ね
。

　
９０
歳
ま
で
竹
細
工
を
続

け
る
こ
と
で
す
。
現
在
、

注
文
を
受
け
た
り
、
商
品

の
管
理
な
ど
細
か
な
所
は

娘
に
任
せ
て
い
ま
す
が
、

お
客
さ
ん
の
声
を
し
っ
か

り
聞
き
な
が
ら
、
喜
ん
で

も
ら
い
、
大
切
に
使
っ
て

も
ら
え
る
竹
細
工
を
こ
れ

か
ら
も
作
っ
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

今
後
の
目
標
は
？

竹
製
品
を
作
る
時
の
こ

だ
わ
り
は
？

竹
細
工
を
始
め
た
き
っ
か
け

と
こ
れ
ま
で
の
経
緯
は
？

アユを放流する園児ら

砂浜の清掃をする参加者

まちのできごとまちのできごとまちのできごと

て
る

お

ね

ね

り

ま

か

ひ
ろ

と

ら
ん

し

ろ
う

さ
か
い


