
　
ま
だ
雪
が
残
る
小
田
の
山
道
で
、
藤

村
峰み

ね
や也
さ
ん
と
郁い

く
こ子
さ
ん
の
作
業
す
る

姿
が
あ
り
ま
し
た
。
二
人
が
し
て
い
た

の
は「
植し

ょ
っ
き
ん菌
」。
シ
イ
タ
ケ
を
栽
培
す
る

た
め
に
、
原
木
に
穴
を
開
け
て
種た

ね
き
ん菌
を

植
え
付
け
る
作
業
で
す
。
道
路
沿
い
に

は
何
百
本
も
の
原
木
が
並
ん
で
い
ま
し

た
。
そ
の
奥
に
は
少
し
雪
を
か
ぶ
っ
た

「
ほ
だ
場
」
と
い
う
シ
イ
タ
ケ
の
栽
培

地
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
急
な
冷
え
込

み
で
成
長
は
止
ま
っ
て
い
ま
し
た
が
、

少
し
暖
か
く
な
れ
ば
た
く
さ
ん
の
シ
イ

タ
ケ
が
発
生
す
る
そ
う
で
す
。

　
全
国
有
数
の「
乾ほ

し

シ
イ
タ
ケ
」の
産
地

で
あ
る
愛
媛
県
。
そ
の
中
で
も
内
子
町

は
、
大
洲
市
に
続
く
第
２
位
の
生
産
量

を
誇
り
ま
す
。
ク
ヌ
ギ
が
す
く
す
く
と

育
つ
土
壌
や
霧
深
い
気
候
な
ど
が
シ
イ

タ
ケ
栽
培
に
適
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

乾
シ
イ
タ
ケ
が
内
子
の
特
産
物
で
あ
る

こ
と
を
知
ら
な
い
人
も
多
い
よ
う
で
す
。

今
回
の
特
集
は
、
原
木
か
ら
栽
培
す
る

シ
イ
タ
ケ
の
価
値
を
一
人
で
も
多
く
の

人
に
伝
え
た
い
と
い
う
思
い
で
制
作
し

ま
し
た
。
あ
な
た
は
ど
れ
く
ら
い
シ
イ

タ
ケ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。

原
木
シ
イ
タ
ケ
の
里
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　18歳で始めたので、もう50年以上も原木
シイタケを作り続けています。当時は栽培
のノウハウが少なく、分からないことばか
り。研修に行ったり、散水の実験をしたり、
試行錯誤を重ねてきました。
　原木シイタケにこだわってきたのは、お
いしさへのこだわりです。だから原木シイ
タケそのものを味わってほしくて、肉厚で
かさが開いていない「どんこ」を主に出荷し
ています。収穫を12月から３月までの寒い
時期にするので、身がしまっておいしいで

す。原木だからこそのコリコリとした食感
と豊かな香り――。食べてくれた人が「おい
しい」と言ってくれるのが一番の喜びです。
　光を調整する落葉樹が適度にある山をほ
だ場にしたり、菌の成長を促すためほだ木
をひっくり返す天地返しをしたり、生産に
いいと言われることは何でもやっています。
自然任せの部分も多いので、うまくいかな
いこともありますが、皆さんの喜ぶ声が聞
けるように、おいしさにこだわった原木シ
イタケをお届けしたいです。

窪田寿
としかず

一さん＝石畳９＝

　
シ
イ
タ
ケ
栽
培
に
は「
原
木
」と「
菌

床
」の
２
つ
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。
菌
床

栽
培
は
、
お
が
く
ず
な
ど
で
作
っ
た
ブ

ロ
ッ
ク
に
シ
イ
タ
ケ
の
種
菌
を
植
え
、

温
度
な
ど
を
人
工
的
に
調
節
で
き
る
施

設
で
育
て
ま
す
。
原
木
栽
培
は
ク
ヌ
ギ

や
ナ
ラ
な
ど
の
木
材
に
植
菌
し
、
自
然

の
中
で
シ
イ
タ
ケ
を
発
生
さ
せ
ま
す
。

　
菌
床
栽
培
は
シ
イ
タ
ケ
の
発
生
が

早
く
、
収
量
も
調
整
で
き
る
の
で
生
シ

イ
タ
ケ
と
し
て
流
通
し
ま
す
。
国
内
産

の
生
シ
イ
タ
ケ
の
９
割
は
菌
床
栽
培

で
す
。
一
方
、
原
木
栽
培
は
気
温
や
雨

な
ど
に
よ
っ
て
収
量
が
大
き
く
左
右
さ

れ
、
植
菌
し
て
か
ら
シ
イ
タ
ケ
が
発
生

す
る
ま
で
、
最
低
で
も
１
年
近
く
か
か

り
ま
す
。
ま
た
生
シ
イ
タ
ケ
と
し
て
の

流
通
が
難
し
く
、
ほ
と
ん
ど
が
乾ほ

し

シ
イ

タ
ケ
に
し
て
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
効
率
の
い
い
菌
床
栽
培
で
す
が
、
味

や
香
り
で
は
原
木
栽
培
の
シ
イ
タ
ケ

（
以
下
、
原
木
シ
イ
タ
ケ
）に
は
か
な
い

ま
せ
ん
。
ま
た
原
木
シ
イ
タ
ケ
は
木
の

養
分
だ
け
で
育
つ
の
で
、
農
薬
や
肥
料

を
全
く
使
い
ま
せ
ん
。
自
然
の
中
で
育

つ
と
シ
イ
タ
ケ
自
体
の
生
命
力
が
強
く

な
り
、
し
っ
か
り
と
し
た
食
感
と
風
味

の
豊
か
さ
を
生
み
ま
す
。
１
年
以
上
も

森
の
風
や
光
を
浴
び
な
が
ら
、
き
れ
い

な
水
で
ゆ
っ
く
り
と
育
つ
原
木
シ
イ
タ

ケ
は
、
お
い
し
く
て
安
全
安
心
。
ま
さ

に
森
の
恵
み
な
の
で
す
。

　　
シ
イ
タ
ケ
は
菌き

ん
し糸

と
呼
ば
れ
る
も
の

を
原
木
の
中
に
伸
ば
し
ま
す
。
原
木
シ

イ
タ
ケ
の
栽
培
に
使
わ
れ
る
種
菌
は
、

お
が
く
ず
や
木
片
に
菌
糸
を
培
養
し
た

も
の
で
、
お
が
く
ず
で
作
っ
た
種
菌
を

「
形け

い
せ
い
き
ん

成
菌
」、
木
片
の
も
の
を「
種た

ね
ご
ま駒

」

と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　
植
菌
し
た
原
木
を
ほ
だ
木
と
い
い
ま

す
。
原
木
シ
イ
タ
ケ
栽
培
で
大
変
な
の

は
、
そ
の
ほ
だ
木
作
り
と
、
そ
れ
を
並

べ
る
ほ
だ
場
作
り
で
す
。
菌
糸
の
伸
び

が
早
い
形
成
菌
は
約
１
年
、
種
駒
は
約

２
年
で
シ
イ
タ
ケ
が
発
生
し
ま
す
が
、

菌
を
植
え
る
だ
け
で
は
、
い
い
シ
イ
タ

ケ
は
育
ち
ま
せ
ん
。

　
雑
菌
が
入
ら
な
い
よ
う
に
風
通
し
を

良
く
し
、
乾
燥
し
な
い
よ
う
に
適
度
な

水
分
を
保
ち
、
シ
イ
タ
ケ
を
発
生
さ
せ

る
た
め
の
光
を
適
度
に
確
保
す
る
な

ど
、
菌
糸
の
成
長
に
合
わ
せ
た
環
境
が

必
要
で
す
。
そ
の
た
め
に
生
産
者
は
、

重
い
ほ
だ
木
を
何
度
も
動
か
し
た
り
、

組
み
変
え
た
り
し
ま
す
。「
お
い
し
い

シ
イ
タ
ケ
を
食
べ
て
ほ
し
い
」。
労
力
を

惜
し
ま
ず
自
然
と
向
き
合
う
姿
に
、
原

木
で
あ
る
こ
と
の
誇
り
を
感
じ
ま
す
。

（右は妻の良
よ し こ

子さん。長年、二人
で原木シイタケを作っている）

「
原げ

ん
ぼ
く木

」
と「
菌き

ん
し
ょ
う床

」

原
木
シ
イ
タ
ケ
は
森
の
恵
み

手
間
を
惜
し
ま
な
い

原木シイタケへのこだわりは、おいしさへのこだわり
Interview

窪田さんが生産した肉厚の原木シイタケ やわらかな光がほだ木に降り注ぐ 森の中に広がる美しいほだ場
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お
い
し
く
す
る
の
は

森
の
風
と
水
と
光
―
―

1原木の価値
森の栄養と生産者の愛情
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け
ら
れ
る
工
夫
」
と
笑
い
ま
す
。
数
年
前

か
ら
メ
ン
バ
ー
に
加
わ
っ
た
宮
岡
正ま

さ
ひ
ろ博

さ

ん
と
大
野
文ふ

み
お男

さ
ん
は
、「
山
が
き
れ
い

な
方
が
い
い
木
が
育
つ
。
チ
ー
ム
だ
と
効

率
も
い
い
」「
栽
培
を
や
め
た
人
か
ら
木
を

買
っ
て
伐
採
す
る
の
で
、
山
の
保
全
に
も

つ
な
が
っ
て
い
る
」と
胸
を
張
り
ま
す
。

　
現
在
、
内
子
町
内
の
生
産
者
は
徐
々
に

減
っ
て
い
ま
す
。
出
荷
量
も
減
り
、
原
木

の
需
要
も
減
っ
て
い
ま
す
。
内
子
町
森
林

組
合
で
も
伐
採
し
た
原
木
の
販
売
を
し
て

い
ま
す
が
、
里
山
の
循
環
は
少
し
ず
つ
止

ま
り
始
め
ま
し
た
。
中
池
さ
ん
は「
昔
の

人
々
が
大
切
に
し
て
き
た
か
ら
豊
か
な
里

山
が
あ
る
。
ず
っ
と
続
い
て
き
た
循
環
を

守
り
、
山
を
育
て
る
こ
と
も
生
産
者
の
仕

事
。
そ
う
い
う
こ
と
も
知
っ
て
も
ら
え
た

ら
励
み
に
な
る
」と
思
い
を
語
り
ま
し
た
。

チームで原木調達をする皆さん。左から沖山さん＝福岡＝、
中池さん＝下宿間＝、宮岡さん＝下立山＝、大野さん＝川中２＝

植菌したほだ木は菌糸の成長を
促すため、日陰に積んで仮伏せ
する。梅雨に入る前に、ほだ場
で鳥居型などに組む本伏せを
し、成長をさらに促す。

➍仮伏せ・本伏せ
形成菌は１年、種駒は２年かけ
て、ほだ木に菌を十分まん延さ
せる。シイタケが発生する状態
になったら、発生や収穫がしや
すい合掌型にほだ木を起こす。

❺ほだ木起こし
シイタケは発生に適した刺激と
水分を得ると発生する。そのた
め散水をしたり、休養期にほだ
木を反転させる天地返しをした
り、たくさんの工夫をしている。

❻散水など
開き方で規格や価格が変わるの
で、かさが開ききらないうちに行
う。乾燥機を使い、含水率が約
10％になるまで乾燥させる。乾燥
だけで丸１日かかることもある。

❼収穫・乾燥

1_仲間と協力して次々とクヌ
ギを倒していく　2_宮岡さん
が育てたクヌギ林　3_きれい
な里山で仲間と食べる弁当は
おいしそう　4_萌芽更新した
クヌギの木。下草刈りをするこ
とで山が荒れなくなる １

２

３４

2022. 3   広報うちこ  7 2022. 3   広報うちこ  7

　
内
子
町
産
の
原
木
シ
イ
タ
ケ
で
使
う
木

は
、
ほ
と
ん
ど
が
ク
ヌ
ギ
で
す
。
昭
和
30

年
ご
ろ
ま
で
内
子
町
で
は
木
炭
作
り
が
盛

ん
に
行
わ
れ
、
原
料
と
な
る
ク
ヌ
ギ
の
林

が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
プ
ロ

パ
ン
ガ
ス
な
ど
の
代
替
燃
料
が
普
及
し
木

炭
生
産
は
衰
退
し
ま
す
が
、
豊
富
な
ク
ヌ

ギ
を
生
か
せ
る
原
木
シ
イ
タ
ケ
栽
培
へ
の

転
換
が
進
み
ま
し
た
。

　
ク
ヌ
ギ
は「
萌ぼ

う
が
こ
う
し
ん

芽
更
新
」と
い
っ
て
、
木

を
切
っ
て
も
切
り
株
か
ら
再
び
芽
が
生
え

て
き
ま
す
。
下
草
刈
り
を
き
ち
ん
と
す
れ

ば
、
芽
が
大
き
く
な
り
10
年
ほ
ど
で
ま
た

木
材
と
し
て
使
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

原
木
シ
イ
タ
ケ
の
ほ
だ
木
と
な
っ
た
ク
ヌ

ギ
は
、
役
目
を
終
え
る
と
ゆ
っ
く
り
と
土

に
戻
っ
て
、
ま
た
新
し
い
生
物
を
育
み
ま

す
。
昔
か
ら
山
の
資
源
を
大
切
に
し
、
山

と
共
に
暮
ら
し
て
き
た
人
々
は
、
そ
の
よ

う
な
里
山
の
生
態
系
の
循
環
を
ず
っ
と
大

切
に
し
て
き
ま
し
た
。

　「
原
木
シ
イ
タ
ケ
の
生
産
者
が
い
る
か

ら
山
が
循
環
す
る
」。
そ
う
語
る
の
は
チ
ー

ム
を
組
ん
で
原
木
を
調
達
し
て
い
る
中
池

俊と
し
ふ
み文

さ
ん
。
10
年
ほ
ど
前
か
ら
沖
山
幸こ

う
い
ち一

さ
ん
と
一
緒
に
伐
採
作
業
な
ど
を
始
め
ま

し
た
。
沖
山
さ
ん
は「
生
産
自
体
は
そ
れ

ぞ
れ
で
す
る
が
、
一
人
で
は
危
な
い
作
業

を
助
け
合
っ
て
い
る
。
年
を
取
っ
て
も
続

里山を守る原木シイタケ生産者

2生産する価値
山で育てる、山も育てる。

黄
こうよう

葉が三分ほどになったころ、
樹齢 10~15年程度のクヌギを
伐採する。水分を抜くため枝葉
をつけたまま倒しておき、２カ
月ほど乾燥させる。

➊原木伐採・葉枯らし
乾いた原木を長さ１㍍に切りそ
ろえる。昔はその場で植菌して
伏せ込む「裸

ら ち ぶ せ

地伏せ」が多かっ
たが、今は平らな場所に搬出し
てから作業する人が多い。

➋玉切り（搬出）
原木に１列４ ~ ５個の穴をドリ
ルで開け、種駒または形成菌と
いう種菌を植え付ける。菌糸の
最適な成長を考え、２月上旬～
４月上旬に行われる。

➌植菌

ク
ヌ
ギ
の
チ
カ
ラ

ク
ヌ
ギ
の
里
山
を
循
環
さ
せ
る

１
年
以
上
も
か
け
て
育
て
る
原
木
シ
イ
タ

ケ
。
ク
ヌ
ギ
の
育
成
を
含
め
る
と
10
年
以

上
の
サ
イ
ク
ル
の
仕
事
に
な
り
ま
す
。
栽

培
に
励
む
生
産
者
の
姿
を
、
流
れ
に
沿
っ

て
一
部
紹
介
し
ま
す
。

◆
原
木
シ
イ
タ
ケ
が
で
き
る
ま
で
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シ
イ
タ
ケ
は
収
穫
後
も
呼
吸
を
し
て

い
て
、
自
分
の
体
内
に
あ
る
栄
養
素
を

消
費
し
ま
す
。
だ
か
ら
新
鮮
な
う
ち
に

素
早
く
乾
燥
さ
せ
る
こ
と
で
、
栄
養
価

の
高
い
ま
ま
保
存
す
る
の
で
す
。
ま
た

シ
イ
タ
ケ
特
有
の
グ
ア
ニ
ル
酸
と
い
う

う
ま
み
成
分
は
、
乾
燥
さ
せ
る
こ
と
で

増
加
し
ま
す
。
生
シ
イ
タ
ケ
に
比
べ
て

10
倍
ほ
ど
に
も
な
る
そ
う
で
す
。
原
木

シ
イ
タ
ケ
を
乾
燥
さ
せ
る
の
は
保
存
性

を
高
め
る
だ
け
で
な
く
、
お
い
し
く
食

べ
る
た
め
の
先
人
の
知
恵
な
の
で
す
。

　
内
子
産
の
原
木
シ
イ
タ
ケ
は
、
す
ご

く
肉
厚
で
驚
き
ま
す
。
お
い
し
い
か
ら

と
い
う
理
由
だ
け
で
な
く
、
地
元
産
を

食
べ
る
こ
と
は
本
当
に
大
切
で
す
。

　
最
近
で
は
フ
ー
ド
マ
イ
レ
ー
ジ
へ
の

関
心
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
遠
く
か
ら

運
ば
れ
る
商
品
は
燃
料
を
た
く
さ
ん
使

う
の
で
、
地
球
環
境
に
負
荷
が
掛
か
る

と
い
う
考
え
方
で
す
。
地
産
地
消
は
流

通
コ
ス
ト
の
削
減
に
な
る
し
、地
元
生
産

者
へ
の
支
援
に
も
な
り
ま
す
。
伝
統
的

な
食
文
化
の
継
承
に
も
つ
な
が
る
な
ど
、

メ
リ
ッ
ト
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
里

山
を
守
り
な
が
ら
手
間
暇
か
け
て
育
て

ら
れ
る
内
子
の
原
木
シ
イ
タ
ケ
。
た
く

さ
ん
食
べ
て
、皆
さ
ん
の
健
康
と
地
域
の

元
気
に
つ
な
が
れ
ば
う
れ
し
い
で
す
。

おすすめシイタケ料理
SPECIAL DISH

●作り方

乾シイタケ　 　      ２個
ショウガ千切り       10㌘
塩昆布　　　　       10㌘
　シイタケの戻し汁

　　　　　　50㎖
　酒・みりん　 各大さじ１
　濃口しょうゆ     小さじ２
温かいごはん     　 300㌘

●材料（２人分）

Ⓐ

内
子
産
原
木
シ
イ
タ
ケ
の
価
値

な
ぜ
乾
燥
さ
せ
る
の
か

乾シイタケは水で戻し、軸
を除いて薄切りにする

①

鍋に調味料Ⓐとシイタケを
入れ、ショウガと塩昆布を
加えて火にかける

②

煮立ったら、汁気がなくな
るまで煮含める

③

ボウルにごはんを入れて③
を加え混ぜ、茶碗に盛れば
出来上がり

④

乾シイタケのつくだ煮の混ぜごはん

】戻 し 方【

まず全体を軽く水洗いし、
ひだの中のごみなどを取る

冷水を入れた容器に、か
さを上向きにして入れる

フタをして冷蔵庫へ入れ、５
時間~半日程度置いておく

【保存方法】
戻したシイタケは薄切りにし
て袋に、戻し汁は製氷器に
分けて冷凍庫に入れておく
と便利です。冷凍すると１
カ月ほど持ちます。

１ ２

３
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おすすめシイタケ料理
SPECIAL DISH

大豆（水煮）　   100㌘
乾シイタケ            ２個
煮干し                    10㌘
だし昆布　           適量
水　                      500㎖
　みりん                      50㎖
　濃口しょうゆ      50㎖
　酒                         30㎖
　砂糖　          大さじ３
　塩　           小さじ１/2

●材料（４人分）

Ⓐ

食
べ
る
と
地
域
も
元
気

原
木
シ
イ
タ
ケ
は
、
美
し
い
里
山
で
育
つ
最
高
級
の
食
材
で
す
。
そ
し
て
保
存
性

や
お
い
し
さ
を
高
め
る
乾
シ
イ
タ
ケ
は
先
人
の
知
恵
―
―
。
健
康
に
い
い
栄
養
価

が
豊
富
で
、
日
ご
ろ
か
ら
食
べ
る
こ
と
で
体
が
元
気
に
な
り
、
地
元
産
を
食
べ
る

こ
と
で
地
域
も
元
気
に
な
り
ま
す
。
原
木
シ
イ
タ
ケ
を
食
べ
る
価
値
と
乾
シ
イ
タ

ケ
の
お
い
し
い
食
べ
方
を
、
管
理
栄
養
士
の
吉
岡
さ
ん
に
聞
き
ま
し
た
。

　　
シ
イ
タ
ケ
は
カ
リ
ウ
ム
や
食
物
繊
維

を
多
く
含
み
、
高
血
圧
や
動
脈
硬
化
な

ど
の
予
防
効
果
、
便
秘
の
解
消
な
ど
に

効
果
が
あ
り
ま
す
。
天
日
干
し
に
す
る

と
、
カ
ル
シ
ウ
ム
の
吸
収
率
を
高
め
る

ビ
タ
ミ
ン
Ｄ
が
豊
富
に
な
り
ま
す
。
骨

や
歯
を
強
く
し
、
骨
粗
し
ょ
う
症
の
予

防
に
も
な
り
ま
す
。
多
く
の
乾
シ
イ
タ

ケ
は
乾
燥
機
で
乾
燥
す
る
の
で
、
天
気

の
い
い
日
に
１
～
２
時
間
、
日
に
当
て

て
か
ら
戻
す
の
が
お
す
す
め
で
す
。

原
木
シ
イ
タ
ケ
は
健
康
食

乾シイタケのうどんつゆ

3食べる価値
最高級の山の恵み

内子町保健センター
管理栄養士 吉岡若

わ か な

菜さん

●作り方

だしパックに入れた煮干し、
だし昆布、乾シイタケを一
晩水（500㎖）につける

①

①を火にかけ、沸騰直前に
だし昆布を取り出す。アク
を取りながら５分煮る

②

③

煮干しを取り出し、大豆と
調味料Ⓐを加え、５～ 10
分煮れば出来上がり

④

戻したシイタケを薄切りに
して①の鍋に戻す
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東
日
本
大
震
災
が
起
こ
っ
た

後
、
東
北
地
方
の
原
木
シ
イ
タ
ケ

は
放
射
能
被
害
と
風
評
被
害
で
、

大
変
な
状
況
に
陥
り
ま
し
た
。
価

格
は
暴
落
。
生
産
者
の
努
力
の
結

晶
で
あ
る「
ほ
だ
木
」
は
大
量
に

処
分
さ
れ
ま
し
た
。
作
り
た
く
て

も
作
れ
な
い
東
北
の
生
産
者
の

「
そ
れ
で
も
作
り
た
い
」
と
い
う

思
い
に
対
し
、
内
子
町
の
生
産
者

は「
自
分
と
こ
だ
け
が
よ
か
っ
た

ら
え
え
ん
じ
ゃ
な
い
。
日
本
の
原

木
シ
イ
タ
ケ
を
守
ら
ん
と
い
け
ん
。

一
緒
に
頑
張
ろ
う
」
と
自
分
た
ち

の
原
木
を
提
供
し
ま
し
た
。

　
お
い
し
い
シ
イ
タ
ケ
を
届
け
た

い
と
い
う
思
い
、
先
祖
代
々
受
け

継
が
れ
て
き
た
山
を
守
り
た
い
と

い
う
思
い
は
み
ん
な
同
じ
。
大
変

だ
か
ら
こ
そ
、
互
い
に
助
け
合
い

な
が
ら
栽
培
を
続
け
て
い
る
生
産

者
の
皆
さ
ん
の
思
い
は
優
し
さ
で

い
っ
ぱ
い
―
―
。
全
国
的
に
見
れ

ば
少
な
い
生
産
量
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
内
子
町
の
生
産
者
は
大
き

な
誇
り
と
愛
情
を
も
っ
て
原
木
シ

イ
タ
ケ
を
育
て
て
い
ま
す
。

　
カ
ン
カ
ン
カ
ン
―
―
　
植
菌
体

験
で
乾
い
た
原
木
の
音
を
響
か
す

児
童
た
ち
。そ
の
瞳
に
映
る
原
木
シ

イ
タ
ケ
の
仕
事
が
、い
つ
ま
で
も
ふ

る
さ
と
に
残
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。

毎年、森林林業教室を行っている立川小学
校で２月 17日、全校児童 20人が原木シイ
タケの植菌作業を体験しました。森林組合
と林業研究グループの皆さんからシイタケ
について学んだ後、植菌や伏せ込みの作業
を体験しました。一生懸命に木槌を振る子
どもたちの姿に中本克

か つ や

也校長は「地域産業
の価値を知り、ふるさとの自然を大切にする
心を育んでほしい」と目を細めていました。

 立川小学校の植菌体験
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【正治さん】サラリーマンを辞めて、５年ほど前から栽培
を始めました。父の年齢のこともあり、いま学べること
は学ぼうという気持ちでした。地域の田んぼや山を守
りたい思いはありますが、自分のところだけで精いっ
ぱい。毎年、12 ～ 13万個の種駒を植菌しているので、
両親と自分の３人で収穫して、丸１日かかることもあり
ます。周囲の廃れてしまった景色を見ると、機械化や効
率化で楽に早くできることも大切かなと感じています。
天候に左右され、収入も安定しない苦労の多い仕事で
すが、味は本物。価格の上昇を期待しつつ、おいしい原
木シイタケに誇りを持って作り続けたいです。

　子どもたちに植菌作業などを体験してもらうこと
や、山主さんに山のことを考えてもらうことが、将来
の内子町の山々を守るために、私たちが今できること
だと思います。山は放っておくと、どんどん価値が下
がります。大切にする人が多い内子町でも、管理でき
ずに荒れ放題になっているところもあります。荒れた
山は害獣が増えたり、土砂災害などの原因になったり
と、いいことがありません。木々が上手く循環をして
いるからこそ、おいしいシイタケも育ちます。食べる
ことは山を守ること――。原木シイタケのおいしさを
通じて、ふるさとの里山にも思いをはせてほしいです。

シイタケ農家
池田正

しょうじ

治さん（左）＝河内５＝
池田一

かずよし

義さん（右）＝河内５＝

内子町森林組合　森林整備課係長
兵頭敬

けいいちろう

一郎さん

　「たらいうどん」のだし汁は大豆と煮干し、乾シイタ
ケでだしを取り、しょうゆ・みりん・砂糖を煮合わせ
た「かえし」と混ぜて作るのが基本です。かじか亭では
分量などはオリジナルですが、製法などは先代から受
け継いでいます。使う乾シイタケは、ずっと小田産。時
間をかけてコトコト煮ると、香りと甘みとうまみがしっ
かりと出て、おいしいだし汁に――。時代を超えて受け
継がれるふるさとの味です。それぞれの家庭でこだわ
りがあるのも面白いです。乾シイタケはだしに使うだ
けでなく、おいしい食べ方もたくさんあります。その味
をふるさとの味として大切に伝えていってほしいです。

【吉岡さん】ふるさと学習の一環で、植菌やほだ場作り
をしています。原木シイタケのおいしさや、栽培の大変
さを知り、生徒たちのふるさとを思う心が強くなりまし
た。自然の中で成長するたくましい姿に日々感動です。

【宮内さん】祖父が原木シイタケを栽培していました。
作業を体験して、こんな大変なことを一人でやってい
たのかと改めて感動しました。原木シイタケはマヨネー
ズとしょうゆをかけて焼いて食べるのが最高。ふるさと
の自慢の一品です。若者が少なくなり、地域の大切なも
のを一つ一つ守ることが難しくなりました。僕たちが頑
張って、地域を盛り上げられたらいいなと思います。

完璧な組み合わせのだし汁は
暮らしの中の先人の知恵

自然と共にある生業だから
苦労もあるけど誇りを持ちたい

ホダ場作りなどを体験して
祖父の大変さが分かった

原木シイタケのおいしさは
里山の美しさにつながっている

かじか亭店長
冨永吉

よしひろ

宏さん＝小田上＝

小田中学校
宮内應

おうすけ

介さん（左）＝宮原＝
吉岡聖

しょうこ

子さん（右）小田中学校教諭

ふるさとの誇り
生産者や消費者、指導者などの皆さんに、それぞれの関りや思いを聞きました。
特産品ということを知らなくても、その文化は私たちの暮らしの中に根付いて
いるようです。原木シイタケの里、内子町。ふるさとの輝きをつくるのは、私た
ち一人一人の思いなのかもしれません。

4本当の価値
輝きを知ること
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