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『
竹
林
』
に
新
た
な
価
値
を 

日
田
市
の
面
積
は
６
６
６
㎢
。
隣
県
の
熊

本
市
が
３
９
０
㎢
、
福
岡
市
の
３
４
３
㎢
と

比
べ
る
と
本
市
の
面
積
の
広
さ
が
伺
え
ま

す
。
ま
た
本
市
の
約
８
割
が
森
林
で
占
め
て

お
り
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
に
と
て
も
身
近
な

存
在
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

中
で
も
『
竹
』
は
日
本
各
地
に
分
布
し
、

タ
ケ
ノ
コ
と
し
て
食
さ
れ
る
こ
と
は
も
と

よ
り
、
籠(

カ
ゴ)

や
ザ
ル
、
竹
刀
と
い
っ
た

武
道
具
、
楽
器
、
家
屋
な
ど
の
材
料
と
し
て
、

長
年
に
わ
た
り
暮
ら
し
の
色
々
な
場
面
で

使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。 

        

し
か
し
生
活
様
式
の
変
化
や
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
な
ど
の
代
替
品
が
普
及
し
た
こ
と
な

ど
、
次
第
に
使
わ
れ
る
量
も
減
っ
て
き
ま
し

た
。 こ

う
し
て
使
う
機
会
が
減
っ
て
き
た
竹

は
、
繁
殖
力
が
と
て
も
強
く
、
次
第
に
ス
ギ

や
ヒ
ノ
キ
の
森
林
や
住
宅
付
近
の
里
山
に

侵
食
し
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
、『
竹
害
』
と
し

て
邪
魔
者
扱
い
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。 

こ
の
様
に
、
日
本
各
地
で
頭
を
悩
ま
せ
て

い
る
『
放
置
竹
林
』
に
新
た
な
『
価
値
』
を

見
い
出
し
、
竹
の
活
用
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て

い
る
地
域
が
あ
り
ま
す
。
生
活
ス
タ
イ
ル
の

変
化
や
山
村
地
域
の
過
疎
化
や
高
齢
化
の

進
展
な
ど
か
ら
、
遠
ざ
か
り
つ
つ
あ
る
森
林

と
地
域
の
暮
ら
し
と
の
関
わ
り
方
に
も
う

一
度
目
を
向
け
、
多
く
の
地
域
が
抱
え
る

「
担
い
手
の
減
少
」
と
い
っ
た
課
題
解
決
の

ヒ
ン
ト
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

竹
を
活
か
す
‼ 

『
食
』
と
『
ビ
ジ
ネ
ス
』
の
視
点 

令
和
４
年
２
月
、
福
岡
県
糸
島
市
に
拠
点

を
置
く
『
糸
島
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
事
業
研
究
会

主
宰
』
の
日
高
榮
治
氏
に
お
話
し
を
伺
い
ま

し
た
。 

竹
ぬ
か
床 

同
研
究
会
は
日
高
氏
を
中
心
に
２
０
１

０(

平
成
２
２)

年
に
設
立
。
『
机
上
の
検
討

だ
け
で
は
進
ま
な
い
。
地
域
課
題
の
解
決
に

は
〝
具
体
的
〟
に
取
り
組
む
べ
き
だ
。
』
と

の
思
い
か
ら
始
ま
っ
た
最
初
の
取
組
は
、
当

時
す
で
に
土
壌
改
良
剤
に
利
用
さ
れ
て
い

た
「
竹
パ
ウ
ダ
ー
」
の
新
し
い
用
途
開
拓
で

し
た
。 

         

こ
れ
ま
で
の
発
想
を
一
転
、「
食
」
の
視
点
か

ら
考
え
た
の
が
竹
パ
ウ
ダ
ー
を
使
っ
た
〝

竹
ぬ
か
床
〟
や
食
物
繊
維
と
し
て
ク
ッ
キ

ー
や
パ
ン
に
混
ぜ
る
こ
と
。
よ
り
付
加
価
値

の
高
い
モ
ノ
づ
く
り
が
実
り
、
２
０
１
３

(

平
成
２
５)

年
に
は
商
品
化
に
漕
ぎ
つ
け

て
販
売
し
て
い
ま
す
。 

国
産
メ
ン
マ 

次
に
取
り
組
ん
だ
の
が
「
メ
ン
マ
」
づ
く

り
で
す
。
竹
パ
ウ
ダ
ー
だ
け
で
は
竹
林
整
備

に
繋
が
る
ほ
ど
の
量
を
使
い
き
れ
な
い
た

め
「
出
て
く
る
竹
を
抑
え
る
竹
林
整
備
」
を

思
い
立
っ
た
と
の
こ
と
。 

こ
れ
ま
で
の
竹
林
整
備
で
は
枯
れ
た
竹

の
整
理
や
青
竹
の
伐
採
が
主
な
作
業
で
し

た
が
、
シ
ー
ズ
ン
が
過
ぎ
た
竹
林
内
に
は
、

邪
魔
な
存
在
に
育
っ
て
い
く
「
取
り
損
な
い

の
タ
ケ
ノ
コ
（
幼
竹
）
」
が
残
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
幼
竹
を
切
っ
て
メ
ン
マ
等
に

加
工
し
、
タ
ケ
ノ
コ
以
上
の
価
値
を
生
み
出

し
な
が
ら
、
合
わ
せ
て
竹
の
発
生
を
抑
え
る

こ
と
も
で
き
る
と
い
う
考
え
で
す
。 

         

メ
ン
マ
づ
く
り
に
至
る
ま
で 

▼
こ
れ
ま
で
は
蹴
っ
飛
ば
し
た
り
叩
き
折
っ
た
り

し
て
き
た
幼
竹
。 

▼
取
り
損
ね
て
大
き
く
育
っ
た
タ
ケ
ノ
コ
は
美
味
か

っ
た
。 

▼
利
用
価
値
の
無
か
っ
た
幼
竹(

１
㍍
５
０
㎝
～
２

㍍)

に
新
た
な
価
値
を
。 

▼
輸
入
に
頼
っ
て
い
る
メ
ン
マ
を
国
産
で
作
れ
な
い

か
。 

▼
大
規
模
な
設
備
や
資
金
は
不
要
。 

▼
個
人
で
も
、
会
社
、
グ
ル
ー
プ
で
も
、
誰
で
も
参

画
し
や
す
い
メ
ン
マ
づ
く
り
。 

▼
レ
シ
ピ
は
完
全
公
開
で
。 

  

現
在
、
日
高
氏
が
製
造
す
る
メ
ン
マ
の
原

料
と
な
る
幼
竹
は
、
地
域
の
農
家
や
竹
林
整

備
を
行
う
団
体
か
ら
購
入
し
て
い
る
ほ
か
、

竹
林
整
備
団
体
や
障
が
い
者
施
設
で
つ
く

る
「
塩
漬
け
し
た
も
の
」
の
買
い
上
げ
も
行

っ
て
い
ま
す
。 

全
国
へ
広
が
る
メ
ン
マ
づ
く
り 

こ
の
国
産
メ
ン
マ
づ
く
り
に
よ
る
竹
林

整
備
に
は
、
多
く
の
方
の
興
味
を
引
く
こ
と

に
な
り
、
２
０
１
７(
平
成
２
９)

年
に
は
関

東
か
ら
関
西
、
九
州
ま
で
の
全
国
で
竹
林
整

備
を
行
っ
て
い
る
地
域
グ
ル
ー
プ
が
主
体

と
な
り
「
純
国
産
メ
ン
マ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。 

          

価
値
の
無
い
幼
竹
を
使
っ
た
国
産
メ
ン

マ
づ
く
り
の
ほ
か
、
タ
ケ
ノ
コ
水
煮
や
竹
チ

ッ
プ
、
竹
パ
ウ
ダ
ー
、
竹
炭
な
ど
、
日
高
氏

は
、
更
に
竹
林
の
効
果
的
な
活
用
方
法
を
求

め
取
り
組
ん
で
お
り
、
メ
ン
マ
づ
く
り
の
ノ

ウ
ハ
ウ
は
全
て
オ
ー
プ
ン
に
し
、
多
く
の
地

域
で
竹
林
整
備
が
進
む
こ
と
に
期
待
を
寄

せ
て
い
ま
す
。 

        

メ
ッ
セ
ー
ジ 

皆
さ
ん
も
タ
ケ
ノ
コ
掘
っ
た
あ
と
の
伸

び
き
っ
た
幼
竹
を
使
っ
て
、
自
家
製
の
「
メ

ン
マ
づ
く
り
」
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
ま
せ

ん
か
？ 

       

（
日
高
氏
の
メ
ン
マ
づ
く
り
の
方
法
は
次
の
ペ
ー
ジ
で

紹
介
し
ま
す
。
） 
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～ 竹の利活用に向けて ～ 



（令和 4 年 5 月） 

           

 

                       

                                   

              

◆竹林整備には下記の制度もご活用ください。 

「竹粉砕機の貸出し」 

内 容 ： 日田市（行政）が購入した竹粉砕機を民間林業事業体に管理委託。 

      使用料を設定し、機械の貸し出しを行っている。 

       半日（3,000 円） 

１日（5,000 円） 

対 象 ： 希望者 

機 械 ： 竹粉砕機 １台   

「優良竹林化整備事業」 

内 容 ： 「伐竹」や「簡易作業路開設」に対する大分県の補助事業 

要 件 ： 竹材やタケノコなどの生産を目的とした「優良竹林化」であること（竹林の間伐） 

       伐竹する面積が１箇所当たり 0.1ha 以上であること 等 

対 象 ： 市町村、森林組合、農協、法人、竹材・たけのこ等の生産を行う者(個人) 

 

純国産メンマづくりの作業手順（原材料：孟宗竹、真竹、ハチク） 

(１)  

 
 

(２)皮剥ぎ 

カット 
 
 

(３)茹で 

 

 

(４)塩漬け 

 
 
 

(５)完成 

 
 

 

(６)商品化 

1.5ｍ～2ｍの幼竹をノコギリ又は鎌で切り取る。 
 
 

 
 
 

 
 
 

縦に包丁を入れて皮をはぎ、穂先、中央部、元部に切り分ける。 
 
 

 
 
 

 
 
 

穂先は 100度で 30分。中央部、元部は 60分ほど茹で上げる。 
 
 

 
 
 

 
 
 

雑菌対策として、茹でた後、放冷 40℃で塩漬け（茹でた後 5～10分程
度）。茹でタケノコ 30㎏に対して塩 9㎏。漬物樽（ポリ容器）を使い、ポリ
袋に塩漬けタケノコを入れて中蓋、重石をする。 
 
 
 

 
 
 

 
 
直射日光を避け常温保管。塩漬け後１ヶ月で完成 
 
 
 

 
 
 

 
塩漬けしたタケノコを取り出し、軽く表面を洗い商品化。注文に応じてカッ
ト、塩抜き、乾燥など。 

タケノコに比べ探し
て掘る手間が不要。 
 
 

 
 
 

 
 
部位ごとに分けてお
くと後々の作業効率
が上がる。 
 

 
 
 

 
 
「水」から茹でるこ
とを奨励。 
 
 

 
 
 

 
 
1～2日放置すると
雑菌が発生するの
で手早く塩漬けを
行う。 
1日位で水が上が
り塩水に漬かったら
安全。 
 
 
 

 
塩蔵品なので２～３
年の保存可能 
 
 
 

 
 
 

お客様の要望に応
じた姿で出荷する。 

（この記事に関する問い合せ）： 大分県日田市 農林振興部 林業振興課 林業振興係 

        Tel: 0973-22-8362  fax: 0973-22-8246  Mail: rinsei＠city.hita.lg.jp 

  

 

 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

写真提供：糸島コミュニティ事業研究会 

 


