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「
職
人
さ
ん
」。
こ
の
言
葉
に
は
何
か
特
別
な
響
き
が
あ
り
ま
す
。

高
度
な
技
へ
の
尊
敬
の
念
と
、
仕
事
に
向
き
合
う
実
直
な
気
概
。

し
か
し
な
が
ら
、「
考
え
る
事
」
と
「
作
る
事
」
の
分
業
化
が
進
む
現
代
に
お
い
て
職
人

の
技
を
発
揮
す
る
機
会
は
減
少
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

古
来
、
職
人
は
た
だ
の
作
業
者
に
留
ま
ら
ず
、
自
ら
考
え
・
学
び
、
自
ら
の
手
に
よ
っ
て

物
を
作
り
、
文
化
を
支
え
て
き
ま
し
た
。

設
計
者
と
施
工
者

ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
と
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー

こ
の
間
を
繋
ぐ
た
め
に
、現
在
と
て
も
沢
山
の
「
人
と
物
と
時
間
」
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
大
型
ス
ー
パ
ー
に
並
ぶ
規
格
に
準
じ
大
量
生
産
さ
れ
た
商
品
の
販
売
形
態
と
同

じ
も
の
が
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

建
築
に
お
い
て
は
こ
の
隔
た
り
を
改
善
す
る
た
め
に
、
我
々
つ
く
り
手
で
あ
る
職
人
が
五

色
の
布
を
纏
う
必
要
が
あ
る
。
そ
う
考
え
て
い
ま
す
。

私
が
大
工
の
道
へ
進
む
事
を
決
め
た
の
は
一
冊
の
本
と
の
出
会
い
で
し
た
。

『
現
代
棟
梁
・
田
中
文
男
』。
現
在
も
事
あ
る
ご
と
に
読
み
返
す
そ
の
本
の
中
で

「
人
（
考
え
る
）・
金
（
予
算
）・
時
間
（
工
程
）・
物
（
材
料
）・
己
（
つ
く
る
）
こ
の
五

つ
全
て
が
中
世
で
は
大
工
の
考
え
る
べ
き
対
象
で
あ
っ
た
。」

「
二
十
一
世
紀
に
お
く
る
私
か
ら
の
言
葉
は
、
失
わ
れ
た
設
計
図
書
と
施
行
技
術
を
つ
な

ぐ
技
術
体
系
を
新
し
い
視
点
で
再
構
築
す
る
。
そ
の
一
言
に
尽
き
る
。」

と
田
中
氏
は
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
職
人
に
と
っ
て
重
要
な
事
は
、
先
人
か
ら
受
け
継
い
だ
技
術
で
自
分
を
囲
い

込
む
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

確
か
な
技
術
を
持
ち
、
職
人
自
ら
が
思
考
し
て
設
計
者
・
顧
客
、
地
域
、
そ
し
て
社
会
に

自
ら
働
き
か
け
る
事
が
、
失
わ
れ
た
技
術
体
系
を
再
構
築
す
る
た
め
の
一
歩
に
な
る
と
考

え
て
い
ま
す
。

普
段
、
我
々
は
考
え
て
仕
事
を
し
て
い
る
と
思
っ
て
は
い
て
も
、
そ
れ
は
与
え
ら
れ
た
仕

事
（
図
面
）
の
つ
く
り
方
を
考
え
て
い
る
事
が
殆
ど
で
す
。

「
つ
く
り
方
を
考
え
る
」
の
は
職
人
と
し
て
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
。「
考
え
を
持
っ
て
つ

く
る
」
こ
の
行
為
が
新
し
い
職
人
に
は
必
要
で
す
。

な
か
な
か
簡
単
な
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
若
い
メ
ン
バ
ー
の
多
い
お
か
げ
さ
ま
で
は
、

仕
事
を
伝
え
る
際
は
大
枠
だ
け
を
伝
え
、
後
は
任
せ
る
事
を
意
識
し
て
い
ま
す
。

与
え
ら
れ
た
役
割
の
中
に
、
そ
の
人
な
り
の
考
え
る
余
地
を
残
す
こ
と
が
必
要
で
、
そ
れ

が
仕
事
（
思
考
）
の
振
れ
幅
を
大
き
く
す
る
事
に
繋
が
っ
て
い
く
も
の
と
考
え
ま
す
。

全
体
を
意
識
し
自
ら
必
死
で
考
え
や
り
切
っ
た
仕
事
は
、
部
分
的
に
見
る
と
ふ
ぞ
ろ
い
な

仕
事
と
映
り
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
色
が
重
な
り
あ
っ
た
仕
事
は
全
体
と
し
て
調
和
の
取

れ
た
美
し
い
も
の
と
な
る
。
そ
う
信
じ
て
い
ま
す
。

古
い
日
本
の
建
築
に
は
部
材
の
寸
法
や
納
ま
り
な
ど
、
部
分
に
よ
っ
て
か
な
り
の
違
い
が

あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
長
い
年
月
を
経
た
今
で
も
人
を
魅
了
し
続
け
て
い
ま
す
。

お
か
げ
さ
ま
も
メ
ン
バ
ー
そ
れ
ぞ
れ
の
色
が
幾
重
に
も
織
り
重
な
る
事
で
組
織
を
織
り
上

げ
、
そ
こ
か
ら
作
り
出
さ
れ
る
も
の
が
、
地
域
と
社
会
、
未
来
へ
色
褪
せ
る
こ
と
な
く
貢

献
で
き
る
事
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

五
色
の
職
人

菅
原
雅
重



経年の劣化と自然災害により損壊してしまった中札内西戸蔦
神社の社殿を設計から施工、設置しました。

現
在
、
浄
蓮
寺
（
清
水
町
）
本
堂
の
屋
根
修
理

工
事
を
行
な
っ
て
い
る
最
中
で
す
。

最
初
に
今
回
の
工
事
の
話
を
受
け
て
か
ら
、
ま

ず
現
地
調
査
を
し
ま
し
た
。
そ
し
て
構
造
・
材

料
・
予
算
を
踏
ま
え
、
ど
の
よ
う
に
修
理
を
進

め
て
い
く
べ
き
か
、
お
寺
の
今
後
を
視
野
に
入

れ
な
が
ら
考
え
ま
し
た
。

大
き
く
て
立
派
な
屋
根
は
お
寺
を
象
徴
す
る
も

の
で
す
が
、
そ
の
維
持
管
理
に
は
多
く
の
費
用

が
必
要
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

「
つ
ぎ
の
世
代
の
た
め
に
、
し
っ
か
り
と
お
寺

を
受
け
渡
す
」

檀
家
さ
ん
に
向
け
た
説
明
会
で
は
、
こ
の
事
を

一
番
に
考
え
た
い
と
話
を
し
、
現
行
の
入
母
屋

造
り
の
屋
根
を
寄
棟
造
り
へ
と
そ
っ
く
り
作
り

替
え
る
案
を
提
案
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

今
回
の
工
事
で
屋
根
の
装
飾
を
減
ら
し
、
屋

根
面
積
を
減
ら
す
事
は
、
再
び
訪
れ
る
大
規

上　解体前の入母屋造りの屋根
中　新しい隅木を取り付ける作業
下　加工中の隅木

中
札
内
西
戸
蔦
神
社

浄
蓮
寺
本
堂

屋
根
修
復
工
事

1

2

3

4
1　木材にはエゾマツを使用。扉部には
縁起が良いとされるイチイ（樹齢150年）
を使いました。
2 　主材料として使ったエゾマツは丸太か
ら仕入れ、自社で製材、加工を行います。
3　柱と桁との間に若干の隙間を作り組み
上げます。時間が経つにつれ屋根の荷重
がかかり10数年後にはこの隙間がなくなる
計算です。
4　搬出作業の様子。

模
な
修
理
の
際
に
大
幅
に
費
用
を
抑
え
る
事

が
で
き
、
結
果
と
し
て
そ
れ
は
お
寺
が
長
く

存
続
し
て
い
く
事
の
一
端
を
担
う
も
の
と
考

え
て
い
ま
す
。

大
き
く
荘
厳
な
お
寺
は
も
ち
ろ
ん
重
要
で
す

が
、
少
し
小
さ
く
と
も
開
か
れ
た
雰
囲
気
の
お

寺
は
こ
れ
か
ら
の
社
会
に
は
必
要
に
な
っ
て
く

る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

屋
根
の
形
状
を
大
幅
に
変
更
す
る
の
に
伴
い
、

専
門
的
な
知
識
と
技
術
が
必
要
と
さ
れ
る
工

事
と
な
り
ま
し
た
が
、
全
て
の
工
事
を
地
元

の
職
人
だ
け
で
行
え
て
い
る
事
を
誇
り
に
思

い
ま
す
。

工
事
は
も
う
一
息
で
完
了
し
ま
す
が
、
最
後
ま

で
気
を
緩
め
る
事
な
く
、
し
っ
か
り
と
完
成
を

迎
え
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

〈
現
場
よ
り
〉
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玄
翁
げ
ん
の
う

道
具
礼
賛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

         　
　
　
　

 

２

楡（埋れ木） /  蝦夷鹿革

パ
リ
を
拠
点
に
活
躍
す
る
佐
藤
伸
一
シ
ェ
フ
か
ら
依
頼
を
受
け
て
デ
ザ

イ
ン
・
制
作
し
た
ト
レ
ー
と
ト
レ
ー
ス
タ
ン
ド
が
完
成
し
ま
し
た
。

ミ
シ
ュ
ラ
ン
ガ
イ
ド
の
常
連
で
あ
る
佐
藤
シ
ェ
フ
が
新
規
オ
ー
プ
ン
す

る
フ
レ
ン
チ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
使
用
さ
れ
る
為
、
単
純
な
和
風
に
な
ら

な
い
よ
う
、
か
つ
我
々
宮
大
工
が
つ
く
る
意
味
を
考
え
な
が
ら
、
何
度

も
や
り
と
り
を
重
ね
デ
ザ
イ
ン
を
進
め
ま
し
た
。
材
は
偶
然
に
も
手
に

入
っ
た
、
北
海
道
の
地
に
数
百
年
眠
っ
て
い
た
神
代
楡に
れ

を
使
用
。
ト
レ

ー
に
は
白
銀
比
と
魯
半
尺
を
用
い
縁
起
の
良
い
寸
法
を
取
り
、
ト
レ
ー

ス
タ
ン
ド
の
脚
の
部
分
は
箸
を
モ
チ
ー
フ
に
デ
ザ
イ
ン
し
ま
し
た
。

世
界
的
に
も
注
目
さ
れ
て
い
る
レ
ス
ト
ラ
ン
の
オ
ー
プ
ン
に
関
わ
ら
せ

て
頂
け
た
事
は
、
お
か
げ
さ
ま
に
と
っ
て
と
て
も
貴
重
な
経
験
で
し
た

し
、
何
よ
り
小
さ
な
町
か
ら
世
界
と
渡
り
合
う
、
そ
れ
を
少
し
で
も
実

現
で
き
た
事
は
少
な
か
ら
ず
自
信
と
な
り
ま
し
た
。

〈
つ
く
る
も
の
〉　  

神
代
楡
の
木
製
ト
レ
ー
、
ス
タ
ン
ド

ま
う
の
で
す
。

教
え
る
際
は
そ
の
加
減
を
言
葉
で

伝
え
る
事
が
難
し
く
、「
も
う
ひ

と
削
り
」
と
い
っ
た
感
覚
的
な
言

葉
で
伝
え
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

ま
た
玄
翁
の
柄
の
部
分
は
使
い
な

が
ら
、
自
分
で
少
し
づ
つ
削
り
形

を
整
え
て
い
き
ま
す
。

そ
う
す
る
こ

と
で

各
自
が
握
り
や

す
い
様
に
工
夫
す
る
。

そ
れ
と
同
時
に
、
職
人
と
し
て
格

好
の
良
い
道
具
を
持
ち
た
い
と
い

う
心
が
う
ま
れ
て
き
ま
す
。

道
具
を
見
れ
ば
そ
の
人
の
腕
前
が

分
か
り
ま
す
が
、
玄
翁
は
そ
の
個

性
が
よ
く
現
れ
る
道
具
の
一
つ
だ

と
言
え
ま
す
。

玄
翁
は
大
工
に
と
っ
て
欠
か
す
事

の
出
来
な
い
道
具
の
一
つ
で
す
。

今
か
ら
6
0
0
年
以
上
昔
に
悪
霊

の
取
り
憑
い
た
石
を
玄
翁
和
尚
が

金
槌
で
打
ち
砕
い
た
こ
と

が
、
そ
の
名

前
の
由
来
に

な
っ
て
い
ま
す
。

大
工
は
自
分
の
道
具
を
自
分
で
仕

込
む
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

弟
子
に
入
っ
て
一
番
最
初
に
仕
込

む
道
具
が
玄
翁
な
の
で
す
。

頭
の
部
分
だ
け
渡
さ
れ
、
持
ち
手

の
柄
の
部
分
は
自
分
で
玄
翁
の
穴

の
大
き
さ
に
木
を
削
り
合
わ
せ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

仕
込
み
が
キ
ツ
い
と
上
手
く
頭
の

部
分
に
入
ら
ず
、
緩
い
と
使
っ
て

い
る
う
ち
に
頭
が
抜
け
落
ち
て
し
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音
更
町
で
パ
ン
と
コ
ン
フ
ィ
チ
ュ
ー
ル
の

お
店
t
o
i
を
営
む
中
西
さ
ん
一
家
の
自

宅
が
完
成
し
ま
し
た
。

兵
庫
か
ら
移
住
し
、
2
0
1
9
年
に
畑
に

囲
ま
れ
た
丘
の
上
で
中
西
さ
ん
夫
婦
が
は
じ

め
た
t
o
i
は
、
い
ま
や
遠
方
よ
り
お
客

さ
ん
が
訪
れ
る
人
気
店
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
お
二
人
か
ら
、
今
は
自
宅
か
ら
離
れ
た
お
店

中
心
の
生
活
に
な
っ
て
し
ま
い
、
子
ど
も
た
ち
と
過

ご
す
時
間
が
あ
ま
り
取
れ
な
い
の
で
、
お
店
の
敷
地

内
に
自
宅
を
設
計
・
建
築
し
て
欲
し
い
と
依
頼
さ
れ

ま
し
た
。

敷
地
の
小
高
い
場
所
に
は
古
い
牛
舎
が
立
っ
て
お

り
、
そ
の
場
所
に
牛
舎
の
記
憶
を
残
し
た
も
の
を
建

て
て
欲
し
い
と
の
事
で
し
た
。

牛
舎
を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
す
る
方
法
も
あ
り
ま
し
た

が
、
今
回
は
牛
舎
を
一
度
全
て
丁
寧
に
解
体
し
、
材

料
と
向
き
合
い
ま
し
た
。

一
般
的
に
は
図
面
に
合
わ
せ
て
材
料
は
加
工
さ
れ
ま

す
が
、
今
回
は
そ
れ
と
は
逆
の
考
え
で
設
計
を
進
め

ま
し
た
。
解
体
し
た
際
に
手
に
入
れ
た
材
料
は
切
ら

ず
に
最
大
限
に
利
用
す
る
事
に
決
め
、
そ
の
材
料
に

合
わ
せ
設
計
を
進
め
ま
し
た
。

不
均
一
の
古
材
の
使
用
の
ほ
か
に
も
、
森
に
家
族
全

員
で
木
を
伐
り
に
行
っ
た
り
、
建
物
の
脇
に
立
つ
カ

シ
ワ
の
木
の
枝
を
手
す
り
に
使
っ
た
り
と
、
建
て
な

が
ら
材
料
と
向
き
合
い
・
考
え
・
作
り
、
再
び
考
え
。

考
え
る
事
と
作
る
事
が
と
て
も
近
い
関
係
で
進
ん
だ

事
に
よ
り
、
不
思
議
と
不
揃
い
で
あ
り
な
が
ら
ま
と

ま
り
の
あ
る
建
物
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
建
物
の
一
部
は
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
や
楽
器
の
演
奏

な
ど
多
用
途
に
活
用
で
き
る
フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
と
な

っ
て
い
ま
す
。

美
味
し
い
パ
ン
と
共
に
、
ど
ん
な
時
間
が
生
み
出
さ

れ
る
の
か
、
今
か
ら
と
て
も
楽
し
み
で
す
。

牛
舎
の
記
憶
を
つ
む
ぐ
家

1　設計は感性の豊かな若い二人とチーム
を組み進めていきました。
2　建物の屋根を支える垂木は不揃いに並
べ、継手・仕口が室内外に現れるようにしま
した。
3　中西さん一家と柱材となる木を選びに森
を訪れ、後日伐採しました。
4 建物の外に立つカシワの木から、内部で
使う手すりの材料を調達、加工しました。

共同設計 /安田建築設計事務所

家の中央には校
あぜくらづくり

倉造の
収納があり、家財道具は
この中に保管します。

4

1

2

3
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そ
の
在
学
中
に
お
か
げ
さ
ま
の
こ

と
を
知
っ
た
。

「
な
ん
か
す
ご
い
こ
と
を
や
っ
て

い
る
人
が
帯
広
に
も
い
る
ん
だ
な

と
い
う
印
象
で
し
た
。
菅
原
さ
ん

の
宮
大
工
の
技
術
は
も
ち
ろ
ん
、

地
域
や
人
、
材
料
な
ど
考
え
て
い

る
こ
と
の
深
さ
に
興
味
を
持
ち
ま

し
た
」。

お
か
げ
さ
ま
で
は
3
年
前
か
ら
広

報
関
係
の
仕
事
を
主
に
行
っ
て
い

る
。「
ま
だ
大
工
と
し
て
の
経
験

が
浅
く
、
こ
こ
で
大
工
と
し
て
貢

献
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
で
き
な
い

け
ど
、
今
ま
で
や
っ
て
き
た
こ
と

が
活
か
せ
る
の
は
嬉
し
い
」。
ま

た
、
働
く
ペ
ー
ス
を
自
由
に
調

整
で
き
る
こ
と
、
ア
イ
デ
ア
が
詰

ま
っ
た
独
創
的
な
仕
事
に
関
わ
る

こ
と
が
で
き
る
の
が
、
斎
藤
さ
ん

が
こ
こ
で
働
く
魅
力
だ
と
い
う
。

斎
藤
裕
人
 
広
報

お
か
げ
さ
ま
で

働
く
人
々

4

百
年
後
の
職
人
は
ど
ん
な
だ
ろ
う
？

最
近
、
よ
く
頭
を
よ
ぎ
り
ま
す
。

も
の
づ
く
り
の
職
人
が
居
な
く
な
る
事
は
無
い
と
は
思
い
な
が
ら
、

想
像
を
超
え
る
ス
ピ
ー
ド
で
進
化
し
て
い
く
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
目
の

当
た
り
に
し
て
、
職
人
が
ど
の
よ
う
に
存
続
し
て
い
く
の
か
、
少
し

想
像
が
で
き
ま
せ
ん
。

お
か
げ
さ
ま
で
は
、
忘
れ
去
ら
れ
た
古
い
技
法
（
木
割
製
材
・
焼
き

板
）
を
再
び
試
み
た
り
、
難
解
と
さ
れ
て
い
る
、
大
工
の
さ
し
が
ね

使
い
の
理
解
に
デ
ジ
タ
ル
で
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
、
規
矩
術
の
ア
プ
リ

を
考
え
て
み
た
り
、
ア
ナ
ロ
グ
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
両
方
を
行
き
来

し
て
い
ま
す
。

不
易
な
も
の
を
守
り
続
け
る
努
力
と

変
え
る
べ
き
も
の
は
変
え
る
勇
気

そ
し
て
も
の
を
つ
く
る
こ
と
が
好
き
だ
と
い
う
無
垢
な
気
持
ち
。

そ
れ
が
未
来
へ
つ
な
が
る
小
さ
な
一
歩
だ
と
信
じ
て

日
々
仕
事
に
む
か
っ
て
い
ま
す
。

「
お
か
げ
さ
ま
」
は
多
様
な
由
来
を

持
ち
、「
陰
と
陽
」
つ
ま
り
「
光

が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
影
が
で
き
る
」 

と
い
う
意
味
合
い
も
あ
り
ま
す
。

輝
く
朝
日
や
夕
日
、
月
光
の
下
で

は
影
が
で
き
る
よ
う
に
、
わ
た
し

た
ち
は
人
々
の
集
ま
る
「
場
」
の

裏
方
と
し
て
、
つ
く
り
、
守
り
、

支
え
て
ゆ
く
と
い
う
大
切
な
使
命

を
こ
の
し
る
し
に
込
め
て
い
ま
す
。

あ
と
が
き

発
行
日 
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二
〇
二
三
年
八
月
一
日

東京大学・函館みらい大学と共同で、規矩
術を簡単に使いこなすアプリを開発中。先生・
学生・大工さんが参加したワークショップの
様子。

「
衣
食
住
に
関
わ
る
仕
事
は
、
ど

ん
な
時
代
で
も
絶
対
に
必
要
と
さ

れ
る
仕
事
だ
と
思
っ
て
ま
す
」。

斎
藤
裕
人
さ
ん
が
建
築
に
携
わ
り

始
め
た
の
は
7
年
前
、35
歳
の
時
。

そ
れ
ま
で
は
雑
誌
の
営
業
や
編
集

の
仕
事
を
し
て
い
た
と
い
う
。
出

版
社
を
辞
め
、
帯
広
高
等
技
術
専

門
学
院
で
2
年
間
建
築
を
学
び
、

住宅用の外壁として北海
道産のエゾマツを自社で
焼き板に加工しました。
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