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東
日
本
大
震
災
の
影
響
で
、
千
葉
県
浦
安
市
で
発
生

し
た
液
状
化
。
岡
本
直
也
は
、
仕
事
の
拠
点
を
高
知
か

ら
千
葉
に
移
し
、
民
家
の
沈
下
修
正
工
事
を
ひ
っ
き
り

な
し
に
こ
な
し
て
き
た
。
そ
の
工
事
が
一
段
落
し
た
今

も
、
関
東
地
方
を
中
心
に
仕
事
を
請
け
負
っ
て
い
る
。

　「
い
ろ
ん
な
意
見
を
統
合
す
る
と
、
今
の
日
本
で
曳

家
職
人
と
い
え
る
業
者
が
だ
い
た
い
一
二
〇
社
く
ら
い
。

で
も
ほ
と
ん
ど
の
親
方
が
七
〇
歳
過
ぎ
て
後
継
者
も
い

な
い
状
態
だ
か
ら
、
あ
る
程
度
若
く
て
経
験
も
あ
っ
て

全
国
回
っ
て
る
の
は
、
実
質
二
〇
社
く
ら
い
じ
ゃ
な
い

か
っ
て
言
わ
れ
て
ま
す
。
今
は
た
ま
た
ま
注
目
を
浴
び

て
ま
す
け
ど
、
実
は
絶
滅
寸
前
の
技
術
な
ん
で
す
」

　
現
在
、
岡
本
の
会
社
に
は
二
人
の
若
い
職
人
が
お
り
、

現
場
で
親
方
を
手
伝
っ
て
い
る
。
そ
の
一
人
、
飯
田
英

幸
は
全
く
の
未
経
験
か
ら
こ
の
職
に
就
い
た
。

　「
ほ
ん
と
に
偶
然
の
積
み
重
ね
で
。
た
ま
た
ま
社
長

の
知
り
合
い
に
共
通
の
知
人
が
い
て
、
そ
の
時
た
ま
た

ま
人
手
不
足
で
、
僕
が
求
職
中
で
。
最
初
、『
も
や
し
っ

子
で
も
で
き
る
仕
事
だ
か
ら
』
っ
て
言
わ
れ
て
行
っ
た

ん
で
す
け
ど
、
結
果
は
…
見
事
に
ダ
マ
さ
れ
ま
し
た
ね

（
笑
）。
高
知
市
に
あ
る
若
宮
八
幡
宮
っ
て
い
う
神
社
の

沈
下
修
正
が
終
わ
っ
て
解
体
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
だ
っ
た

ん
で
す
け
ど
、
七
五
㌔
の
鉄
骨
を
手
で
運
ん
だ
り
、

三
五
㌧
の
重
い
ジ
ャ
ッ
キ
を
か
け
た
り
…
こ
ん
な
の
も

や
し
っ
子
に
で
き
る
わ
け
な
い
だ
ろ
う
、
と
（
笑
）」

　
特
に
曳
家
職
人
を
め
ざ
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ

た
が
、
か
れ
こ
れ
三
年
ほ
ど
続
け
て
い
る
。
師
匠
の
岡

本
も
頼
も
し
そ
う
な
目
で
見
守
る
。

　「
ま
あ
、
普
通
の
人
じ
ゃ
続
か
な
い
で
す
よ
ね
。
彼
み

た
い
に
、
他
人
様
の
家
の
下
に
潜
っ
て
ト
イ
レ
の
パ
イ

プ
切
る
の
が
苦
に
な
ら
な
い
よ
う
な
人
じ
ゃ
な
い
と
」

　
二
十
一
世
紀
中
の
発
生
が
予
測
さ
れ
て
い
る
大
規
模

地
震
の
一
つ
、「
南
海
大
地
震
」。
そ
の
影
響
を
特
に
大

き
く
受
け
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
が
高
知
市
だ
。

　「
市
の
中
心
部
が
液
状
化
し
て
、
地
盤
が
二
㍍
沈
下

し
て
、
そ
こ
に
二
㍍
の
津
波
が
来
る
か
ら
、
ト
ー
タ
ル

で
四
㍍
の
浸
水
が
一
週
間
く
ら
い
続
く
っ
て
言
わ
れ
て

岡本を手伝う弟子の一人、飯田。体が資本の厳しい仕事だが、「全然苦になりません。これはもう、社長の人柄ですね」

そ
の
技
術
の
特
異
さ
か
ら
、一
般
の
人
は
も
ち
ろ
ん
、

建
設
業
者
で
も
詳
細
を
知
ら
な
い「
曳
家
」の
世
界
。

初
期
投
資
額
が
大
き
く
新
規
参
入
が
困
難
な
た
め
、

後
進
の
育
成
面
で
も
問
題
を
抱
え
て
い
る
。

高
知
出
身
の
曳
家
職
人
の
岡
本
に
、若
手
の
育
成
、

他
職
と
の
や
り
と
り
に
つ
い
て
話
し
て
も
ら
っ
た
。
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る
ん
で
す
。
私
の
家
な
ん
か
資
産
価
値
ゼ
ロ
で
す
よ

（
笑
）。
で
も
、
だ
か
ら
こ
そ
高
知
に
後
継
者
を
作
ら
な

き
ゃ
い
け
な
い
と
思
っ
て
る
ん
で
す
」

　「『
こ
の
町
に
は
今
病
人
が
い
な
い
か
ら
医
者
は
い
な

く
て
い
い
』
と
か
、『
火
事
が
起
き
て
な
い
か
ら
消
防
署

は
い
ら
な
い
』
と
か
、
そ
ん
な
話
っ
て
通
ら
な
い
で

し
ょ
う
。
将
来
高
い
確
率
で
起
き
る
地
震
災
害
の
た
め

に
曳
家
の
職
人
を
養
成
し
て
お
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
は

ず
な
の
に
、
自
治
体
が
な
か
な
か
動
い
て
く
れ
な
い
。

地
元
に
帰
っ
た
時
に
は
議
員
さ
ん
と
か
首
長
ク
ラ
ス
の

方
に
話
し
て
ま
す
け
ど
ね
。
二
人
の
若
手
が
ウ
チ
を
継

い
で
続
け
て
い
き
た
い
っ
て
思
っ
た
時
に
、
生
活
の
不

安
が
な
い
よ
う
な
態
勢
が
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
の
で
」

　
浦
安
で
の
一
件
以
降
、
テ
レ
ビ
や
講
演
へ
の
出
演
依

頼
が
相
次
ぎ
、「
曳
家
・
岡
本
」
の
名
も
知
ら
れ
る
と
こ

ろ
と
な
っ
た
が
、
競
争
の
厳
し
さ
は
変
わ
ら
な
い
と
い

う
。

　「
事
故
が
起
き
た
時
の
た
め
に
最
低
限
の
保
険
は
か

け
て
ま
す
け
ど
、
彼
ら
に
も
失
業
保
険
と
か
社
会
保
険

と
か
一
般
企
業
な
ら
当
た
り
前
の
保
障
が
受
け
ら
れ
る

よ
う
に
し
て
い
き
た
い
。
私
た
ち
の
仕
事
は
体
が
資
本

だ
か
ら
、
作
業
員
の
ケ
ア
を
す
る
こ
と
は
仕
事
を
続
け

て
い
く
た
め
に
非
常
に
大
事
な
ん
で
す
」

　「
親
父
は
大
工
の
弟
子
上
が
り
で
、
家
も
一
軒
建
て

て
る
ん
で
す
。
で
も
家
大
工
な
ん
て
他
に
い
く
ら
で
も

い
る
し
、
親
父
な
り
に
『
曳
家
の
方
が
競
合
相
手
が
少

な
い
』
っ
て
考
え
て
こ
の
世
界
に
入
っ
た
よ
う
で
す
」

　
岡
本
の
父
が
一
七
歳
の
こ
ろ
、
高
知
市
内
に
あ
っ
た

石
造
り
の
四
国
銀
行
上
町
支
店
を
電
車
通
り
沿
い
か
ら

背
面
へ
移
動
さ
せ
る
と
い
う
、
後
々
ま
で
語
り
継
が
れ

る
ほ
ど
の
大
が
か
り
な
曳
家
工
事
が
行
わ
れ
、
父
は
そ

の
仕
事
に
若
い
衆
の
一
人
と
し
て
参
加
し
た
。
そ
の
時

の
経
験
も
後
押
し
と
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　「
当
時
の
高
知
の
曳
家
業
界
は
何
代
目
と
か
の
門
派

が
厳
し
く
て
、
独
立
し
た
ば
か
り
の
親
父
は
仕
事
が
取

れ
な
く
て
大
変
だ
っ
た
み
た
い
で
す
。
結
局
後
継
ぎ
の

い
な
い
地
元
で
有
名
な
親
方
を
手
伝
っ
て
、
そ
の
方
の

引
退
後
に
の
れ
ん
を
引
き
継
い
だ
ん
で
す
ね
」

　
高
校
卒
業
後
、
父
の
下
で
働
い
て
い
た
岡
本
だ
っ
た

が
、
一
〇
年
も
し
な
い
う
ち
に
そ
の
父
が
病
に
倒
れ
、

二
七
歳
の
若
さ
で
看
板
を
背
負
う
こ
と
に
な
る
。

　「
早
く
に
親
父
が
倒
れ
て
、
若
く
し
て
親
方
に
な
っ

ち
ゃ
っ
た
か
ら
、
仕
事
も
選
べ
な
く
て
あ
ち
こ
ち
の
現

場
で
さ
ん
ざ
ん
嫌
な
体
験
を
し
ま
し
た
。
職
人
の
労
務

環
境
に
こ
だ
わ
る
の
は
そ
の
せ
い
も
あ
り
ま
す
ね
」

　
工
程
・
作
業
内
容
が
伝
わ
り
に
く
く
、
他
業
種
と
の

情
報
共
有
が
重
要
と
な
る
曳
家
工
事
。
特
に
今
手
が
け

て
い
る
石
巻
市
雄
勝
町
・
旧
桑
浜
小
学
校
の
現
場
は
公

益
社
団
法
人
に
よ
る
復
興
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
り
、

予
算
を
抑
え
る
た
め
に
、
職
人
同
士
で
作
業
内
容
を
直

接
打
ち
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　「
と
に
か
く
全

て
の
業
者
さ
ん
に
と
っ
て
、
我
々
と
一
緒
に
仕
事
す
る

こ
と
が
ル
ー
テ
ィ
ン
か
ら
外
れ
て
ま
す
か
ら
…
仕
事
内

容
を
伝
え
て
な
る
べ
く
自
分
た
ち
の
領
域
に
引
っ
張
っ

て
き
つ
つ
、
後
か
ら
入
る
業
者
さ
ん
に
、
最
大
限
枕
木

の
設
置
場
所
を
譲
歩
し
て
、
こ
れ
以
上
ず
ら
し
た
ら
組

ん
だ
木
が
崩
れ
ち
ゃ
う
ん
だ
っ
て
い
う
こ
と
を
仕
事
ぶ

り
で
納
得
さ
せ
な
い
と
い
け
な
い
」

　
同
業
の
建
設
業
者
で
も
一
か
ら
説
明
し
な
い
と
理
解

で
き
な
い
、
曳
家
工
事
の
特
殊
性
。
し
か
し
液
状
化
や

浸
水
の
被
害
か
ら
、
人
々
の
大
切
な
財
産
で
あ
る
住
宅

な
ど
を
復
旧
す
る
こ
と
が
で
き
る
技
術
を
絶
や
す
わ
け

に
は
い
か
な
い
。
そ
の
熱
意
が
、
岡
本
を
キ
ツ
い
肉
体

労
働
へ
と
駆
り
立
て
る
。

左／ジャッキにも目的に応じていろいろな種類がある。ジャーナルジャッキの15t用は重量20㎏以上。
右／旧桑浜小学校の現場にて。教室の壁を取り払い、新たに柱を立てた。当初予定していなかった追加工事が
発生しがちなのも曳家工事の難しさの一つ。

津
波
被
害
が
予
測
さ
れ
る

高
知
に
後
継
者
を
育
て
る
。

そ
れ
が
自
分
の
役
目

おかもと・なおや◉1960（昭和35）年、高知県高知市生まれ。大工
だった父は地元の曳家職人の下で働いて跡取りとなる。その父に19
歳から師事。27歳で家業を継いで曳家の親方となる。東日本大震災以
降、拠点を千葉に移して住宅の沈下修正工事を数多く請け負い、高知
の曳家技術の名を広めた。メディア展開により、工法の理解促進も
図っている。

日
本
職
人
紀
行

建物を支える枕木

他
業
種
と
の
や
り
と
り
が
大
事

大
工
か
ら
曳
家
の
道
に
入
っ
た
父


