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山
本
瓦
工
業
株
式
会
社
会
長
・
山
本
清
一
。
山
本
会

長
の
日
常
は
、
朝
誰
よ
り
も
早
く
出
社
し
、
お
茶
を
入

れ
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

　「
冬
や
っ
た
ら
ス
ト
ー
ブ
に
火
も
入
れ
て
…
若
い
も

ん
が
居
眠
り
せ
ん
よ
う
に
、
苦
い
茶
飲
ま
し
て
な
。
言

い
た
い
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
け
ど
、
朝
は
や
っ
ぱ
り

気
持
ち
よ
く
送
り
出
し
て
や
ら
ん
と
な
。『
ケ
ガ
せ
ん

と
、
ち
ゃ
ん
と
帰
っ
て
こ
い
よ
』
と
」

　
納
得
が
い
か
な
け
れ
ば
ゼ
ネ
コ
ン
相
手
に
も
一
歩
も

引
か
な
い
厳
し
い
職
人
の
目
つ
き
が
、
少
し
だ
け
や
さ

し
く
な
っ
た
。

　
山
本
清
一
は
、
昭
和
七（
一
九
三
二
）
年
十
一
月
一
日
、

奈
良
県
の
生
駒
市
で
、
八
人
き
ょ
う
だ
い
の
四
番
目
の

子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
高
等
小
学
校
を
出
て
十
四
歳
で

家
業
を
継
ぐ
こ
と
を
決
意
、
民
家
の
瓦
葺
き
職
人
だ
っ

た
父
の
仕
事
を
手
伝
い
始
め
た
。
そ
の
後
、
一
人
前
の

技
術
を
身
に
つ
け
る
に
つ
れ
て
法
隆
寺
な
ど
の
歴
史
的

建
造
物
の
屋
根
葺
き
へ
の
思
い
が
募
り
、
二
十
一
歳
の

時
に
父
の
元
を
離
れ
、
文
化
財
の
屋
根
葺
き
を
専
門
に

し
て
い
た
井
上
新
太
郎
氏
に
改
め
て
弟
子
入
り
し
た
。

　
桟
瓦
葺
き※

が
基
本
に
な
っ
て
い
る
民
家
の
屋
根
に
対

し
て
、
文
化
財
の
屋
根
は
本
瓦
葺
き
。
瓦
の
形
も
葺
き

方
も
違
う
た
め
、ほ
と
ん
ど
ゼ
ロ
か
ら
の
再
出
発
と
な
っ

た
が
、
驚
か
さ
れ
た
の
は
そ
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

　「
親
方
は
、
そ
れ
ま
で
の
職
人
さ
ん
と
は
明
ら
か
に

違
う
や
り
方
を
す
る
人
で
し
た
な
。
ち
ょ
っ
と
し
た
仕

事
で
も
、
施
工
図
や
原
寸
図
を
ち
ゃ
ん
と
書
く
ん
で
す
。

屋
根
屋
に
限
ら
ず
、
職
人
と
い
え
ば
経
験
と
勘
が
第
一

で
図
面
な
ん
か
引
か
な
い
の
が
当
た
り
前
の
時
代
に
。

こ
れ
に
は
び
っ
く
り
し
ま
し
た
」

　
山
本
会
長
の
師
匠
・
井
上
新
太
郎
親
方
は
、
文
化
財

の
屋
根
瓦
を
葺
く
名
人
だ
っ
た
だ
け
で
な
く
、「
熟
練

職
人
が
大
勢
集
ま
る
文
化
財
の
屋
根
葺
き
で
は
、
受
け

持
っ
た
部
分
に
よ
っ
て
バ
ラ
つ
き
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、

誰
が
見
て
も
理
解
で
き
る
正
確
な
図
面
を
作
っ
て
全
員

姫路城の軒丸瓦

姫路城保存修理工事の現場にて、大天守のシンボル「鯱」のできばえをチェックする。

山
本
清
一
【
前
編
】

瓦
職
人

現
在
、昭
和
三
十
九（
一
九
六
四
）年
以
来
の

大
規
模
な
保
存
修
理
工
事
が
進
め
ら
れ
て
い
る
、国
宝
・
姫
路
城
。 

世
界
文
化
遺
産
に
も
選
ば
れ
た
優
美
な
外
観

―

そ
の
要
と
な
る
大
天
守
の
屋
根
瓦
補
修
を
手
が
け
て
い
る
の
が
、

山
本
瓦
工
業
の
山
本
清
一
会
長
で
あ
る
。

伝
統
的
な
瓦
技
術
の
保
存
に
も
尽
力
す
る
山
本
会
長
の
半
生
を
聞
い
た
。

文：沖野 亮　絵：佐々木悟郎

民
家
の
瓦
葺
き
か
ら
、文
化
財
建
造
物
の
世
界
へ

日
本
職
人
紀
行

※ 桟瓦葺きは、平瓦と丸瓦を一体化させた「桟瓦」で葺く比較的簡便な葺き方で、江戸時代に考案された。
　本瓦葺きは、平らな「平瓦」と円筒を半分に切った形の「丸瓦」を組み合わせる伝統的な葺き方。
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の
意
識
を
統
一
し
、
あ
た
か
も
一
人
の
職
人
が
葺
い
た

か
の
よ
う
に
仕
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
当

時
と
し
て
は
革
新
的
な
考
え
方
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。

　「
実
際
に
仕
事
を
す
る
職
人
か
ら
す
れ
ば
、
上
手
も

下
手
も
関
係
な
く
み
ん
な
が
お
ん
な
じ
よ
う
に
葺
く
と

い
う
の
は
う
れ
し
い
こ
と
や
な
い
。
で
も
、
棟
梁
と
い

う
の
は
、
大
き
な
仕
事
ほ
ど
広
く
全
体
を
見
な
け
れ
ば

あ
か
ん
。
わ
し
も
後
に
東
大
寺
の
大
仏
殿
の
屋
根
を
葺

く
際
に
、
棟
梁
と
し
て
そ
の
考
え
を
生
か
さ
し
て
も
ら

い
ま
し
た
。
何
せ
あ
れ
だ
け
の
大
き
な
屋
根
で
す
か
ら

…
た
く
さ
ん
の
職
人
に
原
寸
図
を
見
せ
て
、
そ
の
通
り

に
誰
で
も
で
き
る
工
法
を
考
え
て
段
取
り
し
ま
し
た
。

あ
れ
を
め
い
め
い
の
勘
で
や
ら
せ
た
ら
、
て
ん
で
ん
バ

ラ
バ
ラ
の
汚
い
仕
事
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
で
し
ょ
う
な
」

　
山
本
会
長
は
、
親
方
の
元
で
松
本
城
・
法
隆
寺
・
瑞

巌
寺
な
ど
を
手
が
け
た
あ
と
、昭
和
三
十
二（
一九
五
七
）

年
に
独
立
。
昭
和
三
十
五
（
一
九
六
〇
）
年
か
ら
は
、
姫

路
城
の
「
昭
和
の
大
改
修※

」
に
も
従
事
し
た
。

　「
当
時
、
文
化
財
の
仕
事
を
あ
ち
こ
ち
担
当
し
て
ま

し
た
が
、
現
場
か
ら
次
の
現
場
へ
と
う
ま
く
つ
な
が
ら

ん
時
が
大
変
で
し
た
な
。
基
本
的
に
日
雇
い
な
の
で
、

仕
事
が
な
け
れ
ば
給
金
も
出
な
い
。
姫
路
城
の
時
な
ん

か
は
、
他
の
仕
事
を
断
っ
て
瓦
葺
き
が
始
ま
る
の
を
待
っ

て
た
の
に
、
そ
れ
が
大
幅
に
遅
れ
て
難
儀
し
ま
し
た
」

　「
思
い
出
す
の
も
つ
ら
い
」
ほ
ど
の
苦
労
を
重
ね
て

何
と
か
大
天
守
の
屋
根
を
完
成
さ
せ
た
が
、
職
人
が
城

の
落
成
式
や
祝
宴
に
呼
ば
れ
る
こ
と
は
な
く
、
ま
だ
ま

だ
地
位
が
軽
ん
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
痛
感
し
た
。

　「
会
社『
生い

駒こ
ま

瓦か
わ
ら

清せ
い

』を
つ
く
っ
た
の
は
昭
和
三
十
八

（
一
九
六
三
）
年
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
仕
事
が
あ
る
時
だ

け
呼
ん
で
働
い
た
分
の
日
当
を
払
っ
て
、
終
わ
っ
た
ら

帰
し
て
…
と
い
う
繰
り
返
し
で
、
次
に
い
つ
仕
事
が
あ

る
の
か
何
の
保
障
も
な
い
。
こ
れ
で
は
人
も
育
た
ん
し

職
人
の
立
場
も
よ
う
な
ら
ん
。
自
分
の
下
で
働
い
て
く

れ
る
若
い
職
人
を
き
ち
ん
と
面
倒
見
る
に
は
、
個
人
個

人
で
雇
う
よ
り
ち
ゃ
ん
と
し
た
組
織
に
し
よ
う
と
」

　
山
本
会
長
が
会
社
を
興
し
た
の
は
東
京
五
輪
の
前
年
。

日
本
は
高
度
経
済
成
長
で
空
前
の
好
景
気
に
沸
き
、
仕

事
に
は
事
欠
か
な
か
っ
た
が
、
そ
の
一
方
で
効
率
を
重

視
す
る
あ
ま
り
低
品
質
の
瓦
が
氾
濫
し
、
き
ち
ん
と
葺

い
た
は
ず
の
屋
根
を
数
年
後
に
は
葺
き
直
す
羽
目
に

な
っ
た
。
古
く
か
ら
や
っ
て
い
る
瓦
屋
に
品
質
改
善
を

要
求
し
て
も
、「
屋
根
屋
に
何
が
わ
か
る
」と
一
蹴
さ
れ
た
。

　「
結
局
、
自
分
の
思
う
よ
う
に
屋
根
を
納
め
よ
う
と

思
っ
た
ら
、
瓦
も
自
分
で
造
ら
な
あ
き
ま
へ
ん
の
や
。

何
も
金
儲
け
で
瓦
屋
を
始
め
よ
う
と
い
う
わ
け
や
な
い
。

言
う
こ
と
聞
い
て
も
ら
え
ん
の
や
っ
た
ら
し
ょ
う
が
な

い
、
自
分
で
焼
こ
う
か
と
。
雨
を
吸
い
込
ん
で
す
ぐ
に

雨
漏
り
す
る
よ
う
な
瓦
で
国
宝
を
葺
く
く
ら
い
な
ら
な
」

　
元
々
瓦
屋
で
瓦
製
造
に
精
通
し
て
い
た
二
人
の
社
員

の
手
を
借
り
つ
つ
、
天
平
時
代
や
鎌
倉
時
代
の
古
い
瓦

を
研
究
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
、
つ
い
に
は
現
在
の
工

場
が
あ
る
奈
良
県
生
駒
郡
平へ

群ぐ
り

町ち
ょ
うに

窯
を
作
っ
て
瓦
を

焼
き
始
め
た
。

　「
実
際
に
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
ず
っ
と
後
の

こ
と
で
す
。
時
間
を
か
け
て
高
い
温
度
で
焼
く
、
と
い

う
の
を
理
想
に
し
て
い
た
か
ら
、
形
が
歪
ん
で
な
か
な

か
い
い
瓦
が
で
き
ん
か
っ
た
。
軌
道
に
乗
る
ま
で
一
、

二
年
は
失
敗
続
き
で
し
た
な
」

　
そ
れ
で
も
昭
和
四
十
八
（
一
九
七
三
）
年
の
法
輪
寺

三
重
塔
、
そ
し
て
同
年
に
始
ま
っ
た
東
大
寺
大
仏
殿
大

修
理
の
際
な
ど
に
山
本
瓦
工
業
で
製
作
し
た
瓦
を
葺
い

た
。
長
年
の
研
究
と
試
行
錯
誤
の
末
、「
屋
根
屋
」
が
自

ら
焼
い
た
瓦
が
文
化
財
で
使
わ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。 

（
後
編
に
続
く
）

左／昭和48（1973）年に始まった東大寺大仏殿の修理現場で、屋根最上部にある大棟の原寸図を作成する若き
日の山本会長。右／正確な図面を書くことの大切さは、師から学んだ重要な教訓の一つ。

徒
弟
制
度
か
ら
会
社
設
立
へ
、

そ
し
て“
瓦
屋
”と
な
る
ま
で

東大寺大仏殿の鴟尾

自
分
の
思
い
通
り
に

屋
根
を
葺
く
た
め
に
は
、

自
分
で
瓦
を
焼
く
し
か
な
か
っ
た

やまもと・きよかず◉父、そして井上新太郎氏のもとで修業を積み、
文化財建築の瓦葺き職人に。独立後、奈良県生駒市に会社を設立。さ
らに理想の瓦を求めて瓦製造も開始。数々の国宝・重要文化財の修
復・再建に貢献し、現在は日本伝統瓦技術保存会の会長も務める。

日
本
職
人
紀
行

※ 「昭和の大改修」は昭和31年から昭和39年まで行われた。


