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　「
適
材
適
所
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
今
日
で
は
「
人

材
の
能
力
・
適
性
を
見
極
め
て
、
ふ
さ
わ
し
い
地
位
や

仕
事
に
つ
か
せ
る
」
こ
と
を
指
す
の
が
一
般
的
だ
が
、

改
め
て
字
面
を
よ
く
見
れ
ば
「
材
」
は
木
材
の
「
材
」。

す
な
わ
ち
、
家
を
建
て
る
際
に
「
こ
の
柱
に
は
あ
の
木

を
、
そ
こ
の
梁
に
は
あ
の
木
を
…
」
と
い
う
ぐ
あ
い
に
、

材
質
の
特
性
と
使
い
ど
こ
ろ
を
適
合
さ
せ
る
と
い
う
考

え
が
本
来
的
な
意
味
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

　
山
形
県
金
山
町
で
大
工
を
営
む
渡
部
俊
治
の
家
づ
く

り
は
、
ま
さ
に
「
適
材
適
所
」
を
旨
と
す
る
。

　
そ
の
箇
所
に
適
し
た
木
材
が
な
け
れ
ば
、
工
期
を
先

送
り
し
て
で
も
最
適
な
材
料
が
そ
ろ
う
の
を
待
つ
。
釘

や
ボ
ル
ト
な
ど
は
使
わ
ず
、
手
間
の
か
か
る
伝
統
工
法

で
建
て
る
た
め
、
家
一
軒
に
二
年
、
三
年
か
か
る
の
も

珍
し
く
は
な
い
。
人
呼
ん
で
「
三
年
大
工
」。
経
済
性
・

合
理
性
ば
か
り
を
重
視
す
る
今
の
時
流
に
は
合
わ
な
い

と
思
わ
れ
て
も
不
思
議
は
な
い
。

　「
木
と
木
の
組
み
合
わ
せ
だ
け
で
何
百
年
も
持
た
せ

る
の
が
、
神
社
仏
閣
の
建
て
方
。
我
々
の
建
て
る
家
は
、

何
百
年
は
無
理
か
も
し
れ
ん
け
ど
も
、
伝
統
建
築
の
技

術
も
取
り
入
れ
て
、
百
年
は
ち
ゃ
ん
と
住
め
る
家
に
し

て
る
ん
だ
。
お
客
さ
ん
と
木
の
こ
と
を
思
え
ば
こ
そ
の

『
三
年
』。
そ
こ
が
他
の
家
と
は
違
う
と
こ
。
百
年
生
き

た
杉
を
、
木
材
と
し
て
ま
た
さ
ら
に
百
年
活
か
す
。
そ

れ
が
私
ら
大
工
の
任
務
、
使
命
だ
と
思
っ
と
る
で
な
」

　
確
か
に
三
〜
四
カ
月
で
建
つ
家
に
比
べ
れ
ば
、
一
時

的
な
コ
ス
ト
は
割
高
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
百
年
も

の
間
、
何
世
代
に
も
渡
っ
て
一
軒
の
家
を
受
け
継
い
で

い
け
る
財
産
を
つ
く
る
と
考
え
れ
ば
、
決
し
て
割
に
合

わ
な
い
も
の
で
は
な
い
の
だ
。

　
金
山
町
は
、
山
形
県
の
東
北
部
、
秋
田
県
と
の
県
境

に
位
置
す
る
山
間
の
町
で
あ
る
。
江
戸
時
代
か
ら
参
勤

交
代
の
宿
場
町
と
し
て
栄
え
、
明
治
期
に
は
イ
ギ
リ
ス

の
女
性
旅
行
家
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
が
そ
の
旅
の
途
上 明治から大正期につくられた金山型住宅

金山杉の特性を知り、最適な箇所に最適な部材を用いる。木と家を大事にする渡部棟梁の姿は一貫している。

渡
部
俊
治
【
前
編
】

三
年
大
工

古
く
か
ら
林
業
が
盛
ん
だ
っ
た
山
形
県
金
山
町
で
、

伝
統
的
な
技
法
を
か
た
く
な
に
守
っ
て

百
年
住
め
る
家
づ
く
り
を
続
け
る
大
工
職
人
・
渡わ
た

部な
べ

俊し
ゅ
ん

治じ

。

杉
の
素
材
と
し
て
の
特
性
に
精
通
し
、品
質
に
こ
だ
わ
り
、

時
に
一
軒
の
家
を
建
て
る
の
に
三
年
以
上
を
費
や
す
と
い
う
そ
の
流
儀
か
ら

「
三
年
大
工
」の
異
名
を
持
つ
渡
部
の
、仕
事
へ
の
心
構
え
を
聞
い
た
。
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で
逗
留
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。

　
ま
た
一
方
で
、
金
山
は
古
く
は
江
戸
・
宝
暦
年
間
に

新
庄
藩
の
主
導
で
植
林
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
記
録
も

残
っ
て
い
る
林
業
の
町
で
も
あ
る
。
町
の
郊
外
に
は
、

推
定
樹
齢
二
百
八
十
年
、
樹
高
約
六
十
㍍
の
杉
の
巨
木

が
文
字
通
り
林
立
し
て
い
る
。
夏
は
高
温
多
湿
、
冬
は

二
㍍
の
積
雪
に
見
舞
わ
れ
る
豪
雪
地
帯
で
育
っ
た
「
金

山
杉
」
は
ゆ
っ
く
り
と
均
一
に
生
長
す
る
た
め
、
年
輪

の
き
め
が
細
か
く
、
住
宅
に
用
い
れ
ば
、
雪
の
重
み
を

も
の
と
も
し
な
い
丈
夫
で
耐
久
性
に
す
ぐ
れ
た
建
材
と

な
る
。
樹
齢
八
十
年
以
上
の
金
山
杉
は
、
今
や
木
材
の

高
級
ブ
ラ
ン
ド
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

　
渡
部
俊
治
は
こ
の
金
山
町
で
生
ま
れ
育
っ
た
。
も
と

よ
り
林
業
が
盛
ん
な
土
地
柄
、
大
工
を
生
業
と
す
る
も

の
も
多
か
っ
た
。
渡
部
の
生
家
も
彼
の
代
で
八
代
目
と

な
る
大
工
一
家
。
幼
い
こ
ろ
、
苦
労
続
き
の
父
の
背
中

を
見
て
「
大
工
に
は
な
る
ま
い
」
と
思
っ
て
い
た
。
と

は
い
え
、
や
は
り
血
は
争
え
な
い
。

　「
大
工
に
な
る
気
は
ね
が
っ
た
ん
だ
け
ど
も
…
蛙
の

子
は
蛙
っ
て
い
う
の
か
な
、
い
つ
の
間
に
か
大
工
を
め

ざ
し
て
た
ん
だ
な
。
そ
れ
に
、
そ
の
辺
の
小
さ
な
お
宮

の
境
内
で
も
、
古
い
建
物
っ
て
の
は
何
か
、
静
か
に
心

に
迫
っ
て
く
る
も
の
が
あ
っ
た
ん
だ
」

　
神
社
や
お
寺
な
ど
の
伝
統
建
築
へ
の
あ
こ
が
れ
が
募

り
、
宮
大
工
を
し
て
い
た
東
京
の
親
戚
の
と
こ
ろ
へ
弟

子
入
り
し
て
五
年
間
修
業
を
積
ん
だ
。
そ
の
後
、「
宮
大

工
だ
け
で
食
っ
て
い
く
の
は
厳
し
い
か
ら
」
と
い
う
師

匠
の
勧
め
で
別
の
一
般
住
宅
の
親
方
を
紹
介
さ
れ
、
二

度
目
の
弟
子
入
り
を
し
た
。

　「
初
め
は
ほ
ん
と
に
宮
大
工
に
な
り
た
か
っ
た
ん
だ

け
ど
も
、
そ
ん
な
事
情
で
日
本
建
築
に
転
向
し
た
わ
け
。

で
も
そ
の
宮
大
工
の
修
業
が
今
も
相
当
役
立
っ
て
る
な
。

古
い
木
造
の
家
を
解
体
し
た
ら
わ
か
る
け
ど
も
、
釘
を

打
っ
た
そ
の
ま
わ
り
が
腐
食
し
て
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
っ
て

る
。
つ
ま
り
鉄
は
木
を
ダ
メ
に
す
る
っ
て
こ
と
。
神
社

仏
閣
の
建
築
っ
て
の
は
、
木
を
本
当
に
大
事
に
す
る
か

ら
、
釘
を
一
切
使
わ
ず
に
木
の
組
み
合
わ
せ
の
技
術
だ

け
で
建
て
る
わ
け
だ
な
」

　「
金
山
杉
」
を
使
い
、
切
り
妻
屋
根
や
漆
喰
の
白
壁
な

ど
の
特
徴
的
な
外
観
を
備
え
た
こ
の
地
方
な
ら
で
は
の

民
家
を
「
金
山
型
住
宅
」
と
呼
ぶ
。
現
在
、
渡
部
が
請

け
負
っ
て
い
る
仕
事
の
ほ
と
ん
ど
は
金
山
型
住
宅
だ
。

　「
ふ
つ
う
の
杉
っ
て
の
は
、
だ
い
た
い
五
、六
十
年
で

伐
る
ん
だ
な
。
で
も
金
山
杉
は
九
十
年
、
百
年
と
大
き

く
育
て
て
か
ら
伐
る
。
木
は
中
の
方
は
や
わ
ら
か
い
け

ど
も
、
年
数
を
重
ね
る
ほ
ど
年
輪
が
外
側
に
緻
密
に
巻

か
れ
て
い
く
ん
だ
な
。
年
輪
て
の
は
、
幅
が
狭
け
れ
ば

狭
い
ほ
ど
丈
夫
に
な
る
。
だ
か
ら
、
金
山
杉
で
つ
く
っ

た
家
は
頑
丈
な
ん
だ
」

　「
我
々
大
工
は
ね
、『
木
は
二
度
生
き
る
』
っ
て
言
っ

て
る
ん
で
す
よ
。
杉
は
こ
ん
な
寒
い
山
ン
中
で
何
十
年

も
風
雪
に
耐
え
て
生
き
て
き
た
わ
け
だ
。
そ
れ
を
使
っ

て
職
人
根
性
、
心
意
気
で
立
派
な
家
を
建
て
る
こ
と
が
、

い
わ
ば
木
の
二
度
目
の
人
生
を
全
う
さ
せ
る
こ
と
に
な

る
ん
で
す
」

　「
木
は
ほ
ん
と
に
偉
い
よ
。
空
気
を
き
れ
い
に
す
る

し
、
緑
で
我
々
の
目
を
和
ま
せ
て
く
れ
る
し
、
山
に
生

え
て
れ
ば
治
水
の
役
割
も
し
て
る
わ
け
だ
か
ら
ね
。
木

材
と
し
て
伐
る
前
か
ら
こ
ん
な
に
人
の
役
に
立
っ
て
る

そ
の
木
を
、
二
〜
三
十
年
も
て
ば
い
い
な
ん
て
使
い
方

し
た
ら
木
に
申
し
訳
が
立
た
ん
で
し
ょ
う
」

　
木
を
知
り
尽
く
し
、
ま
た
使
い
尽
く
す
超
一
流
大
工

で
あ
り
な
が
ら
、
木
へ
の
感
謝
も
決
し
て
忘
れ
な
い
一

途
さ
が
強
い
印
象
を
残
し
た
。

左／古い家屋を解体した木材。かなり年数を経たものだが、ほとんど劣化せず継手部もしっかりしている。釘
を使わず木組みでたてれば、金山杉は驚くほど長持ちする。
右／いずれも60m級と国内トップクラスの樹高を誇る「大美輪の大杉（おみのわのおおすぎ）」。樹齢最大280
年だが、身がしまっているため幹の太さは2 ～ 3m程度だ。

百
年
生
き
た
木
を
使
っ
て
、

百
年
も
つ
家
を
建
て
る
。

わたなべ・しゅんじ◉昭和24年生まれ。金山町で七代続く大工の家で
育ち、18歳で親類の宮大工に弟子入り。その後日本住宅の建て方も学
び、31歳の時から地元金山町で大工となる。伝統工法による金山型住宅
の普及に尽力し、現在は新庄最上建設総合組合の金山支部長を務める。

日
本
職
人
紀
行

金山杉の断面

木
を
二
度
生
か
す


