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渡
部
棟
梁
の
地
元
・
金
山
町
で
は
、
昭
和
五
十
九

（
一
九
八
四
）
年
か
ら
建
築
家
、
ま
ち
づ
く
り
の
専
門
家

達
と
協
力
し
、
美
し
い
景
観
形
成
と
地
域
産
業
の
活
性

化
を
目
指
し
「
街
並
み
（
景
観
）
づ
く
り
一
〇
〇
年
運

動
」
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
そ
の
中
で
、
金
山
型
住
宅

の
建
築
を
奨
励
す
る
た
め
に
、
町
内
で
住
宅
を
新
築
・

改
築
す
る
際
に
「
金
山
型
」
の
条
件
を
満
た
し
て
い
れ

ば
、
町
が
助
成
金
を
給
付
。
こ
れ
を
毎
年
積
み
重
ね
る

こ
と
で
、
百
年
後
に
は
町
の
す
べ
て
の
民
家
を
金
山
型

住
宅
に
し
よ
う
と
い
う
壮
大
な
計
画
だ
。
そ
の
た
め
町

で
は
江
戸
時
代
か
ら
続
く
杉
の
植
林
を
推
進
し
て
「
金

山
杉
」
の
ブ
ラ
ン
ド
イ
メ
ー
ジ
を
高
め
、
金
山
型
住
宅

の
伝
統
的
な
建
築
法
を
受
け
継
ぐ
「
金
山
大
工
」
の
技

術
保
存
に
も
一
役
買
っ
て
い
る
。

　

渡
部
棟
梁
は
三
〇
年
以
上
前
か
ら
金
山
型
住
宅
の
建

築
に
従
事
。
む
ろ
ん
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
も
参
画
し
て
い

る
。

　
「
心
が
け
て
る
の
は
、『（
景
観
に
そ
ぐ
わ
な
い
）
仲
間

は
ず
れ
の
住
宅
を
つ
く
ら
な
い
』
っ
て
い
う
こ
と
。
仲

間
は
ず
れ
が
い
る
と
、
ど
う
し
て
も
全
体
が
狂
っ
て
く

る
ん
だ
な
。
金
山
型
住
宅
は
百
年
も
つ
け
ど
も
、
他
の

家
は
せ
い
ぜ
い
二
、三
〇
年
、
一
世
代
で
し
ょ
。
何
世
代

か
後
に
『
仲
間
は
ず
れ
』
に
気
づ
い
て
、
金
山
型
に
す

る
人
が
も
っ
と
増
え
る
と
い
い
な
」

　

運
動
が
始
ま
っ
て
か
ら
お
よ
そ
四
半
世
紀
、
町
の
全

家
屋
に
占
め
る
金
山
型
住
宅
の
割
合
は
、
当
初
の
約

一
五
％
か
ら
約
三
六
％
へ
と
着
実
に
増
加
し
て
い
る
。

　
「
こ
こ
に
生
ま
れ
て
、
同
じ
山
か
ら
流
れ
た
同
じ
水

飲
ん
で
、
同
じ
も
の
食
べ
て
育
っ
た
ん
だ
か
ら
な
。
木

は
親
で
あ
り
、
す
べ
て
の
始
ま
り
。
人
は
必
ず
木
の
も

と
に
帰
っ
て
く
る
。
そ
う
信
じ
て
、
木
を
い
っ
ぱ
い

使
っ
て
人
を
和
ま
せ
る
家
を
つ
く
っ
て
る
ん
だ
」

　

金
山
町
の
一
〇
〇
年
運
動
の
契
機
と
な
っ
た
の
は

「
住
宅
建
築
コ
ン
ク
ー
ル
」
で
あ
っ
た
。

渡部棟梁が見せてくれた金山大工の法被の内側には「不器用の一心」の格言。そこには深い意味が込められていた。

渡
部
俊
治
【
後
編
】

三
年
大
工

お
よ
そ
二
八
年
前
か
ら
金
山
町
が
推
進
し
て
い
る「
街
並
み
づ
く
り
一
〇
〇
年
運
動
」。

行
政
、大
工
、森
林
組
合
、そ
し
て
住
民
ま
で
も
が
一
体
と
な
っ
て

数
十
年
先
を
見
据
え
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、各
方
面
か
ら
注
目
を
集
め
て
い
る
。

一
方
で
、そ
の
根
幹
と
な
る
金
山
型
住
宅※

の
作
り
手
を
取
り
巻
く
環
境
は
厳
し
く
、将
来
安
泰
と
は
言
い
難
い
。

金
山
に
そ
の
人
あ
り
と
称
さ
れ
る
渡
部
棟
梁
の
よ
う
に

杉
を
使
い
こ
な
す
職
人
に
求
め
ら
れ
る
人
柄
と
は
…
。

文：沖野 亮　絵：佐々木悟郎　写真：坂中雄紀

町
の
方
向
性
を
決
め
た
長
老
の
一
言

日
本
職
人
紀
行

家
づ
く
り
は
町
づ
く
り

※ かつて宿場町だった金山町に残る伝統的な住宅。豪雪地帯なので、傾斜が急な切妻屋根を持ち、
白壁・板張りで、梁や柱に太い材料をふんだんに使った頑丈な構造が特徴。

金山町の町並み



30建設業界 2012.931 建設業界 2012.9

　

過
疎
化
が
進
行
し
て
い
た
当
時
、
金
山
町
で
は
多
く

の
人
々
が
冬
期
に
は
出
稼
ぎ
に
出
て
い
た
。
町
内
の
大

工
達
も
こ
ぞ
っ
て
県
外
に
出
稼
ぎ
に
行
き
、
豊
富
に
出

回
る
新
建
材
の
手
軽
さ
・
便
利
さ
を
覚
え
て
、
県
内
で

も
そ
れ
を
使
い
始
め
て
い
た
。

　

金
山
町
森
林
組
合
の
杉
井
参
事
は
振
り
返
る
。

　
「
そ
れ
ま
で
の
大
工
の
技
術
と
い
え
ば
、
自
分
で
材

料
を
探
し
て
、
自
分
で
削
っ
て
自
分
で
建
て
る
こ
と
が

大
前
提
。
そ
れ
な
の
に
工
業
製
品
ば
っ
か
り
使
っ
て
た

ら
、
技
が
廃
る
一
方
に
な
る
。
そ
こ
で
大
工
さ
ん
た
ち

の
長
老
が
待
っ
た
を
か
け
た
ん
で
す
よ
。『
技
を
磨
か

な
い
大
工
は
大
工
じ
ゃ
な
い
』
と
」

　

こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
昭
和
五
十
三
（
一
九
七
八
）

年
か
ら
住
宅
建
築
コ
ン
ク
ー
ル
が
始
ま
っ
た
。
金
山
型

住
宅
の
普
及
と
同
時
に
、
大
工
職
人
が
技
を
競
い
合
う

場
を
設
け
る
の
が
目
的
だ
っ
た
。

　
「
我
々
森
林
組
合
の
青
年
部
が
で
き
た
の
も
そ
の
こ

ろ
で
す
。
組
合
で
住
民
の
み
な
さ
ん
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を

と
っ
た
ら
、
九
割
以
上
の
方
が
金
山
の
杉
を
町
の
シ
ン

ボ
ル
と
し
て
誇
り
に
思
っ
て
る
、
と
。
そ
こ
で
行
政
に

も
働
き
か
け
て
、
間
伐
と
か
森
林
に
関
わ
る
イ
ベ
ン
ト

が
開
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
…
そ
の
流
れ
が
景
観
づ
く

り
の
運
動
に
つ
な
が
っ
て
る
ん
で
す
」

　

金
山
大
工
の
将
来
を
憂
え
た
長
老
の
苦
言
が
、
そ
の

後
の
金
山
町
の
あ
り
方
を
決
め
た
と
い
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

金
山
大
工
の
今
後
を
気
に
か
け
て
い
る
点
で
は
渡
部

棟
梁
も
同
様
だ
。

　
「
自
分
も
含
め
て
あ
と
一
〇
年
く
ら
い
は
が
ん
ば
れ

る
だ
ろ
う
け
ど
、
そ
の
あ
と
が
心
配
だ
な
。
う
ち
に
も

十
九
歳
で
弟
子
入
り
し
て
が
ん
ば
っ
て
た
や
つ
が
い
た

け
ど
も
…
七
年
た
っ
た
の
を
一
区
切
り
に
し
て
、
一
度

親
元
に
帰
し
た
ん
だ
」

　

現
在
、
渡
部
棟
梁
に
は
弟
子
は
い
な
い
が
、
新
庄
最

上
建
設
総
合
組
合
の
金
山
支
部
長
と
し
て
後
進
の
育
成
、

技
術
の
向
上
に
奔
走
し
て
い
る
。
今
年
の
六
月
に
は
、

伝
説
的
な
宮
大
工
・
西
岡
常
一
棟
梁
の
た
だ
一
人
の
内

弟
子
と
し
て
知
ら
れ
る
小
川
三
夫
氏
を
金
山
町
に
招
き
、

研
修
会
と
講
演
会
を
開
催
し
た
。

　
「
世
の
中
不
景
気
で
気
持
ち
も
停
滞
し
て
、
金
山
型

住
宅
の
伝
統
工
法
も
頭
打
ち
で
、
数
が
伸
び
て
な
い
ん

だ
。
そ
こ
で
気
分
も
新
た
に
、
が
ん
ば
っ
て
る
職
人
た

ち
の
気
付
け
薬
に
な
る
よ
う
な
こ
と
が
で
き
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
、
あ
の
人
を
呼
ん
だ
ん
だ
。
上
を
め
ざ
す

に
は
、
よ
り
上
の
人
か
ら
学
ぼ
う
と
い
う
こ
と
で
ね
」

　

法
輪
寺
や
薬
師
寺
な
ど
国
宝
級
の
伝
統
建
築
の
改
修

に
数
多
く
携
わ
っ
て
き
た
小
川
棟
梁
の
言
葉
は
、
職
人

た
ち
に
深
い
感
銘
を
与
え
た
。

　

そ
の
小
川
氏
の
教
え
で
、
渡
部
棟
梁
が
共
感
し
て
い

る
金
言
が
あ
る
。

　
「
不
器
用
の
一
心
」

　
「
不
器
用
な
人
は
、
は
じ
め
は
覚
え
は
遅
い
け
ど
、
覚

え
た
ら
そ
れ
だ
け
を
一
心
に
極
め
よ
う
と
す
る
か
ら
、

技
は
本
物
に
な
る
。
器
用
な
人
は
仕
事
は
早
い
け
ど
、

最
初
か
ら
で
き
る
こ
と
を
深
く
は
追
究
し
な
い
か
ら
、

最
終
的
に
不
器
用
な
人
に
負
け
る
っ
て
こ
と
で
ね
」

　
「
弟
子
を
育
て
る
っ
て
こ
と
は
、
結
局
人
間
づ
く
り

だ
ね
。
言
葉
で
教
え
た
技
な
ん
て
、
た
と
え
身
に
つ
い

て
も
う
わ
べ
だ
け
。
き
っ
ち
り
し
た
仕
事
を
し
て
る
よ

う
で
も
、
人
間
が
で
き
て
な
い
人
が
や
っ
た
も
の
は
ど

こ
か
頼
り
な
い
ん
だ
な
」

　
「『
伝
統
』
な
ん
て
も
の
に
決
ま
り
は
な
い
。
不
器
用

で
も
正
直
に
自
然
や
木
と
向
き
合
っ
て
、
木
を
大
事
に

し
て
家
を
建
て
て
れ
ば
、
自
ず
と
人
を
大
事
に
す
る
心

も
生
ま
れ
て
く
る
も
ん
だ
。
そ
う
や
っ
て
つ
く
っ
た
家

が
、
何
年
か
し
た
ら
『
伝
統
』
っ
て
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
る
ん
だ
」

　

大
工
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
技
だ
け
で
は
な
い
。「
こ

の
人
に
家
づ
く
り
を
任
せ
た
い
」「
建
て
て
も
ら
い
た

い
」
と
思
わ
せ
る
、
木
と
家
へ
の
真
摯
な
姿
勢
こ
そ
が
、

棟
梁
を
棟
梁
た
ら
し
め
て
い
る
の
だ
と
実
感
さ
せ
ら
れ

た
。

左／金山町森林組合製材所の杉井氏は北海道美深町出身。全国各地で木材に関わる仕事に就き、最後にこの金
山町に落ち着いた。杉に限らずさまざまな材種の特性を熟知し、大工職人とも対等に渡り合うスペシャリスト。
右／森林組合所有の保管庫。樹齢200年を超えるような木材もここに保管されている。保管庫には全国から買
い付けに来るという珍しい木材もストックされている。

伝
統
っ
て
も
の
は
な
、

正
直
に
仕
事
に
向
き
合
う
心
が

生
む
ん
だ

わたなべ・しゅんじ◉昭和24年生まれ。金山町で７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

不
器
用
の
一
心
こ
そ
名
匠
へ
の
第
一
歩

渡部棟梁の大工道具


