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一
日
あ
た
り
の
乗
降
者
数
約
七
六
万
人
と
い
う
一
大

タ
ー
ミ
ナ
ル
駅
で
あ
り
な
が
ら
、
国
指
定
の
重
要
文
化

財
で
も
あ
る
東
京
駅
丸
の
内
駅
舎
。
そ
の
保
存
・
復
原

工
事
で
は
、
駅
舎
を
創
建
時
の
姿
に
戻
す
に
あ
た
っ
て
、

現
存
し
て
い
な
い
部
分
を
で
き
る
限
り
当
時
の
も
の
に

近
い
形
で
再
現
す
る
、
と
い
う
方
針
が
掲
げ
ら
れ
て
い

る
。

　

駅
舎
外
壁
の
装
飾
の
一
つ
「
擬
石
」
に
つ
い
て
も
、

当
時
か
ら
の
残
存
部
分
を
綿
密
に
調
査
し
た
上
で
、
消

石
灰
・
花
崗
岩
の
種
石
・
珪
藻
土
と
い
っ
た
材
料
の
配

合
ま
で
検
討
し
、
よ
り
忠
実
な
復
原
を
心
が
け
た
。

　
「
私
の
若
い
頃
は
丸
の
内
界
隈
を
始
め
、
数
多
く
の

ビ
ル
の
擬
石
洗
い
出
し
を
や
り
ま
し
た
よ
。
商
工
会
議

所
と
か
…
四
、五
年
前
に
は
早
稲
田
の
大
隈
講
堂
の
復

元
も
や
っ
た
か
な
。
で
も
こ
の
と
こ
ろ
は
減
り
ま
し
た

ね
。
丸
一
年
く
ら
い
や
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
か
ら
」

　

最
近
は
使
わ
れ
る
機
会
が
め
っ
き
り
少
な
く
な
っ
た

と
い
う
擬
石
の
施
工
。
左
官
職
人
・
竹
下
勝
美
は
、
工

事
が
始
ま
る
前
に
ま
ず
高
橋
工
業
所
に
出
向
き
、
多
く

の
職
人
に
指
導
し
た
。
高
橋
工
業
所
は
、
今
回
の
工
事

で
外
壁
の
洗
い
出
し
と
化
粧
レ
ン
ガ
の
タ
イ
ル
下
地
を

担
当
し
た
会
社
で
あ
る
。

　
「
三
カ
月
く
ら
い
で
す
か
ね
。
ま
だ
残
っ
て
い
た
部

材
が
あ
っ
た
の
で
そ
れ
を
見
た
り
、
あ
と
は
Ｊ
Ｖ
か
ら

も
ら
っ
た
図
面
な
ん
か
を
参
考
に
し
て
、
会
社
（
高
橋

工
業
所
）
で
ず
い
ぶ
ん
作
り
ま
し
た
。
現
場
に
来
て
る

の
は
、
そ
う
や
っ
て
技
術
を
身
に
つ
け
た
人
た
ち
で
す
」

　

次
代
の
育
成
が
順
調
と
は
言
い
が
た
い
の
は
他
の
職

と
同
様
で
、
三
〇
歳
く
ら
い
の
人
は
そ
れ
な
り
に
い
る

が
、
こ
れ
か
ら
左
官
を
始
め
よ
う
と
い
う
人
が
少
な
い
。

　
「（
擬
石
の
）
仕
事
が
な
い
か
ら
や
ら
な
い
。
や
ら
な

い
か
ら
覚
え
ら
れ
な
い
。
悪
循
環
で
す
。
で
も
、
今
回

の
工
事
で
だ
い
ぶ
覚
え
ら
れ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」

　
「
現
場
に
出
る
前
に
会
社
で
三
〇
人
く
ら
い
に
教
え

ま
し
た
け
ど
、
練
習
で
い
く
ら
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

も
あ
ま
り
身
に
な
ら
な
い
ん
で
す
。
現
場
で
実
際
に

や
っ
て
覚
え
な
い
と
。
特
に
東
京
駅
な
ん
か
ず
っ
と
残 曲線的な形の「持ち送り」など、窓周りには複雑な部材が多い

竹下の仕事ぶりを、若手の藤本が見つめる。今回の工事を契機として顧みられ、次世代に伝えられた技術は数多い。

竹
下
勝
美
【
後
編
】

左
官
職
人

東
京
駅
・
丸
の
内
駅
舎
の
保
存
・
復
原
工
事
に

擬
石
職
人
と
し
て
参
加
し
た
竹
下
勝
美
。

今
で
は
用
い
ら
れ
る
機
会
が
少
な
い
左
官
技
術
を

復
活
さ
せ
る
場
で
も
あ
っ
た
今
回
の
現
場
で
竹
下
が
果
た
し
た
役
割

︱

技
術
の
伝
授
や
道
具
へ
の
こ
だ
わ
り
に
つ
い
て
語
っ
て
も
ら
っ
た
。

文：沖野 亮　写真：坂中雄紀　絵：佐々木悟郎

駅
舎
復
原
で
、
技
術
も「
復
原
」さ
れ
た

日
本
職
人
紀
行
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る
も
の
で
、
一
つ
の
ミ
ス
も
許
さ
れ
な
い
ん
だ
か
ら
、

そ
り
ゃ
あ
み
ん
な
緊
張
感
も
っ
て
必
死
で
や
り
ま
す
よ
。

そ
う
し
て
覚
え
て
初
め
て
自
分
の
技
に
な
る
」

　

竹
下
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
、
廃
れ
つ
つ
あ
っ
た
擬
石

の
施
工
を
多
く
の
職
人
が
経
験
し
た
。
丸
の
内
駅
舎
を

保
存
・
復
原
す
る
現
場
は
、
希
少
な
技
術
を
後
世
に
受

け
継
ぐ
場
と
い
う
一
面
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　

実
際
に
現
場
に
出
て
、
擬
石
施
工
の
作
業
を
見
せ
て

も
ら
っ
た
。
窓
の
周
り
の
「
ペ
デ
ィ
メ
ン
ト
」
や
「
持

ち
送
り
」
な
ど
複
雑
な
形
状
の
部
材
は
、
木
で
作
っ
た

型
を
使
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
型
も
ほ
と
ん
ど
が
竹
下

の
自
作
。
こ
の
時
も
、
練
っ
た
材
料
を
木
の
枠
に
沿
っ

て
盛
り
、
鏝
で
巧
み
に
形
が
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
。

　
「
当
初
は
、
複
雑
な
部
分
は
会
社
で
下
地
だ
け
で
も

作
っ
て
、
そ
れ
を
持
っ
て
き
て
つ
け
る
方
法
も
考
え
た

ん
で
す
け
ど
、
こ
れ
だ
け
入
り
組
ん
だ
現
場
で
し
ょ
。

石
み
た
い
に
し
っ
か
り
し
た
も
の
な
ら
い
い
け
ど
、
重

く
て
厚
み
の
な
い
擬
石
を
そ
の
場
所
ま
で
持
っ
て
行
け

な
い
、
と
。
だ
か
ら
今
回
の
擬
石
は
全
部
現
場
で
や
っ

て
ま
す
」

　

工
事
最
盛
期
は
駅
舎
全
体
が
外
部
足
場
で
覆
わ
れ
、

そ
の
内
部
は
狭
い
迷
路
の
よ
う
な
状
態
。
そ
こ
に
壊
れ

や
す
い
擬
石
の
部
材
を
運
び
込
む
の
は
リ
ス
ク
が
高
す

ぎ
た
。

　
「
昔
の
部
材
を
見
る
と
、
ど
う
や
っ
て
や
っ
た
ん
だ

ろ
う
か
と
思
い
ま
す
ね
。
型
を
作
る
に
し
て
も
、
今
み

た
い
な
ベ
ニ
ヤ
な
ん
て
な
い
か
ら
、
自
分
で
木
を
削
り

出
す
し
か
な
か
っ
た
と
思
う
ん
で
す
よ
。
昔
の
人
は
よ

く
や
っ
た
な
ぁ
と
」

　

話
を
し
な
が
ら
も
、
鏝
を
操
る
手
は
全
く
よ
ど
み
が

な
い
。
見
る
間
に
赤
レ
ン
ガ
壁
を
縁
取
る
瀟
洒
な
装
飾

が
形
作
ら
れ
て
い
く
。

　

竹
下
と
一
緒
に
作
業
を
す
る
若
い
職
人
・
藤
本
に
師

匠
の
仕
事
ぶ
り
を
聞
く
と
、

　
「
や
っ
ぱ
り
細
か
い
部
分
は
さ
す
が
と
い
う
か
、
う
ま

い
で
す
よ
ね
。
あ
と
は
集
中
力
が
続
く
時
間
が
す
ご
く

長
い
」

　

失
敗
で
き
な
い
目
立
つ
部
分
の
施
工
、
し
か
も
複
雑

な
部
分
で
は
、
一
つ
一
つ
の
部
材
ご
と
に
何
カ
月
に
も

わ
た
っ
て
地
道
な
作
業
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一
方
、
今
回
の
工
事
で
は
、
用
い
ら
れ
る
機
会
が
少

な
い
擬
石
施
工
の
た
め
に
数
多
く
の
道
具
が
製
作
さ
れ

た
。

　
「
こ
れ
、
俗
に
『
人じ

ん

造ぞ
う

鏝ご
て

』
と
い
う
ん
で
す
。
石
と
い

う
の
は
、
平
ら
な
と
こ
ろ
も
、
と
が
っ
た
と
こ
ろ
も
あ

る
。
最
後
に
表
面
を
こ
れ
で
な
ら
し
て
向
き
を
そ
ろ
え

た
り
、
隙
間
な
く
敷
き
詰
め
た
り
す
る
ん
で
す
」

　

ま
た
、「
洗
い
出
し
」
の
際
に
使
う
刷
毛
に
つ
い
て

も
、
こ
の
工
事
の
た
め
に
注
文
し
、
二
社
の
施
工
業
者※

で
同
じ
道
具
を
使
用
し
た
。

　
「『
人じ

ん

造ぞ
う

刷ば

け毛
』
と
い
っ
て
一
般
の
刷
毛
と
は
違
う
も

の
で
、
み
ん
な
持
っ
て
な
い
ん
で
す
よ
。
そ
れ
に
刷
毛

が
違
う
と
仕
上
が
り
も
違
っ
て
き
ま
す
か
ら
」

　

こ
の
あ
た
り
は
、
文
化
財
建
築
に
お
け
る
施
工
の
意

識
を
統
一
す
る
話
と
も
相
通
ず
る
部
分
だ
ろ
う
。

　

仕
事
を
す
る
時
に
心
が
け
て
い
る
こ
と
は
？

　
「
い
つ
も
人
が
見
て
る
と
思
っ
て
仕
事
し
て
ま
す
ね
。

恥
ず
か
し
い
仕
事
は
で
き
な
い
、
と
い
う
の
も
あ
る
け

ど
、
自
分
だ
け
が
い
い
と
思
っ
て
一
人
よ
が
り
に
な
っ

て
な
い
か
と
か
。
誰
だ
っ
て
人
に
見
ら
れ
な
が
ら
じ
ゃ

や
り
に
く
い
け
ど
、
こ
れ
が
た
め
に
な
る
ん
で
す
」

　
「
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
識
す
る
」。
人
目
に
つ
く

外
壁
部
分
を
手
が
け
る
左
官
職
人
だ
か
ら
こ
そ
、
の
心

構
え
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

右／日本建築の「破風（はふ）」にあたる「ペディメント」。古代ギリシャ神殿などに見られる建築様式の一つで、
丸の内駅舎では窓の上の装飾に用いられている。
左／木枠を使い、擬石を狂いなく整形していく。鏝にも、広い部分を塗るものや表面を仕上げるものなど多く
の種類がある。

今回の擬石施工用に用意された刷毛や鏝など

絶
対
ミ
ス
で
き
な
い
と
思
え
ば

み
ん
な
必
死
で
や
る
。

そ
れ
で
身
に
つ
い
た
技
術
が

本
物
に
な
る

たけした・かつみ◉1944（昭和19）年、島根県生まれ。農家に育ち、
新制中学卒業後に上京して左官工に弟子入り。四年の修業を経て左官
職人となり、オフィスビル・マンションなど比較的大規模な建物の現
場を数多く手掛ける。今回の駅舎保存・復原工事では、在籍する池本
工業から高橋工業所に出向し、施工と技術指導を行った。

日
本
職
人
紀
行

「
常
に
人
に
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
ず
」　

全
て
が
現
場
施
工
、
そ
し
て
道
具
も
自
作

※ 今回の擬石施工は高橋工業所と浪花組が担当した。


