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今
や
全
国
で
も
希
少
な
曳
家
職
人
・
岡
本
が
生
ま
れ

育
っ
た
高
知
は
、
昔
か
ら
「
台
風
銀
座
」
と
呼
ば
れ
、
台

風
や
高
潮
の
災
害
が
頻
発
す
る
土
地
だ
っ
た
。

　
「
小
学
生
の
こ
ろ
、
台
風
一
〇
号
の
高
潮
で
家
が

一
八
〇
㌢
㍍
く
ら
い
浸
水
し
た
ん
で
す
よ
。
二
階
の
物

干
し
か
ら
自
衛
隊
の
人
に
助
け
て
も
ら
っ
た
り
、
家
が

水
浸
し
だ
か
ら
学
校
の
体
育
館
で
避
難
生
活
を
送
っ
た

り
」

　

木
造
の
家
の
場
合
、
床
下
ま
で
浸
水
す
る
と
土
台
部

分
が
腐
食
な
ど
に
よ
っ
て
傷
む
た
め
、
土
台
の
改
修
が

必
要
に
な
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
地
盤
沈
下
で
傾
い

た
基
礎
を
直
す
「
沈
下
修
正
」
も
行
う
。
こ
う
し
た
建

物
の
基
礎
部
分
の
改
修
・
補
修
全
般
を
請
け
負
っ
て
い

た
の
が
高
知
の
曳
家
職
人
だ
っ
た
。

　
「
自
分
が
若
い
こ
ろ
で
、
高
知
に
二
〇
社
く
ら
い
い

ま
し
た
。
家
を
曳
く
の
に
端ば

太た

角か
く

じ
ゃ
な
く
て
仮
設
の

鉄
骨
を
組
ん
で
、
レ
ー
ル
を
下
に
敷
い
て
曳
い
て
ま
し

た
。
今
で
こ
そ
常
識
で
す
け
ど
、
三
十
数
年
前
の
当
時
、

高
知
の
曳
家
技
術
は
全
国
で
も
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
で
先
進

的
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
」

　

そ
の
高
知
の
秀
で
た
曳
家
工
事
の
技
が
、
あ
る
時
を

境
に
衰
退
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
「
自
分
が
二
〇
歳
く
ら
い
の
こ
ろ
ま
で
は
、
道
路
拡

張
に
合
わ
せ
て
家
を
後
ろ
に
曳
く
っ
て
い
う
工
事
が
ま

だ
あ
っ
た
ん
で
す
。
で
も
そ
れ
が
実
費
補
償
に
変
わ
っ

て
、
ど
う
せ
お
金
も
ら
え
る
な
ら
建
て
替
え
た
方
が
い

い
っ
て
い
う
話
に
な
っ
て
…
。
曳
家
は
そ
の
時
に
全
国

的
に
激
減
し
た
ん
で
す
ね
」

　

工
業
高
校
を
出
て
か
ら
父
を
手
伝
う
よ
う
に
な
り
、

曳
家
の
道
に
入
っ
た
岡
本
だ
が
、
最
初
か
ら
疑
問
も
な

く
跡
を
継
ぐ
つ
も
り
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

　
「
工
業
高
校
を
進
路
に
選
ん
だ
時
点
で
『
も
し
か
し

た
ら
親
父
の
跡
継
ぐ
の
か
な
』
と
は
思
っ
て
ま
し
た
け

ど
、
曳
家
な
ん
て
や
っ
ぱ
り
ダ
サ
い
し
汚
い
し
疲
れ
る

し
…
。
若
い
時
だ
か
ら
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
へ
の
憧
れ
も

旧桑浜小学校（石巻市）の沈下修正の現場。傷んだ柱の下部を基礎からやり直すため、
複雑な工程を踏んで建物全体を浮かせなければならない。

 

一
般
的
に「
曳
家
」と
い
え
ば
、読
ん
で
字
の
ご
と
く
、

家
屋
な
ど
を
解
体
す
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
移
動
さ
せ
、

別
の
場
所
に
移
築
す
る
工
事
を
指
す
。

し
か
し
広
い
意
味
で
の「
曳
家
」に
は
、

基
礎
の
沈
下
修
正
や
土
台
の
改
修
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
工
事
が
含
ま
れ
る
。

か
つ
て
曳
家
職
人
が
隆
盛
し
た
高
知
に
生
ま
れ
、

今
は
数
少
な
い
職
人
の
一
人
と
し
て
全
国
各
地
を
回
る
岡
本
直
也
に
、

曳
家
の
置
か
れ
て
い
る
現
状
を
聞
い
た
。
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台
風
銀
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技
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に
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一
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注
目
の
技
術
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土台のジャッキアップ
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あ
り
ま
し
た
よ
。
肉
体
的
に
も
キ
ツ
い
し
、
本
音
は
今

で
も
や
り
た
く
な
い
（
笑
）。
で
も
や
れ
る
人
が
こ
ん
な

に
減
っ
て
、
し
か
も
こ
の
状
況
下
で
、
持
っ
て
る
技
術

を
世
の
中
に
生
か
さ
な
い
の
は
い
け
な
い
と
思
っ
て
」

　
「
こ
の
状
況
」
と
は
、
平
成
二
十
三
（
二
〇
一
一
）
年

に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
で
、
千
葉
県
浦
安
市
を
中

心
に
大
規
模
な
液
状
化
現
象
が
起
き
た
こ
と
だ
。

　
「
予
定
し
て
た
仕
事
が
震
災
で
キ
ャ
ン
セ
ル
に
な
っ

て
ど
う
し
よ
う
か
と
思
っ
て
た
ら
、
ウ
チ
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
見
た
浦
安
の
市
長
さ
ん
本
人
か
ら
電
話
が
か

か
っ
て
き
て
、
相
談
に
乗
っ
て
ほ
し
い
、
と
。
現
地
に

行
っ
て
、
取
り
あ
え
ず
一
軒
目
を
直
し
て
る
最
中
に
も

う
評
判
に
な
っ
て
、
そ
こ
か
ら
約
一
年
、
自
転
車
で

ち
ょ
っ
と
出
か
け
た
だ
け
で
六
、七
人
か
ら
声
か
け
ら

れ
る
く
ら
い
、
途
切
れ
な
く
仕
事
が
舞
い
込
み
ま
し
た
。

あ
ん
な
こ
と
は
二
度
と
な
い
で
し
ょ
う
ね
」

　

結
局
、
資
材
を
高
知
か
ら
運
び
込
ん
で
仕
事
の
拠
点

を
千
葉
に
移
し
、
地
盤
が
緩
ん
で
傾
い
て
し
ま
っ
た
家

の
土
台
を
ジ
ャ
ッ
キ
で
揚
げ
て
、
基
礎
を
補
修
し
水
平

に
戻
す
沈
下
修
正
工
事
に
明
け
暮
れ
た
。

　

し
か
し
液
状
化
の
影
響
は
広
範
囲
に
及
び
、
被
害
住

宅
は
約
九
千
棟
。
到
底
一
人
の
職
人
の
手
に
負
え
る
数

で
は
な
い
。
案
の
定
「
新
規
参
入
業
者
」
が
横
行
し
た
。

　
「
そ
も
そ
も
、
今
ど
き
家
の
土
台
を
揚
げ
る
工
事
な

ん
て
誰
も
頼
ん
だ
こ
と
な
い
か
ら
適
正
な
価
格
も
知
ら

な
い
し
、
作
業
も
床
下
に
潜
り
込
ん
で
何
や
っ
て
る
の

か
わ
か
ら
な
い
。
職
種
そ
の
も
の
が
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク

ス
み
た
い
な
も
の
な
ん
で
す
。
と
り
あ
え
ず
土
台
ご
と

ジ
ャ
ッ
キ
で
揚
げ
て
、
間
を
モ
ル
タ
ル
で
詰
め
て
上
塗

り
す
れ
ば
直
っ
た
よ
う
に
見
え
る
け
ど
、
我
々
の
方
法

と
に
わ
か
業
者
の
や
り
方
じ
ゃ
、
強
度
に
雲
泥
の
差
が

あ
る
。
で
も
一
般
の
方
に
は
そ
れ
が
な
か
な
か
伝
わ
ら

な
く
て
、
単
な
る
価
格
だ
け
の
比
較
に
な
っ
ち
ゃ
う
」

　

曳
家
の
経
験
が
乏
し
い
業
者
が
見
よ
う
見
ま
ね
で
参

入
し
て
粗
悪
な
施
工
を
安
価
で
請
け
負
い
、
曳
家
職
人

全
体
の
評
価
を
貶
め
て
い
る
こ
と
が
許
せ
な
か
っ
た
。

　
「
中
に
は『
風
窓
と
か
人
通
口
に
ジ
ャ
ッ
キ
を
か
け
る

か
ら
基
礎
を
傷
め
ま
せ
ん
』
と
か
ア
ピ
ー
ル
し
て
る
業

者
が
い
る
。
窓
と
か
人
通
口
っ
て
の
は
本
来
家
の
荷
重

を
持
た
な
く
て
い
い
か
ら
穴
が
開
い
て
る
わ
け
で
、
そ

ん
な
と
こ
に
ジ
ャ
ッ
キ
か
け
て
持
ち
上
げ
た
ら
家
が
傷

む
の
は
当
た
り
前
。
家
の
こ
と
が
何
も
わ
か
っ
て
な
い
」

　
「
自
分
た
ち
み
た
い
な
船
大
工
・
宮
大
工
の
系
統
の

曳
家
職
人
は
古
民
家
と
か
寺
社
仏
閣
も
扱
う
か
ら
、
建

物
を
傷
め
な
い
よ
う
に
極
力
て
い
ね
い
に
や
る
ん
で
す
」

　

現
在
の
岡
本
の
現
場
は
、
東
日
本
大
震
災
後
の
津
波

で
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
宮
城
県
石
巻
市
。
公
益
社
団

法
人
「sw

eet treat 311

」
が
主
催
す
る
「
海
と
山
の

学
校
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
で
、
同
市
雄
勝
町
に
あ

る
旧
桑
浜
小
学
校
（
二
〇
〇
一
年
閉
校
）
の
校
舎
を
交

流
施
設
と
し
て
再
生
さ
せ
る
事
業
に
参
画
中
だ
。

　

同
校
は
山
の
中
腹
に
あ
る
た
め
津
波
被
害
は
免
れ
た

が
、
老
朽
化
が
進
み
、
土
台
が
腐
っ
て
最
大
二
五
五
㍉

㍍
も
沈
下
し
て
い
た
。

　
「
今
回
は
土
台
が
な
い
か
ら
、
柱
ご
と
揚
げ
て
ま
す
。

柱
に
ボ
ル
ト
を
通
し
て
添
え
柱
を
つ
け
た
り
、
枕
木
を

逆
Ｔ
字
に
通
し
て
両
側
で
ジ
ャ
ッ
キ
か
け
た
り
…
。
と

に
か
く
普
段
の
工
事
と
は
段
違
い
に
手
間
が
か
か
り
ま

す
。
で
も
、
建
物
の
水
平
レ
ベ
ル
が
修
正
さ
れ
て
廊
下

の
鴨
居
が
開
い
て
い
た
の
が
ピ
タ
ッ
と
直
っ
た
の
を
見

て
、
依
頼
主
の
方
が
子
供
み
た
い
に
喜
ん
で
く
れ
た
。

こ
こ
で
最
初
の
信
頼
関
係
が
築
け
ま
し
た
ね
」

　

特
殊
な
技
を
要
す
る
貴
重
な
工
法
で
あ
り
な
が
ら
、

真
価
が
正
し
く
理
解
さ
れ
に
く
い
側
面
を
持
つ
曳
家
工

事
。
岡
本
は
、
施
主
と
、
建
物
と
、
あ
く
ま
で
真
摯
に

向
き
合
う
こ
と
で
そ
の
難
題
を
ク
リ
ア
し
て
い
く
。

左／土台の下にレールを敷いて建物を移動させる「姿曳移動工法（下腰工法）」。現在は施工例が少ない。
右／文化財建築などの基礎を改修するため、枕木を組んで建物全体をジャッキアップする腰付移動工法（上腰
工法）」。いずれも代表的な工法だ。

震
災
後
の
今
、

数
少
な
い
技
術
者
の
一
人
と
し
て

世
の
中
の
た
め
に

や
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
と
思
っ
た

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

被
災
地
の
旧
校
舎
を
甦
ら
せ
る

ジャッキ


