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新
潟
出
身
の
鳶
工
・
荻
野
公
一
は
、
地
元
の
高
校
を

卒
業
後
、
名
古
屋
に
出
て
自
動
車
整
備
工
、
デ
ィ
ー
ラ

ー
勤
務
な
ど
を
経
る
中
で
「
ち
ょ
っ
と
横
道
に
逸
れ
て
、

ま
と
ま
っ
た
お
金
が
必
要
に
な
っ
た
」。
そ
こ
で
と
に

か
く
す
ぐ
に
高
額
収
入
を
得
ら
れ
る
職
に
…
と
い
う
動

機
で
二
〇
歳
そ
こ
そ
こ
で
上
京
し
、鳶
工
に
な
っ
た
。も

ち
ろ
ん
、
建
築
関
係
の
仕
事
は
全
く
の
未
経
験
だ
っ
た
。

　「
自
動
車
関
係
で
食
べ
て
い
く
つ
も
り
だ
っ
た
ん
で

す
け
ど
、
波
乱
が
起
き
ま
し
て
（
笑
）。
肉
体
労
働
で
一

番
稼
げ
る
の
は
鳶
工
だ
っ
て
聞
い
て
、
募
集
広
告
を
見

て
飛
び
込
ん
だ
の
が
、
今
の
会
社
で
す
」

　
そ
れ
か
ら
お
よ
そ
二
〇
年
、
都
内
を
中
心
に
大
き
な

「
て
っ
と
り
早
く
稼
ぐ
た
め
」鳶
職
に

現
場
を
い
く
つ
も
経
験
し
、
今
は
二
〇
人
か
ら
三
〇
人

の
職
人
を
束
ね
る
職
長
の
立
場
に
あ
る
。

　「
鉄
骨
建
方
と
、
足
場
の
組
立
。
だ
い
た
い
こ
の
二
つ

が
鳶
工
の
作
業
な
ん
で
す
け
ど
…
最
初
は
辞
め
た
く
て

し
ょ
う
が
な
か
っ
た
。
朝
は
行
き
た
く
な
い
し
、
早
く

帰
り
た
い
し
（
笑
）。
そ
も
そ
も
、
我
々
の
時
代
は
先
輩

か
ら
仕
事
を
教
わ
る
っ
て
い
う
こ
と
が
ま
ず
で
き
な
か

っ
た
。
技
は
見
て
盗
む
し
か
な
い
。
私
が
そ
う
い
う
世

代
の
最
後
か
も
知
れ
な
い
で
す
ね
」

　「
と
は
い
え
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
聞
く
し
か
な
い
。

納
得
で
き
な
い
こ
と
や
理
由
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
や

り
た
く
な
い
性
分
な
の
で
、『
う
る
せ
え
』
と
か
言
わ
れ

な
が
ら
も
し
つ
こ
い
く
ら
い
聞
い
て
回
っ
て
ま
し
た
」

　
当
時
の
先
輩
た
ち
は
、
荻
野
よ
り
一
回
り
以
上
年
上

の
い
わ
ゆ
る
昔
気
質
の
職
人
。
指
示
を
出
す
の
に
い
ち

い
ち
説
明
な
ど
し
な
い
し
、
効
率
の
よ
い
方
法
を
懇
切

丁
寧
に
教
え
て
く
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。

　「
先
輩
た
ち
は
、
安
全
な
ん
か
全
然
気
に
し
て
な
い

か
の
よ
う
に
飄
々
と
仕
事
を
進
め
る
ん
で
す
け
ど
、
危

な
い
こ
と
を
し
た
時
は
も
の
す
ご
く
怒
ら
れ
る
ん
で
す

昔
な
が
ら
の
職
人
だ
っ
た
先
輩
た
ち

左／現場は鉄骨造と鉄筋コンクリート造の混構造。鉄骨建方の仕事は少ないが、複雑に入り組んだ現場内の足場を組むなど鳶工の持ち場は多い。
中／広い現場の中央付近にタワークレーンが立つ。タワークレーンの設置・解体も鳶工の役目だ。
右／大林組・坂田主任と荻野。「段取り・手配は私たちゼネコンがしますが、最前線で働いているのは職人さん。
彼らの仕事の流れから学ぶ部分は多いです」
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一
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「
鳶
職
」の
語
源
は
、梁
か
ら
梁
へ
と「
跳
び
」回
る
様
子
か

ら
と
も
、丸
太
な
ど
の
木
材
を
取
り
扱
う
道
具「
鳶
口
」か

ら
来
て
い
る
と
も
言
わ
れ
る
。往
年
は
現
場
の
花
形
と
し

て
あ
こ
が
れ
の
職
業
と
も
言
わ
れ
た
が
、工
事
全
体
を
く

ま
な
く
見
渡
し
な
が
ら
他
職
の
サ
ポ
ー
ト
に
徹
す
る「
裏

方
」と
し
て
の
役
割
も
強
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

K
EEP

 &
 C

H
A

N
G

E

KEEP
昔ながらの職人たちから学んだことが、
今の立場になるとよくわかる

守り、伝えること
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よ
。
そ
う
や
っ
て
ガ
ミ
ガ
ミ
言
わ
れ
た
理
由
が
、
自
分

が
一
線
に
出
て
初
め
て
わ
か
っ
た
り
し
て
。
そ
う
い
う
人

た
ち
は
だ
い
ぶ
引
退
し
た
け
ど
さ
び
し
い
で
す
よ
ね
」

　「
体
が
で
き
る
ま
で
、
一
年
く
ら
い
は
毎
日
く
た
く

た
で
し
た
ね
。
食
べ
る
量
も
倍
く
ら
い
に
な
っ
て
…
。

そ
の
こ
ろ
っ
て
、
こ
れ
で
も
か
っ
て
い
う
く
ら
い
力
仕

事
ば
か
り
や
ら
さ
れ
る
ん
で
す
よ
。
重
い
も
の
運
ば
さ

れ
て
文
句
言
っ
て
ま
し
た
け
ど
、
今
思
え
ば
そ
れ
が
鳶

の
体
づ
く
り
に
な
っ
て
い
た
ん
だ
な
、
と
。
力
が
な
い

と
、一
緒
に
働
い
て
る
人
に
も
迷
惑
か
け
ま
す
か
ら
ね
」

　「
自
分
も
含
め
、
職
人
っ
て
『
せ
っ
か
ち
』
が
多
い
と

思
う
ん
で
す
。
せ
っ
か
ち
な
人
っ
て
い
う
の
は
、
物
事

を
合
理
的
に
効
率
よ
く
進
め
た
い
ん
で
す
よ
ね
」

　
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
建
設
現
場
で
荻
野
と
共
に
働
く

大
林
組
・
坂
田
高
洋
主
任
は
、

　「
確
か
に
職
人
さ
ん
た
ち
は
、
我
々
ゼ
ネ
コ
ン
に
も

素
早
い
決
定
・
判
断
を
求
め
て
き
ま
す
。
で
も
荻
野
さ

ん
の
場
合
、
た
だ
一
方
的
な
要
求
じ
ゃ
な
く
て
、
効
率

や
目
的
を
踏
ま
え
て
、筋
道
を
立
て
た
要
望
な
ん
で
す
」

と
、
実
感
を
込
め
た
。

　「
我
々
の
仕
事
の
ほ
と
ん
ど
は
仮
設
物
だ
か
ら
、
最

終
的
に
は
残
ら
な
い
。
つ
ま
り
絶
対
的
な
正
解
が
な
い

ん
で
す
。
や
る
気
と
体
の
元
気
さ
え
あ
れ
ば
誰
に
で
も

チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
業
界
だ
と
思
い
ま
す
」

い
い
職
人
に
は“
せ
っ
か
ち
”が
多
い
？

左／工程を決めるのはゼネコンだが、その中での細かい手順・重機のやりくり・資材の搬入
スケジュールなどは鳶工に一任される。当然、現場での確認も重要だ。
右／足場に上るための階段の設置。他職も含めすべての作業員が安全に効率よく働くための
環境・職場づくりを一手に引き受ける。

CHANGE
鳶工は、自分がビルを建てているという

実感を一番得られる仕事

応じ、変えること

　
嫌
々
だ
っ
た
仕
事
も
、
作
業
の
流
れ
が
わ
か
っ
て
く

る
と
や
り
が
い
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　「
鳶
工
に
限
ら
ず
、
自
分
の
前
後
や
全
体
の
仕
事
を

わ
か
っ
て
な
い
と
確
か
な
仕
事
に
な
ら
な
い
で
す
よ
ね
。

自
分
た
ち
が
言
わ
れ
た
こ
と
だ
け
や
っ
て
満
足
し
て
た

ら
た
だ
の
独
り
よ
が
り
。
前
の
仕
事
か
ら
引
き
継
い
で
、

次
の
仕
事
の
こ
と
も
ち
ゃ
ん
と
考
え
て
作
業
す
る
。
そ

う
い
う
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

ら
、
楽
し
く
な
っ
て
き
た
ん
で
す
」

　
鉄
骨
建
方
な
ど
、
躯
体
の
高
層
部
と
地
上
に
分
か
れ

て
作
業
す
る
場
合
、
上
を
「
取
り
付
け
」、
下
を
「
地
走

り
」
と
呼
ぶ
。
あ
る
程
度
「
取
り
付
け
」
の
経
験
を
積

ん
だ
ら
、
よ
り
高
度
な
段
取
り
が
必
要
な
「
地
走
り
」

を
担
当
す
る
と
い
う
の
が
鳶
工
の
通
例
だ
。
無
数
に
あ

る
部
材
・
資
材
を
限
ら
れ
た
ヤ
ー
ド
の
ど
こ
に
仮
置
き

し
、
ど
の
順
番
で
上
層
階
に
吊
り
上
げ
る
か
を
全
て
自

分
で
考
え
、
準
備
し
、
指
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　「
初
め
て
地
走
り
を
や
っ
た
時
…
品
川
の
オ
フ
ィ
ス

ビ
ル
で
し
た
け
ど
、
手
探
り
状
態
の
中
で
も
、
上
（
取

り
付
け
）
を
や
っ
て
い
た
か
ら
求
め
て
い
る
こ
と
が
わ

か
っ
て
、
何
と
か
う
ま
く
い
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
れ
で

そ
の
時
に
、
上
も
下
も
で
き
て
初
め
て
本
当
の
鳶
工
だ

っ
て
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
、『
自
分
が
現
場
を
動
か

し
て
る
』と
い
う
充
実
感
が
す
ご
く
得
ら
れ
た
ん
で
す
」

全
体
の
中
の「
自
分
た
ち
の
仕
事
」を
見
出
す

おぎの・こういち◉1970（昭和45）
年、新潟県生まれ。地元の工業高
校卒業後、自動車整備工などを経
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