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で
す
。
そ
ん
な
起
業
二
十
年
の
本
年
、「
二
十
周
年
記
念
誌
│
匠
弘
堂
の
仕
事
の
流
儀
」

を
ま
と
め
ま
し
た
。

本
書
『
二
十
周
記
念
誌
』
は
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
方
々
へ
の
感
謝
と
と
も
に
、
天
国
に

い
る
師
匠
に
向
け
て
の
報
告
で
も
あ
り
ま
す
。
師
匠
の
教
え
を
し
っ
か
り
受
け
継
ぎ
、
実

践
し
、
精
進
し
て
い
る
匠
弘
堂
メ
ン
バ
ー
の
姿
を
、
天
国
の
師
匠
に
伝
え
た
い
と
。

「
十
二
の
教
え
」
を
学
ん
だ
ひ
と
り
ひ
と
り
が
、
宮
大
工
の
仕
事
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
に

世
の
中
に
貢
献
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
地
球
規
模
で
提
唱
さ
れ
る
持
続
可
能
な
社
会

に
向
け
て
の
取
り
組
み
と
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
に
よ
る
影
響
で
社
会
情
勢
と
価

値
観
が
大
き
く
様
変
わ
り
し
て
い
る
昨
今
、
あ
え
て
変
え
な
い
こ
と
を
選
択
し
、
先
人
の

教
え
を
根
幹
と
し
て
生
き
て
い
こ
う
と
奮
闘
す
る
メ
ン
バ
ー
の
こ
と
を
。

ま
た
、
こ
れ
か
ら
宮
大
工
を
目
指
し
た
い
、
目
指
そ
う
と
思
っ
て
い
る
若
い
学
生
さ
ん
に

も
、
ぜ
ひ
読
ん
で
ほ
し
い
と
も
思
っ
て
い
ま
す
。
人
が
も
の
づ
く
り
に
勤
し
む
姿
は
、
い

つ
の
世
で
も
神
々
し
く
、
心
か
ら
美
し
い
と
感
じ
る
不
変
の
も
の
で
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
匠
弘
堂
を
支
え
て
い
た
だ
い
て
い
る
す
べ
て
の
み
な
さ
ん
に
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。
次
の
三
十
周
年
も
笑
顔
で
迎
え
ら
れ
る
よ
う
、
社
員
一
同
力
を
合
わ

せ
精
進
し
て
い
く
所
存
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
変
わ
ら
ぬ
ご
指
導
ご
鞭
撻
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し

く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

有
限
会
社 

匠
弘
堂　

代
表
取
締
役

横
川
総
一
郎

二
〇
二
一
年　
　

コ
ロ
ナ
禍
の
京
都
に
て 

は
じ
め
に

私
と
有
馬
に
は
共
通
の
人
生
の
師
が
い
ま
し
た
。

今
夏
の
八
月
八
日
、
師
匠
・
岡
本
棟
梁
の
七
回
忌
の
法
要
に
は
ふ
た
り
揃
っ
て
参
列
い
た

し
ま
し
た
。
そ
の
日
は
晴
天
に
恵
ま
れ
、
照
り
付
け
る
夏
の
日
差
し
は
眼
の
前
に
広
が
る

緑
一
面
の
芝
生
を
輝
か
せ
、
生
命
力
あ
ふ
れ
た
入
道
雲
と
熱
い
空
気
が
、
生
き
て
い
る
こ

と
を
実
感
さ
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
喪
主
を
務
め
ら
れ
た
ご
令
嬢
の
や
さ
し
い
眼
差
し
の
奥

に
、
や
さ
し
い
師
匠
の
顔
が
重
な
っ
て
よ
み
が
え
り
、
天
国
か
ら
師
匠
が
「
も
っ
と
頑
張

れ
」
と
さ
さ
や
い
て
い
る
よ
う
で
し
た
。

起
業
し
て
十
年
経
っ
た
二
〇
一
一
年
の
こ
と
、
生
涯
、
宮
大
工
を
貫
い
た
師
匠
・
岡
本
弘

の
生
き
ざ
ま
を
、
私
な
り
に
記
録
し
て
お
き
た
い
と
強
く
思
い
、「
十
周
年
記
念
誌
│

岡
本
棟
梁
の
十
二
の
教
え
」
を
出
版
い
た
し
ま
し
た
。
仕
事
で
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
す

べ
て
の
み
な
さ
ん
に
お
配
り
し
、
十
年
の
感
謝
を
伝
え
ま
し
た
。
師
匠
に
も
大
変
喜
ん
で
い

た
だ
い
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
私
た
ち
な
り
の
師
匠
孝
行
が
で
き
て
ほ
っ
と
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
あ
れ
か
ら
も
早
や
十
年
が
経
過
し
ま
し
た
。

二
〇
二
一
年
こ
の
年
、
匠
弘
堂
が
生
ま
れ
て
二
十
年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
起

業
し
て
間
も
な
い
こ
ろ
は
大
変
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
師
匠
・
岡
本
棟
梁
が
い
て
く
れ
た

大
き
な
安
心
感
の
お
か
げ
で
、
日
々
の
仕
事
に
没
頭
で
き
、
未
知
の
不
安
を
覆
い
隠
せ
ま

し
た
。

十
年
前
と
今
と
の
大
き
な
違
い
は
、
師
匠
・
岡
本
棟
梁
が
こ
の
世
に
は
お
ら
れ
な
い
こ
と



匠弘堂という社名
匠 ─ 江戸時代以前、大工のことを「番匠」といいました。
弘 ─ 初代宮大工棟梁「岡本 弘」より一字拝借。
堂 ─ 「建物」という意味で用いました。
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績
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私
た
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初
代
棟
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岡
本
弘
に
導
か
れ
て
き
た
。
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本
棟
梁
の

十
二
の
教
え

 

十
二
の
教
え
 …
…
…
…
…
… 

そ
の

一

見
え
る
所
は
当
た
り
前

見
え
な
い
所
ほ
ど

気
配
り
を
せ
な
あ
か
ん

そ
れ
が
建
物
を
強
固
に
し

百
年
、二
百
年
と
美
し
さ
を

保
つ
こ
と
が
で
き
る
ん
や

解
体
し
て
も

恥
ず
か
し
ぃ
な
い

仕
事
を
せ
な
あ
か
ん

書 

◆ 

二
代
目
棟
梁 

有
馬 

茂
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十
二
の
教
え
 …
…
…
…
…
… 

そ
の

二

宮
大
工
は
見
ら
れ
る
の
が
仕
事

見
ら
れ
る
商
売
や

つ
ま
り
わ
し
ら
の
仕
事
は

感
動
を
届
け
る
こ
と
や

そ
れ
に
は
ま
ず

己
が
感
動
せ
な
あ
か
ん
わ
な

 

十
二
の
教
え
 …
…
…
…
…
… 

そ
の

三

早
起
き
し
て
ノ
ミ
を
研
ぐ

こ
れ
が
気
持
ち
い
い
ん
や

し
っ
か
り
準
備
し
て

一
日
の
仕
事
に
備
え
る

仕
事
は
段
取
り
が
す
べ
て
や
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十
二
の
教
え
 …
…
…
…
…
… 

そ
の

四

若
い
う
ち
も

歳
を
と
っ
て
か
ら
も

と
に
か
く
勉
強
せ
な
あ
か
ん

先
人
の
知
恵
と
対
峙
す
る
に
は

と
に
か
く
勉
強
せ
な

わ
か
ら
ん
の
や

 

十
二
の
教
え
 …
…
…
…
…
… 

そ
の

五
間
違
っ
た
時
は

素
直
に
謝
る
べ
し

心
か
ら
謝
る
べ
し

悪
か
っ
た
と
思
う
気
持
ち
を

絶
対
に
忘
れ
ず

感
謝
と
い
う
気
持
ち
で

頭
を
下
げ
ろ
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十
二
の
教
え
 …
…
…
…
…
… 

そ
の

六

順
序
を
間
違
う
た
ら

組
め
る
も
ん
も

組
め
ん
よ
う
に
な
る

逆
ら
っ
て
も
い
か
ん

よ
う
は
順
々
に
や 

 

十
二
の
教
え
 …
…
…
…
…
… 

そ
の

七

人
に
は
礼
を
つ
く
せ

世
話
ん
な
っ
た
人
に
は

礼
を
つ
く
せ

年
上
、年
下
は
関
係
な
い

お
か
げ
様
の
気
持
ち
で

礼
を
つ
く
せ  
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最
低
ひ
と
つ
で
も

得
意
な
も
ん
を
持
っ
て
お
け

生
き
て
行
く
足
し
に
な
る

飯
が
食
え
る
糧
に
な
る

そ
こ
か
ら
己
が
見
え
て
く
る

 
十
二
の
教
え
 …
…
…
…
…
… 

そ
の

八

 

十
二
の
教
え
 …
…
…
…
…
… 

そ
の

九

常
に
謙
虚
で
な
い
と
あ
か
ん

天
狗
は
あ
か
ん

わ
し
ら
が
や
っ
て
い
る
こ
と
は

す
べ
て
先
人
が

残
し
て
く
れ
た
こ
と

自
分
が
…
…

な
ん
て
思
た
ら
い
か
ん
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十
二
の
教
え
 …
…
…
…
…
… 

そ
の

十
人
を
束
ね
る
基
本
は

ま
ず
己
が
や
っ
て
み
る

先
頭
き
っ
て
や
っ
て
み
る

そ
し
た
ら

人
は
つ
い
て
来
る
か
ら

 

十
二
の
教
え
 …
…
…
…
…
… 

そ
の

十
一

ど
ん
な
木
に
も
命
が
や
ど
る

そ
ん
な
大
切
な
木
を

使
わ
せ
て
も
ら
う

人
の
営
み
と
し
て

使
わ
せ
て
も
ら
う

そ
や
か
ら
大
事
に
扱
わ
な

あ
か
ん
の
や
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十
二
の
教
え
 …
…
…
…
…
… 

そ
の
十
二

継
手
や
仕
口
と
い
う
も
の
は

各
部
材
を
連
結
さ
せ
て
力
を

伝
え
る
方
法

大
工
技
術
も
し
っ
か
り
継
げ
て

次
の
世
代
に
伝
え
る
の
が

棟
梁
の
仕
事

こ
れ
ら
「
十
二
の
教
え
」は
、宮
大
工
の
先
達
で
あ
り
、か
け

が
え
の
な
い
師
で
あ
っ
た
岡
本 

弘
棟
梁
の
言
葉
で
す
。
棟

梁
の
言
葉
、思
い
を
胸
に
刻
み
、日
々
仕
事
と
向
き
合
う
、

そ
れ
が
わ
れ
わ
れ「
匠
弘
堂
」の
礎
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

匠
弘
堂  

初
代
棟
梁

岡
本 

弘

１
９
３
３
年
（
昭
和
８
年
）
岡
山
県
生
ま

れ
。
15
歳
の
こ
ろ
、大
工
で
あ
っ
た
父
の

手
伝
い
を
は
じ
め
る
。独
学
で
社
寺
建
築

の
極
意
を
切
り
開
き
、宮
大
工
棟
梁
に
。

２
０
０
１
年
（
平
成
13
年
）、愛
弟
子
の
有

馬 

茂
、横
川
総
一
郎
と
と
も
に「
匠
弘
堂
」

を
起
業
。以
来
、数
々
の
社
寺
に
携
わ
り
、

後
進
育
成
に
邁
進
。
２
０
１
５
年
（
平
成

27
年
）永
眠
。享
年
82
。
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企
業
理
念

三
つ
の
力

七
つ
の
行
動
指
針

社
員
ひ
と
り
ひ
と
り
が
、

誠
実
で
誇
り
高
き

「
匠
弘
堂
」の
一
員
で
あ
る
た
め
に
。
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匠
弘
堂
の

企
業
理
念

私
た
ち
は
、

岡
本
棟
梁
よ
り
受
け
継
い
だ

伝
統
的
木
造
建
築
技
術
を
駆
使
し
て

高
い
品
質
と
大
き
な
感
動
を
届
け

日
本
文
化
の
伝
承
と

発
展
に
貢
献
し
ま
す
。

匠
弘
堂
の

三
つ
の
力

「
宮
大
工
の
仕
事
」で
あ
る
と
い
う
誇

り
と
責
任
を
持
ち
、お
客
さ
ま
の
満

足
が
得
ら
れ
る
高
い
品
質
を
提
供
し

ま
す
。

一

品
質
力

常
に「
宮
大
工
」と
い
う
公
人
で
あ
る

こ
と
を
自
覚
し
、心
か
ら
、も
の
に
感

謝
し
、人
に
感
謝
す
る
こ
と
で
、人
間

と
し
て
成
長
し
続
け
ま
す
。

二

人
間
力

伝
統
技
術
に
創
意
工
夫
を
加
え
た
、

「
匠
弘
堂
」に
し
か
で
き
な
い
高
い
技

術
力
で
、世
の
中
に
な
く
て
は
な
ら

な
い「
宮
大
工
集
団
」を
目
指
し
ま
す
。

三

技
術
力

宮
大
工
と
し
て

生
き
る



27 26

匠
弘
堂
主
義

七
つ
の
行
動
指
針

自 己 に つ い て

12
段
取
り
を
重
ん
じ
、徹
底
的
に
準
備
す
る
。

一
生
を
通
じ
て
学
び
続
け
る
。

物
事
は
な
に
に
お
い
て
も
段
取
り
が
肝
心
。す
ぐ
さ
ま
仕
事
に
取
り
掛
か
ら
ね
ば
な
ら

な
い
の
に
「
今
か
ら
道
具
の
準
備
を
し
ま
す
の
で
お
待
ち
く
だ
さ
い
」で
は
お
話
し
に

な
り
ま
せ
ん
。で
す
か
ら
、わ
れ
わ
れ
は
、事
前
に
「
こ
の
工
程
に
は
ど
う
い
う
作
業
が

発
生
し
、作
業
の
た
め
に
必
要
な
道
具
・
材
料
は
ど
れ
か
」の
確
認
と
準
備
を
徹
底
し
て

い
ま
す
。

ひ
と
り
ひ
と
り
が
考
え
、調
べ
、確
認
し
、そ
れ
ら
の
理
由
を
も
と
に
段
取
り
を
行
う
自

発
的
な
姿
勢
が
、品
質
の
向
上
と
技
術
の
追
求
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。入
念
な
段
取
り
と

事
前
の
準
備
こ
そ
、わ
れ
わ
れ
が
す
べ
き
、も
っ
と
も
大
切
な
最
初
の「
仕
事
」な
の
で
す
。

悠
久
の
年
月
を
経
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
社
寺
建
築
。
文
化
的
価
値
を
も
備
え
た
、い
わ

ば
巨
大
な
工
芸
品
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ら
を
担
う
わ
れ
わ
れ
は
、綿
密
に
培

わ
れ
た
技
術
の
数
々
を
習
得
し
、磨
く
こ
と
は
も
と
よ
り
、そ
れ
ら
を
理
解
す
る
た
め

の
知
識
を
追
究
す
る
姿
勢
も
不
可
欠
。さ
ら
に
は
、日
本
人
な
ら
で
は
の
「
美
意
識
」や

「
精
神
性
」も
持
ち
合
わ
せ
て
こ
そ
、人
々
の
心
を
揺
さ
ぶ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
考

え
て
い
ま
す
。

「
一
生
勉
強
や
。そ
し
て
自
ら
感
動
し
ろ
」と
言
い
続
け
た
岡
本
棟
梁
の
域
に
近
づ
く
べ

く
、わ
れ
わ
れ
は
生
涯
学
び
続
け
ま
す
。ひ
た
す
ら
技
術
と
知
識
を
高
め
、感
性
を
研
ぎ

澄
ま
せ
る
こ
と
に
尽
力
す
る
の
で
す
。

相 手 に 対 し て
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礼
節
を
重
ん
じ
、挨
拶
・
感
謝
・
お
詫
び
は

積
極
的
に
言
葉
で
伝
え
る
。

自
信
と
同
じ
大
き
さ
の
謙
虚
さ
を

常
に
持
つ
。

「
礼
に
は
じ
ま
り
、礼
に
終
わ
る
」「
一
流
の
人
は
お
礼
を
三
度
言
う
」な
ど
、礼
節
に
関

わ
る
言
葉
は
多
々
あ
り
ま
す
。つ
ま
り
、礼
節
と
は
、人
と
人
と
が
信
頼
関
係
を
築
く
た

め
に
じ
つ
に
大
切
な
こ
と
。で
す
が
、勘
違
い
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。礼
節
は
〝
特
別
に

な
に
か
を
す
る
〞の
で
は
な
く
、日
頃
の
行
動
で
の
作
法
を
指
す
の
で
す
。作
法
と
い
っ

て
も
、難
し
い
こ
と
で
は
な
く
、〝
人
〞と
し
て
、素
直
に
挨
拶
・
感
謝
・
お
詫
び
を
口
に
す

る
こ
と
、言
葉
で
伝
え
る
こ
と
。「
言
わ
な
く
て
も
伝
わ
る
だ
ろ
う
」「
こ
れ
く
ら
い
な
ら

構
わ
な
い
の
で
は
」と
思
う
の
は
傲お
ご
り
で
す
。
毎
日
、丁
寧
に
挨
拶
を
し
て
、些
細
な
こ

と
に
も
感
謝
す
る
。そ
し
て
、過
ち
を
起
こ
し
た
と
き
に
は
心
か
ら
謝
罪
を
す
る
。礼
節
を

重
ん
じ
る
こ
と
で
、人
と
人
と
の
関
係
性
は
よ
り
豊
か
な
も
の
に
な
る
は
ず
で
す
。

「
ど
う
せ
自
分
な
ん
て
…
…
」「
こ
の
程
度
の
仕
事
で
は
…
…
」と
、時
に
は
自
分
を
卑
下

し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
反
省
は
大
切
で
す
が
、そ
れ
ば
か
り
で
は
前
へ

進
め
ま
せ
ん
。常
に
〝
誇
り
と
自
信
〞を
持
っ
て
挑
ん
で
ほ
し
い
。と
は
い
え
、謙
虚
さ

も
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。〝
で
き
る
自
分
〞に
思
い
上
が
り
、他
者
を
見
下
す
態
度
や
、

敬
意
を
忘
れ
る
な
ん
て
も
っ
て
の
ほ
か
。
謙
虚
で
あ
る
者
だ
け
が
、己
の
足
り
な
い
部

分
を
知
り
、さ
ら
な
る
高
み
に
挑
む
努
力
が
で
き
る
の
で
す
。
努
力
し
続
け
れ
ば
さ
ら

な
る
自
信
に
つ
な
が
り
、そ
の
自
信
が
次
の
ス
テ
ッ
プ
へ
の
努
力
を
生
み
出
し
ま
す
。



29 28

相 手 に 対 し てチ ー ム に 対 し て

56
す
べ
て
を
教
え
、教
わ
る
。

よ
り
よ
い
仕
事
を
チ
ー
ム
と
し
て
追
求
す
る
。

自
ら
の
力
で
「
調
べ
て
・
学
ぶ
」こ
と
は
非
常
に
大
切
で
す
。で
も
、そ
れ
だ
け
で
は
解

決
で
き
な
い
―
―「
経
験
が
も
の
を
言
う
」こ
と
、よ
く
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
の
た
め
に

は
、聞
く
こ
と
、そ
し
て
、聞
か
れ
た
側
は
、伝
え
る
こ
と
。い
え
、聞
か
れ
ず
と
も
、積

極
的
に
知
識
を
伝
え
る
、授
け
る
よ
う
心
が
け
て
く
だ
さ
い
。

知
識
を
受
け
と
っ
た
者
が
、別
の
誰
か
に
教
え
、そ
し
て
ま
た
、そ
の
教
わ
っ
た
者
が
、

さ
ら
に
別
の
誰
か
に
伝
え
る
。
そ
れ
ら
が
連
鎖
し
て
い
け
ば
、み
な
の
知
識
も
蓄
積
さ

れ
て
い
く
の
で
す
。人
は
、自
分
の
知
識
以
上
の
こ
と
は
理
解
で
き
な
い
生
き
物
で
す
。

限
ら
れ
た
情
報
や
知
識
で
は
高
い
品
質
の
モ
ノ
づ
く
り
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
し
て
や
、

勘
違
い
や
誤
っ
た
知
識
は
重
大
欠
陥
に
つ
な
が
り
か
ね
ま
せ
ん
。
い
つ
も
、複
数
の
手

段
で
確
認
す
る
姿
勢
を
持
っ
て
こ
そ
、真
の
宮
大
工
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

わ
れ
わ
れ
の
仕
事
は
個
人
プ
レ
ー
で
は
な
し
得
ま
せ
ん
。
社
寺
建
築
は
、圧
倒
的
な
材

木
の
量
、複
雑
な
部
材
構
成
、伝
統
的
な
継
手
仕
口
を
駆
使
し
、長
い
工
期
を
か
け
て
つ

く
り
上
げ
る
も
の
で
す
。
ひ
と
り
で
は
到
底
、目
的
を
果
た
す
こ
と
は
で
き
ず
、〝
チ
ー

ム
〞で
仕
事
を
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
ず
に
い
て
く
だ
さ
い
。宮
大
工
に
は
、互
い
に
助

け
合
い
、補
う
と
い
う
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
が
不
可
欠
な
の
で
す
。そ
れ
ぞ
れ
が
、今
、自
分

社 会 に 対 し て

7
損
得
で
は
な
く
、尊
徳
で
行
動
し
よ
う
。

「
徳
」と
は
、自
分
の
損
得
を
度
外
視
し
て
で
も
、自
分
以
外
に
対
し
て
、〝
よ
い
行
い
〞を

で
き
る
か
ど
う
か
。己
の
欲
に
囚
わ
れ
ず
、社
会
に
貢
献
し
、世
の
中
を
幸
せ
に
す
る
こ

と
、つ
ま
り
は
〝
愛
〞で
あ
り
、愛
と
は
、人
に
と
っ
て
心
地
よ
い
環
境
を
与
え
る
こ
と
、

と
匠
弘
堂
は
考
え
ま
す
。そ
れ
に
は
ど
う
す
べ
き
か
？　
「
落
ち
て
い
る
ゴ
ミ
を
拾
う
、

電
車
で
席
を
譲
る
…
…
」と
い
っ
た
こ
と
で
も
構
い
ま
せ
ん
。
小
さ
な
こ
と
で
も
喜
ん

で
奉
仕
す
る
。周
囲
の
人
た
ち
へ
気
を
配
る
。損
得
で
は
な
く
〝
尊
徳
〞で
行
動
す
る
。

自
分
で
は
な
い
誰
か
を
想
っ
て
行
動
し
続
け
れ
ば
、必
ず
や
、「
１
０
０
０
年
先
の
未

来
」を
紡
ぐ
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

二
十
四
時
間
、三
百
六
十
五
日
、つ
ね
に
見
ら
れ
る「
宮
大
工
」で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
、

徳
の
あ
る
行
動
に
努
め
、周
囲
か
ら
の
期
待
に
最
大
限
応
え
る
こ
と
が
、私
た
ち
、匠
弘

堂
の
使
命
で
も
あ
り
ま
す
。

が
で
き
る
こ
と
に
最
善
を
尽
く
し
、献
身
的
に
行
動
す
る
。
そ
し
て
、規
律
、尊
重
、結

束
し
な
が
ら
、多
様
な
困
難
を
乗
り
越
え
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
完
遂
さ
せ
る
の
で
す
。

困
っ
て
い
る
者
が
い
れ
ば
、率
先
し
て
助
け
、周
り
を
支
え
、自
ら
も
支
え
ら
れ
る
。こ

れ
に
よ
り
、仲
間
同
士
＝
匠
弘
堂
メ
ン
バ
ー
が
刺
激
し
合
い
、切
磋
琢
磨
を
す
れ
ば
、

チ
ー
ム
と
し
て
み
な
が
成
長
で
き
る
は
ず
。結
果
、匠
弘
堂
の
モ
ノ
づ
く
り
は
、よ
り
高

品
質
で
、普
遍
的
価
値
を
生
み
出
す
の
で
す
。
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匠
弘
堂
の

仕
事
力

二
十
周
年
記
念
誌
の
テ
ー
マ
は

│
仕
事
力
。

施
主
さ
ま
や
、仕
事
を
と
も
に
遂
行
す
る
方
々
な
ど
、

「
匠
弘
堂
」を
よ
く
知
る
、

厳
し
く
も
や
さ
し
い
〝
目
〞を
通
し
て
、 

匠
弘
堂
の
仕
事
力
に
迫
り
ま
す
。

青松寺　八角納経塔
2014年／東京都港区
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築
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と
り
ひ
と
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匠
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続
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匠
弘
堂
へ
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エ
ー
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わ
れ
ら
、

匠
弘
堂

応
援
団

「
匠
弘
堂
っ
て
、ど
ん
な
会
社
な
の
？
」

「
ど
ん
な
仕
事
ぶ
り
な
の
？
」…
…
と

お
思
い
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
こ
で
、日
頃
か
ら
、匠
弘
堂
を
応
援
し
て
く
だ
さ
る
方
々
に
、

〈
匠
弘
堂
に
関
す
る
五
つ
の
質
問
〉に
お
答
え
い
た
だ
き
ま
し
た
。

Q1
匠
弘
堂
を
知
っ
た

き
っ
か
け
は
？

Q2
匠
弘
堂
の
「
誰
」と

深
く
関
わ
っ
て
い
る
？

Q3
二
十
周
年
記
念
誌
の

テ
ー
マ
は
「
匠
弘
堂
の
仕
事
力
」。

匠
弘
堂
の
仕
事
力
に

期
待
す
る
こ
と
は
？　

仕
事
へ
の
姿
勢
で

よ
い
と
感
じ
る
こ
と
は
？

Q4
日
本
の
伝
統
建
築
や

風
景
を
守
る
た
め
に
、

ひ
と
り
ひ
と
り
が

で
き
る
こ
と
は
？

Q5
匠
弘
堂
が

長
く
愛
さ
れ
続
け
る
た
め
に

必
要
な
こ
と
は
？　

速谷神社　
宮司　

櫻井建弥さま

先代の宮司（父親）からの紹介です。10
年くらい前からお付き合いをいただいて
います。当社の斎館工事のため、半年ほ
ど若い大工さんたちが泊りがけで作業し
てくださいました。

横川社長と有馬棟梁です。昨年６月に先
代宮司の父が帰幽しました。コロナ禍で
大規模な神葬祭もできず、来年の一年祭
にあわせて、老朽化した儀式殿を改修し
行うことにしています。この改修工事を快
く引き受けてくださいました。
父が愛した匠弘堂さんの手掛けた儀式殿
で、父の一年祭を立派に行うことができま
す。感謝しています。

全国の神社の信仰空間の形成に、これか
らもご助力いただきたいです。仕事ひと
つひとつに心が込められていることです。
頭が下がります。

神仏や自然、先祖に感謝する心を自ら育
てていくこと。「ありがとう」「おかげさま」
の心を常に持つことだと思います。

神社仏閣など、伝統的建造物の保護と再生。

A1
A3

A4

A5

A2
そ
し
て
匠
弘
堂
へ
の

エ
ー
ル
を
ど
う
ぞ
！

20周年、誠におめでとうございます。たび重なる
災害のため、全国で建物が棄損した神社や仏閣
は決して少なくありません。これからもみなさまの
ご活躍を切に願っています。

匠弘堂へのエールを！

五つ
のQ&A

「
匠
弘
堂
の
仕
事
力
」に
期
待
し

応
援
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
方
々
に
聞
き
ま
し
た
！

匠弘堂 
横川

名誉宮司さん、宮司さ
んと二代にわたり、お仕
事をいただいています。
ありがとうございます。
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堂
の
仕
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力
に
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す
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こ
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仕
事
へ
の
姿
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で
よ
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と
感
じ
る
こ
と
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日
本
の
伝
統
建
築
や
風
景
を
守
る
た
め
に
、ひ
と
り
ひ
と
り
が
で
き
る
こ
と
は
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匠
弘
堂
が
長
く
愛
さ
れ
続
け
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
は
？

　 

匠
弘
堂
へ
の
エ
ー
ル
を
！
　

奈良磐雄デザイン研究室 主宰　
公益社団法人京都デザイン協会代表理事
NPO法人京都西陣町家スタジオ代表理事

永本建設株式会社　
代表取締役

奈良磐雄さま 永本清三さま

2015年、公益社団法人京都デザイン協
会の会員になっていただいたことから。
理事にもなっていただき、2020年の役
員改選時に辞退されるまで、協会運営に
もご尽力いただきました。なかでも当協
会主力事業の「京都デザイン賞」グランプ
リトロフィーを匠弘堂様の技術で製作し
ていただいていることが誇りです。

匠弘堂立ち上げ前からのお付き合いです。起業する
ことは本当にエネルギーが必要で、理念と経営の理
想を同時に追求していかなければなりませんが、当
時の横川社長は30代、有馬棟梁も20代とお若いな
がらもそれを兼ね備えており、このような人が日本の
社寺建築に新風を吹かせるのだろうと期待したもの
です。まさにその通りになっています。

直接は横川社長さまですが、作業場での
スタッフのみなさんの真面目な仕事ぶり
は印象深く、帰り際、みなさんが作業の
手を止めて表に出て見送ってくださった
ことは、礼儀を重んじておられる組織で
あることを再確認しました。

横川社長と有馬棟梁ですが、もっと多くの人と関われ
るように一緒に仕事したいですね。

伝統的な社寺建築を、社長、棟梁を先頭
に若い人の教育を、仕事を通じて、しっか
りやりながら「チーム匠弘堂」で実行され
ているスタイルの継続に期待します。
社長と棟梁の阿吽の呼吸、確かな技術の
伝承、若い職人を育てる姿勢。

ひと言でいえば「不易流行」でしょうか？　伝統的な
建築工法を継承していく宮大工の仕事ですが、得て
して内部情報技術で終わってしまうかもしれない。
それを広く公開し、継承しようとする勉強会など、伝
統的な「変えてはいけないことと、変えて行かないと
いけないこと」の見極めができるところです。
仕事への姿勢では、若手大工の育成が素晴らしい。
若い社員さんはどうしても出入りがあるもので、その
たびに一から教え込まなければなりません。そのよう
ななかで、有馬棟梁をはじめて見た時と同じように感
じた人がいます。タイプは少し違いますが、今では副

棟梁になられた髙橋さんです。頑張っていただきた
いです。

外国を肌で感じ―日本との違い、日本
の優れていること、劣っていることを認識
し、自分は何ができるか、自分ができなく
ても、どうしたいかの思いを持つこと。

興味を持つこと。つくる人も使う人も、そしてそれを
見る人も建物そのものの美しさが“日本固有のものだ
から美しい”と感じる心を養うことだと思います。いく
ら立派な建物でもまわりの景色や風景に適合しなけ
ればただの箱物です。そのために私たちができるこ
とは、自社だけでなく、情報を発信して美しさの共有
をすることでしょう。

施主の期待を実現する、確かな技術と研
究。幅の広い人的交流。

京都に必要な技術継承企業としてだけでなく、日本の森
林育成や木材の流通までもを、宮大工の立場から、持続
可能な建造物になるように情報発信をしていただきたい。
日本の建築物が外材を使っていては残念でなりません。

A1
A1

A3

A4

A5
A2

A2

A3

A4

A5

創業20周年おめでとうございます。日本を代表す
る企業になられ、ますますのご繁栄を期待してい
ます。初代棟梁岡本 弘氏の「見えるところは当た
り前、見えないところほど気配りせなあかん」。この
言葉が、私たち岡本イズムの信者として、成長の呪
文だと信じて、今後もともに精進して行きましょう。

企業は人を育て、人は企業を育てる関係性の構
築。ひとりでできることは限られています。ひとり
ひとりが人間力を高め、それを結集するのが会社
であり匠弘堂のメンバーです。1000年先にも見て
みたいものです。頑張ってください。

匠弘堂へのエールを！
匠弘堂へのエールを！

匠弘堂 
横川

デザインという場で
は、異端な存在であ
る私のことを可愛
がってくださいます。

匠弘堂 
横川

創業時からたくさんのア
ドバイスをくださった、
兄貴のような存在です。
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公益財団法人 藤田美術館　
常務理事・館長

松井建設株式会社 名古屋支店　
元副支店長　

藤田 清さま 江頭且敏さま

17世紀に建立された、藤田美術館 多宝
塔の調査や修復、曳

ひ き や

家をしていただきま
した。

起業時からのお付き合いです。横川社長
および有馬専務から正式な起業のお話を
いただく前に、会社の応接室で岡本棟梁
とふたりで、今後について酒もなしで語
らったのが思い出されます。

棟梁の有馬さま。
施工中も、毎回丁寧に補修箇所などご説
明いただきました。特に屋根の銅板補修
について、棟梁と以前ご一緒されていた
職人の方が尽力してくださったことを聞き
ました。あらめて技術だけでなく、人の
手、人の繋がりが重要であることを実感
しました。

横川社長です。Facebookにて会社の業
績、活躍している姿を垣間見ることが非
常に楽しみです。北の大地で社長と有馬
専務にお会いできたのも不思議なご縁で
すし、足寄での社寺現場にて藤井さん、
髙橋さんらにお会いできたのもいい思い
出です。また、故人となりますが岡本弘は
忘れることができません。私のなかでの
「永遠の宮大工・棟梁」です。

先人の仕事を生かしながら、現状の見た
目で補修するのではなく、長い時間を経
て建物と合うように修復をしてくださいま
した。職人の技術力だけではなく、長い
歴史のうえに成立する仕事だと感じたの
で、変わらぬ仕事力を期待しています。

伝統技術の継承・人材の育成。

伝統建築の多くは、梁ひとつ、釘一本に
至るまで想いと理由が込められています。
見た人がそれぞれ、建てられた当時の想
いや理由を少しでも感じることができれ
ばと思います。

日本文化を理解する「目」を養い、自分な
りの理解力を持つこと。

変わらない歴史を踏まえた高い技術力
と、建築への深い愛情。

常に平常心で驕らず、へつらわず、地道に
「為せば成る」の清心で事業に専念する。

A1

A2

A3

A4

A5

A1

A2

A3

A4

A5

横川社長のバイタリティある受注推進力と、有馬
専務が岡本棟梁から受け継いだ技術力・清心力
（精神力）を推し進めれば、必ず道は開けます。
“やれ”。

これからも、人の手がつくる美しい建築を楽しみ
にしております。

匠弘堂へのエールを！

匠弘堂へのエールを！

匠弘堂 
横川

江頭さんがいなかったら
匠弘堂は誕生していない
ほど、われわれを守ってく
ださった恩人です。

匠弘堂 
横川

古いものと、ものづくり
の職人をとても大切に
思ってくだいます。
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リフォーム会社勤務（匠弘堂OG）
株式会社日本建築工藝設計事務所　
代表取締役

朝比奈恵美子さま 松島義知さま

起業時からのお付き合いです。横川社長
および速谷神社 御社殿復興の折、岡本
前棟梁のときにお会いしました。その後、
同じく速谷神社 社務所新築の施工で、
親しい縁ができました。

岡本前棟梁ですね。現場に宿舎があった
ように記憶していますが、痛風持ちのた
め、大好きな晩酌ができずにいらした岡
本棟梁の横で、おいしくビールをいただ
いたことを記憶しています。

現状維持で結構です。
一所懸命、テキパキな仕事ぶり。

施工した建物に満足していては上達が望
めません。自分なりに見直して、欠点を探
し出すこと。そして次に繋げることだと思
います。

ひとりひとりが匠弘堂のカンバンです、主
役です、営業マンです。しっかり勉強して
楽しんでください。

20数年前、匠弘堂設立前に雇っていただきました。
みなさんが広島でのお仕事に出られる直前に、慌て
て押しかけた気がします。若い横川さんと有馬さんの
存在が、みなさんを元気づけているような印象を受
けました。

横川さんは匠弘堂設立の陰で大変なご苦労があった
と思いますが、いつでも優しくて明るくて精力的だっ
た印象しかありません。たまに飯場に来てくださると
雰囲気が明るくなって、みんなうれしそうでした。20
年ずっと変わらず、そんな社長さんなので、匠弘堂は
続いているんだろうなと思っています。
岡本さんはイタズラ好きで釣り好きで、JRの車中で
は必ずタカラのレモンチューハイを飲んでいる“かわ
いいおじいちゃん”といった感じでした。難しい仕事も
表情を変えず淡 と々仕上げていかれるので、はじめ
はすごさがわからなかったのですが、次第にわかるよ
うになりました。新米の私にもいろいろなことを挑戦
させてくださいました。

匠弘堂の発信力で、これからも宮大工の仕事を世界
中に伝えていただきたいと思います。
はじめて公式ツイッターを拝見しました。面白いで
す。若い大工さんの仕事ぶりは、母親のような気持ち
で見てしまいます。日々の仕事をツイッターなどに綴
るのは、職人さん自身にとっても励みになるのでは。

若い人たちが伝統文化に触れる機会が少ないので、
身近に経験できるきっかけをつくることが大事だと
思います。

取材や見学を受け入れ、いろいろな催しへ参加され
ての広報活動はものすごく大変で時間を取られるこ
とと思います。でも、そのおかげで匠弘堂のお仕事ぶ
りやみなさんの人柄が伝わるので、次 と々新しいお仕
事につながっているのだろうと思います。

A1

A2

A3

A4

A5

A1

A2

A3

A4

A5

遠方へのお仕事も多く大変だと思いますが、みな
さま、お身体に気をつけて、ますます素敵なお仕
事を続けてください。

日本は広いです。まだまだ、社寺仏閣の建物はあ
ります。ご活躍をご祈願します。

匠弘堂へのエールを！
匠弘堂へのエールを！

匠弘堂 
横川

創業当時のメンバー、しんどいな
かついてきてくれた“エミっち”で
す。岡本棟梁とは、親子喧嘩のよ
うに意見を交わしていました。

匠弘堂 
横川

温厚でやさしくて、あれこ
れ相談にのってくださり、
すぐに結論を出してくださ
る頼もしい方です。
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工学院大学客員研究員　
環境文化保存計画菅澤１級建築士事務所代表

大井神社　
前宮司

菅澤 茂さま 稲本高士さま

2016年9月に着工した知恩院塔頭常称
院（京都市東山区）を、知恩院御門跡の
住居にするための改修工事からです。私
が知恩院の技術顧問をしていることか
ら、改修工事の計画段階、施工監修まで、
当該工事に関わりました。以降、さまざま
な仕事を拝見していますが、いずれの工
事でも、大工志望の若手大工を育成しな
がら、丁寧な仕事ぶりと端正で見事な出
来栄えに感心するばかりです。文化財系
の設計監理者としては頼もしい会社です。

横川社長と有馬棟梁の信頼関係の深さ
はいつも感じます。経費面の苦労もある
と思っていますが、いつも笑顔を絶やさ
ず接していただき感謝するばかりです。
おふたりの信頼が、若い大工さんたちを
匠弘堂に惹き付ける力と思います。

匠弘堂の魅力は「図面力」。丁寧な仕事
振り、常に謙虚な気持ちで、研究を怠りな
く、取り組む姿勢がいいと感じます。

温故知新。

広範な仕事の経験を積み、社寺新築や
文化財修理まで、より、いっそうの幅を広
げていただきたいと思います。

本殿の修復工事をするにあたり、日本建築工藝設計
事務所に設計図を依頼したところ、「京都にはたくさ
んの宮大工があるが、新しいところでまだ若く、
ちょっとユニークな宮大工があるよ」と聞いたのが
きっかけです。

●現場と会社との距離関係にもよるでしょうが、現場
で仕事のスタート時間が早いということ。
●参拝者への対応が気持ちいい。
●現場の近くに車を留め置かず、荷物を下ろしたら
常に駐車場に移動される。
●若い方も含めて、事前に自分のするべきことがわ

代表の横川さんは節目でのご挨拶や御参拝をいた
だき、いつまでも客を大切にされる丁寧な方だと感
心しています。岡本棟梁さんは物静かな方でした。
「今でもこんないい木があるんやな！」と、ひとり言の
ようにおっしゃられ、そんないい材木を使ってもらう
のだとうれしかったです。現棟梁の有馬さんには、当
神社までお子様の七五三のお参りに来ていただき、
手狭な仮殿に御参りいただいたことを懐かしく思い
出します。

かっているようで、指示を待たずにきびきびと動いて
おられる。
●「下請け当時の仲間」「勉強会での仲間」が多く、仕
事に活かされている。

仕事の中身について素晴らしいのは当然ですので、
省略します。

個人でできることは少ないですが、せめても、社寺や
歴史的建造物や景観、古民家などが取り壊されるこ
となく、日本らしい建物・伝統建築であることを願う
気持ちを、ひとりひとりが持つことでしょう。

今の匠弘堂さんが好きなので、ベストではないかもし
れないが、このままであってほしいと願います。

A1

A2

A3

A4

A5

A1

A2

A3

A4

A5

悠久の歴史と雅の文化のある京都での宮大工とい
う仕事は、大変重い仕事だと思います。それだけ
に京都は同業者の多い土地です。そのなかで、若
くても高い技術力で、京都一と評価される宮大工
になってください。

京都の宮大工に憧れてくる人たちの目標になって
いただきたく、お願い申し上げます。

匠弘堂へのエールを！

匠弘堂へのエールを！

匠弘堂 
横川

匠弘堂にとってはじめての元請け
をさせてくださいました。以来、な
にかあればすぐに声をかけてく
れ、また宣伝もしてくださいます。

匠弘堂 
横川

「大工だけでなく、図面が描ける
のがいい」と褒めてくださり、「若い
会社に伸びてほしい」と推薦して
くれる、ありがたい存在です。
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東京大学教育学部附属中等教育学校　
教諭

京都市ソーシャルイノベーション研究所 （SILK）
イノベーション・コーディネーター

長嶋秀幸さま 石井規雄さま

「これからの1000年を紡ぐ企業認定」の認定取得に
ご関心を持っていただき、直接お会いしたこと。担当
コーディネーターとして伴走支援をしていました。そ
の後、めでたく認定取得をしていただいたことで、さ
まざまな面でお世話になっております。

2014年から、関西宿泊学習の訪問先のひとつとして
6年間お世話になりました。京都の寺社建築を見学
する際、匠弘堂での学習は欠かせないものとなって
います。この学習を通して生徒の古建築を見る目が
変わりました。

みなさん、印象的な方ばかりです。

横川総一郎さんです。桔
はねぎ
木マニア (笑) の横川さんの

お話で、「桔木」が寺社建築にとって重要な役割を果
たしていることを知りました。毎年1回、1時間以上に
わたり、生徒に日本の木造建築の話をしていただい
ています。お忙しいのにも関わらず、いつも快く引き
受けてくださり感謝の念にたえません。横川さんが、
好きなことを仕事にしたいと一念発起し宮大工の世
界に飛び込んだというお話も、生徒にとっては将来
の仕事を考えるうえでとても貴重なお話です。

いつも活気があって仕事熱心な方が多く、大変感心
しております。お会いするたび、私も日々勉強させて
いただいています。
仕事力で期待することは、匠弘堂さんの仕事力が社
寺建築業界だけでなく、日本のモノづくり産業全体
に広がっていくような展開を期待しています。礼儀正
しさや、仕事に真正面から向かう姿勢は本当に素晴
らしいなと感じております。

長く愛される建物をこれからもつくり続けていただく
ことです。
横川さんのお話から、匠弘堂のみなさんが、ご自身
の仕事に誇りを持っていること、宮大工の仕事を愛し
ていることが伝わってきます。みなさんが岡本 弘棟
梁の教えを受け継いでいるのだと思います。

日本の伝統建築や日本らしい風景に触れる機会を、
日常の中でつくっていくことが大事だと思います。そ
れらを感じる機会が減少していると思いますが、まず
は観光や旅行の中で触れること。ひとりひとりが「日
本って素晴らしいな」と感じることが、日本の伝統建
築・日本らしい風景を守っていくために必要なことだ
と思います。

日本の木造建築の素晴らしさ、技術力の高さを知る
ことだと思います。木造建築に対する誤った負のイ
メージを取り払うためも、学校教育が担う役割がある
のではと思います。 岡本棟梁の教えを1000年先まで伝えること。その

ために、これからも日本文化の伝承と発展に貢献し
ていただければ、認定取得に携わった者としてうれし
い限りです。

伝統的な木造建築の技術を若い世代に伝え続けて
いただきたいと思います。そして、その魅力を、さまざ
まな媒体を通じて世界中に伝え続けていただきたい
と思います。

A1

A2

A3

A4

A5

A1

A2

A3

A4

A5

匠弘堂30周年もご一緒に迎えられたらうれしいです。
今後ともよろしくお願いいたします。

20周年、本当におめでとうございます！
1000年先を見据え、匠弘堂さんのつくりたい未来
に向けて、これからも頑張ってください。SILK一
同、いつも応援しています。

匠弘堂へのエールを！
匠弘堂へのエールを！

匠弘堂 
横川

職人についてよくご存じ
で、経営や人事をはじ
め、どんなことでも相談
にのってくださいます。

匠弘堂 
横川

教室の中だけで教育を
終わらせず、“現場”と
“本物”を見せようとな
さっている先生です。
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年
記
念
誌
の
テ
ー
マ
は
「
匠
弘
堂
の
仕
事
力
」。
匠
弘
堂
の
仕
事
力
に
期
待
す
る

こ
と
は
？ 

仕
事
へ
の
姿
勢
で
よ
い
と
感
じ
る
こ
と
は
？

2
� 

 

日
本
の
伝
統
建
築
や
風
景
を
守
る
た
め
に
、ひ
と
り
ひ
と
り
が
で
き
る
こ
と
は
？

2
� 

 

匠
弘
堂
が
長
く
愛
さ
れ
続
け
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
は
？

　 

匠
弘
堂
へ
の
エ
ー
ル
を
！
　

大成建設株式会社　
設計本部専門・先端設計部　部長（担当）

COS KYOTO株式会社 代表取締役・コーディネーター
一般社団法人DESIGN WEEK KYOTO実行委員会 代表理事

松尾浩樹さま 北林 功さま

天光会神殿新築工事において、錺金物
工事をお願いした京都社寺錺漆さまから
ご紹介いただき、木工事を担当していた
だいたのがきっかけです。

2018年、「DESIGN WEEK KYOTO」の
オープンファクトリーへ参加申し込みい
ただいたことです。横川代表：常に匠弘堂の将来を考えて

活動しているアイディアマン。
有馬棟梁：礼儀正しく実直で決して偉ぶ
らない魅力的な人柄。
設計スタッフだった竹本さん：最近お会
いしてませんがお元気ですか？

横川さんと一番絡みが多いですが、有馬
棟梁とも、燕三条のトークショーにご一緒
しました。有馬棟梁愛用の「鑿鍛冶 田斎」
さんとの対談でしたが、それぞれが、お互
いに「よい仕事をしようと思った」とおっ
しゃっていたのが印象に残っています。

経験により培われた伝統技術とCADに
よる規矩術を融合させた「匠弘堂の伝統
建築の素晴らしさ」を広く世界に発信して
ほしい。礼節をわきまえた言動、立ち振
る舞い、そして何よりその技量、まさに
“匠弘道（匠弘堂）”という大工道をつねに
感じています。

1000年後に「文化」として残る仕事。
ひとりひとりの誠実な姿勢。身近にある古きよきものを体験しその素

晴らしさに触れることだと思います。

自分たちの足元に流れている源流を知
り、感じ、未来のために今何をすべきかを
考えること。神道でいう「中

なかいま

今」です。仕事のひとつひとつを地道に確実にこな
し、世間からの信頼を確固たるものにす
ること。同時に若手を鍛え上げ、そのネッ
トワークを広げ、“匠弘道（匠弘堂）”を広
めていただきたい。

受け継がれてきた技術や表現はもちろん
のこと、新しい技術や表現にも積極的に
取り組んでいるところ。

A1

A2

A3

A4

A5

A1

A2

A3

A4

A5

次の100年、500年、1000年先にも受け継がれるよ
うな「社寺建築文化」を創り出していっていただき
たいと思います。

技術を継承するのに、20年という周期が一番の節
目であるように思えます。故・岡本棟梁から有馬棟
梁へ引き継がれた技術が進化しながら、次の世代
へとつなげ、この先、何代にもわたって躍進されま
すことを心よりお祈り申し上げます。このたびは20
周年おめでとうございます。

匠弘堂へのエールを！

匠弘堂へのエールを！

匠弘堂 
横川

匠弘堂のことを「社寺建築業界
のベンチャーだ」と。うれしい
ことに、匠弘堂の新しい空気感
を読み取ってくださっています。

匠弘堂 
横川

「困ったときの匠弘堂」
とおっしゃってくださる
ほど、うちの技術を信頼
してくださっています。
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2020年に手がけた「山門」

大本山 本興寺
兵庫県尼崎市開明町3-13

法
華
宗
（
本
門
流
大
本
山
）

開
創
六
百
年
の
信
仰
と
教
学
の
道
場

本
興
寺

貫
首 

小
西
日
遶
さ
ま
に
訊
く

匠
弘
堂
は
社
寺
建
築
を
専
門
と
し
て
い
ま
す
。
社
寺
の
〝
社
〞は
神
社
の

〝
社
〞で
あ
り
、〝
寺
〞は
お
寺
の
〝
寺
〞の
こ
と
。

つ
ま
り
、店
舗
や
ビ
ル
、一
般
の
住
宅
な
ど
と
は
異
な
る
伝
統
的
な
設
計
と

大
工
技
術
を
も
っ
て
、日
々
仕
事
を
し
て
い
る
の
で
す
。

こ
れ
ま
で
の
二
十
年
、日
本
全
国
さ
ま
ざ
ま
な
神
社
や
寺
院
と

お
仕
事
を
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

い
ず
れ
も
歴
史
が
あ
り
、信
者
さ
ま
は
じ
め
地
域
の
方
々
に

親
し
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
ば
か
り
。

な
か
で
も
、兵
庫
県
尼
崎
市
の
本ほ
ん
こ
う
じ

興
寺
さ
ま
と
は
ご
縁
が
深
く
、

本
堂
の
耐
震
補
強
工
事
を
き
っ
か
け
に
、塔た
っ
ち
ゅ
う頭寺
院
の
改
修
、

祖
師
堂
、山
門
の
修
理
、参
道
の
石
鳥
居
、

太
鼓
橋
な
ど
多
く
を
お
任
せ
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

本
興
寺
さ
ま
に
は
、言
葉
に
尽
く
せ
な
い
ほ
ど
お
世
話
に
な
っ
て
お
り
、

お
訪
ね
す
る
た
び
に
、心
温
か
い
ご
対
応
を
い
た
だ
き
ま
す

（
学
僧
さ
ん
た
ち
の
挨
拶
も
す
ば
ら
し
い
の
で
す
）。

私
、横
川
が
お
お
い
に
リ
ス
ペ
ク
ト
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、

そ
の
感
謝
を
お
伝
え
し
た
く
、本
興
寺
さ
ま
を
訪
問
し
、

貫
首
・
小
西
日に

ち
じ
ょ
う遶
さ
ま
に
お
話
し
を
伺
い
ま
し
た
。

聞
き
手

匠
弘
堂

横
川
総
一
郎

│

感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
て 

│

 
…
…
…
…
…

代
表
横
川
に
よ
る
ス
ペシ
ャル
イ
ン
タ
ビュ
ー

│
│
本
興
寺
さ
ま
と
い
え
ば
、天
下
五
剣
の

ひ
と
つ
、名
刀
「
数
珠
丸
」や
「
虫
干
会
・

三
光
祭
」で
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、あ
ら
た

め
て
、ど
う
い
っ
た
お
寺
で
あ
る
の
か
を
教

え
て
く
だ
さ
い
。

「
法
華
宗
本
門
流
の
大
本
山
で
す
。
法
華
宗

と
申
し
上
げ
る
と
、日
蓮
宗
と
同
じ
だ
と
思

わ
れ
る
方
が
多
い
の
で
す
が
、日
蓮
宗
は
身

延
山
の
久
遠
寺
を
総
本
山
と
す
る
ひ
と
つ
の

派
。
私
ど
も
は
、日
蓮
聖
人
の
直
弟
子
・
日

像
上
人
の
流
れ
を
受
け
た
日に
ち
り
ゅ
う隆聖

人
を
派
祖

と
す
る
一
派
で
す
。
宗
祖
は
日
蓮
聖
人
で
す

し
、お
経
も
一
緒
で
す
が
、日
蓮
宗
と
は
、教

学
と
い
う
〝
お
経
の
解
釈
〞が
異
な
る
の
で
す
」

│
│
本
興
寺
さ
ま
は
大
本
山
の
ひ
と
つ
で
あ

ら
れ
て
。

「
は
い
、法
華
宗
本
門
流
に
は
四
つ
の
大
本

山
が
あ
り
ま
し
て
ね
。
千
葉
に
鷲じ
ゅ
せ
ん
じ

山
寺
、静

だ
さ
っ
て
、素
晴
ら
し
い
教
育
を
な
さ
っ
て

い
る
の
だ
な
ぁ
、と
い
つ
も
感
心
し
て
し
ま

い
ま
す
。
通
っ
て
お
ら
れ
る
方
々
は
、お
寺

の
ご
子
息
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
？　

「
在
家
か
ら
の
方
が
多
い
で
す
ね
。
一
流
の

学
校
を
出
ら
れ
て
い
て
も
、法
華
宗
の
僧
侶

を
希
望
な
さ
る
方
は
、一
定
年
修
行
す
る
こ

と
が
必
須
。こ
ち
ら
に
通
っ
て
い
た
だ
き
、

本
山
で
実
技
を
学
ぶ
の
で
す
。
実
技
と
い
っ

て
も
、他
宗
の
よ
う
に
、寒
い
時
期
に
水
を

か
ぶ
っ
た
り
と
い
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

よ
（
笑
）。
教
典
を
は
じ
め
、日
蓮
聖
人
が

お
書
き
に
な
っ
た
文
章
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
の
で
、そ
れ
ら
を
解
釈
し
、と
き
に
は
暗

記
も
必
要
で
す
。
専
門
学
校
で
は
あ
り
ま
す

が
、一
般
の
方
々
に
も
聴
講
い
た
だ
け
ま
す
」

│
│
経
典
を
究
め
る
こ
と
に
興
味
が
あ
り
ま

す
。さ
て
、御
前
様（
小
西
日
遶
さ
ま
の
こ
と

を
そ
う
呼
び
ま
す
）の
経
歴
を
教
え
て
い
た

だ
け
ま
す
か
。

「
実
家
が
寺
で
、物
心
つ
い
た
と
き
に
は
坊

さ
ん
に
な
る
も
の
だ
と
思
っ
て
お
り
、八
歳

で
得
度
し
ま
し
た
。
寺
と
い
う
の
は
、一
般

の
社
会
と
比
べ
る
と
窮
屈
な
面
が
あ
り
ま

す
。
独
立
す
る
ま
で
に
年
月
が
か
か
り
ま
す

し
、当
然
の
こ
と
な
が
ら
社
会
的
な
規
制
も

あ
る
。
下
世
話
な
話
で
す
が
、退
職
金
が
あ

る
わ
け
で
も
な
し
。
宗
教
法
人
と
い
う
名
の

会
社
に
勤
務
し
て
い
る
…
…
ま
あ
、サ
ラ

リ
ー
マ
ン
と
同
じ
で
す
ね
。
本
興
寺
に
は
末

寺
が
百
三
十
ほ
ど
あ
り
ま
し
て
。
私
は
〝
貫

首
〞
と
い
う
立
場
、つ
ま
り
代
表
取
締
役
の

よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。そ
れ
ぞ
れ
の
住

職
さ
ん
に
よ
る
選
挙
で
選
ば
れ
、任
期
は
五

岡
に
光こ
う
ち
ょ
う
じ

長
寺
、京
都
の
本
能
寺
、そ
し
て
こ

こ
本
興
寺
で
す
。
四
大
本
山
そ
れ
ぞ
れ
に

〝
貫
首
〞
と
称
す
る
代
表
役
員
が
お
り
、本
興

寺
は
私
が
務
め
て
お
り
ま
す
」

│
│
本
能
寺
さ
ま
は
『
本
能
寺
の
変
』で
知

ら
れ
る
？

「
そ
う
で
す
。
本
能
寺
は
１
４
１
５
年（
応

永
22
）年
に
、こ
ち
ら
は
そ
の
五
年
後
、摂
津

国
の
守
護
・
細
川
満
元
の
帰
依
に
よ
り
つ
く

ら
れ
ま
し
た
。
本
能
寺
と
本
興
寺
と
は
兄
弟

寺
と
い
っ
た
間
柄
で
す
が
、な
ぜ
、ふ
た
つ
あ

る
か
と
い
い
ま
す
と
、本
能
寺
は
伝
道（
布

教
）を
目
的
に
、こ
こ
は
教
学
を
学
ぶ
道
場
と

し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。当
時
は
『
勧

学
院
』と
い
い
、現
在
は
『
興
隆
学
林
専
門
学

校
』と
し
て
僧
侶
を
育
成
し
て
い
ま
す
」

│
│
工
事
や
調
査
で
お
伺
い
す
る
と
、学
ば

れ
て
い
る
方
々
が
気
持
ち
よ
く
挨
拶
し
て
く
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今回のインタビューで本興寺さまをつぶさに見学、ご案内いただきました。
歴史の重み、受け継ぐこと、それを次の時代……遠くの未来へとつなぐこと
の大切さを実感いたしました。

2021年に手がけた「太鼓橋」

工
事
を
し
て
い
る
の
か
を
残
す
こ
と
で
、お

客
さ
ま
に
ご
安
心
い
た
だ
け
ま
す
し
、調
査

と
工
事
内
容
の
す
べ
て
を
わ
か
る
よ
う
に
し

て
お
け
ば
、も
っ
と
先
の
未
来
の
修
理
等
の

際
、宮
大
工
は
じ
め
職
人
ら
に
と
っ
て
の
大

き
な
参
考
資
料
に
な
る
は
ず
で
す
。

「
本
興
寺
の
長
い
歴
史
の
中
で
も
、工
事
ご

と
の
記
録
が
残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。お
そ
ら

く
工
事
の
た
び
に
責
任
者
が
代
わ
り
、記
録

を
残
す
と
い
う
習
慣
が
な
か
っ
た
。で
す
が

私
は
、き
ち
ん
と
後
世
に
伝
え
る
こ
と
が
大

切
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
」

│
│
大
変
共
感
で
す
。
今
後
と
も
、か
ゆ
い

と
こ
ろ
に
手
が
届
く
、細
か
な
仕
事
を
し
て

ま
い
り
ま
す
。こ
れ
か
ら
も
、末
長
く
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

年
、私
は
十
一
年
目
に
な
り
ま
し
た
」

│
│
想
像
す
る
だ
け
で
も
、大
変
な
お
仕
事

だ
と
思
い
ま
す
。そ
れ
に
し
て
も
ご
開
創
か

ら
六
百
年
、さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
を
見
守
ら
れ

続
け
、重
要
文
化
財
指
定
の
建
造
物
も
お
あ

り
で
す
。

「
開
山
堂
、三
光
堂
、方
丈
が
国
指
定
の
重

要
文
化
財
で
す
。ま
た
、三
好
長
慶
、織
田
信

長
、豊
臣
秀
吉
、徳
川
家
康
ら
の
禁き
ん
ぜ
い制
が
あ

り
ま
し
て
ね
。
禁
制

と
い
う
の
は
、兵
火
災

害
か
ら
自
ら
を
守
る

た
め
に
、大
名
や
有
力

武
将
に
保
護
を
求
め

た
も
の
。〝
寺
の
境
内

に
軍
隊
が
入
ら
な
い
〞

と
い
う
証
文
を
交
わ

し
た
た
め
、戦
国
時
代

を
切
り
抜
け
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
」

│
│
ご
開
創
し
て
か
ら

江
戸
幕
府
初
期
ま
で

は
、
今
の
場
所
と
は

違
っ
た
そ
う
で
す
ね
？

「
当
初
は
、尼
崎
城
が

あ
る
地
に
本
興
寺
が

あ
り
ま
し
た
。
尼
崎

城
と
は
、大
坂
夏
の
陣

で
勝
っ
た
徳
川
方
が
、

西
国
支
配
の
拠
点
と

し
て
の
大
坂
城
を
守

る
た
め
に
築
城
し
た

も
の
。そ
の
た
め
に
、

こ
ち
ら
は
移
転
を
強

制
さ
れ
た
の
で
す
。
戦
国
武
将
ら
と
交
渉
す

る
力
は
持
ち
な
が
ら
も
、当
時
の
徳
川
幕
府

に
は
逆
ら
え
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。

　
開
創
し
て
六
百
年
で
す
が
、こ
の
地
に

移
っ
て
四
百
年
。
明
治
に
は
廃
仏
毀
釈
、昭

和
に
は
大
戦
、阪
神
淡
路
大
震
災
な
ど
、い

ろ
い
ろ
な
こ
と
が
あ
っ
て
現
在
に
つ
な
が
っ

て
い
ま
す
」

│
│
は
じ
め
て
本
興
寺
さ
ま
を
訪
ね
た
と
き

に
、こ
の
あ
た
り
に
、こ
ん
な
に
大
き
な
規

模
の
お
寺
さ
ん
が
あ
る
の
か
、と
驚
き
ま
し

た
。
歴
史
の
重
さ
を
感
じ
ま
す
。

「
境
内
の
石
に
、太
平
洋
戦
争
で
の
機
銃
掃

射
の
痕
が
残
っ
て
い
ま
す
し
、阪
神
淡
路
大

震
災
の
と
き
も
か
な
り
傷
み
ま
し
た
。こ
こ

を
保
護
す
る
と
い
う
の
は
大
変
な
こ
と
で

す
。
本
堂
は
当
然
の
こ
と
で
す
が
、塔
頭
が

六
院
あ
り
ま
し
て
、そ
こ
に
火
が
つ
い
た
ら

大
変
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。そ
う
そ
う
、こ

こ
に
移
っ
て
か
ら
一
度
焼
け
て
い
ま
す
。お

隣
の
全
昌
寺
さ
ん
が
火
を
出
し
て
、祖
師
堂
、

本
堂
、塔
頭
が
燃
え
ま
し
た
。
文
化
年
間
の

こ
と
で
す
が
」

│
│
〝
守
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
〞
ご
苦
労

お
察
し
い
た
し
ま
す
。で
は
、匠
弘
堂
が
請

け
負
っ
た
工
事
に
つ
い
て
の
お
話
を
。ま
ず

は
、一
昨
年
、工
事
し
ま
し
た
祖
師
堂
に
つ

い
て
。「
祖
師
」と
は
法
華
宗
の
宗
祖
で
あ
る

日
蓮
聖
人
で
、祖
師
堂
は
文
字
通
り
、日
蓮

聖
人
の
像
を
祀
る
お
堂
の
こ
と
で
す
。　

　
経
緯
と
し
て
は
、三
年
前
の
大
阪
府
北
部

地
震
の
こ
と
。『
山
門
の
瓦
が
ち
ょ
っ
と
落

ち
た
』と
ご
連
絡
を
い
た
だ
き
、山
門
と
、

せ
っ
か
く
で
す
の
で
祖
師
堂
を
し
っ
か
り
と

調
査
い
た
し
ま
し
た
。す
る
と
、祖
師
堂
は
、

お
隣
の
全
昌
寺
さ
ま
と
ぴ
っ
た
り
く
っ
つ
い

て
い
て
雨
仕
舞
い
も
よ
く
な
か
っ
た
ん
で

す
。
屋
根
に
落
ち
た
雨
水
が
裏
の
隙
間
に
落

ち
、そ
れ
が
地
面
に
伝
わ
り
、建
物
の
下
に

入
っ
て
き
て
…
…
と
不
具
合
が
多
々
見
つ
か

り
ま
し
た
。

「
匠
弘
堂
さ
ん
は
、見
積
も
り
の
前
に
『
こ

こ
が
悪
い
』と
い
う
提
案
書
を
示
し
て
く
だ

さ
っ
た
。そ
れ
が
あ
り
が
た
く
て
。わ
れ
わ

れ
で
は
ま
っ
た
く
気
が
付
か
な
か
っ
た
こ
と

ば
か
り
で
し
た
」

│
│
立
派
な
建
物
で
い
い
材
料
を
使
っ
て
お

い
で
で
す
か
ら
、放
っ
て
お
い
て
も
大
丈
夫

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。け
れ
ど
も
、何
年
後
か

何
十
年
後
か
に
致
命
傷
と
な
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。な
ら
ば
、今
で
き
る
こ
と
を
き
っ

ち
り
と
。と
く
に
雨
仕
舞
い
を
し
っ
か
り
し

て
、床
下
の
通
風
を
よ
く
し
よ
う
と
修
繕
の

ご
提
案
を
し
ま
し
た
。

「
工
事
期
間
中
も
毎
々
、『
ど
こ
を
ど
う
修

理
し
た
』と
い
う
報
告
書
を
写
真
入
り
で
提

出
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
も
よ
か
っ
た
。た
い

て
い
は
終
了
後
に
ま
と
め
て
の
レ
ポ
ー
ト
で

し
た
が
、そ
の
都
度
、ど
ん
な
こ
と
を
な
さ
っ

て
い
る
の
か
状
況
が
わ
か
り
、安
心
し
て
お

ま
か
せ
で
き
ま
し
た
」

│
│
そ
う
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
け
る
と
う

れ
し
い
で
す
。
私
ど
も
に
は
お
客
さ
ま
に
報

告
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。
作
業
中
の
現
場

は
シ
ー
ト
な
ど
で
養
生
し
ま
す
の
で
、中
で

な
に
を
し
て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
せ
ん
よ

ね
。そ
こ
を
な
る
べ
く
オ
ー
プ
ン
に
し
た
い

ん
で
す
。ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
ど
の
よ
う
な

2020年に手がけた「祖師堂」



仕
事
の
流
儀

岡
本
棟
梁
の
教
え
に
則
り

そ
れ
ぞ
れ
が
技
術
を
磨
き
、

人
と
な
り
を
高
め
合
う
「
匠
弘
堂
」。

宮
大
工
チ
ー
ム
、そ
し
て
設
計
チ
ー
ム
の

各
人
が
語
る
、仕
事
へ
の
熱
き
想
い
と
は
。

知恩院　新法務棟
2012年／京都府京都市東山区
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有
馬 
茂

二
代
目
宮
大
工
棟
梁

確
か
な
技
術
と
、誠
実
な
人
柄
。

ま
さ
に
ミ
ス
タ
ー
匠
弘
堂
と
も
い
う
べ
き
二
代
目
棟
梁
に
、

自
身
の
宮
大
工
人
生
、そ
し
て
匠
弘
堂
の
二
十
年
、

こ
れ
か
ら
の
こ
と
を
訊
い
た
。

弱
点
と
向
き
合
い
、

地
道
に
努
力
を
続
け
る
。

　
私
は
福
岡
で
生
ま
れ
て
、日
曜
大
工
が
趣

味
の
父
親
と
、大
工
の
叔
父
の
も
と
で
、子
ど

も
の
こ
ろ
か
ら
自
然
と
鋸
や
鉋
を
手
に
し
て

い
ま
し
た
。モ
ノ
づ
く
り
が
得
意
で
、廊
下
に

自
分
の
部
屋
を
つ
く
っ
た
こ
と
も
。
高
等
専

門
学
校
を
卒
業
後
、物
流
会
社
に
就
職
し
ま

し
た
が
、定
年
ま
で
そ
こ
で
勤
め
る
自
分
の

姿
が
想
像
で
き
ず
、会
社
を
辞
め
ま
し
た
。

　
そ
の
と
き
気
づ
い
た
の
が
、「
自
分
自
身
が

成
長
で
き
て
、身
体
を
動
か
す
仕
事
を
し
た

い
」と
い
う
想
い
。頭
に
浮
か
ん
だ
の
は
、幼

少
期
に
身
近
だ
っ
た
「
大
工
」の
仕
事
で
し

た
。
ち
ょ
う
ど
二
十
歳
の
こ
ろ
で
す
。
タ
ウ

ン
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
て
目
に
飛
び
込
ん
で
き

た
「
社
寺
建
築
」の
言
葉
を
き
っ
か

け
に
宮
大
工
へ
の
扉
を
叩
き
ま
し

た
。
そ
こ
で
出
会
っ
た
の
が
、私
の

生
涯
の
師
匠
、岡
本
棟
梁
で
す
。

　
入
っ
た
会
社
は
六
十
代
の
ベ
テ
ラ
ン
の
大

工
さ
ん
ば
か
り
で
、一
番
下
っ
端
の
私
は
下

働
き
の
日
々
。
岡
本
棟
梁
の
下
で
、現
場
へ

の
資
材
運
び
や
、大
工
さ
ん
の
手
元
仕
事
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
間
近
で
岡
本
棟
梁
の
仕
事
に
触
れ
て
ま
ず

驚
い
た
の
は
、「
ど
ん
な
難
問
で
も
答
え
を
必

ず
見
つ
け
る
」こ
と
。「
こ
れ
は
無
理
か
も
な
」

と
思
う
仕
事
で
も
、知
恵
を
絞
れ
ば
必
ず
答

え
は
あ
る
も
の
で
、「
問
題
が
解
け
な
い
の

は
、自
分
の
能
力
や
経
験
が
ま
だ
足
り
て
い

な
い
か
ら
だ
」と
、岡
本
棟
梁
の
仕
事
ぶ
り
か

ら
学
び
ま
し
た
。

　
以
来
、自
分
の
殻
を
破
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、ひ
た
む
き
に
弱
点
と
向
き
合
い
努
力

し
て
き
ま
し
た
。専
門
職
を
生
業
に
す
る
以

上
、「
宮
大
工
」と
し
て
穴
が
あ
っ
て
は
い
け

ま
せ
ん
。
と
は
い
え
私
自
身
、い
っ
ぺ
ん
に

多
く
の
こ
と
を
吸
収
す
る
の
は
苦
手
な
の

で
、短
時
間
で
も
毎
日
「
学
ぶ
こ
と
」を
続
け

て
き
ま
し
た
。

　
匠
弘
堂
を
立
ち
上
げ
る
前
後
く
ら
い
に
横

川
さ
ん
か
ら
聞
い
た
の
で
す
が
、岡
本
棟
梁

が
私
の
こ
と
を
「
一
番
弟
子
や
」と
言
っ
て
い

た
そ
う
で
、こ
れ
は
う
れ
し
か
っ
た
で
す
ね
。

建
物
を
通
し
て
関
わ
る

す
べ
て
の
人
を
大
切
に
。

　
２
０
０
１
年
、岡
本
棟
梁
、現
社
長
の
横

川
さ
ん
と
と
も
に
「
匠
弘
堂
」を
起
業
し
ま

し
た
。
岡
本
棟
梁
の
引
退
後
、二
代
目
棟
梁

と
し
て
大
切
に
し
て
い
る
の
は
、「
仕
事
で
関

わ
る
す
べ
て
の
人
と
い
い
関
係
を
つ
く
る
」

こ
と
。
そ
こ
に
は
、建
物
を
通
し
て
遠
い
未

来
で
つ
な
が
り
を
持
つ
人
た
ち
も
含
ま
れ
て

い
ま
す
。
た
と
え
ば
、未
来
の
宮
大
工
の
職

人
が
、わ
れ
わ
れ
の
建
物
を
見
た
と
き
に
、

仕
事
の
流
儀

そ
れ
ぞ
れ
の
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「
な
ん
じ
ゃ
こ
り
ゃ
」と
な
っ
て
は
絶
対
に
ダ

メ
な
ん
で
す
。
今
の
目
の
前
の
お
客
様
（
施

主
）
は
も
と
よ
り
、そ
の
ず
っ
と
ず
っ
と
先

を
見
据
え
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

　
匠
弘
堂
の
行
動
指
針
の
最
後
の
項
目
、「
損

得
で
は
な
く
、〝
尊
徳
〞で
行
動
し
よ
う
」。

〝
徳
〞と
は
、自
分
以
外
の
人
に
対
し
て
誠
意

を
尽
く
す
こ
と
で
す
。
自
分
自
身
は
周
り
の

方
々
の
お
か
げ
で
生
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
か

ら
、関
わ
る
す
べ
て
の
人
、ひ
い
て
は
社
会

全
体
が
よ
り
よ
く
な
っ
て
い
く
よ
う
、惜
し

ま
ず
努
力
し
た
い
で
す
。

伝
統
技
術
の

バ
ト
ン
を
つ
な
ぐ
。

　
立
ち
上
げ
当
時
か
ら
匠
弘
堂
が
大
切
に
し

て
い
る
考
え
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、「
岡
本

棟
梁
の
教
え
を
残
し
て
い
く
」こ
と
、そ
し

て
「
若
い
職
人
た
ち
と
と
も
に
未
来
を
見
据

え
た
会
社
に
す
る
」こ
と
。

　
岡
本
棟
梁
は
若
手
の
こ
と
を
い
つ
も
気
に

か
け
る
方
で
、私
は
、弟
子
と
し
て
数
え
き

れ
な
い
ほ
ど
成
長
の
機
会
を
も
ら
っ
て
き
ま

し
た
。

　
だ
か
ら
こ
そ
匠
弘
堂
で
は
、自
分
自
身
の

技
術
を
磨
く
だ
け
で
な
く
、か
つ
て
の
自
分

が
そ
う
し
て
も
ら
っ
て
き
た
よ
う
に
、若
い

宮
大
工
た
ち
に
機
会
を
つ
く
る
こ
と
を
大
切

に
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
、私
か
ら
岡
本
棟

梁
と
未
来
の
宮
大
工
へ
の
恩
返
し
に
な
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。

社
寺
建
築
を
担
う
の
は

宮
大
工
だ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　
社
寺
建
築
に
は
、宮
大
工
以
外
に
も
左
官

屋
さ
ん
や
瓦
屋
さ
ん
な
ど
た
く
さ
ん
の
職
人

の
力
が
必
要
で
す
。
そ
の
た
め
、他
業
種
の

後
進
た
ち
に
も
技
術
と
知
恵
を
つ
な
げ
ら
れ

る
よ
う
尽
力
し
て
い
ま
す
。
次
の
担
い
手
た

ち
が
成
長
し
、伝
統
技
術
に
取
り
組
ん
で
い

る
姿
は
本
当
に
頼
も
し
い
で
す
ね
。

　
誰
も
が
「
有
馬
さ
ん
は
す
ご
い
」と
称
賛

す
る
な
か
、本
人
は
〝
ど
こ
吹
く
風
〞の
ご
と

く
、さ
ら
っ
と
指
導
し
、き
っ
ち
り
技
を
決

め
る
。先
代
棟
梁
の
背
中
を
追
い
か
け
続
け

た
結
果
、「
仕
事
力
」と
「
人
間
力
」を
併
せ
持

つ
、正
真
正
銘
の
宮
大
工
と
し
て
、こ
れ
か

ら
も
彼
は
生
き
続
け
る
。

仕
事
の
流
儀

そ
れ
ぞ
れ
の

　

ワ
シ
が
大
工
の
道
に
進
ん
だ
ん
は
中
学
卒

業
し
て
か
ら
や
。
あ
っ
と
い
う
間
に
大
工
歴

六
十
五
年
に
な
っ
た
な
ぁ
。
い
く
つ
か
の
建

設
会
社
を
経
て
、は
じ
め
て
社
寺
建
築
に
携

わ
っ
た
と
き
、宮
大
工
の
持
つ
技
術
に
圧
倒

さ
れ
た
ん
や
。
そ
こ
で
、今
は
亡
き
宮
大
工

棟
梁 

岡
本
弘
さ
ん
に
は
じ
め
て
会
う
た
ん

や
。
不
思
議
な
巡
り
合
わ
せ
で
、今
も
こ
う

や
っ
て
匠
弘
堂
に
お
ら
せ
て
も
う
と
る
。

　

二
十
年
前
の
創
業
期
か
ら
比
べ
た
ら
、若

い
奴
も
だ
い
ぶ
増
え
て
会
社
と
し
て
し
っ
か

り
し
て
き
た
な
ぁ
。
近
い
将
来
、匠
弘
堂
に

は
「
ど
こ
に
も
負
け
な
い
会
社
」「
技
術
N
o
・

1
」を
誇
る
職
人
集
団
に
な
っ
て
ほ
し
い
。

そ
の
た
め
に
は
、や
る
気
の
あ
る
若
い
子
を

し
っ
か
り
育
て
ん
の
が
大
事
や
な
。
今
、匠

弘
堂
に
い
る
若
い
奴
ら
を
、ひ
と
り
で
も
多

く
一
人
前
に
育
て
ん
が
自
分
の
役
目
か
な
と

思
う
。

「
よ
い
宮
大
工
職
人
」に
な
る
に
は
、「
エ
エ
道

具
を
揃
え
る
」こ
と
や
。道
具
は
大
工
に
と
っ

て
自
分
の
手
と
一
緒
や
か
ら
、念
入
り
に
手

入
れ
を
す
る
こ
と
が
職
人
の
基
本
や
。「
し
っ

か
り
準
備
を
し
て
仕
事
に
備
え
る
」。当
た
り

前
や
け
ど
、毎
日
続
け
ん
の
は
そ
う
簡
単
な

こ
と
ち
ゃ
う
で
。
道
具
の
手
入
れ
に
熱
心
な

奴
は
、仕
事
も
丁
寧
で
感
心
す
る
な
ぁ
。ひ
た

む
き
に
努
力
す
る
若
い
奴
ら
と
一
緒
に
、一

日
で
も
長
く
現
役
で
頑
張
り
た
い
わ
。

宮
大
工

八
十
歳
現
役

北
村
義
信

匠
弘
堂
創
業
メ
ン
バ
ー

京
都
府
出
身

匠
弘
堂
の
若
い
宮
大
工
を
、

ひ
と
り
で
も
多
く
一
人
前
に
。
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仕
事
の
流
儀

そ
れ
ぞ
れ
の

た
だ
ひ
た
す
ら
に

「
い
い
仕
事
」を

追
い
求
め
て
。

大
工
に
憧
れ
つ
つ
も
、

思
い
描
い
て
い
た「
日
本
一
周
」。

　

道
に
落
ち
て
い
る
ガ
ラ
ク
タ
を
見
て
は

「
な
に
か
に
使
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」と
思
っ

て
貯
め
込
む
よ
う
な
子
ど
も
で
し
た
。
図
工

が
得
意
で
木
を
触
る
こ
と
も
好
き
で
「
大
工

に
な
り
た
い
」と
い
う
思
い
が
ず
っ
と
あ
り

ま
し
た
。
今
も
、古
道
具
屋
で
買
っ
た
鉋
の

刃
で
自
在
鉋
を
つ
く
っ
た
り
、解
体
現
場
か

ら
出
て
き
た
和
釘
で
風
鈴
を
つ
く
っ
た
り

と
、ガ
ラ
ク
タ
を
使
っ
た
工
作
は
大
好
き
で
す
。

　

大
工
へ
の
夢
を
抱
き
続
け
て
い
た
い
っ
ぽ

う
で
、も
う
ひ
と
つ
「
自
転
車
で
日
本
一
周
」

と
い
う
夢
も
中
学
生
の
こ
ろ
か
ら
あ
っ
て
。

高
校
卒
業
後
、八
十
日
か
け
て
自
転
車
で
全

国
を
ま
わ
り
ま
し
た
。
想
像
よ
り
も
し
ん
ど

く
て
初
日
か
ら
心
が
折
れ
そ
う
に
な
り
ま
し

た
が
（
笑
）、こ
の
八
十
日
は
、自
分
の
中
で

大
事
な
経
験
に
な
っ
て
い
ま
す
。

棟
梁
の
運
転
す
る
ト
ラッ
ク
に

乗
せ
て
も
ら
い
、京
都
へ
。

　

日
本
一
周
を
終
え
、就
職
を
考
え
る
中
で
、

高
校
の
担
任
の
先
生
に「
宮
大
工
の
仕
事
」を

勧
め
ら
れ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
匠

弘
堂
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
出
会
い
、な
ん
と

宮
大
工 

副
棟
梁

髙
橋
弘
之

２
０
０
７
年
入
社
・
２
０
１
６
年
よ
り
現
職

福
岡
県
出
身

な
く
雰
囲
気
の
よ
さ
そ
う
な
会
社
だ
と
感

じ
、翌
年
の
夏
に
一
念
発
起
し
て
、匠
弘
堂
を

訪
問
し
た
の
で
す
。
思
い
立
っ
た
ら
す
ぐ
に

行
動
し
な
い
と
気
が
済
ま
な
い
性
分
の
た
め
、

ア
ポ
イ
ン
ト
も
と
ら
ず
「
修
業
さ
せ
て
ほ
し

い
」と
突
撃
。
横
川
社
長
か
ら
「
ア
ポ
な
し
は

失
礼
だ
な
、一
旦
帰
っ
て
く
れ
」と
怒
ら
れ

て
。
で
も
、あ
り
が
た
い
こ
と
に
翌
日
に
面

接・試
験
を
経
て
採
用
が
決
ま
っ
た
ん
で
す
。

　

ち
ょ
う
ど
有
馬
棟
梁
の
現
場
が
私
の
実
家

近
く
で
、そ
こ
か
ら
京
都
に
戻
る
と
い
う
匠

弘
堂
の
ト
ラ
ッ
ク
に
家
財
道
具
一
式
を
積

み
、京
都
に
出
て
き
ま
し
た
。
住
ま
い
も
決

ま
っ
て
お
ら
ず
、し
ば
ら
く
事
務
所
で
寝
泊

ま
り
を
し
ま
し
た
が
、こ
う
し
て
振
り
返
る

と
、行
き
当
た
り
ば
っ
た
り
な
〝
宮
大
工
見

習
デ
ビ
ュ
ー
〞で
し
た
ね（
笑
）。

経
験
を
重
ね
る
う
ち
に
気
づ
い
た
、

宮
大
工
の
仕
事
の
醍
醐
味
。

　

は
じ
め
て
の
現
場
は
、北
海
道
札
幌
市
の

「
新
善
光
寺 

宮
の
沢
別
院
」の
内
装
工
事
。
当

然
、掃
除
や
片
付
け
と
い
っ
た
簡
単
な
手
伝

い
ば
か
り
で
し
た
が
、興
奮
し
た
の
を
覚
え

て
い
ま
す
。
札
幌
は
寒
冷
地
。
防
寒
の
た
め
、

お
寺
が
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
で
す
。
そ
れ

に
も
驚
き
、早
く
た
く
さ
ん
の
現
場
を
見
た

い
と
い
う
思
い
も
強
く
な
り
ま
し
た
。

　

目
の
前
の
仕
事
を
終
え
る
た
び
に
わ
か
っ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、こ
の
仕
事

の
面
白
さ
は
、「
自
分
が
描
い
た
と
お
り
に
建

物
が
組
み
上
が
る
瞬
間
」に
あ
る
と
い
う
こ

と
。
神
社
仏
閣
の
構
造
と
い
う
の
は
、と
に

か
く
複
雑
で
す
。
特
に
部
材
同
士
の
先
端
が

ぶ
つ
か
り
合
う「
留
め
」の
部
分
に
は
数
学
的

な
計
算
と
美
的
な
セ
ン
ス
の
両
方
が
求
め
ら

れ
る
の
で
、最
も
緊
張
す
る
の
で
す
が
、こ
こ

が
「
ピ
タ
ッ
」と
合
う
瞬
間
に
と
て
も
興
奮
し

ま
す
。宮
大
工
の
仕
事
の
醍
醐
味
で
す
ね
。

〝
ふ
た
り
〞の
棟
梁
の

背
中
を
追
い
か
け
て
。

　

岡
本
棟
梁
、有
馬
棟
梁
の
姿
を
見
て
思
う

の
は
、と
に
か
く
お
ふ
た
り
は
見
え
て
い
る

世
界
が
広
い
ん
で
す
。
社
寺
の
完
成
に
は
、

瓦
屋
さ
ん
や
左
官
屋
さ
ん
な
ど
、さ
ま
ざ
ま

な
方
が
関
わ
り
ま
す
の
で
、自
分
の
仕
事
が

次
の
工
程
に
ど
う
影
響
す
る
の
か
を
考
え
て

働
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
自
分
だ
け
が

や
り
や
す
け
れ
ば
い
い
」と
思
う
の
で
は
な

く
、常
に
周
囲
や
次
の
工
程
を
考
え
て
逆
算

し
な
が
ら
仕
事
を
す
る
と
い
う
姿
勢
は
、ふ

た
り
の
棟
梁
を
見
て
い
な
け
れ
ば
身
に
つ
か

な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

宮
大
工
全
員
が
「
い
い
仕
事
」へ
の

プ
ラ
イ
ド
を
持
つ
こ
と
。

　

匠
弘
堂
は
、宮
大
工
の
会
社
に
は
珍
し
い

若
い
集
団
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、ひ
と
り
ひ

と
り
が
「
い
い
仕
事
」を
す
る
意
識
が
な
い

と
、ほ
か
の
歴
史
あ
る
社
寺
建
築
会
社
と
渡

り
合
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
、い

ち
ば
ん
大
切
な
「
い
い
建
物
を
つ
く
る
」こ
と

も
達
成
で
き
ま
せ
ん
。
現
場
で
若
手
の
仕
事

を
見
て
い
る
と
、複
数
の
職
人
が
バ
ラ
バ
ラ

な
作
業
を
し
て
い
た
り
す
る
こ
と
も
。
そ
れ

で
は
作
業
の
効
率
が
悪
く
、全
員
で
連
携
し

合
わ
な
い
と
絶
対
に
い
い
物
件
は
で
き
な
い

ん
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
、仲
間
同
士
で
連
携

す
る
こ
と
が
い
か
に
重
要
か
を
教
え
る
よ
う

に
し
て
い
ま
す
。
自
分
も
、そ
う
し
て
先
代

の
棟
梁
・
副
棟
梁
た
ち
に
育
て
て
も
ら
い
ま

し
た
か
ら
。

　

匠
弘
堂
の
門
を
叩
い
て
か
ら
、早
く
も

十
四
年
が
経
ち
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
副
棟
梁

と
し
て
、若
手
メ
ン
バ
ー
を
取
り
ま
と
め
成

長
し
て
い
く
と
と
も
に
、一
丸
と
な
っ
て

「
い
い
仕
事
」を
追
い
求
め
て
い
き
た
い
で
す
。

三
十
三
歳
の
若
さ
な
が
ら
、副
棟
梁
と
し
て

「
匠
弘
堂
」の
職
人
を
率
い
る
髙
橋
弘
之
。

ふ
だ
ん
は
あ
ま
り
語
ら
な
い
、

こ
れ
ま
で
の
自
身
の
歩
み
や
、

若
手
に
期
待
す
る
こ
と
に
つ
い
て
…
…
熱
く
綴
る
。
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そ
れ
ぞ
れ
の

「
自
分
の
や
り
方
に

こ
だ
わ
ら
な
い
」│

 

若
き
職
人
に
伝
え
る
。

宮
大
工

副
棟
梁

小
滝  

純

２
０
１
２
年
入
社
・
２
０
１
６
年
よ
り
現
職

兵
庫
県
出
身

「
と
に
か
く
手
に
職
を
つ
け
た
い
」

と
志
し
た
宮
大
工
の
道
。

　

父
が
大
工
、叔
父
も
大
工
と
い
う
環
境
で

育
っ
た
の
で
、物
心
つ
い
た
と
き
か
ら
自
然

と
「
自
分
も
大
工
に
な
り
た
い
」と
考
え
て

い
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
手
に
職
を
つ
け

よ
う
と
、高
校
を
卒
業
し
て
す
ぐ
に
京
都
の

大
手
社
寺
建
築
の
会
社
に
就
職
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
宮
大
工
の
キ
ャ
リ
ア
を
十
年
以
上

積
ん
だ
あ
と
、ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
目
指
し
て

独
立
。
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
宮
大
工
と
し
て
仕

事
を
し
て
い
ま
し
た
。

若
く
エ
ネ
ル
ギ
ッシュ
な
匠
弘
堂
に
、

直
感
で
飛
び
込
ん
だ
。

　

匠
弘
堂
と
の
出
会
い
は
、独
立
し
て
す
ぐ

の
こ
と
。
京
都
の
天
光
会
さ
ん
の
本
殿
の
新

築
工
事
に
ヘ
ル
プ
と
し
て
呼
ん
で
も
ら
い
、

は
じ
め
て
有
馬
棟
梁
や
髙
橋
副
棟
梁
と
お

会
い
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
は
「
若
い
メ
ン

バ
ー
が
多
く
て
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
会
社

だ
な
あ
」と
い
う
印
象
を
持
ち
ま
し
た
。
ほ

ど
な
く
し
て
、有
馬
棟
梁
か
ら
「
う
ち
で
一

緒
に
や
ら
な
い
か
」と
誘
わ
れ
ま
し
た
。
迷

い
も
あ
り
ま
し
た
が
「
こ
の
人
た
ち
と
一
緒

な
ら
、面
白
い
仕
事
が
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
」と
い
う
直
感
を
信
じ
、匠
弘
堂
へ
の
入

社
を
決
意
し
ま
し
た
。

「
自
分
の
や
り
方
に

こ
だ
わ
ら
な
い
」と
い
う
こ
だ
わ
り
。

　

入
社
し
て
最
初
の
現
場
は
、沖
縄
県
・
首

里
城 

奥
書
院
の
復
元
工
事
。
世
界
遺
産
に

も
登
録
さ
れ
て
い
る
歴
史
的
価
値
の
高
い

建
物
で
す
し
、新
し
い
メ
ン
バ
ー
と
の
初
仕

事
と
い
う
こ
と
で
緊
張
し
ま
し
た
。
こ
れ
ま

で
に
培
っ
た
「
自
分
の
仕
事
の
ス
タ
イ
ル
」

が
あ
り
ま
し
た
が
、こ
だ
わ
ら
な
い
よ
う
に

し
よ
う
と
当
時
よ
く
考
え
て
い
た
の
を
覚

え
て
い
ま
す
。
今
、働
い
て
い
る
の
は
若
い

大
工
が
集
う
匠
弘
堂
で
、こ
こ
に
は
こ
こ
の

〝
仕
事
の
流
儀
〞が
あ
る
。
中
途
で
入
社
し
た

立
場
と
し
て
き
ち
ん
と
汲
み
取
ろ
う
、と
強

く
意
識
し
ま
し
た
。

　

入
社
し
て
気
づ
い
た
の
は
、匠
弘
堂
に
は

「
み
ん
な
で
協
力
す
る
」と
い
う
文
化
が
強
く

根
づ
い
て
い
る
こ
と
。
現
場
で
の
仕
事
を
は

じ
め
、宿
舎
の
掃
除
や
料
理
に
関
し
て
も

「
若
手
だ
か
ら
こ
れ
を
や
れ
」み
た
い
な
空

気
が
あ
ま
り
な
い
ん
で
す
。
よ
そ
の
宮
大
工

会
社
の
中
に
は
、若
手
を
下
働
き
と
し
て
扱

う
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
の
で
、匠
弘
堂
の
ス
タ

イ
ル
は
新
鮮
で
し
た
。
い
つ
で
も
お
互
い
が

気
持
ち
よ
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と

れ
る
よ
う
に
配
慮
し
合
え
る
の
が
匠
弘
堂

の
よ
さ
で
す
。
す
ご
く
い
い
空
気
で
、私
も

す
ぐ
に
溶
け
込
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

若
い
職
人
た
ち
に
求
め
る
の
は
、

「
踏
み
込
む
勇
気
」。

　

現
在
、私
は
匠
弘
堂
の
副
棟
梁
と
し
て
若

い
大
工
た
ち
を
指
導
す
る
立
場
で
す
。
指
導

に
お
い
て
い
ち
ば
ん
大
切
に
し
て
い
る
の

は
、「
踏
み
込
む
勇
気
」を
持
っ
て
も
ら
う
こ

と
。
た
と
え
ば
、先
輩
か
ら
の
指
示
に
後
輩

が
「
は
い
！
」と
元
気
よ
く
返
事
を
し
て
く

れ
た
と
し
て
も
、内
容
が
全
然
伝
わ
っ
て
い

な
か
っ
た
…
…
と
い
う
こ
と
が
よ
く
あ
り

ま
す
。
そ
こ
に
は
伝
え
る
側
の
努
力
が
必
要

な
の
で
す
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、聞
き
返
し
や
す
い
空
気
を

つ
く
り
つ
つ
、「
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
っ

た
ら
何
度
で
も
聞
い
て
く
れ
」と
若
手
に
伝

え
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
行
き
違
い
を

解
消
す
る
よ
う
心
が
け
て
い
ま
す
。

　

先
輩
に
聞
き
返
す
の
は
怖
い
と
思
い
ま

す
。
で
も
、そ
こ
で
一
歩
踏
み
込
む
こ
と
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
い
い
仕
事
が
で
き
る
。
宮

大
工
に
限
ら
ず
、若
く
し
て
職
人
の
道
を
志

す
若
い
人
た
ち
に
は
、こ
の
勇
気
を
持
っ
て

ほ
し
い
な
と
思
い
ま
す
。

し
ん
ど
い
日
の
ほ
う
が

は
る
か
に
多
い
。そ
れ
で
も

宮
大
工
を
す
る
理
由
。

　
宮
大
工
に
な
っ
て
か
ら
、も
う
す
ぐ
二
十
七

年
が
経
ち
ま
す
。
ま
さ
か
自
分
が
こ
ん
な
に

長
く
大
工
を
や
る
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
（
笑
）。
宮
大
工
の
仕
事
は
（
ど
ん
な

仕
事
で
も
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
が
）
大
変
な

こ
と
や
し
ん
ど
い
こ
と
の
ほ
う
が
多
い
で

す
。
そ
れ
で
も
私
が
こ
こ
ま
で
や
っ
て
こ
ら

れ
た
の
は
、建
物
が
完
成
し
た
と
き
に
、施

主
さ
ま
や
檀
家
さ
ま
、門
信
徒
さ
ま
か
ら
頂

戴
す
る
感
謝
の
言
葉
が
う
れ
し
い
か
ら
で
す
。

　

ま
た
、匠
弘
堂
で
は
「
五
十
年
に
一
度
、

百
年
に
一
度
の
貴
重
な
機
会
を
思
い
出
深

い
も
の
に
し
て
ほ
し
い
」と
い
う
横
川
社
長

の
考
え
も
あ
り
、頻
繁
に
現
場
の
見
学
会
や

説
明
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
見
学
会
に
い

ら
っ
し
ゃ
っ
た
方
が
「
お
寺
の
こ
ん
な
部
分

を
は
じ
め
て
見
ま
し
た
」「
こ
ん
な
ふ
う
に
工

事
を
さ
れ
る
ん
で
す
ね
」と
驚
い
て
く
だ
さ

る
声
が
聞
こ
え
る
ん
で
す
よ
ね
。「
い
つ
も
お

疲
れ
さ
ま
で
す
、あ
り
が
と
う
」と
感
謝
の
言

葉
を
い
た
だ
く
こ
と
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ

ん
。そ
う
い
う
と
き
、「
あ
あ
、宮
大
工
に
な
っ

て
よ
か
っ
た
な
」と
心
か
ら
思
い
ま
す
。

宮
大
工
歴
二
十
六
年
の
ベ
テ
ラ
ン
で
、

副
棟
梁
と
し
て

若
き
職
人
た
ち
を
束
ね
る
重
要
な
存
在
。

よ
い
仕
事
に
必
要
な

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」の
大
切
さ
に
つ
い
て
、

自
身
の
実
践
、若
手
に
伝
え
た
い
こ
と
を
語
る
。
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そ
れ
ぞ
れ
の

覚
悟
は
揺
る
が
な
い
。

「
宮
大
工
」は

僕
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
だ
と
、

今
、自
信
を
持
って
言
え
る
。

宮
大
工

山
本
択
哉

２
０
１
３
年
入
社

山
梨
県
出
身

「
自
分
で
な
ん
と
か
す
る
」

と
い
う
意
識
が
強
く
な
っ
た
。

　

匠
弘
堂
に
戻
り
、最
初
に
携
わ
っ
た
の
が

徳
島
県
の
Ｄ
寺
の
庫
裡
客
殿
新
築
工
事
で
し

た
。
こ
の
三
年
間
で
も
特
に
印
象
に
残
っ
て

い
る
現
場
で
、有
馬
棟
梁
か
ら
は
じ
め
て「
墨

付
け
」を
任
さ
れ
、と
て
も
驚
い
た
の
と
同
時

に
う
れ
し
か
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

墨
付
け
は
木
材
の
加
工
を
行
う
前
に
、加
工

す
る
部
分
に
印
を
つ
け
る
、と
て
も
責
任
の

重
い
仕
事
で
す
。
そ
の
重
要
性
を
充
分
に
理

解
し
て
い
た
の
で
、二
十
枚
近
く
あ
っ
た
設

計
図
面
を
何
度
も
見
て
、徹
底
的
に
頭
に
叩

き
込
ん
で
作
業
に
臨
み
ま
し
た
。
あ
の
時
の

緊
張
感
は
、今
で
も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
仕
事
を
や
り
遂
げ
、大
き
な
ミ
ス
も

な
く
建
て
方
が
で
き
た
経
験
は
、今
の
自
分

を
形
成
し
た
要
因
の
ひ
と
つ
（
先
輩
方
の
サ

ポ
ー
ト
に
も
感
謝
し
て
い
ま
す
）。
ま
た
、結

婚
し
て
家
族
を
持
ち
、守
る
べ
き
人
が
で
き

て
、も
っ
と
仕
事
を
頑
張
ろ
う
！　

と
い
う

気
持
ち
が
強
く
な
り
ま
し
た
。

人
の
仕
事
を「
綺
麗
」だ
と
感
じ
る
。

そ
れ
は
造
形
に

限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

　

高
校
を
卒
業
し
て
匠
弘
堂
に
入
社
し
て
間

も
な
い
こ
ろ
、小
滝
さ
ん
か
ら
「
匠
弘
堂
の

メ
ン
バ
ー
に
限
ら
ず
、い
ろ
い
ろ
な
人
の
仕

事
を
見
に
行
き
な
さ
い
」と
教
わ
り
ま
し
た
。

以
来
、た
く
さ
ん
の
方
々
の
姿
を
観
察
す
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
見
る
こ
と
に
よ
っ

て
、建
物
は
施
主
さ
ん
が
い
て
、設
計
士
さ

ん
、大
工
さ
ん
、瓦
屋
さ
ん
、左
官
屋
さ
ん

…
…
と
、多
く
の
方
の
協
力
で
成
り
立
っ
て

い
る
と
実
感
。
特
に
社
寺
建
築
は
、何
十
年
、

何
百
年
も
残
る
も
の
に
な
る
た
め
、品
質
上

の
弱
点
は
決
し
て
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
全
員
が

気
を
配
り
、チ
ー
ム
一
丸
と
な
っ
て
作
業
を

進
め
る
こ
と
は
、い
い
仕
事
を
す
る
た
め
に

不
可
欠
だ
と
思
い
ま
す
。

　

岡
本
棟
梁
の
「
十
二
の
教
え
」の
中
で
は

〝
感
〞が
一
番
好
き
で
す
。
こ
れ
は
、ま
ず
己

が
感
動
せ
よ
と
い
う
言
葉
で
す
。
こ
の
言
葉

を
知
っ
て
か
ら
、感
情
を
研
ぎ
澄
ま
す
こ
と

を
意
識
す
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
す
る
と
、

造
形
や
所
作
、道
具
の
使
い
方
な
ど
「
綺
麗

だ
な
」と
感
動
す
る
仕
事
が
増
え
た
ん
で
す
。

匠
弘
堂
の
メ
ン
バ
ー
を
見
て
い
る
と
、自
分

も
も
っ
と
丁
寧
な
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
と
気

が
引
き
締
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
、ほ
か
の
人

が
行
っ
た
仕
事
の
丁
寧
さ
に
、今
よ
り
も
多

く
気
づ
け
る
人
で
あ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

先
輩
に
し
て
も
ら
っ
た

「
気
づ
き
」を
後
輩
に
。

　

匠
弘
堂
の
メ
ン
バ
ー
は
み
ん
な
仲
が
い
い

の
で
す
が
、特
に
副
棟
梁
の
髙
橋
さ
ん
と
は

た
ま
に
飲
み
に
行
く
ほ
ど
。
酒
の
場
で
も
仕

事
の
話
題
ば
か
り
で
、や
は
り
み
ん
な
本
当

に
仕
事
が
好
き
な
ん
だ
な
と
感
じ
ま
す
。

　

匠
弘
堂
に
戻
っ
て
三
年
、後
輩
を
指
導
す

る
立
場
に
な
り
ま
し
た
。
先
輩
と
し
て
至
ら

な
い
部
分
も
ま
だ
ま
だ
あ
る
な
と
感
じ
て
い

ま
す
。
た
だ
、後
輩
の
い
い
仕
事
を
見
つ
け

た
ら
、な
に
が
ど
う
よ
か
っ
た
か
を
本
人
に

直
接
伝
え
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　

後
輩
を
積
極
的
に
褒
め
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、先
輩
方
の
影
響
が
大
き
い
で
す
。匠
弘

堂
に
は
技
術
面
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、人
間

的
に
も
憧
れ
の
先
輩
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

僕
が
悩
ん
で
い
る
と
き
も
、い
ち
早
く
髙
橋

さ
ん
が
気
づ
い
て
話
を
聞
い
て
く
れ
て
心
が

軽
く
な
り
ま
し
た
。
口
に
出
し
て
い
な
い
の

に
声
を
か
け
て
く
れ
て
、「
僕
を
し
っ
か
り
見

て
く
れ
て
い
る
ん
だ
な
」と
本
当
に
う
れ
し

か
っ
た
で
す
。僕
も
髙
橋
さ
ん
の
よ
う
に
、後

輩
が
悩
ん
で
い
た
ら
す
ぐ
に
気
づ
い
て
あ
げ

ら
れ
る
、遠
慮
な
く
話
を
し
て
も
ら
え
る
よ

う
な
存
在
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

信
頼
さ
れ
る
こ
と
は
、

人
間
性
を
磨
く
こ
と
。

　

あ
ら
め
て
、宮
大
工
の
仕
事
を
と
て
も
誇

り
に
思
っ
て
い
ま
す
し
、ず
っ
と
こ
の
仕
事

を
続
け
て
い
き
た
い
で
す
。
目
指
し
て
い
る

の
は
「
こ
の
人
に
任
せ
た
ら
大
丈
夫
！
」と

仕
事
を
託
さ
れ
る
宮
大
工
で
す
。
信
頼
を
得

る
た
め
に
は
、技
術
を
磨
き
続
け
る
の
は
も
ち

ろ
ん
、「
人
間
性
」も
育
て
て
い
く
こ
と
が
必
要

だ
と
い
う
考
え
に
辿
り
着
い
て
い
ま
す
。

　

匠
弘
堂
の
中
だ
け
で
は
な
く
、お
客
さ
ま

に
も
信
頼
さ
れ
る
宮
大
工
に
な
る
た
め
、岡

本
棟
梁
の
教
え
を
心
に
留
め
て
実
践
し
、人

間
の
豊
か
さ
を
培
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。日
々
の
細
か
な
こ
だ
わ
り
や
、小
さ
な
い

い
仕
事
を
積
み
重
ね
、一
歩
ず
つ
理
想
の
姿

に
近
づ
い
て
い
き
た
い
。そ
の
た
め
に
は
、ど

ん
な
仕
事
で
も
丁
寧
に
、自
分
の
考
え
る
「
キ

レ
イ
な
仕
事
」が
で
き
る
よ
う
に
頑
張
り
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

匠
弘
堂
は
全
員
、お
客
様
に
対
す
る
強
い

思
い
と
誠
実
さ
を
持
っ
て
い
ま
す
。
僕
も
匠

弘
堂
の
名
に
恥
じ
ぬ
よ
う
、日
々
コ
ツ
コ
ツ

と
丁
寧
に
仕
事
を
し
て
い
き
た
い
で
す
。

匠
弘
堂
を
一
度
離
れ
た
山
本
択
哉
。

そ
の
後
、戻
っ
て
き
て
か
ら
三
年
が
経
っ
た
今
、

変
化
し
た
仕
事
観
、

後
輩
に
対
す
る
思
い
な
ど
を
率
直
に
語
る
。
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現
場
だ
け
で
は
な
く
、

建
築
全
体
を

知
る
努
力
を

続
け
て
い
き
た
い
。

宮
大
工

小
島
新
吾

2
0
1
6
年
入
社

神
奈
川
県
出
身

　

子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
木
工
が
大
好
き
で
、

中
学
で
は
木
工
部
で
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
つ

く
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、大
工
に
な
る

た
め
の
工
業
高
校
に
入
学
。
そ
こ
で
宮
大
工

の
存
在
を
知
り
、鎌
倉
の
棟
梁
に
「
本
気
で

宮
大
工
に
な
り
た
い
な
ら
、京
都
で
修
業
し

な
さ
い
」と
ア
ド
バ
イ
ス
さ
れ
、匠
弘
堂
の

門
を
叩
き
ま
し
た
。

　

僕
は
大
工
で
す
が
二
級
建
築
士
の
資
格
を

持
っ
て
い
ま
す
。
入
社
二
年
目
の
タ
イ
ミ
ン

グ
で
取
得
し
た
の
で
す
が
、仕
事
が
終
わ
っ

て
か
ら
家
で
勉
強
し
た
り
、会
社
の
休
憩
時

間
に
勉
強
し
た
り
と
コ
ツ
コ
ツ
続
け
ま
し

た
。
試
験
の
直
前
に
は
、社
長
が「
ち
ゃ
ん
と

勉
強
し
な
あ
か
ん
」と
お
休
み
を
く
れ
て
、

う
れ
し
か
っ
た
思
い
出
が
あ
り
ま
す
。
二
級

建
築
士
の
知
識
に
は
、宮
大
工
の
仕
事
に
関

わ
っ
て
く
る
こ
と
も
結
構
あ
る
ん
で
す
よ

ね
。
だ
か
ら
〝
資
格
〞が
欲
し
い
と
い
う
よ
り

も
、「
宮
大
工
に
い
か
し
た
い
」と
い
う
思
い

も
強
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

設
計
が
や
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
い

な
い
大
工
に
は
、い
い
仕
事
は
で
き
な
い
の

で
は
、と
思
っ
て
い
ま
す
。現
場
だ
け
で
は
な

く
、建
築
全
体
の
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。ま
た
、法
規
を
知
っ
て

い
る
こ
と
も
プ
ラ
ス
に
働
い
て
い
ま
す
。
こ

れ
か
ら
も
、〝
大
工
〞と
い
う
仕
事
に
だ
け
集

中
す
る
の
で
は
な
く
、建
築
全
体
の
こ
と
を

知
る
努
力
を
続
け
て
い
き
た
い
で
す
。

　

僕
が
「
宮
大
工
」と
い
う
仕
事
に
興
味
を

持
ち
は
じ
め
た
の
は
高
校
生
の
と
き
。
趣
味

で
関
西
の
お
寺
巡
り
を
し
て
い
る
う
ち
に
、

自
分
も
お
寺
や
神
社
を
支
え
る
仕
事
が
で
き

た
ら
い
い
な
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
が

き
っ
か
け
で
す
。

　

匠
弘
堂
に
入
社
し
て
、ま
ず
新
鮮
だ
っ
た

の
は
「
大
工
道
具
」の
存
在
で
し
た
。大
工
道

具
を
本
格
的
に
扱
う
よ
う
に
な
る
と
あ
っ
と

い
う
間
に
愛
着
が
湧
い
て
、道
具
が
大
好
き

に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
社
長
や
ま
わ
り
の

宮
大
工
か
ら
も
「
義
久
は
本
当
に
道
具
好
き

だ
よ
な
ぁ
」と
言
わ
れ
る
ほ
ど
（
笑
）。
大
工

道
具
は
使
っ
て
い
る
う
ち
に
切
れ
味
が
悪
く

な
り
、調
整
が
必
要
と
な
り
ま
す
。道
具
の
手

入
れ
も
仕
事
の
う
ち
で
す
が
、僕
は
、休
み
の

日
で
も
刃
を
研
ぎ
、錆
び
な
い
よ
う
油
を
塗

る
な
ど
し
て
、道
具
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

　

道
具
の
手
入
れ
を
念
入
り
に
す
る
の
は
、

自
分
が
好
き
だ
か
ら
と
い
う
の
も
も
ち
ろ
ん

で
す
が
、初
代
の
岡
本
棟
梁
の
言
葉
を
実
践

し
て
い
る
と
い
う
理
由
も
あ
り
ま
す
。
そ
の

言
葉
は
「
し
っ
か
り
準
備
し
て 

一
日
の
仕

事
に
備
え
る
」。
き
ち
ん
と
手
入
れ
が
な
さ

れ
た
道
具
を
使
う
と
、い
い
仕
事
を
早
く
で

き
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

匠
弘
堂
に
は
高
校
を
卒
業
し
た
ば
か
り
の

十
代
の
新
卒
も
入
っ
て
く
る
の
で
、教
え
る

こ
と
も
増
え
ま
し
た
。「
こ
の
人
に
任
せ
た
ら

キ
レ
イ
な
い
い
仕
事
を
し
て
く
れ
る
」と

思
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
、頼
れ
る
大
工
を

目
指
し
て
こ
れ
か
ら
も
頑
張
り
ま
す
！

キ
レイ
な
仕
事
を

目
指
し
て

宮
大
工

義
久
雄
介

2
0
1
6
年
入
社

大
阪
府
出
身

仕
事
の
流
儀

そ
れ
ぞ
れ
の
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大
先
輩
の

背
中
を
追
っ
て
、

学
ぶ
日
々
。

宮
大
工

中
習

谷
本
慶
介

2
0
1
8
年
入
社

香
川
県
出
身

　

子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
大
工
に
憧
れ
、念
願

叶
い
、宮
大
工
に
な
り
ま
し
た
。
と
に
か
く

「
木
」が
大
好
き
で
、毎
日
「
木
」を
触
っ
て
い

る
に
も
関
わ
ら
ず
、休
日
も
靴
箱
を
つ
く
っ

た
り
、ケ
ヤ
キ
の
角
材
で
小
物
入
れ
を
つ
く

る
な
ど
、い
つ
も
「
木
」と
接
し
て
い
ま
す
。

ま
だ
経
験
も
浅
く
、勉
強
の
毎
日
で
す
が
、

諸
先
輩
の
お
か
げ
で
少
し
ず
つ
成
長
し
て
い

る
な
ぁ
、と
実
感
し
て
い
ま
す
。
寸
法
通
り

に
で
き
た
、イ
メ
ー
ジ
通
り
に
進
め
ら
れ
た
な

ど
、宮
大
工
職
人
と
し
て
当
た
り
前
の
よ
う
に

仕
事
を
こ
な
せ
た
瞬
間
が
う
れ
し
い
で
す
。

　

大
ベ
テ
ラ
ン
の
藤
井
さ
ん
と
組
む
機
会
が

多
く
、学
ぶ
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

あ
る
と
き
、藤
井
さ
ん
の
意
図
を
正
し
く
理

解
で
き
ず
、行
き
違
い
が
あ
り
ま
し
た
。
で

も
藤
井
さ
ん
は
僕
が
納
得
す
る
ま
で
向
き

合
っ
て
く
れ
る
ん
で
す
。「
わ
か
ら
な
い
こ
と

は
自
分
の
言
葉
で
説
明
で
き
る
よ
う
に
な
る

ま
で
聞
き
返
し
て
教
わ
り
、自
分
の
血
肉
に

す
る
」と
学
び

│
こ
れ
は
、後
輩
た
ち
に

必
ず
伝
え
る
と
決
め
て
い
ま
す
。

　

目
標
は
、匠
弘
堂
の
宮
大
工
と
し
て
生
き

て
い
く
う
え
で
、「
こ
れ
だ
っ
た
ら
絶
対
に
負

け
な
い
」と
い
う
強
み
を
持
つ
こ
と
。そ
の
た

め
に
は
、目
の
前
の
仕
事
に
丁
寧
に
向
き
合

う
こ
と
。
自
分
を
育
て
て
く
れ
る
先
輩
た
ち

に
負
け
な
い
ほ
ど
、僕
も
後
輩
に
と
っ
て〝
誇

れ
る
先
輩
〞に
な
れ
る
よ
う
、匠
弘
堂
の
看
板

を
背
負
う
ひ
と
り
と
し
て
精
進
し
ま
す
。

　

匠
弘
堂
と
の
出
会
い
は
本
当
に
偶
然
で
し

た
。Tw

itter

で
「D

E
SIG
N

 W
E
E
K

 

K
Y
O
T
O

」の
告
知
を
た
ま
た
ま
見
か
け
、

オ
ー
プ
ン
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
を
経
て
イ
ン
タ
ー
ン

シ
ッ
プ
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

試
し
に
働
い
た
こ
と
で
一
番
ギ
ャ
ッ
プ
を

感
じ
た
の
は
、職
人
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
で

す
。
当
初
、「
職
人
さ
ん
は
怖
い
」と
い
う
印

象
を
抱
い
て
い
ま
し
た
が
、匠
弘
堂
の
み
な

さ
ん
は
親
し
み
や
す
く
話
し
や
す
い
雰
囲
気

で
、取
っ
つ
き
に
く
さ
や
、怖
さ
が
い
っ
さ

い
な
い
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
仕

事
に
向
か
う
姿
勢
は
、と
こ
と
ん
真
面
目
で

常
に
真
剣
そ
の
も
の
。
や
さ
し
さ
と
厳
し
さ

の
メ
リ
ハ
リ
を
感
じ
ら
れ
る
空
気
が
、と
て

も
心
地
よ
く
、「
大
学
卒
業
後
は
、絶
対
匠
弘

堂
に
入
社
す
る
！
」と
決
め
ま
し
た
。

　

日
々
仕
事
を
教
え
て
も
ら
い
な
が
ら
、先

輩
た
ち
の
仕
事
ぶ
り
を
見
て
い
る
と
「
も
っ

と
い
ろ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
た

い
！　

技
術
を
磨
い
て
い
き
た
い
！
」と
強

く
思
い
ま
す
。
今
は
「
自
分
の
大
工
道
具
を

持
て
る
よ
う
に
な
る
」こ
と
が
目
標
で
す
。

「
伝
統
に
直
接
携
わ
っ
て
い
る
」と
い
う
喜

び
や
緊
張
感
は
、今
の
僕
に
と
っ
て
か
け
が

え
の
な
い
も
の
。
い
つ
か
「
自
分
の
手
で
日

本
の
伝
統
を
守
っ
て
い
る
ぞ
」と
胸
を
張
っ

て
言
え
る
よ
う
、目
の
前
の
仕
事
を
大
切
に
、

真
面
目
に
生
き
生
き
と
取
り
組
ん
で
い
き
た

い
で
す
。

や
さ
し
さ
と
厳
し
さ
の

メ
リハリ
を
感
じ
ら
れ
る

匠
弘
堂
な
ら
で
は
の

心
地
よ
い
空
気
。

宮
大
工

見
習

稲
葉
耕
介

2
0
2
0
年
入
社

長
野
県
出
身

仕
事
の
流
儀

そ
れ
ぞ
れ
の
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仕
事
の
流
儀

そ
れ
ぞ
れ
の

日
本
の
歴
史
や

伝
統
を
守
っ
て
い
る
と

自
信
を
持
って
言
え
る

宮
大
工
に
。

宮
大
工

見
習

鈴
木
稜
生

2
0
2
0
年
入
社

山
梨
県
出
身

　

僕
が
宮
大
工
の
存
在
を
知
っ
た
き
っ
か
け

は
、中
学
校
の
修
学
旅
行
で
訪
れ
た
京
都
・
奈

良
で
し
た
。
清
水
寺
や
銀
閣
寺
な
ど
の
有
名

な
神
社
仏
閣
を
見
て
ま
わ
る
中
で
、子
ど
も

な
が
ら
に
「
カ
ッ
コ
い
い
！
」と
思
い
、大
工

を
志
し
ま
し
た
。

　

匠
弘
堂
に
就
職
し
て
か
ら
、は
じ
め
て
の

ひ
と
り
暮
ら
し
、は
じ
め
て
の
宮
大
工
の
仕

事
を
経
験
中
で
す
。
初
の
現
場
は
兵
庫
県
尼

崎
市
に
あ
る
本
興
寺
と
い
う
お
寺
で
し
た
。

慣
れ
な
い
作
業
は
と
て
も
大
変
で
し
た
が
、

そ
の
分
終
わ
っ
た
と
き
の
達
成
感
は
大
き

か
っ
た
で
す
！　

匠
弘
堂
の
み
な
さ
ん
の
仕

事
は
と
て
も
丁
寧
で
こ
だ
わ
り
が
あ
っ
て
、

仕
事
の
姿
勢
も
作
業
も
全
部
が
カ
ッ
コ
い

い
！　

目
標
と
な
る
、憧
れ
の
先
輩
が
身
近

に
い
る
か
ら
こ
そ
、「
僕
も
こ
う
な
り
た
い
」

と
思
え
る
の
で
、早
く
先
輩
た
ち
に
追
い
つ

い
て
「
名
実
と
も
に
カ
ッ
コ
い
い
宮
大
工
」に

な
る
べ
く
日
々
精
進
し
て
い
ま
す
。

　

ま
だ
ま
だ
、ひ
よ
っ
こ
で
は
あ
り
ま
す
が

「
日
本
の
歴
史
や
伝
統
を
僕
た
ち
が
守
っ
て

い
る
ん
だ
」と
い
う
宮
大
工
だ
か
ら
こ
そ
の

自
負
と
責
任
を
、常
に
忘
れ
な
い
よ
う
に
し

て
い
き
た
い
で
す
。
も
し
、宮
大
工
を
志
望

し
て
る
と
い
う
人
が
い
た
ら
、「
匠
弘
堂
の
仕

事
は
す
ご
い
ぞ
」「
宮
大
工
っ
て
カ
ッ
コ
い
い

ぞ
」と
伝
え
た
い
で
す
。

私
が
匠
弘
堂
を

目
指
し
た
理
由
。

設
計
室
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1
年
入
社

　

小
さ
な
こ
ろ
か
ら
工
作
や
絵
を
描
く
な
ど

黙
々
と
な
に
か
を
つ
く
る
こ
と
が
好
き
で
し

た
。
建
築
に
興
味
を
持
つ
よ
う
な
っ
た
き
っ

か
け
は
テ
レ
ビ
番
組
。
こ
だ
わ
り
の
お
家
や

建
築
物
に
つ
い
て
家
主
さ
ん
が
魅
力
を
語
る

と
い
う
も
の
で
、そ
れ
ぞ
れ
に
思
い
や
ス

ト
ー
リ
ー
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
を
知
る
に

つ
れ
、建
築
に
興
味
が
湧
き
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、東
日
本
大
震
災
で
家
々
が
濁
流

に
飲
み
込
ま
れ
る
様
子
を
見
て
大
き
な

シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
、「
家
主
の
希
望
を
形
に

し
、災
害
に
も
負
け
な
い
強
い
建
物
を
つ
く

ろ
う
」と
建
築
の
道
を
志
し
ま
し
た
。当
初
は

住
宅
建
築
を
目
指
し
大
学
に
進
学
。し
か
し
、

日
本
建
築
史
を
学
ぶ
う
ち
、町
家
や
古
民
家

の
よ
う
な
伝
統
建
築
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　

就
職
活
動
で
匠
弘
堂
に
出
会
い
、技
術
や

様
式
、先
人
た
ち
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た

道
具
や
知
識
、知
恵
の
積
み
重
ね
を
〝
設
計

と
施
工
の
両
方
〞で
大
切
に
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
感
動
。
社
寺
建
築
へ
の
思
い
が
た
か
ま

り
、念
願
叶
い
匠
弘
堂
に
入
社
し
ま
し
た
。

　

日
々
感
じ
て
い
る
の
は
、岡
本
棟
梁
の
教

え
を
は
じ
め
、諸
先
輩
方
の
仕
事
へ
の
姿
勢

…
…
社
員
全
員
が
、ほ
か
の
人
に
思
い
や
り

を
持
っ
て
接
し
て
い
る
こ
と
の
素
晴
ら
し
さ

で
す
。
新
人
で
あ
る
私
が
や
ら
な
く
て
は
、

と
い
う
こ
と
で
も
、先
輩
が
手
を
差
し
伸
べ

て
く
だ
さ
り
、私
も
も
っ
と
先
回
り
し
て
動

け
る
よ
う
に
な
ら
な
く
て
は
、と
努
力
す
る

毎
日
で
す
。
今
は
サ
ポ
ー
ト
の
役
割
が
多
い

で
す
が
、設
計
技
術
者
と
し
て
一
人
前
に
な

る
こ
と
、宮
大
工
の
仕
事
や
匠
弘
堂
の
よ
さ

を
伝
え
る
た
め
に
S
N
S
を
含
め
た
情
報
発

信
も
盛
り
上
げ
た
い
。
良
質
な
モ
ノ
づ
く
り

へ
の
強
い
信
念
と
活
気
あ
ふ
れ
る
パ
ワ
ー
を

持
っ
た
匠
弘
堂
の
先
輩
方
の
役
に
立
て
る
よ

う
ま
す
ま
す
精
進
し
ま
す
。
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明
治
維
新
前
の
時
代
、「
大
工
」と
は
本
来
建
築
職
人
で
あ
る
工た
く
みを
束

ね
る
ト
ッ
プ
の
こ
と
を
指
し
た
。だ
か
ら
〝
工
の
上
に
大
〞が
つ
い

て
「
大
工
」な
の
だ
。「
大
工
」に
は
各
専
門
職
人
を
ま
と
め
、最
終
完

成
形
ま
で
責
任
を
も
っ
て
統
括
し
て
き
た
と
い
う
歴
史
が
あ
っ
た
。
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与
え
て
く
れ
た
。

社
寺
建
築
の
魅
力

　
た
だ
し
私
が
知
る
と
こ
ろ
の
工
業
製
品
と
社
寺
建

築
で
は
、明
ら
か
に
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
そ
れ
は
時
間
軸
で
あ
る
。

　
宮
大
工
が
生
み
出
す
社
寺
建
築
は
、
先
人
か
ら
の

建
築
技
法
を
大
い
に
駆
使
し
た
巨
大
な
構
造
物
で
あ

る
。
こ
の
構
造
物
は
宮
大
工
に
よ
る
材
料
の
吟
味
に

は
じ
ま
り
、
適
材
適
所
に
配
置
さ
れ
、
解
体
修
理
も

で
き
る
よ
う
に
つ
く
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
長
年
に

わ
た
り
保
存
維
持
す
る
こ
と
が
可
能
で
、
法
隆
寺
の

金
堂
の
よ
う
に
１
３
０
０
年
以
上
の
命
を
今
に
つ
な

い
で
い
る
事
例
も
あ
る
。

　
い
っ
ぽ
う
、
残
念
な
が
ら
現
代
の
工
業
製
品
に
は

こ
の
発
想
が
希
薄
な
の
だ
。
資
本
主
義
社
会
に
お
け

る
高
度
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
一
部
は
、「
よ
り
便
利

に
、
よ
り
安
く
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
世
の
中
に
大
量
に

出
回
っ
た
も
の
の
、
製
品
寿
命
は
こ
と
の
ほ
か
短
い

こ
と
が
「
モ
ノ
の
価
値
」
を
大
幅
に
低
下
さ
せ
、「
モ

ノ
」
を
大
切
に
す
る
意
識
を
も
失
わ
せ
た
。

　
建
築
の
中
で
も
と
り
わ
け
長
き
に
わ
た
っ
て
使
わ

れ
、
し
か
も
長
持
ち
す
る
社
寺
建
築
。
た
ず
さ
わ
っ

た
者
が
こ
の
世
に
い
な
く
な
っ
て
も
、
な
お
、
生
き

続
け
る
社
寺
建
築
。
生
き
る
も
の
す
べ
て
が
な
し
得

な
い
、
永
遠
の
命
を
封
じ
込
め
た
社
寺
建
築
に
は
、

大
い
な
る
パ
ワ
ー
と
魅
力
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い

の
だ
。

「
横
川
君
、『
匠し
ょ
う
め
い明』っ
て

知
っ
と
る
か
」

　
私
は
設
計
事
務
所
勤
務
時
代
に
、「
匠
明
」
と
い

う
桃
山
時
代
に
ま
と
め
ら
れ
た
木き
わ
り
し
ょ

割
書
の
存
在
を
上

司
か
ら
教
え
ら
れ
た
。
そ
こ
に
記
さ
れ
た
五ご
い
た
っ
し
ゃ

意
達
者

と
い
う
、
大
工
が
マ
ス
タ
ー
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

極
意
が
あ
っ
た
。
五
意
と
は「
式
尺
の
墨
か
ね
」「
算

合
」「
手
仕
事
」「
絵
様
」「
彫
物
」。
つ
ま
り
大
工
と

は
各
種
仕
事
は
も
ち
ろ
ん
、図
面
も
描
き
、積
算
（
見

積
も
り
）
し
、原
寸
図
（
規
矩
術
）
を
マ
ス
タ
ー
し
、

彫
刻
も
で
き
た
の
だ
。ま
さ
に
目
か
ら
鱗
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
で
、
自
分
自
身
が
大
工
職
人
以
外
の
分
野

で
社
寺
建
築
に
向
か
う
こ
と
の
正
当
性
に
確
信
を
持

つ
こ
と
が
で
き
、
大
い
に
背
中
を
押
し
て
く
れ
た
。

　

私
は
大
学
時
代
に
機
械
工
学
を
専
攻
し
、
家
電

メ
ー
カ
ー
で
の
設
計
経
験
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
社
寺

建
築
を
理
解
す
る
場
に
お
い
て
非
常
に
力
に
な
っ

た
。
素
材
か
ら
つ
く
り
出
し
た
各
パ
ー
ツ
を
ア
ッ
セ

ン
ブ
リ
し
て
最
終
製
品
に
組
み
上
げ
る
。
こ
の
ざ
っ

く
り
と
し
た
製
造
工
程
と
つ
く
る
た
め
の
設
計
の
作

業
内
容
が
、「
工
業
製
品
の
機
械
設
計
と
似
て
い
る
」

と
直
観
し
た
の
だ
。
社
寺
建
築
の
中
で
も
屋
根
を
構

成
す
る
部
材
は
、
特
に
そ
の
傾
向
が
強
く
、
私
が
い

つ
も
社
寺
建
築
に
メ
カ
ニ
カ
ル
な
部
分
を
感
じ
る
と

こ
ろ
で
も
あ
る
。
屋
根
を
支
え
る
斗と
き
ょ
う栱
、化
粧
垂
木
、

規
格
化
さ
れ
た
パ
ー
ツ
が
理
路
整
然
と
並
び
、
組
み

上
げ
ら
れ
て
い
る
。
機
械
設
計
の
経
験
は
、
建
築
を

学
問
と
し
て
学
ば
な
か
っ
た
私
に
、
こ
こ
で
も
力
を

社
寺
建
築
と

宮
大
工
と
私
、

そ
し
て

設
計
の
こ
と
。
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社
寺
建
築
と

宮
大
工
と
私
、

そ
し
て

設
計
の
こ
と
。

師
匠
の
教
え

　
師
匠
で
あ
る
岡
本
棟
梁
か
ら
は
多
く
の
こ
と
を
教

わ
っ
た
が
、
な
か
で
も
と
り
わ
け
匠
弘
堂
の
モ
ノ
づ

く
り
哲
学
の
根
幹
を
な
す
教
え
が
あ
る
。

「
見
え
る
と
こ
ろ
は
当
た
り
前
、
見
え
な
い
と
こ
ろ

ほ
ど
気
配
り
を
せ
な
あ
か
ん
。

そ
れ
が
建
物
を
強
固
に
し
、
1
0
0
年
2
0
0
年

と
美
し
さ
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
ん
や
。

解
体
し
て
も
、
恥
ず
か
し
ぃ
な
い
仕
事
を
せ
な
あ

か
ん
」

　

モ
ノ
づ
く
り
で
は
意
識
の
あ
る
な
し
に
関
わ
ら

ず
、
結
果
的
に
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
な
っ
て
し
ま

う
箇
所
が
必
ず
で
き
る
。
だ
が
、
表
に
出
て
く
る
品

質
は
、
隠
れ
た
内
面
部
分
を
必
ず
映
し
出
し
て
し
ま

う
。
よ
っ
て
、
最
低
で
も
２
０
０
年
以
上
の
耐
久
性

を
目
指
す
宮
大
工
の
モ
ノ
づ
く
り
で
は
、
材
料
選
定

か
ら
は
じ
ま
る
大
工
作
業
の
す
べ
て
の
工
程
に
お

い
て
、
品
質
を
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
、
見
え
な
い
と

こ
ろ
ま
で
手
を
抜
い
て
は
な
ら
ぬ
、
と
い
う
教
え

で
あ
る
。

　
こ
の
大
切
な
教
え
は
匠
弘
堂
の
名
刺
の
裏
に
も
印

字
さ
れ
、
社
員
全
員
が
実
践
す
べ
き
使
命
と
し
て
持

ち
歩
い
て
い
る
。
名
刺
を
作
成
し
た
後
日
、
偶
然
に

も
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
の
名
言
集
に
ま
っ
た
く

同
じ
言
葉
を
見
つ
け
、
誇
ら
し
く
思
え
た
の
が
懐
か

し
い
。

宮
大
工
と
設
計

　
匠
弘
堂
を
立
ち
上
げ
る
直
前
の
こ
と
、
あ
る
仕
事

中
に
有
馬
と
私
に
向
か
っ
て
、
師
匠
が
「
大
工
と
図

面
描
く
モ
ン
が
上
手
く
揃
っ
た
な
」
と
う
れ
し
そ
う

に
話
し
て
く
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
あ
の
時
、
社
寺

建
築
の
図
面
を
描
く
私
が
、
師
匠
か
ら
は
じ
め
て
認

め
て
も
ら
っ
た
日
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
モ
ノ
づ
く
り
と
い
う
も
の
は
場
当
た
り
的
に
つ
く

り
出
す
こ
と
は
ほ
ぼ
な
く
、
必
ず
事
前
に
構
想
を
練

り
、
図
面
を
描
く
と
い
う
工
程
が
存
在
す
る
。
社
寺

建
築
の
場
合
も
例
外
で
な
く
、
同
じ
木
造
建
築
で
も

住
宅
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
量
の
図
面
が
必
要
と

な
る
。
建
築
家
と
し
て
の
技
量
を
持
ち
合
わ
せ
た
師

匠
は
、
設
計
の
重
要
性
を
充
分
に
認
知
し
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
で
私
が
経
験
し
た
ふ
た
つ
の
業
界
、
製
造

現
場
と
建
築
現
場
の
双
方
に
共
通
し
て
起
こ
っ
て
い

る
、
と
て
も
残
念
な
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
設
計

な
ど
を
行
う
開
発
側
と
実
際
に
組
立
な
ど
を
行
う
つ

く
り
手
側
の
対
立
と
相
互
不
信
だ
。

 

「
よ
い
モ
ノ
を
つ
く
り
た
い
」
と
い
う
思
い
は
同
じ

は
ず
な
の
に
、互
い
の
ベ
ク
ト
ル
の
ず
れ
と
摩
擦
が
、

結
果
と
し
て
品
質
よ
り
も
コ
ス
ト
や
工
期
を
優
先
せ

ざ
る
を
得
な
く
な
る
と
い
う
負
の
作
用
を
も
た
ら
し

て
い
た
の
だ
。
建
築
現
場
で
も
、
設
計
事
務
所
と
建

設
会
社
が
良
好
な
関
係
を
構
築
し
て
い
る
場
合
が
と

て
も
少
な
い
と
感
じ
た
。

　
匠
弘
堂
で
は
こ
の
大
問
題
を
解
消
す
る
た
め
に
、

「
宮
大
工
と
は
、
設
計
デ
ザ
イ
ン
や
積
算
を
も
含
め
た

職
種
」
と
と
ら
え
、
大
工
と
設
計
者
は
互
い
に
力
を

合
わ
せ
る
「
一
心
同
体
の
協
力
者
」
と
す
る
文
化
を

根
付
か
せ
た
。
ど
ち
ら
が
上
で
も
下
で
も
な
い
フ
ェ

ア
な
関
係
は
、
互
い
の
リ
ス
ペ
ク
ト
と
同
時
に
技
術

の
裏
付
け
が
必
要
な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

私の設計信条
宮大工ともに25年以上社寺建築にたずさわってきた経験と機械設計の経験から、
私なりの設計業務に対する信条がある。
これから社寺建築にたずさわろうとする未来の技術者に伝えたい。

1 設計とは意匠・機能・構造（耐久性）を
その時々でバランスよくまとめることである。

2 コスト意識を持つこと。材料の拾い出しと見積りも設計の大切な仕事。

3 1本の線に責任を持つ。1本の線の有無で意味がまったく変わる。

4 寸法はつくり手のことを意識して書き込むこと。
現場で電卓を使わせるな。

5 絶対につくれる、組める設計図とせよ。絵に描いた餅はいらない。

6 曲線はフリーハンドに勝るものはない。自らの手で決めよ。

7 日常的に設計のヒントを収集し、
現場からのフィードバックで品質を高めよ。

8 時には決まったことでも見直し、変える勇気、
提言する勇気を持て。

9 原寸図を極めよ。原寸図はつくり手との重要な会話ツールである。

10 経験値は絶対である。歴史を軽んずるなかれ。
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「
な
に
ご
と
に
お
い
て
も

最
後
は
〝
人
〞。

デ
ジ
タ
ル
で
は
な
く
、

人
の
手
に
よ
る
線
を
生
み
出
す
。

そ
れ
が
〝
い
い
社
寺
建
築
〞へ
の
道
」

宮
大
工
の
仕
事
と
匠
弘
堂
の
使
命

匠弘堂宮大工が果たすべき仕事がある。

● 祈りを込める仕事 （新築建替）
● 歴史をつなぐ仕事 （修理修復）
● 過去をよみがえらせる仕事 （復元復原）

　
こ
れ
ら
の
仕
事
を
通
じ
て
素
晴
ら

し
い
伝
統
的
木
造
建
築
技
術
を
後
世

に
正
し
く
伝
え
る
こ
と
が
、
私
た
ち

匠
弘
堂
の
使
命
。

　
岡
本
棟
梁
は
生
前
、「
人
と
し
て

の
善
し
悪
し
を
し
っ
か
り
教
え
た

ら
、
若
い
も
ん
は
勝
手
に
い
い
仕
事

を
し
よ
る
」
と
、
人
間
教
育
の
大
切

さ
を
重
視
し
て
い
た
。

　
匠
弘
堂
は
こ
れ
に
従
っ
て
、
若
者

の
積
極
的
採
用
と
人
材
教
育
に
取
り

組
ん
で
き
た
。
新
人
見
習
い
に
は
言

葉
使
い
や
身
な
り
な
ど
の
礼
儀
作
法

を
徹
底
し
て
教
え
、
仕
事
中
に
は
常

に
周
囲
へ
の
気
配
り
を
大
切
に
す
る

文
化
を
根
付
か
せ
た
。
機
械
や
電
動

工
具
の
使
用
は
最
小
限
と
し
て
な
る

べ
く
手
作
業
を
推
進
し
、
伝
統
的
な

継
手
・
仕
口
の
技
術
を
し
っ
か
り
と

盛
り
込
み
、
昔
な
が
ら
の
釿
ち
ょ
う
なな
ど
の

道
具
を
使
う
技
術
を
、
実
践
で
も
使

う
な
ど
の
努
力
を
続
け
た
。さ
ら
に
、

そ
の
技
術
を
広
め
る
べ
く
技
能
競
技

大
会
や
大
工
関
連
イ
ベ
ン
ト
に
も
積

極
的
に
参
加
し
て
い
る
。　
　

　
そ
の
結
果
、
創
業
時
か
ら
現
在
に

お
い
て
、
技
術
・
品
質
を
下
げ
る
こ

と
な
く
、
そ
の
う
え
で
社
員
平
均
年

齢
を
約
20
歳
、
若
返
ら
せ
る
こ
と
に

成
功
し
た
。
モ
ノ
づ
く
り
に
対
す
る

モ
ラ
ル
向
上
に
は
特
に
厳
し
く
取
り

組
み
、
品
質
偽
装
な
ど
が
起
こ
り
そ

う
な
状
況
を
徹
底
的
に
排
除
し
て
き

た
。
お
か
げ
で
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
B
t
o
B
の

ユ
ー
ザ
ー
か
ら
も
一
定
の
信
頼
と
評

価
を
い
た
だ
い
て
き
た
。

　
匠
弘
堂
は
こ
れ
ま
で
通
り
、
師
匠

岡
本
棟
梁
の
教
え
を
守
り
、

１
０
０
０
年
先
を
見
据
え
た
宮
大
工

の
仕
事
を
継
承
す
る
こ
と
を
与
え
ら

れ
た
使
命
と
し
て
ま
っ
と
う
し
た

い
。
そ
し
て
、
そ
の
１
３
０
０
年
の

ノ
ウ
ハ
ウ
を
地
球
環
境
存
続
の
ヒ
ン

ト
と
し
て
活
か
す
べ
く
、
技
術
と
情

報
を
オ
ー
プ
ン
に
発
信
し
共
有
し
て

い
き
た
い
。

　

そ
し
て
私
自
身
は
、
生
ま
れ
変

わ
っ
て
も
、
ま
た
全
力
で
社
寺
建
築

に
向
か
い
た
い
と
思
う
。

社
寺
建
築
と

宮
大
工
と
私
、

そ
し
て

設
計
の
こ
と
。
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横
川
│
私
も
有
馬
君
も
同
じ
気
持
ち
だ
ろ
う
け

れ
ど
、
よ
う
や
く
の
二
十
年
で
あ
り
、
あ
っ
と

い
う
間
の
二
十
年
だ
っ
た
な
ぁ
。

有
馬
│
あ
っ
と
い
う
間
と
い
え
ば
、
あ
っ
と
い

う
間
。
お
互
い
、
が
む
し
ゃ
ら
に
頑
張
っ
て
き

ま
し
た
ね
。

横
川
│
起
業
し
て
、
成
長
し
継
続
し
な
が
ら
、

ど
ん
な
に
し
ん
ど
く
て
も
…
…

有
馬
│
頑
張
り
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

岡
本
棟
梁
の
存
在
が
欠
か
せ
な
い
で
す
。

横
川
│
岡
本
棟
梁
の
技
術
と
仕
事
へ
の
姿
勢
、

人
へ
の
や
さ
し
さ
は
本
当
に
素
晴
ら
し
く
。
そ

の
こ
と
は
、
日
頃
か
ら
社
員
を
は
じ
め
、
あ
ち

ら
こ
ち
ら
で
話
し
て
い
る
も
の
の
、
実
際
に
岡

本
棟
梁
と
仕
事
を
し
て
い
な
い
、
会
っ
た
こ
と

が
な
い
若
手
メ
ン
バ
ー
が
増
え
て
き
て
。
せ
っ

か
く
の
記
念
誌
な
の
だ
か
ら
、あ
ら
た
め
て「
人

間
・
岡
本
棟
梁
」
を
伝
え
た
い
な
、
と
。

有
馬
│
今
後
、
こ
ん
な
人
に
は
出
会
え
な
い
と

思
え
る
ほ
ど
に
人
間
味
あ
ふ
れ
る
魅
力
的
な
師

匠
で
。
私
の
仕
事
の
環
境
と
い
う
の
は
、
あ
る

意
味
、
岡
本
棟
梁
だ
か
ら
こ
そ
で
き
た
部
分
が

あ
っ
て
。
フ
リ
ー
に
任
せ
て
く
れ
る
部
分
と
、

「
見
て
倣
え
」
と
い
う
部
分
と
が
あ
っ
て
、
私

に
ピ
タ
リ
と
合
っ
て
い
ま
し
た
。

横
川
│
そ
う
し
た
バ
ラ
ン
ス
も
と
て
も
よ
い
方

だ
っ
た
ね
。岡
本
棟
梁
の
技
術
の
す
ば
ら
し
さ
、

人
間
性
の
や
さ
し
さ
…
…
と
い
う
の
は
、
何
度

も
言
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
本
当
に
す
ご
い
。
そ

れ
を
み
ん
な
に
味
わ
っ
て
も
ら
え
な
い
こ
と
が

悔
し
い
く
ら
い
。
で
も
ね
、
こ
ん
な
ふ
う
に
い

つ
も
「
岡
本
棟
梁
、
す
ご
い
ん
で
す
！
」
と
言

う
と
、
神
格
化
し
て
い
る
と
誤
解
さ
れ
が
ち
な

ん
だ
け
れ
ど
も
。

有
馬
│〝
岡
本
教
〞
と
称
さ
れ
て
。

横
川
│
わ
れ
わ
れ
に
は
、
ま
さ
に
神
さ
ま
な
の

だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
チ
ャ
ー

ミ
ン
グ
な
人
柄
で
。
自
由
と
い
う
か
。

有
馬
│
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
は
わ
が
ま
ま
と
い
う
か

（
笑
）。
そ
こ
に
ま
た
魅
せ
ら
れ
た
と
い
う
か
。

横
川
│
宮
大
工
は
、
遠
方
の
現
場
に
入
る
と
工

事
中
、
ア
パ
ー
ト
を
借
り
て
生
活
も
と
も
に
す

る
よ
ね
。
終
業
後
は
自
由
時
間
だ
け
ど
、
岡
本

棟
梁
が
釣
り
に
行
き
た
い
と
言
え
ば
…
…

有
馬
│
当
然
、
お
付
き
合
い
し
ま
す
。
ど
ん
な

に
疲
れ
て
い
て
も
、
明
日
の
朝
が
早
く
て
も

…
…
堤
防
が
あ
る
場
所
ま
で
ク
ル
マ
で
送
る
。

そ
の
流
れ
で
わ
れ
わ
れ
も
一
緒
に
釣
り
を
し

て
、
結
果
、
楽
し
ん
だ
ん
で
す
け
ど
ね
。
そ
う

い
え
ば
、
あ
の
、
旅
行
の
と
き
に
…
…

横
川
│
私
が
し
く
じ
り
ま
し
た
（
笑
）。
岡
本

棟
梁
が
根
っ
か
ら
の
釣
り
好
き
で
あ
る
こ
と
を

充
分
に
知
っ
て
い
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
あ
る

年
の
慰
安
旅
行
で「
釣
り
の
設
定
」を
忘
れ
て
。

宿
に
着
い
た
途
端
、「
釣
り
は
な
い
ん
か
」
の

ひ
と
言
で
私
の
身
体
が
固
ま
っ
て
し
ま
っ
て
。

有
馬
│
私
は
、
出
産
立
ち
会
い
で
不
参
加
で
し

た
が
、
そ
の
場
に
い
な
く
て
よ
か
っ
た
。

横
川
│
さ
ら
に
は
民
宿
で
の
宴
会
で
も
（
笑
）。

棟
梁
は
食
事
が
終
わ
っ
て
少
し
お
酒
を
飲
む

と
、「
も
う
寝
る
」
と
、
さ
っ
さ
と
寝
ら
れ
て
。

残
っ
た
者
だ
け
で
、
か
な
り
盛
り
上
が
っ
て
騒

い
で
い
た
ら
、「
う
る
さ
い
、
早
く
寝
ろ
、
電

気
消
せ
！
」
と
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
怒
ら
れ
た
。

有
馬
│
あ
と
か
ら
聞
い
て
ぞ
っ
と
し
ま
し
た
。

そ
の
場
に
い
な
く
て
本
当
に
よ
か
っ
た
（
笑
）

横
川
│
い
や
ぁ
、
ホ
ン
マ
、
心
臓
が
止
ま
っ
た
。

で
も
、
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
も
含
め
て
愛
ら
し

い
人
柄
で
大
好
き
だ
っ
た
な
ぁ
。
い
や
、
今
も

現
在
進
行
形
で
大
好
き
で
す
よ
。
何
度
も
何
度

も
言
う
け
れ
ど
、
類
ま
れ
な
る
セ
ン
ス
と
卓
越

し
た
技
術
、
仕
事
へ
の
姿
勢
と
人
の
レ
ベ
ル
に

応
じ
て
任
せ
る
目
利
き
に
感
銘
を
受
け
る
と
同

時
に
、
こ
う
し
た
〝
素
〞
の
姿
を
知
っ
て
い
る

こ
と
が
う
れ
し
く
て
た
ま
ら
な
い
。

有
馬
│
ず
っ
と
話
し
て
い
ら
れ
る
ほ
ど
、
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
。

横
川
│
し
み
じ
み
、
岡
本
棟
梁
が
い
て
こ
そ
の

私
た
ち
な
ん
だ
な
ぁ
、
と
思
う
よ
ね
。

有
馬
│
岡
本
棟
梁
と
同
世
代
の
…
…
一
流
の
銅

板
葺
師
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
ん
だ
け

ど
、「
岡
本
さ
ん
が
う
ら
や
ま
し
い
。
自
分
の

技
術
を
若
者
に
伝
え
ら
れ
る
ん
だ
か
ら
」
と
。

横
川
│
あ
あ
、
そ
の
方
に
は
弟
子
が
い
な
か
っ

た
し
ね
。

有
馬
│
そ
の
姿
を
見
て
、
私
自
身
、
自
分
の
技

術
を
若
手
に
伝
え
る
に
は
早
い
ほ
う
が
い
い
、

79 78

二
十
周
年
の
今
こ
そ
、

あ
ら
た
め
て
、

師
匠・岡
本
棟
梁
の
こ
と
を

伝
え
た
い
。

代表取締役 二代目棟梁

横川総一郎 × 有馬 茂

魅 力 あ ふ れ る 岡 本 棟 梁



と
思
い
ま
し
た
。

横
川
│
後
進
育
成
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
な
り
に

歳
を
取
っ
て
か
ら
と
思
い
が
ち
だ
け
れ
ど
、
そ

う
な
る
と
伝
え
る
相
手
が
い
な
く
な
る
、
と
い

う
こ
と
だ
ね
。

有
馬
│
で
す
ね
。
そ
う
し
た
諸
先
輩
を
見
た
の

で
、私
自
身
は
「
伝
え
る
こ
と
、育
て
る
こ
と
」

に
重
き
を
置
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
自
分
の
後

継
者
と
い
う
よ
り
も
、
歴
史
の
中
、
伝
統
文
化

の
中
の
後
継
者
を
つ
く
る
た
め
に
、
そ
の
担
い

手
に
な
り
た
い
、
と
行
動
し
て
い
ま
す
。

横
川
│
ホ
ン
ト
、
有
馬
君
も
か
っ
こ
い
い
。
岡

本
棟
梁
の
こ
と
を
す
ば
ら
し
い
と
絶
賛
し
て
い

る
け
れ
ど
、
私
は
有
馬
君
の
こ
と
も
そ
う
思
っ

て
い
て
。
い
や
、
岡
本
棟
梁
と
は
違
う
タ
イ
プ

で「
こ
ん
な
人
間
お
ら
ん
！
」と
思
っ
て
い
る
。

う
ち
の
メ
ン
バ
ー
の
み
な
ら
ず
、
他
社
さ
ん
や

フ
リ
ー
の
大
工
さ
ん
ら
に
も
技
術
と
ス
ピ
リ
ッ

ツ
を
惜
し
み
な
く
伝
え
て
い
る
し
ね
。

有
馬
│
岡
本
棟
梁
か
ら
引
き
継
い
だ
も
の
を
、

何
人
に
伝
え
ら
れ
る
か
、
そ
れ
が
自
分
の
役
割

の
ひ
と
つ
で
す
か
ら
。
じ
つ
は
岡
本
棟
梁
の
直

弟
子
で
、
社
寺
を
や
っ
て
い
る
の
は
私
だ
け
。

横
川
さ
ん
も
同
じ
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
人
を
教
育

す
る
と
い
う
こ
と
は
永
遠
の
テ
ー
マ
だ
と
思
い

ま
す
。

横
川
│
匠
弘
堂
を
登
記
す
る
と
き
に
定
款
を
つ

く
っ
て
。
そ
の
な
か
に
「
宮
大
工
の
養
成
」
を

掲
げ
て
い
る
。
私
も
当
初
か
ら
、
教
育
は
大
事

こ
と
。
こ
れ
が
大
前
提
で
「
棟
梁
に
従
っ
て
い

れ
ば
い
い
」
と
い
う
の
は
匠
弘
堂
に
は
な
い
。

つ
ら
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
の
分
楽
し
い
こ
と

も
あ
る
。
そ
の
逆
も
し
か
り
。

横
川
│
若
い
子
が
成
長
し
て
く
れ
て
、
期
待
通

り
の
仕
事
を
こ
な
し
て
く
れ
て
品
質
の
い
い
も

の
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
喜
び
は
す

ご
い
も
の
が
あ
る
よ
ね
。
自
分
が
や
っ
て
つ

く
っ
た
も
の
よ
り
も
、
何
倍
も
う
れ
し
い
し
、

だ
と
考
え
て
い
て
。
人
間
は
い
つ
か
は
死
ぬ
ん

だ
か
ら
、
そ
れ
ま
で
に
伝
え
て
、
教
え
て
…
…

と
し
な
き
ゃ
、
と
。
私
の
父
親
が
〝
人
生
は
駅

伝
み
た
い
な
も
の
。
タ
ス
キ
を
次
の
世
代
に
渡

す
〞
と
い
う
よ
う
な
こ
と
言
っ
て
い
て
。
ま
さ

に
そ
の
通
り
だ
と
思
っ
て
い
る
。

有
馬
│
そ
う
で
す
ね
。
私
は
岡
本
棟
梁
に「
あ
ー

せ
い
、
こ
ー
せ
い
」
と
は
言
わ
れ
な
か
っ
た
け

れ
ど
…
…
技
術
よ
り
も
気
持
ち
を
教
え
て
く
れ

た
。
そ
こ
に
気
持
ち
が
な
い
と
、
教
わ
っ
た
技

術
は
身
に
付
か
な
い
。「
こ
れ
だ
け
で
い
い
や
」

と
言
っ
て
い
る
者
に
は
、
最
高
の
技
術
が
根
付

か
な
い
、
と
。

横
川
│
そ
う
。
心
が
な
い
と
絶
対
に
あ
か
ん
。

だ
か
ら
ね
、
有
馬
君
が
休
日
に
勉
強
会
を
開
い

て
、
原
寸
の
描
き
方
や
、
釿

ち
ょ
う
なは
つ
り
、
技
能
大

会
の
練
習
な
ど
を
匠
弘
堂
ス
タ
ッ
フ
だ
け
で
な

く
、ほ
か
の
人
た
ち
に
も
門
戸
を
開
い
て
い
る
。

あ
あ
、
な
ん
て
す
ば
ら
し
い
こ
と
な
ん
だ
ろ

う
！　
自
分
の
会
社
な
ん
だ
け
れ
ど
、
い
い
会

社
だ
な
ぁ
っ
て
思
う
よ
。

有
馬
│
最
近
で
は
う
ち
の
メ
ン
バ
ー
が
成
長
し

て
、
ほ
か
の
人
た
ち
に
教
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
教
え
る
こ
と
で
力
が
つ
い
て
い

る
こ
と
が
、
な
に
よ
り
う
れ
し
い
で
す
。

横
川
│
う
ん
。
自
分
が
受
け
継
い
だ
も
の
を
、

つ
な
げ
る
義
務
が
あ
る
と
、
み
な
が
意
識
し
て

実
践
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

有
馬
│
ま
ず
自
分
で
考
え
、
そ
れ
を
理
解
す
る

会
社
に
力
が
つ
い
た
な
、
こ
れ
で
引
退
で
き
る

な
、
っ
て（
笑
）

有
馬
│
そ
う
そ
う
（
笑
）。
私
た
ち
、
な
に
よ
り

も
引
退
を
目
標
に
や
っ
て
い
ま
す
か
ら
ね
。

横
川
│
信
じ
て
任
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、

次
の
世
代
に
渡
す
こ
と
。
わ
れ
わ
れ
創
業
メ
ン

バ
ー
が
い
な
く
て
も
、次
の
三
十
年
、四
十
年
、

五
十
年
…
…
百
年
、千
年
と
匠
弘
堂
を
続
け
て
、

大
工
技
術
を
正
し
く
伝
え
て
欲
し
い
ね
。

岡本棟梁のDNAを受け継ぐ

匠弘堂勉強会
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施 工 実 績

門戸厄神東光寺　厄神堂
1983年／兵庫県西宮市

安楽寺　金剛宝拝殿
2011年／徳島県板野郡

丹生川上神社　上社　社殿
1998年／奈良県吉野郡川上村

安楽寺　多宝塔
1990年／徳島県板野郡

本願寺　総門（重要文化財）
2011年／京都府京都市下京区

浄西寺　山門
2007年／山口県下松市

浄圓寺　本堂
2005年／京都府城陽市

善導会　五重塔
1989年／兵庫県西宮市

隨縁寺　本堂
2006年／滋賀県野洲市

天光会　社殿
2010年／京都府京都市左京区

正楽寺　本堂
2006年／大阪府泉佐野市

法性寺　仁王門
2005年／大阪府大阪市

速谷神社　社殿
1988年／広島県廿日市市

恩智神社　拝殿
2000年／大阪府八尾市

本願寺　防災センター
2008年／京都府京都市下京区



西安寺　本堂
2012年／兵庫県西宮市

隨縁寺　山門
2013年／滋賀県野洲市

大井神社　社殿
2009年／京都府亀岡市

速谷神社　斎館・神楽殿
2011年／広島県廿日市市

首里城　奥書院
2013年／沖縄県那覇市

誓祐寺　本堂
2019年／京都府京都市南区

千光寺　本堂
2014年／岡山県都窪郡

知恩院　塔頭　常称院
2017年／京都府京都市東山区



大山稲荷神社　拝殿
2018年／広島県尾道市

藤田美術館　多宝塔
2020年／大阪府大阪市

與能神社　本殿（登録有形文化財）
2015年／京都府亀岡市

照智院　大師堂
2020年／福岡県田川郡

圓徳寺　本堂
2018年／京都府京都市下京区

玉田神社　社殿（登録有形文化財）
2021年／京都府久世郡

光通寺　本堂
2021年／大阪府交野市

速谷神社　儀式殿
2021年／広島県廿日市市
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特
別
対
談

継ぐこと、
続けること、
つなげること。

匠
弘
堂

佐
々
木
酒
造

横
川
総
一
郎

佐
々
木 

晃
×

豊臣秀吉が造営した壮大かつ華麗な城
郭風の邸宅─「聚楽第」。その名を冠
する清酒を醸すのが、1893年（明治26
年）創業の佐々木酒造だ。京都の中心
である“洛中”の酒蔵として知られ、現在、
佐々木 晃さんが四代目として蔵を守る。
ご存じ、俳優・佐々木蔵之介さんのご実
家としても知られ、また“猫社員”のかわ
いさも注目の的。

佐 木々酒造
京都府京都市上京区北伊勢屋町727　
https://www.jurakudai.com

代
々
続
く「
蔵
元
」と
、

未
来
へ
と
つ
な
げ
る「
宮
大
工
」。

　
私
、
横
川
が
か
ね
て
よ
り
お
目
に
か
か
り
た
か
っ
た
筆

頭
が
、
こ
ち
ら
佐
々
木
酒
造
の
佐
々
木 

晃
社
長
で
あ
る
。

私
自
身
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
経
て
、異
業
種
に
飛
び
込
み
、

独
立
起
業
。
初
代
棟
梁
で
あ
る
岡
本 

弘
の
教
え
に
則
り
、

か
つ
発
展
も
さ
せ
な
が
ら
社
寺
建
築
に
携
わ
り
現
在
に
至

る
。
そ
し
て
ま
た
、
過
去
か
ら
受
け
継
い
だ
技
術
を
、
伝

統
的
な
社
寺
建
築
に
施
し
、
こ
れ
か
ら
先
の
長
い
未
来
へ

と
つ
な
げ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
、と
常
々
考
え
て
い
る
。

　
佐
々
木
社
長
も
、
代
々
受
け
継
い
で
こ
ら
れ
た
酒
造
り

を
行
い
な
が
ら
、
今
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
、
魅
力
的
な
品

を
つ
く
り
続
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
い
っ
け
ん
、
ま
っ
た

く
異
な
る
よ
う
だ
が
、わ
れ
わ
れ
両
者
に
は
〝
受
け
継
ぎ
、

続
け
、つ
な
げ
る
〞
と
い
う
共
通
の
使
命
が
あ
る
。
そ
う
、

深
く
思
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◉

横
川
 │
│
数
年
前
の
こ
と
で
す
が
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク

に
共
通
の
友
人
が
い
る
こ
と
か
ら
、
思
い
切
っ
て
申
請
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
回
、
対
談
が
実
現
す
る
と
は

夢
の
よ
う
で
す
。
佐
々
木
酒
造
さ
ん
と
い
え
ば
、
そ
の
歴

史
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
俳
優
の
佐
々
木
蔵
之
介
さ
ん
の

ご
実
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
外
せ
ま
せ
ん
。
蔵
之
介
さ

ん
は
、
佐
々
木
さ
ん
の
お
兄
さ
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
？

佐
々
木
 │
は
い
。
二
番
目
の
兄
で
す
。
本
名
は
〝
秀
明
〞

と
い
い
ま
す
。
私
は
三
兄
弟
の
末
っ
子
で
。

横
川
 │
│
と
な
る
と
…
…
ご
自
分
が
家
業
を
継
ぐ
と
は



91 90

「
ま
さ
か
、

機
械
工
具
の
メ
ー
カ
ー
に

お
勤
め
だ
っ
た
と
は
！
」

横
川
│

考
え
て
お
ら
れ
な
か
っ
た
？

佐
々
木
 │
え
え
。兄
の
ど
ち
ら
か
が
や
る
も
ん
だ
と
思
っ

て
ま
し
た
。
で
も
、
上
の
兄
が
、
下
ふ
た
り
と
違
っ
て
、

小
学
生
の
と
き
か
ら
飛
び
抜
け
て
勉
強
が
よ
く
で
き
た
。

洛
星
高
校
か
ら
東
大
に
進
ん
だ
ほ
ど
で
す
。
で
す
か
ら
、

父
も
、
長
兄
の
こ
と
は
「
商
売
人
じ
ゃ
な
い
な
。
学
者
的

な
も
ん
が
向
い
て
い
る
や
ろ
う
」
と
。
と
な
れ
ば
、
次
の

兄
が
継
ぐ
と
い
う
雰
囲
気
で
。
じ
ゃ
、
私
は
継
が
ん
で
え

え
ん
や
な
と
。

横
川
 │
│
興
味
は
な
か
っ
た
ん
で
す
か
？

佐
々
木
 │
当
初
は
と
く
に
。世
間
に
は
兄
弟
で
取
り
合
っ

て
い
る
よ
う
な
景
気
の
い
い
商
売
も
あ
り
ま
す
が
、
酒
蔵

と
い
う
の
は
厳
し
い
商
売
で
す
か
ら
。
む
し
ろ
、
ち
ょ
っ

と
や
り
た
く
な
い
な
、
ぐ
ら
い
な
気
持
ち
で
し
た
。

　
兄
は
ふ
た
り
と
も
「
自
分
が
せ
な
あ
か
ん
」
と
は
思
っ

て
い
た
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
で
、
二
番
目
の
兄
は
、
東
京

農
大
に
入
り
、
そ
の
の
ち
神
戸
大
の
農
学
部
に
進
み
、
酒

米
・
山
田
錦
の
研
究
を
卒
論
に
し
て
い
ま
し
た
。

横
川
 │
│
で
は
、
当
然
、
継
い
で
く
れ
る
と
…
…
？

佐
々
木
 │
卒
業
後
は
帰
っ
て
く
る
と
。
で
も
、
い
っ
た

ん
就
職
を
し
て
。
大
阪
の
広
告
代
理
店
に
勤
め
る
ん
で
す

が
、
そ
れ
も
実
家
を
考
え
て
の
こ
と
で
し
た
。

横
川
 │
│
広
告
業
が
役
立
つ
と
の
お
考
え
で
？

佐
々
木
 │
は
い
。
昔
は
、「
い
い
お
酒
を
つ
く
れ
ば
、
み

ん
な
買
っ
て
く
れ
る
」
と
い
う
時
代
で
し
た
が
、昨
今
は
、

い
い
お
酒
を
つ
く
る
こ
と
は
当
然
で
、
そ
れ
を
い
か
に

知
っ
て
も
ら
う
か
が
勝
負
で
す
し
ね
。

横
川
 │
│
そ
の
た
め
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
論
を
学
ぶ
べ

く
、
就
職
し
た
の
に
…
…

佐
々
木
 │
だ
っ
た
は
ず
で
す
。
が
、
兄
の
同
期
入
社
に
、

「
ま
す
だ
お
か
だ
」
の
増
田
英
彦
さ
ん
が
い
ら
し
て
。
兄

よ
り
先
に
会
社
を
辞
め
て
、
東
京
に
行
か
れ
た
ん
で
す
。

そ
の
影
響
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
し
ば
ら
く

た
っ
た
ら
、兄
が
「
俳
優
に
な
り
た
い
」
と
言
い
出
し
た
。

横
川
 │
│
増
田
さ
ん
と
蔵
之
介
さ
ん
が
い
る
会
社
っ
て
、

な
に
や
ら
す
ご
い
！　
蔵
之
介
さ
ん
は
、
大
学
時
代
か
ら

芝
居
を
や
っ
て
い
ら
し
て
い
て
、
玄
人
は
だ
し
で
人
気
も

あ
っ
た
そ
う
で
す
ね
。

佐
々
木
 │
「
関
西
日
立
」
と
い
う
会
社
で
、
ド
リ
ル
と
か

丸
の
こ
な
ど
機
械
工
具
を
売
っ
て
い
ま
し
た
。

横
川
 │
│
え
！　
そ
れ
っ
て
、
大
工
さ
ん
の
道
具
で
す

よ
。
な
ん
と
も
す
ご
い
共
通
点
が
あ
り
ま
し
た
。
日
立
さ

ん
の
道
具
は
頑
丈
で
、
と
く
に
モ
ー
タ
ー
が
い
い
。

佐
々
木
 │
は
い
、「
ス
ラ
イ
ド
の
こ
」
で
す
ね
。
大
ヒ
ッ

ト
商
品
で
す
。
私
は
ル
ー
ト
営
業
で
、
機
械
工
具
屋
さ
ん

を
ま
わ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
大
工
さ
ん
も
い
ら
し

て
、
値
切
ら
れ
な
が
ら
も
、
い
ろ
い
ろ
と
学
ば
せ
て
も
ら

い
ま
し
た
。
お
か
げ
さ
ま
で
、
工
具
屋
さ
ん
に
は
、
い
ま

だ
に
可
愛
が
っ
て
い
た
だ
い
て
ま
す
。

横
川
 │
│
私
も
そ
う
で
す
が
、
自
分
の
と
こ
ろ
だ
け
で

な
く
、
外
の
世
界
も
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
強
み
だ

と
思
い
ま
す
。

佐
々
木
 │
ま
さ
し
く
で
す
。
し
か
も
、
自
社
の
製
品
を

実
際
に
使
う
方
々
の
リ
ア
ル
な
声
を
聞
く
こ
と
が
で
き

た
、
と
い
う
の
は
大
き
い
で
す
。

横
川
 │
│
す
ご
い
情
報
で
す
か
ら
、
現
場
の
声
は
。

佐
々
木
 │
で
す
ね
。
大
工
さ
ん
ら
は
た
く
さ
ん
教
え
て

く
だ
さ
る
ん
で
す
よ
。
そ
う
し
て
教
わ
っ
た
こ
と
…
…
た

と
え
ば
、
取
り
扱
い
の
良
し
悪
し
や
改
善
点
な
ど
を
開
発

部
に
伝
え
る
ん
で
す
が
、
取
り
合
っ
て
も
ら
え
ず
。
忸
怩

た
る
思
い
を
し
ま
し
た
。

　
今
、考
え
る
と
、新
入
社
員
が
熱
く
語
っ
た
と
こ
ろ
で
、

長
年
、
開
発
を
し
て
き
た
先
輩
に
し
て
み
れ
ば
、「
そ
ん

な
の
わ
か
っ
て
る
わ
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う

け
れ
ど
ね
。

横
川
 │
│
ど
ち
ら
の
気
持
ち
も
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
じ

つ
は
私
は
、
某
家
電
メ
ー
カ
ー
で
設
計
を
し
て
い
た
ん
で

佐
々
木
 │
大
学
の
演
劇
部
の
先
輩
が
立
ち
上
げ
た
劇
団

に
入
り
、
新
入
社
員
の
く
せ
に
、
有
給
を
使
っ
て
舞
台
に

出
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
、あ
る
日
、「
晃
、酒
屋
、や
っ

て
く
れ
へ
ん
か
」
と
言
わ
れ
ま
し
て
。
な
の
で
、
私
は
、

父
親
に
「
や
れ
、
継
げ
」
と
言
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
兄

に
決
め
ら
れ
た
と
い
う
。

横
川
 │
│
そ
の
と
き
、
晃
さ
ん
は
大
学
を
卒
業
し
て
、

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
や
っ
て
い
ら
し
た
？

継ぐこと、
続けること、
つなげること。
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「
誰
か
が
や
る
ま
で
、〝
や
り
続
け
る
〞責
任
が
あ
り
ま
す
」

横
川
 │
│
そ
れ
は
、
継
が
ね
ば
な
ら
ぬ
、
絶
や
し
て
は

な
ら
ぬ
、
と
い
う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
で
し
ょ
う
か
。

佐
々
木
 │
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
な

に
ご
と
に
お
い
て
も
「
続
け
て
い
く
に
は
ど
う
し
た
ら
い

い
の
か
？
」
を
常
に
考
え
る
ク
セ
が
つ
い
て
い
ま
す
。
あ

く
ま
で
も
、
佐
々
木
酒
造
の
、
い
え
、
私
の
第
一
の
目
標

は
「
続
け
る
」
こ
と
な
ん
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
売
れ

な
い
と
い
け
な
い
。
売
り
上
げ
が
な
い
こ
と
に
は
、
商
売

は
で
き
ま
せ
ん
か
ら
。

横
川
 │
│
売
れ
る
商
品
づ
く
り
、
生
み
出
す
力
…
…
も

大
変
で
す
。

佐
々
木
 │
「
売
れ
る
商
品
」を
つ
く
り
た
い
と
思
っ
て
も
、

で
き
ま
せ
ん
か
ら
ね
。

横
川
 │
│
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
？

佐
々
木
 │
販
売
店
さ
ん
に
、「
今
、
ど
ん
な
商
品
が
あ
っ

た
ら
、
買
っ
て
く
れ
ま
す
か
」
や
ら
、「
こ
ん
な
商
品
を

つ
く
っ
た
ら
、
ど
ん
だ
け
売
っ
て
く
れ
ま
す
か
？
」
と
聞

い
て
い
ま
す
。

横
川
 │
│
ご
自
分
が
つ
く
り
た
い
、
ヒ
ッ
ト
さ
せ
た
い

と
思
っ
て
の
開
発
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。

佐
々
木
 │
ヒ
ア
リ
ン
グ
や
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
は
不
可

欠
。そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
商
品
も
多
い
で
す
。

「
こ
ん
な
ん
つ
く
っ
た
ら
売
れ
る
か
な
？
」
と
い
う
商
品

も
あ
り
ま
し
た
が
、
や
は
り
売
れ
な
い
。

横
川
 │
│
な
る
ほ
ど
。
お
得
意
様
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た

も
の
、
つ
ま
り
、
現
場
の
声
、
消
費
者
の
声
を
聴
く
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。

佐
々
木
 │
こ
れ
は
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
時
代
に
学
ん
だ
こ

と
で
す
。
そ
の
と
き
は
実
現
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
し
っ
か
り
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
知

る
、
貴
重
な
経
験
で
し
た
。

横
川
 │
│
同
じ
く
よ
い
経
験
で
し
た
。
そ
う
そ
う
、
じ

つ
は
で
す
ね
。
私
の
父
方
の
祖
父
が
日
本
酒
に
ゆ
か
り
あ

る
仕
事
だ
っ
た
ん
で
す
。
山
口
県
の
萩
市
出
身
で
、
神
戸

の
灘
で
修
業
し
て
、
全
国
の
酒
蔵
を
ま
わ
っ
て
、
酒
蔵
の

酒
質
を
と
と
の
え
る
仕
事
、
今
で
い
う
と
こ
ろ
の
ウ
イ
ス

キ
ー
の
ブ
レ
ン
ダ
ー
の
よ
う
な
職
に
就
い
た
そ
う
で
す
。

戦
前
の
こ
と
で
す
が
。

佐
々
木
 │
な
ん
だ
か
、
ご
縁
を
感
じ
ま
す
ね
。
で
は
、

次
は
乾
杯
の
機
会
を
。

横
川
 │
│
〝
つ
な
ぐ
〞
使
命
を
持
つ
者
同
士
と
し
て
、
ま

い
り
ま
し
ょ
う
。

京都在住のイラストレーターさんによ
るラベルもキャッチーな「ゆずリキュー
ル」など顧客ニーズの高い品が並ぶ。

佐
々
木
│

す
。
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
や
は
り
あ
り
ま
し
て
。
私
た
ち

は
あ
く
ま
で
も
新
製
品
を
設
計
し
て
、
次
か
ら
次
へ
と
新

製
品
に
携
わ
る
ん
で
す
。
で
も
同
じ
敷
地
内
の
、
商
品
を

組
み
立
て
る
工
場
か
ら
、
現
場
の
声
が
上
が
っ
て
く
る
ん

で
す
よ
。「
こ
こ
の
部
品
が
組
み
に
く
い
。
こ
の
形
状
を

こ
う
し
て
ほ
し
い
、
あ
あ
し
て
ほ
し
い
、
こ
う
な
ら
へ
ん

の
？
」
み
た
い
に
。
今
な
ら
、
貴
重
な
意
見
と
わ
か
り
ま

す
が
、当
時
は
そ
う
思
え
ず
。
だ
っ
て
、す
で
に
私
ら
は
、

次
の
商
品
開
発
を
し
て
い
る
ん
で
す
か
ら
ね
。

佐
々
木
 │
そ
ん
な
こ
と
言
わ
れ
て
も
…
…
と
な
り
ま
す

よ
ね
。

横
川
 │
│
は
い
。
も
う
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
立
場
の

こ
と
ば
か
り
で
、い
つ
も
責
め
合
っ
て
い
て
。
そ
の
う
ち
、

こ
こ
は
、
な
に
か
違
う
な
、
と
い
う
疑
問
と
と
も
に
、
な

に
か
違
和
感
を
覚
え
は
じ
め
て
…
…

佐
々
木
 │
そ
こ
で
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
が
で
き
る
よ
う

な
仕
事
を
目
指
し
て
、
宮
大
工
さ
ん
を
志
す
ん
で
す
か
？

横
川
 │
│
そ
こ
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ

イ
ン
ト
が
あ
っ
て
。
そ
れ
は
ま
た
別
の
機
会
に
。
さ
て
、

い
よ
い
よ
、
佐
々
木
さ
ん
が
酒
蔵
を
継
ぐ
こ
と
に
な
る
わ

け
で
す
が
。

佐
々
木
 │
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
時
代
、
自
分
の
理
想
と
す
る

働
き
方
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
を
父
に
話
し
て

い
ま
し
た
ら
、「
お
前
、
う
ち
の
酒
蔵
継
い
だ
ら
、
自
分

の
思
い
通
り
の
酒
が
つ
く
れ
る
ぞ
」
と
言
わ
れ
て
。
あ
、

そ
れ
も
お
も
し
ろ
い
か
な
、
と
。
最
初
は
、〝
兄
が
帰
っ

て
く
る
ま
で
〞
つ
な
い
で
お
こ
う
と
思
っ
た
ん
で
す
。
し

ば
ら
く
し
た
ら
、
兄
が
継
ぐ
だ
ろ
う
、
そ
の
と
き
私
は
、

ま
た
違
う
こ
と
を
や
れ
ば
い
い
、
っ
て
思
っ
て
ま
し
た
。

横
川
 │
│
そ
れ
も
不
思
議
で
す
ね
。
ご
兄
弟
で
一
緒
に

や
ろ
う
と
は
考
え
な
か
っ
た
？

佐
々
木
 │
ま
っ
た
く
（
笑
）。
そ
の
と
き
、
私
、
電
気
工

事
を
や
っ
て
み
た
い
な
と
、
資
格
を
取
る
勉
強
も
し
て
ま

し
た
し
ね
。
う
ん
、
ほ
ん
と
、
ピ
ン
チ
ヒ
ッ
タ
ー
の
つ
も

り
で
し
た
。
な
の
に
、
今
も
ず
っ
と
や
っ
て
い
る
。

横
川
 │
│
い
い
で
す
ね
、
こ
の
軽
や
か
さ
は
。
力
が
抜

け
て
い
る
と
い
う
か
。
小
さ
い
と
き
か
ら
、
そ
ん
な
感
じ

な
ん
で
す
か
？

佐
々
木
 │
私
、
ち
ょ
っ
と
気
楽
な
部
分
が
あ
る
ん
で
す

よ
。
上
ふ
た
り
は
神
経
質
で
、
物
事
に
対
し
て
す
ご
く
真

面
目
。
三
人
兄
弟
の
末
っ
子
だ
か
ら
で
す
か
ね
。

横
川
 │
│
そ
う
し
て
継
が
れ
て
や
っ
て
来
ら
れ
て
。
次

の
世
代
の
こ
と
も
お
考
え
に
？

佐
々
木
 │
さ
す
が
に
も
う
、
兄
は
帰
っ
て
こ
な
い
と
思

う
の
で
（
笑
）、
次
は
、
私
の
息
子
が
す
る
の
か
、
上
の

兄
に
は
娘
が
い
ま
す
の
で
、
家
に
誰
か
を
迎
え
入
れ
る
の

か
…
…
誰
が
継
ぐ
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
誰
か
が
や

る
ま
で
、
私
に
は
〝
や
り
続
け
る
〞
責
任
が
あ
り
ま
す
。

継ぐこと、
続けること、
つなげること。
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