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瓦
葺
き
の
仕
事
は
、
当
然
な
が
ら
屋
根
の
上
で
の
高

所
作
業
が
多
い
。
突
然
の
強
風
や
地
震
な
ど
で
危
険
に

さ
ら
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
折
り
し
も
、
茨
城
の
竜
巻

被
害
の
数
日
後
、
栃
木
の
現
場
か
ら
竜
巻
発
生
の
可
能

性
あ
り
と
の
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
や
っ
と
の
思
い

で
育
て
た
職
人
に
何
か
あ
っ
て
か
ら
で
は
遅
い
。
技
を

守
る
と
い
う
こ
と
は
、
技
術
者
を
守
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　「
危
な
い
と
思
た
ら
、
作
業
中
止
し
て
す
ぐ
に
逃
げ

る
ん
や
で
。
工
程
は
わ
し
が
何
と
か
す
る
よ
っ
て
な
」

　
電
話
で
指
示
す
る
山
本
会
長
の
口
調
が
熱
を
帯
び
た
。

　
遠
く
一
四
二
四
年
前
の
飛
鳥
時
代
に
伝
わ
っ
て
以
来
、

瓦
葺
き
や
瓦
造
り
は
日
本
独
自
の
建
築
技
術
と
し
て
発

展
し
て
き
た
。
し
か
し
現
代
は
、
品
質
と
同
様
に
効
率

や
多
様
性
も
重
視
さ
れ
る
時
代
。
機
械
化
・
大
量
生
産

に
よ
っ
て
、
手
作
り
で
製
作
さ
れ
て
い
た
こ
ろ
の
技
は

ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
瓦
葺
き
職
人
の
資

格
で
あ
る
「
瓦
葺
検
定
一
・
二
級
」
の
取
得
者
は
全
国
で

二
万
人
強
い
る
が
、
そ
の
数
は
減
少
傾
向
に
あ
り
、
瓦

以
外
の
材
料
で
屋
根
を
葺
く
例
も
増
え
て
き
た
。

　「
三
年
か
け
て
建
て
と
っ
た
家
が
三
カ
月
で
建
つ
ご

時
世
。
大
工
も
瓦
屋
も
、
昔
な
が
ら
の
や
り
方
で
は
み

ん
な
商
売
上
が
っ
た
り
や
。
由
緒
あ
る
瓦
屋
が
ぎ
ょ
う

さ
ん
看
板
下
ろ
し
ま
し
た
な
」

　
そ
ん
な
中
で
当
時
の
製
法
や
道
具
な
ど
を
地
道
に
研

究
し
、
古
代
瓦
造
り
を
復
活
さ
せ
た
の
も
、
貴
重
な
技

を
後
世
の
た
め
に
保
護
し
た
い
と
い
う
一
念
か
ら
だ
。

　
一
方
、
姫
路
城
の
昭
和
の
大
改
修
の
現
場
で
は
、「
瓦

と
屋
根
の
間
の
土
や
漆
喰
の
置
き
方
に
気
を
遣
う
」
と

い
う
民
家
の
屋
根
葺
き
な
ら
で
は
の
経
験
が
役
に
立
っ

た
。

　「
姫
路
城
は
丸
瓦
の
下
に
土
を
置
き
、
外
か
ら
防
水

性
の
あ
る
漆
喰
で
固
め
る
や
り
方
で
し
た
が
、
土
が
多

す
ぎ
る
と
漆
喰
の
水
分
が
土
に
浸
み
込
ん
で
し
ま
う
。

そ
れ
や
の
に
、
当
時
の
監
督
の
指
示
は
『
土
は
い
っ
ぱ

姫路城鬼瓦

工房で瓦製作を見守る山本会長。粘土の形を整えているのは、会長の孫・山本一輝氏だ。
瓦造りの技は、若い世代に確実に受け継がれている。

山
本
清
一
【
後
編
】

瓦
職
人

屋
根
の
瓦
葺
き
を
専
門
と
す
る「
屋
根
屋
」か
ら
、

重
要
文
化
財
に
も
使
用
さ
れ
る
伝
統
的
な
瓦
を
製
作
す
る「
瓦
屋
」も
兼
ね
る
、

い
わ
ば「
瓦
マ
イ
ス
タ
ー
」と
も
い
え
る
存
在
と
な
っ
た
山
本
清き

よ
か
ず一

。

現
在
の
瓦
業
界
を
取
り
巻
く
環
境
、
そ
し
て
貴
重
な
技
術
を

後
世
に
伝
え
る
た
め
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
語
っ
て
も
ら
っ
た
。
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姫
路
城
で
役
立
っ
た
民
家
の
屋
根
葺
き
の
技
術

日
本
職
人
紀
行

古
代
瓦
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い
置
く
よ
う
に
』
と
。
わ
し
は
言
う
こ
と
聞
か
ず
に
、

で
き
る
だ
け
少
し
ず
つ
土
を
置
か
せ
る
よ
う
に
し
て
ま

し
た
」

　「
土
や
漆
喰
は
で
き
る
だ
け
少
な
い
方
が
よ
い
」。
民

家
の
屋
根
を
葺
く
親
方
な
ら
誰
で
も
知
っ
て
い
る
こ
の

考
え
は
、
文
化
財
の
現
場
で
は
な
か
な
か
受
け
入
れ
ら

れ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
漆
喰
の
量
を
減
ら
す
と
「
け
ち

く
さ
い
」
な
ど
と
非
難
の
的
に
な
っ
た
。

　「
今
回
の
修
復
工
事
も
い
ろ
い
ろ
キ
ツ
い
け
ど
、
男

と
女
と
同
じ
で
『
惚
れ
た
ら
負
け
』
や
。
こ
ん
な
立
派

な
お
城
を
後
々
ま
で
残
す
た
め
や
っ
た
ら
、
割
に
合
わ

ん
で
も
い
い
仕
事
せ
な
な
ら
ん
と
思
い
ま
す
わ
な
」

　
技
術
保
存
の
た
め
に
は
、
後
進
の
育
成
も
重
要
だ
。

　「
会
社
を
つ
く
っ
た
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
文
化
財

を
残
し
て
い
く
に
は
人
を
育
て
な
あ
か
ん
と
思
っ
た
か

ら
で
す
。
ど
ん
な
立
派
な
文
化
財
も
い
つ
か
は
修
理
が

必
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
時
に
、
金
は
あ
る
け
ど
直

す
人
が
お
ら
ん
の
で
は
笑
い
話
に
も
な
ら
ん
」

　
か
つ
て
は
職
人
の
世
界
で
も
文
化
財
の
本
当
の
価
値

が
理
解
さ
れ
ず
、
千
年
以
上
前
の
瓦
が
残
っ
て
い
て
も

そ
れ
を
見
習
っ
て
当
時
と
同
じ
葺
き
方
を
再
現
し
よ
う

と
い
う
発
想
が
な
か
っ
た
。
文
化
財
を
保
護
す
る
側
に

も
、
職
人
の
技
術
へ
の
敬
意
に
欠
け
る
部
分
が
あ
っ
た
。

　「
わ
し
は
早
く
か
ら
、
何
か
手
を
打
た
な
い
か
ん
と

思
う
て
ま
し
た
。
頭
の
固
い
人
に
は
な
か
な
か
わ
か
っ

て
も
ら
え
ん
け
ど
、
素
人
を
一
人
前
に
す
る
に
は
最
低

十
年
は
か
か
る
。
今
の
う
ち
に
教
え
て
お
か
ん
と
、
い

ざ
修
理
す
る
と
き
で
は
間
に
合
わ
ん
。
そ
れ
で
は
文
化

財
は
守
れ
ん
の
で
す
わ
」

　
山
本
会
長
は
平
成
六
（
一
九
九
四
）
年
に
文
部
省

（
当
時
）
か
ら
選
定
保
存
技
術
保
持
者
に
認
定
さ
れ
、
そ

の
本
瓦
葺
き
の
技
術
は
保
護
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
会
長
は
そ
れ
で
も
充
分
で
は
な
い
と
い
う
。

　「
農
業
や
る
人
を
育
て
る
の
に
、
土
地
と
苗
だ
け
渡

し
て
ど
う
ぞ
、
と
言
う
て
る
よ
う
な
も
ん
。
実
際
に
は

知
識
、
肥
料
、
収
穫
物
を
買
う
て
く
れ
る
人
も
必
要
な

ん
や
。
本
当
に
技
術
を
残
し
た
い
と
思
う
な
ら
、
そ
れ

を
生
か
す
仕
事
ま
で
責
任
持
っ
て
考
え
て
く
れ
ん
と
」

　
山
本
瓦
工
業
の
工
場
に
は
二
つ
の
研
修
場
が
あ
り
、

中
に
は
日
本
の
伝
統
建
築
を
模
し
た
木
造
屋
根
の
架
台

が
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
複
雑
な
形
状
の
文
化
財

の
屋
根
を
想
定
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
瓦
の
葺
き
方
や
納
ま

り
な
ど
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
日
本
伝
統
瓦

技
術
保
存
会
と
し
て
工
事
現
場
見
学
や
造
瓦
研
修
な
ど

も
定
期
的
に
実
施
し
、
技
術
者
の
育
成
に
努
め
て
い
る
。

　「
国
か
ら
お
金
を
も
ら
っ
て
い
る
以
上
、
何
と
か
一

人
で
も
多
く
の
職
人
を
育
て
た
い
と
思
っ
て
、
い
ろ
い

ろ
や
っ
て
ま
す
。
し
か
し
年
に
何
度
か
の
研
修
会
だ
け

で
は
や
は
り
足
ら
ん
。
毎
日
現
場
で
経
験
積
ん
で
、
何

度
も
失
敗
し
て
問
題
解
決
し
て
こ
そ
、
あ
る
時
神
が
か

り
的
な
知
恵
が
湧
い
て
く
る
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
わ
」

　
敷
地
の
一
角
に
あ
る
倉
庫
に
は
、
こ
れ
ま
で
工
事
の

た
び
に
作
成
し
て
き
た
大
量
の
図
面
が
保
管
さ
れ
て
い

る
。
美
し
い
造
形
の
瓦
屋
根
を
作
り
上
げ
る
に
は
、
正

確
な
施
工
図
・
原
寸
図
が
不
可
欠
。
図
面
を
書
く
こ
と

の
大
切
さ
も
、
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　「
瓦
葺
き
も
、
瓦
造
り
も
、
わ
し
の
技
術
は
何
も
自
分

で
考
え
た
り
見
つ
け
た
り
し
た
も
ん
や
な
い
。
親
方
や

親
父
、
さ
ら
に
は
そ
の
先
の
親
方
か
ら
ず
う
っ
と
受
け

継
が
れ
て
き
た
技
や
。
そ
れ
を
伝
え
て
い
く
の
も
職
人

の
大
事
な
役
目
や
と
思
い
ま
す
。
技
ち
ゅ
う
も
ん
は
、

い
く
ら
相
続
し
て
も
税
金
は
か
か
り
ま
せ
ん
か
ら
な
」

　
飽
く
な
き
技
の
探
究
、
そ
し
て
次
代
へ
の
継
承
…
ど

う
や
ら
、
山
本
会
長
の
楽
隠
居
は
ま
だ
ま
だ
先
の
こ
と

に
な
り
そ
う
だ
。

左／姫路城で使われる「鯱」の図面。最終的なできあがりの寸法を示す「原寸図」とは別に、乾燥と窯焼きによ
る収縮を見越して大きめに作るための「生寸図（なますんず）」も必要だ。
右／「軒丸瓦」の製作。工房では、姫路城のみならず、唐招提寺・東本願寺・正倉院、さらには韓国の寺院ま
で、さまざまな文化財の屋根瓦が丹念に造られている。

技
術
を
次
世
代
に
伝
え
て
い
く
の
も
、

職
人
の
大
事
な
つ
と
め

技
術
は
、税
金
の
か
か
ら
な
い
財
産
。

一
人
で
も
多
く
の
職
人
に

伝
え
て
い
き
た
い

やまもと・きよかず◉父、そして井上新太郎氏のもとで修行を積み、
文化財建築の瓦葺き職人に。独立後、奈良県生駒市に会社を設立。さ
らに理想の瓦を求めて瓦製造も開始。数々の国宝・重要文化財の修
復・再建に貢献し、現在は日本伝統瓦技術保存会の会長も務める。

日
本
職
人
紀
行

姫路城天守閣（現在は修復中）


