
山
梨
県
道
志
村
。
神
奈
川

県
境
に
接
す
る
自
然
豊
か
な

こ
の
村
は
、
横
浜
市
の
水
源

地
と
し
て
、
全
村
の
３
分
の

１
以
上
を
水
源
涵
養
林
が
占

め
て
い
る
。
都
心
に
近
い
立

地
に
あ
り
な
が
ら
、
水
が
豊

富
で
清
明
な
こ
の
村
は
、
ク

レ
ソ
ン
の
栽
培
で
も
有
名
で

あ
る
。

「
民
宿

北
の
勢
堂
」
は

村
の
ほ
ぼ
中
心
部
に
あ
り
、

築
１
５
０
年
の
歴
史
を
醸
し

出
す
景
観
が
、
心
を
引
き
寄

せ
る
。
か
つ
て
養
蚕
を
営
ん

で
い
た
と
い
う
茅
葺
屋
根
の

家
屋
の
玄
関
を
上
が
る
と
、

囲
炉
裏
が
あ
る
。
ご
当
地
産

の
猪
鍋
と
、
ク
レ
ソ
ン
の
お

ひ
た
し
や
山
菜
の
て
ん
ぷ

ら
、
野
菜
の
煮
物
と
盛
り
だ

く
さ
ん
の
料
理
に
舌
鼓
を
打

つ
。箸

入
れ
に
書
い
て
あ
っ
た

「
道
志
音
頭
」
の
歌
詞
を
見

な
が
ら
、
み
ん
な
で
「
創
作

踊
り
」に
興
じ
、深
夜
ま
で
抱

腹
絶
倒
の
宴
を
楽
し
ん
だ
。

農
家
民
宿
に
は
、
囲
炉
裏
が

欠
か
せ
な
い
。
火
を
囲
む

と
、
そ
こ
に
お
の
ず
と
心
が

触
れ
合
う
時
間
が
流
れ
る
。

５
月
の
連
休
の
最

後
、
雨
の
一
日
だ
っ

た
が
、
都
会
の
喧
騒

を
逃
れ
る
に
は
近
す

ぎ
る
距
離
に
あ
る
も

の
の
、
そ
こ
に
は
日

常
の
時
間
と
は
異
質

な
も
の
が
流
れ
、
ほ

っ
と
一
息
で
き
る
間

が
で
き
た
。
ご
主
人

お
手
製
の
青
竹
に
注

が
れ
た
酒
に
も
、
懐
か
し
さ

が
体
中
に
染
み
と
お
る
。

「
お
か
あ
さ
ん
」
の
山
口

か
お
る
さ
ん
は
、
常
に
明
る

く
、
家
庭
的
な
雰
囲
気
を
も

っ
て
お
ら
れ
て
、「
昔
の
田

舎
」
の
味
を
自
然
体
で
出
し

て
い
る
。

前
を
通
る
国

道
４
１
３
号
に

は
、
朝
か
ら
ひ

っ
き
り
な
し
に

車
が
往
来

す

る
。
多
く
の
観

光
客
は
山
中
湖

へ
の
通
過
点
と

し
か
見
て
い
な
い
と
思
わ
れ

る
こ
の
村
に
、
こ
ん
な
「
安

ら
ぎ
の
場
」
が
あ
る
と
は
。

英
国
の
グ
リ
ー
ン

・
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
テ

ー
マ
と
さ
れ
る
メ
ッ

セ
ー
ジ
。
思
い
を
共

有
し
た
仲
間
だ
け
の

秘
密
の
場
と
し
た
い

！

そ
ん
な
思
い
を

残
し
て
東
京
に
帰
っ

た
。

宿
の
指
導
で
田
植
え
を
す
る
子
ど
も
た
ち

み
ん
な
で
竹
筒
を
作
る

民宿 北の勢堂

さ
ん山口かおる

山梨県道志村

囲
炉
裏
か
こ
ん
で
舌
鼓
…

仲
間
と
共
有
し
た
い

秘
密
の
場
は
こ
こ
だ

都心に近い地で

Share the secret

山口かおるさん

築
１
５
０
年
の
重
み
「
北
の
勢
堂
」
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「
さ
こ
ん
う
え
の
蛙
」
。

耳
慣
れ
な
い
名
前
の
由
来
は

「
谷
間
の
上
の
家
」
を
意
味

す
る
（
さ
こ
ん
う
え
）
に

「
蛙
」
（
姓
の
河
津
）
を
掛

け
合
わ
せ
た
も
の
。
阿
蘇
外

輪
山
に
接
す
る

熊
本
県
南
小
国

町
。
「
黒
川
温

泉
」
で
有
名
な

こ
の
町
の
閑
静

な
中
湯
田
集
落

に
、
平
成
７
年

民
宿
を
開
業
。

「
お
か
あ
さ
ん
」の
河
津
慶
子

さ
ん
と
元
公
務
員
の
ご
主
人

が
、
二
人
三
脚
で
始
め
た
。

築
１
２
０
年
の
蔵
を
改
造

し
た
宿
泊
棟
。
テ
レ
ビ
を
は

じ
め
「
何
も
な
い
」
こ
と
か

ら
生
ま
れ
る
、
ゆ
っ
た
り
と

し
た
滞
在
か
ら
、
心
の
絆
が

紡
が
れ
る
。
集
落
内
で
取
れ

た
も
の
と
、
自
家
菜
園
で
取

れ
た
無
農
薬
無
化
学
肥
料
の

野
菜
づ
く
し
。

ア
ト
ピ
ー
症
の
子
供
を
も

つ
家
族
連
れ
が
リ
ピ
ー
タ
ー

に
な
り
、
口
コ
ミ
の
客
が
増

え
て
い
る
と
い
う
。
「
心
の

湯
治
場
」
と
し
て
、
癒
や
し

の
空
間
と
時
間
を
提
供
す

る
、
「
つ
か
ず
離
れ
ず
」
の

自
然
体
心
配
り
の
中
で
、
阿

蘇
山
の
噴
石
使
用
の
ピ
ザ
釜

で
焼
く
野
菜
ピ
ザ
を
堪
能

し
、
五
右
衛
門
風
呂
の
風
情

に
浸
る
。

極
上
の
田
舎
生

活
を
、
河
津
さ
ん
一
家
の
普

通
の
暮
ら
し
と
の
接
点
で
満

喫
で
き
る
の
が
、
う
れ
し

い
。
夫
妻
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
な
ど

海
外
研
修
も
豊
富
に
重
ね
、

客
の
立
場
か
ら
質
感
高
い
民

宿
経
営
を
工
夫
し
て
い
る
。

後
継
者
に
も
恵
ま
れ
た
夫

妻
は
、
次
世
代
へ
自
ら
の
思

い
を
繋
ぐ
と
共
に
、
窯
元
や

木
工
所
、
煎
餅
工
場
、
花
卉

農
家
、
農
産
物
直
売
所
、
畳

屋
と
い
っ
た
、
異
業
種
が
集

ま
る
中
湯
田
集
落
と
の
「
連

携
」
に
も
心
を
配
る
。

地
域
に
し
っ
か
り
と
足
場

を
置
き
、
農
業
と
い
う
命
と

心
を
育
む
営
み
を
礎
と
し
な

が
ら
、
訪
れ
た
ゲ
ス
ト
に「
本

物
」
を
さ
り
げ
な
く
届
け

る
。
「
こ
こ
に
し
か
な
い
贅

沢
」
を
味
わ
っ
て
も
ら
い
た

い
と
い
う
思
い
は
、
ホ
ス
ト

と
し
て
最
大
限
の
お
も
て
な

し
の
心
で
あ
ろ
う
。

宿
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

３
人
の
娘
さ
ん
の
ブ
ロ
グ
が

覗
け
る
。
家
族
の
絆
が
あ
っ

て
こ
そ
、
人
を
迎
え
入
れ
る

ゆ
と
り
が
で
き
る
。
そ
ん
な

暖
か
な
家
族
の

心
の
通
い
合
い

を
実
感
し
た
と

き
、
自
ら
の
家

族
に
思
い
が
及

ぶ
。
ま
さ
に
心

の
ふ
る
さ
と
で

あ
る
。（
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
日
本
グ
リ

ー
ン
・
ツ
ー
リ

ズ
ム
・
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
セ
ン
タ

ー

代
表
理
事

青
木
辰
司
）

国
土
交
通
省
も
大
臣
が
谷

垣
禎
一
・
前
自
民
党
政
調
会

長
に
代
わ
ら
れ
、
新
し
い
体

制
と
な
り
ま
し
た
。
財
政
政

策
の
プ
ロ
の
方
な
の
で
、
こ

れ
か
ら
の
国
土
づ
く
り
に
大

い
に
指
導
力
を
発
揮
し
て
く

だ
さ
る
、
と
思
い
ま
す
。

私
た
ち
は
、
今
後
の
日
本

の
国
土
づ
く
り
が
ど
う
あ
る

べ
き
か
を
、
し
っ
か
り
考
え

て
実
践
し
て
い
か
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。

こ
の
た
め
、
７
月
４
日
に

閣
議
決
定
さ
れ
た
国
土
形
成

計
画
を
受
け
、
地
域
の
実
情

に
あ
っ
た
特
色
あ
る
広
域
地

方
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
と

し
て
い
ま
す
。
道
路
は
も
ち

ろ
ん
、
急
傾
斜
地
、
治
水
、

港
湾
、
空
港
な
ど
、
安
心
・

安
全
な
国
土
づ
く
り
は
、
ま

だ
ま
だ
な
す
べ
き
こ
と
が
山

積
し
て
い
ま
す
。

地
域
格
差
が
問
題
に
な
っ

て
い
ま
す
が
、
地
域
再
生
の

た
め
に
「
地
域
自
立
・
活
性

化
支
援
」
「
民
間
都
市
開
発

の
支
援
」
「
地
域
公
共
交
通

の
活
性
化
と
再
生
支
援
」
の

３
つ
の
制
度
が
、
新
た
に
ス

タ
ー
ト
し
ま
す
。

行
政
の
大
き
な
う
ね
り
と

し
て
は
「
国
か
ら
地
方
へ
、

官
か
ら
民
へ
」
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
パ
ー
ト
ナ

ー
と
し
て
連
携
を
強
め
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

そ
の
中
で
、
私
が
期
待
し

た
い
の
は
、
地
域
の
社
会
資

本
整
備
に
は
何
が
必
要
で
、

重
点
を
ど
こ
に
置
く
か
、
と

い
う
根
本
に
つ
い
て
、
地
域

か
ら
知
恵
を
出
し
て
も
ら

い
、
地
域
に
頑
張
っ
て
も
ら

っ
て
、
主
体
的
に
取
り
組
ん

で
い
た
だ
き
た
い
、
と
い
う

こ
と
で
す
。

新
た
な
制
度
を
有
効
に
活

用
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
地

域
間
の
切
磋
琢
磨
が
国
全
体

を
良
く
し
て
い
く
こ
と
に
つ

な
が
る
、
と
考
え
ま
す
。
国

は
そ
の
コ
ー
チ
役
で
す
。

国
と
地
域
の
コ
ラ
ボ
レ
ー

シ
ョ
ン
と
同
時
に
、
市
民
や

住
民
参
加
で
主
体
的
に
国
土

づ
く
り
、
地
域
づ
く
り
に
関

わ
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、

本
当
に
必
要
な
国
づ
く
り
が

始
ま
る
の
で
す
。

先
の
国
会
で
は
道
路
特
定

財
源
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
さ
れ
ま
し
た
が
、
次
世
代

に
自
信
と
誇
り
を
も
っ
て
引

き
継
げ
る
、
こ
れ
か
ら
の
国

土
づ
く
り
を
ど
う
進
め
る
か

に
つ
い
て
議
論
を
深
め
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

世
界
に
例
の
無
い
ス
ピ
ー

ド
で
少
子
高
齢
化
が
進
む
わ

が
国
で
、
ど
ん
な
社
会
資
本

整
備
の
将
来
像
を
描
く
か
、

そ
れ
が
問
わ
れ
て
い
る
、
と

も
言
え
ま
し
ょ
う
。

よい住まいとは、家族の幸せの容れ物です。

住まいは、ひとが生まれて、育って、暮らすも

の。そこは人格形成の場所でもあります。家直

しは、人直し、家づくりを通して人づくり、国

づくりをすることでもあるのです。

日本の伝統家屋には、それがあります。

住宅が不足していた戦後５０年は、早く・安くつ

くることが優先され、伝統的な木造住宅は、な

かなか評価されにくい環境にありました。

しかし、時代は今、大きく変わりつつありま

す。今こそ、日本の伝統構法である、木造軸組構

法を蘇らせる時なのです。

塾生募集中

■ 登録申込書の請求：最寄りの塾または下記ウェブサイトにご請求下さい。ＦＡＸでご

請求の方は「大工育成塾 道２１係」と明記して下さい。

大工育成塾は、日本の風土、生活習慣が生み育てたも

のづくり文化の代表、「木造軸組住宅」の心と高度な技

術を学んで現代の家づくりに生かすとともに、次世代を

担う新しい大工技能者を育成するための国土交通省補助

プロジェクトです。

３年制。東京、名古屋、大阪、福岡４塾で週末行われ

る１泊２日合宿形式の教室講義と、受入工務店で棟梁が

個別指導する現場修業により体得します。

平成１５年度にスタートし、これまで１４３人の修了生が

「大工志」の称号を得て全国で活躍しています。

東京塾 ０３‐３５０４‐６６０４／０３‐３５０８‐４７７７
名古屋塾 ０５２‐２３８‐５６２６／０５２‐２３８‐５６２８
大阪塾 ０６‐６２５２‐６１５１／０６‐６２５２‐５２０１
福岡塾 ０９２‐４７７‐５５６１／０９２‐４７７‐５５０５

次世代に先達の技を伝えたい。

www.hic.or.jp/daiku/

見
事
な
緑
に
囲
ま
れ
た
「
さ
こ
ん
う
え
の
蛙
」

国土交通省所管 財団法人 住宅産業研修財団 〒１０５‐０００１ 東京都港区虎ノ門１‐１‐２１ 新虎ノ門実業会館２階

さ
こ
ん
う
え
の
蛙

温かい家族の絆
地域にも根付いて

熊
本
県
南
小
国
町

さ
ん

河
津

慶
子

河津 慶子さん

国土交通省補助プロジェクト 教室講義と現場修業

ＴＥＬ／ＦＡＸ

１０

谷口 博昭

ハロハロ

国土交通省技監
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今、なぜ大工育成塾なのか。

国
土
づ
く
り
の
輪
を

大工育成塾塾長 松田妙子

裏
山
で
梅
を
摘
む
河
津
さ
ん

平成２１年度
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