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私
が

　
森
を

育
て
る
理
由 1

本社から車で5分ほどの距離にある社有林、
トヨエモン・プロジェクトの森。
写真右側の茶色の木はカラマツ、左側の緑の木はトドマツだ。
自然に種が飛んで芽生えたミズナラも残しつつ、
針広混交林を目指している。

武部建設株式会社

森
と
家
づ
く
り
、
両
方
の
技
術
を
持
つ
大
工
を

未
来
に
受
け
継
い
で
い
き
た
い
か
ら
。

三笠市

取材・文／片山静香　撮影／高原  淳
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武
部
建
設
の
森
づ
く
り
、

ト
ヨ
エ
モ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　

古
民
家
の
移
築
再
生
や
古
材
の
再

活
用
を
推
進
す
る
、
三
笠
市
の
武

部
建
設
。「
モ
ダ
ン
ク
ラ
シ
ッ
ク
」を

テ
ー
マ
に
掲
げ
伝
統
工
法
を
用
い
な

が
ら
、
北
海
道
の
気
候
風
土
に
根
ざ

し
た
快
適
な
木
造
住
宅
を
提
案
し
て

き
た
。
古
材
の
重
厚
感
や
懐
か
し
さ
、

木
の
温
も
り
や
デ
ザ
イ
ン
性
を
活
か

し
た
住
宅
は
、
空
知
管
内
を
中
心
に

フ
ァ
ン
を
増
や
し
、
全
道
各
地
へ
と

広
が
り
を
見
せ
て
い
る
。
武
部
建
設

の
個
性
的
な
家
づ
く
り
に
つ
い
て
は
、

10
年
ほ
ど
前
か
ら
幾
度
か
本
誌
で
取

材
し
て
き
た
。
代
表
取
締
役
社
長
の

武
部
豊
樹
さ
ん
の
語
る
理
想
は
、
い

つ
だ
っ
て
一
貫
し
て
い
る
。

　

何
よ
り
の
財
産
は
、
大
工
。

　

自
社
を「
中
小
工
務
店
」と
表
現
す

る
武
部
さ
ん
に
と
っ
て
、
家
を
建
て

る
現
場
で
力
を
発
揮
し
て
く
れ
る
大

工
は
、
最
も
大
切
な
財
産
。「
実
際

に
手
を
動
か
し
て
家
を
造
る
の
は
、

現
場
の
大
工
た
ち
。
大
工
の
技
術
と

心
が
、
家
の
仕
上
が
り
に
大
き
な
影

響
を
与
え
る
ん
で
す
」。

　

古
民
家
の
移
築
再
生
に
は
、
解
体

か
ら
再
生
に
至
る
ま
で
、
熟
練
の
職

人
技
が
必
要
と
さ
れ
る
。
若
手
が
現

場
で
経
験
を
積
む
こ
と
で
身
に
付
け

た
そ
の
技
術
は
、
新
築
の
作
業
に
も

活
か
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
同
社

の
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
は
、
最
終

的
に
大
工
の
育
成
と
い
う
命
題
に
つ

な
が
っ
て
い
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
だ
。

森
づ
く
り
で
あ
る
「
ト
ヨ
エ
モ
ン
・

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
も
、
そ
の
一
つ
。

　

ト
ヨ
エ
モ
ン
と
は
、
武
部
さ
ん
の

曽
祖
父
の
名
前
。
本
社
の
近
く
に

あ
る
社
有
林
に
生
え
る
カ
ラ
マ
ツ
は
、

武
部
さ
ん
が
幼
い
頃
、
父
と
一
緒
に

植
え
た
も
の
だ
。
そ
こ
で
、
入
植
者

た
ち
の
精
神
と
北
海
道
の
原
生
林
へ

の
畏
敬
を
示
す
意
味
も
込
め
、
社
有

林
の
間
伐
材
を
使
っ
た
家
づ
く
り
を

「
ト
ヨ
エ
モ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」と

名
づ
け
た
の
だ
っ
た
。

　

こ
の
森
の
木
を
使
う
の
は
主
に
、

「
耳
付
き
の
板
を
使
う
と
き
」
と
、

「
長
い
丸
太
を
使
う
と
き
」。
間
伐
材

は
細
い
た
め
幅
が
足
り
ず
、
通
常
、

板
と
し
て
は
使
え
な
い
。
し
か
し
武

部
建
設
で
は
、「
耳
（
木
の
外
周
の

湾
曲
し
て
い
る
部
分
）」を
付
け
た
ま

ま
建
材
と
し
て
使
う
技
術
を
持
っ
て

い
る
た
め
、
板
状
の
材
と
し
て
間
伐

材
を
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

ま
た
、
一
般
的
な
規
格
に
は
な
い
長

い
丸
太
を
使
い
た
い
と
き
も
、
社
有

林
か
ら
伐
り
出
す
木
が
役
立
つ
。
武

部
建
設
の
建
物
の
特
徴
と
も
言
え
る
、

木
の
自
然
な
揺
ら
ぎ（
湾
曲
）が
活
き

た
デ
ザ
イ
ン
や
、
丸
太
を
そ
の
ま
ま

柱
に
使
う
設
計
は
、
こ
う
し
て
生
み

出
さ
れ
て
い
る
の
だ
。「
他
社
と
の

差
別
化
を
図
る
提
案
と
し
て
、
ト
ヨ

エ
モ
ン
の
木
は
重
要
な
役
割
を
担
っ

て
い
る
ん
で
す
」。

大
工
が
チ
ェ
ン
ソ
ー
を
持
ち
、

山
に
入
る
理
由

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
社
有

林
の
間
伐
材
を
使
う
際
、
山
に
入
っ

て
作
業
を
す
る
の
が
現
役
の
大
工
た

ち
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。「
大
工
は

板
を
見
て
樹
種
を
識
別
で
き
る
が
、

立
木
の
種
類
は
判
別
で
き
な
い
」
と

言
わ
れ
る
ほ
ど
、
上
流
か
ら
下
流
に

か
け
て
の
分
業
が
進
ん
で
い
る
建
設

業
界
。
そ
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
武

部
建
設
で
は
大
工
が
チ
ェ
ン
ソ
ー
を

操
る
と
い
う
。
武
部
さ
ん
曰
く
、
こ

れ
に
は
3
つ
の
理
由
が
あ
る
。

ショールーム兼ギャラリーである、結ホール。
コンサートなどのイベントが開催されることも。

武部建設の古材ギャラリー。新築の注文を受ける際、古い家
の解体も担うことが多いため、良い古材を引き取ってきて保
管する。古民家再生や新築のアクセントとして使用する。

石川県出身の祖父が農業の傍らで冬山造林を始め、父
の代で製材業、建設業へと発展。豊樹さんは三代目。

「北海道の住宅に一番求められるのは、暖かさ」と話し、
高い断熱性と気密性を保った住宅を提案している。古
民家は寒いというイメージを覆し、伝統工法を用いた
数々の家を手がけてきた。

武部建設株式会社
代表取締役社長

武部 豊樹さん

［  私が森を育てる理由  1  ｜  武部建設株式会社  ］
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作業場の様子。写真手前の女
性は20代前半、見習い2年目
の大工。写真奥にいるのは最
高齢、83歳のベテラン大工。
年長者から若者へ、世代を越
えて脈々と技術が継承されて
いる。まさに「一生勉強、生
涯現役」。
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1
つ
目
は
、
大
工
の
冬
の
仕
事
を

作
る
た
め
。
間
伐
に
適
し
た
気
候
と

な
る
冬
場
に
は
、
ち
ょ
う
ど
建
設
作

業
が
閑
散
期
を
迎
え
る
。
武
部
建
設

の
大
工
は
全
員
が
社
員
採
用
の
た
め
、

通
年
安
定
し
た
仕
事
を
作
る
こ
と
が

非
常
に
重
要
だ
。「
若
手
を
育
成
す

る
に
は
、
安
心
し
て
働
け
る
環
境
が

必
要
で
す
か
ら
」。

　

2
つ
目
は
、
素
材
と
し
て
の
木
へ

の
理
解
を
深
め
る
た
め
。
立
木
の
カ

ラ
マ
ツ
は
ど
ん
な
姿
を
し
て
い
る
の

か
？　

ど
の
よ
う
な
環
境
で
育
っ
た

木
に
、
ど
ん
な
特
徴
が
表
れ
る
の

か
？　

思
い
通
り
に
チ
ェ
ン
ソ
ー
を

動
か
す
方
法
は
？　
「
チ
ェ
ン
ソ
ー

や
鋸
を
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
る

と
、
建
設
現
場
で
も
丸
太
を
上
手
に

扱
え
る
。
他
の
人
に
は
真
似
で
き
な

い
技
術
が
身
に
付
く
と
い
う
こ
と
で

す
」。
ま
た
、
木
材
の
知
識
が
増
え

た
こ
と
で
、
大
工
側
か
ら
の
新
た
な

提
案
や
、
現
場
で
の
臨
機
応
変
な
対

応
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
3
つ
目
が
、
素
材
の
大

切
さ
を
実
感
す
る
た
め
。
間
伐
材

は
、
梁
や
柱
に
す
る
に
は
細
す
ぎ
る

木
が
ほ
と
ん
ど
。
市
場
で
は
価
値
が

認
め
ら
れ
ず
、
一
昔
前
に
は
山
に
捨

て
置
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い

う
。
そ
ん
な
間
伐
材
を
、「
バ
カ
に

し
な
い
で
使
う
」
こ
と
。
山
に
入
っ

て
木
々
を
管
理
す
る
こ
と
で
、
ど
ん

な
木
材
を
も
大
切
に
使
う
気
持
ち
を

養
う
狙
い
が
あ
る
の
だ
。

「
使
う
」も「
育
て
る
」も

大
工
の
技
術
継
承
か
ら

　
「
大
工
の
仕
事
の
幅
は
広
が
っ
て

い
ま
す
」
と
、
武
部
さ
ん
。
低
炭
素

社
会
を
目
指
す
国
家
戦
略
が
打
ち
出

さ
れ
る
中
、
木
造
建
築
へ
の
注
目
が

集
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
C
L
T

（
集
成
材
の
一
種
）な
ど
木
を
使
っ

た
新
素
材
の
登
場
に
よ
り
、
新
し
い

工
法
へ
の
対
応
力
も
必
要
と
さ
れ

る
。「
大
規
模
な
ビ
ル
の
建
設
作
業

は
、
機
械
化
が
進
ん
で
い
く
で
し
ょ

う
。
し
か
し
、
規
模
が
小
さ
く
、
臨

機
応
変
な
技
術
の
組
み
合
わ
せ
が
必

要
な
中
小
工
務
店
の
仕
事
は
、
機
械

化
は
困
難
で
す
。
だ
か
ら
き
ち
ん
と

木
を
扱
え
る
若
手
を
育
て
た
い
」。

　

い
く
ら
森
林
資
源
を
守
り
た
い
と

思
お
う
と
、
木
々
に
対
す
る
正
し
い

知
識
を
持
つ
担
い
手
が
い
な
け
れ
ば
、

そ
の
願
い
は
空
虚
な
だ
け
。
企
業
と

し
て
人
を
育
成
し
発
展
し
な
が
ら
も
、

森
を
育
て
木
々
と
共
存
し
て
い
く
た

め
に
、
武
部
さ
ん
は
担
い
手
の
育
成

こ
そ
が
最
重
要
と
考
え
て
い
る
。
大

工
の
知
識
や
技
術
の
継
承
と
、
豊
か

な
森
林
資
源
を
永
続
さ
せ
る
こ
と
は
、

「
使
う
」と「
育
て
る
」と
い
う
意
味
に

お
い
て
は
対
極
に
あ
る
よ
う
に
思
え

写真上／ 2006年に完成した岩見沢市内の宝水ワ
イナリー。古い木造倉庫を移築し、販売店兼醸
造工場に。軒下には丸太をそのまま使った柱が。
写真中／築110年の古民家を2014年に移築再生。
厚真町の旧畑島邸。現在はパン屋「此方（こち）」
として営業している。　
写真下／ 2019年に完成したばかりの、納骨堂。
外壁面にトヨエモンの間伐材が使われている。
板の外側の線が少し揺らいでいるのがわかる。

伝統木構法を学んだ腕の良い大
工であれば、在来軸組工法、金
物接合工法、2×4工法、集成材
プレカット工法、何にでも対応
できるというのが武部建設の考
え方。技術習得の第一歩として、
若手大工は仕口や継ぎ手の「手
刻み」を徹底的に学ぶ。

［  私が森を育てる理由  1  ｜  武部建設株式会社  ］
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武部建設株式会社
■三笠事務所
三笠市萱野219
TEL.01267-2-2312

■岩見沢事務所・結ホール
岩見沢市5条東18丁目31
TEL.0126-22-2202
https://www.tkb2000.co.jp

る
が
、
実
は
表
裏
一
体
。
車
の
両
輪

の
よ
う
に
互
い
に
支
え
合
う
よ
う
に
、

両
立
を
図
っ
て
い
く
べ
き
事
柄
な
の

だ
ろ
う
。

未
来
に
向
け
て
取
り
組
む
、

技
能
の「
見
え
る
化
」

　

今
、
武
部
さ
ん
は
、
業
界
全
体
を

巻
き
込
ん
だ
大
工
育
成
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
推
し
進
め
て
い
る
。
大
工
の

数
が
激
減
し
て
い
る
昨
今
。
ピ
ー
ク

時
の
1
9
8
0
年
と
比
べ
る
と
、
約

6
割
減
少
し
て
い
る
と
い
う
デ
ー
タ

も
あ
る（
2
0
1
5
年
国
勢
調
査
）。

　
「
そ
れ
は
、
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
が
見

え
な
い
か
ら
」
と
、
武
部
さ
ん
。
重

層
下
請
け
構
造
が
常
態
化
し
た
建
設

業
界
で
は
、
大
工
の
社
員
採
用
は
ま

だ
少
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
変
え

て
い
き
た
い
の
だ
と
言
う
。
ま
ず
は

安
定
し
た
雇
用
制
度
を
整
え
る
こ
と
。

そ
し
て
、
1
年
後
、
4
年
後
、
さ
ら

に
は
定
年
ま
で
、
ど
の
よ
う
な
技

術
を
身
に
付
け
て
成
長
で
き
る
か
を

「
見
え
る
化
」す
る
こ
と
。
同
世
代
の

仲
間
と
の
横
の
つ
な
が
り
を
作
る
こ

と
も
大
切
だ
。
1
社
だ
け
で
は
限
界

が
あ
る
か
ら
と
、
同
業
の
企
業
と
北

海
道
ビ
ル
ダ
ー
ズ
協
会
を
立
ち
上
げ
、

キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
作
成
や
育
成
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
策
定
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
「
テ
ー
マ
は
『
一
生
勉
強
、
生
涯

現
役
』
で
す
」。

　

美
し
い
自
然
環
境
が
、
美
し
い
建

物
が
、
知
識
と
技
術
の
継
承
に
よ
っ

て
守
ら
れ
て
い
く
。
武
部
さ
ん
が
信

じ
る
大
工
の
可
能
性
は
、
近
い
将
来
、

私
た
ち
の
想
像
を
は
る
か
に
超
え
て

い
く
か
も
し
れ
な
い
。

写真右上／トヨエモンの間伐材「耳付きの木」。木の外周が残っている。
写真右下／この現場の棟梁、高松裕嗣さん（写真左）は現在26歳。入社4年目から棟梁を務める若手のエースだ。
写真左上・左下／建設中だったのは、耳付きの木を外壁にぐるりと貼った、楕円型の書庫。耳の部分がデザインのポイントになり、おしゃれ。
　　　　　　　   「能書きだけではお客様には選んで頂けない。デザインや機能性で納得して頂けるものを造らないと」と、武部さん。

大工育成プログラムのパン
フレット。キャリアパスや
年次ごとの仕事内容をわか
りやすく解説している。身
に付く技能や平均年収など
までグラフで一目瞭然。表
紙の写真はいずれも武部建
設の大工たちだ。

［  私が森を育てる理由  1  ｜  武部建設株式会社  ］

https://www.tkb2000.co.jp

