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金
山
の
街
に
立
て
ば
、
だ
れ
も
が
一
瞬

に
し
て
昭
和
初
期
の
時
代
に
引
き
戻
さ
れ

た
よ
う
な
感
覚
に
陥
る
だ
ろ
う
。
道
路
に

沿
っ
て
日
本
家
屋
が
軒
を
連
ね
、
石
積
み

の
農
業
用
水
路
が
巡
る
街
並
み
は
、
厳
か

さ
と
包
み
こ
ま
れ
る
よ
う
な
懐
か
し
さ
を

あ
わ
せ
も
っ
て
い
る
。

こ
の
日
本
家
屋
は
金
山
住
宅
と
呼
ば
れ

る
。
ま
た
、
雪
国
な
ら
で
は
の
高
床
の
造

り
も
見
ら
れ
る
。
外
壁
に
使
わ
れ
て
い
る

杉
の
木
は
、樹
齢
80
年
以
上
の
「
金
山
杉
」

で
あ
る
。「
金
山
杉
」
の
深
い
茶
色
と
漆

喰
の
白
色
が
、
モ
ノ
ト
ー
ン
で
統
一
さ
れ

た
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
を
か
も
し
出
し
て

い
る
。

金
山
町
は
山
形
県
最
上
地
方
の
山
間
に

あ
る
。
現
在
、
人
口
約
６
２
０
０
人
、
１

８
０
０
世
帯
と
い
う
小
さ
な
町
だ
が
歴
史

は
古
い
。
本
能
寺
の
変
の
前
年
、
１
５
８

１
年
に
は
文
献
に
登
場
し
、
16
世
紀
の
終

わ
り
ご
ろ
に
は
金
山
城
が
建
立
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
奥
州
街
道
の
裏
街
道
に
位
置
す

る
こ
と
か
ら
参
勤
交
代
な
ど
の
宿
場
町
と

し
て
栄
え
て
き
た
と
い
う
。

Ｊ
Ｒ
山
形
新
幹
線
の
終
点
、
新
庄
駅
か

ら
車
で
20
分
ほ
ど
走
る
と
、
金
山
町
を
一

望
で
き
る
上
台
峠
に
さ
し
か
か
る
。
春
が

近
い
こ
の
日
、
ま
だ
雪
が
残
る
青
白
い

山
々
を
背
に
、
薬
師
山
、
中
の
森
、
熊
鷹

森
の
三
峰
が
そ
び
え
て
い
る
。
手
前
に
は

金
山
川
を
挟
み
水
田
が
広
が
り
、
こ
の
水

田
と
三
峰
の
間
に
背
丈
の
低
い
金
山
の
街

並
み
が
溶
け
込
ん
で
い
る
。こ
の
景
色
が
、

金
山
町
で
古
来
続
く
人
と
自
然
と
の
営
み

を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
だ
。

金
山
町
の
人
々
は
杉
の
山
と
共
に
暮
ら

し
て
き
た
。
こ
の
地
で
30
年
以
上
、
金
山

大
工
と
し
て
杉
の
木
の
家
づ
く
り
を
続
け

て
き
た
８
代
目
棟
梁
、
渡
部
俊
治
氏

（
66
）
も
そ
の
う
ち
の
一
人
だ
。

「
山
で
働
く
人
が
杉
を
育
て
、
杉
の
木
が

き
れ
い
な
水
を
つ
く
る
。
山
か
ら
流
れ
出

る
そ
の
水
で
、
農
家
は
コ
メ
を
つ
く
る
。

大
工
は
杉
の
木
で
家
を
つ
く
り
、
い
た
だ

い
た
お
金
を
街
で
つ
か
う
。
林
業
、農
業
、

工
業
、
商
業
、
み
ん
な
山
の
恵
み
で
生
き

て
い
ま
す
」

金
山
町
で
育
て
ら
れ
た
樹
齢
80
年
以
上

の
木
材
は
「
金
山
杉
」
と
呼
ば
れ
る
銘
木

だ
。こ

の
金
山
杉
は
金
山
大
工
た
ち
の
手
に

よ
っ
て
芸
術
的
な
民
家
の
建
築
材
と
し
て

活
か
さ
れ
て
き
た
。
金
山
杉
と
金
山
住
宅

の
伝
統
は
、
も
は
や
「
文
化
」
と
呼
ぶ
に

ふ
さ
わ
し
い
と
金
山
の
人
々
は
胸
を
張

る
。し

か
し
、
そ
の
伝
統
が
途
切
れ
て
し
ま

う
危
機
が
訪
れ
た
。
高
度
経
済
成
長
が
始

ま
っ
た
60
年
代
、
金
山
町
に
も
近
代
的
な

西
洋
建
築
の
流
れ
が
押
し
寄
せ
た
。　

そ

の
こ
ろ
金
山
大
工
の
父
の
元
を
離
れ
、
関

町民の誇りが
つくりあげた街並み

（まとめ・平井ゆか）

山形県金山町を訪ねて��������������������������������������������������������������������

上台峠からの展望

30
年
以
上
つ
づ
く

「
街
並
み
づ
く
り
１
０
０
年
運
動
」
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東
で
宮
大
工
の
修
行
を
積
ん
で
い
た
棟
梁

の
渡
部
氏
は
、
故
郷
の
金
山
町
が
変
わ
っ

て
い
っ
た
当
時
を
振
り
返
る
。

「
我
々
は
杉
の
木
の
恵
み
で
生
き
て
き
た

の
に
」

木
の
家
の
良
さ
を
知
り
、
木
の
家
を
つ

く
る
た
め
に
技
術
を
磨
い
て
い
た
渡
部
氏

は
、
そ
の
光
景
に
驚
き
悔
し
い
想
い
が
溢

れ
た
と
い
う　

金
山
町
は
、
金
山
杉
と
金

山
住
宅
の
伝
統
を
守
り
、
街
の
美
し
さ
と

林
業
と
建
築
の
技
術
を
継
承
す
る
た
め
に

立
ち
上
が
っ
た
。

こ
う
し
て
は
じ
ま
っ
た
の
が
「
街
並
み

づ
く
り
１
０
０
年
運
動
」
で
あ
る
。
い
ま

か
ら
30
年
以
上
前
の
83
年
の
こ
と
で
あ

る
。「
金
山
杉
」は
80
年
以
上
か
け
て
育
て
、

伐
採
し
て
は
植
え
て
い
く
。

「
１
０
０
年
」
に
は
、「
金
山

杉
」
が
育
つ
ま
で
の
長
い
年

月
と
と
も
に
運
動
を
長
く
続

け
て
い
く
と
い
う
意
味
が
込

め
ら
れ
て
い
る
。

運
動
は
30
年
以
上
た
っ
た

い
ま
も
続
い
て
い
る
。
運
動

の
も
と
、
こ
れ
ま
で
に
新
築

さ
れ
た
金
山
住
宅
は
４
５
０

軒
以
上
に
の
ぼ
る
。
民
家
の

ほ
か
、
住
民
が
文
化
活
動
を

行
な
う
「
蔵
史
館
」、
交
流

施
設
の「
マ
ル
コ
の
蔵
」、「
大

堰
（
お
お
ぜ
き
）
公
園
」
の

休
憩
所
な
ど
の
公
共
施
設
の

ほ
か
、
信
用
金
庫
や
飲
食
店
に
も
金
山
住

宅
の
造
り
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
街
並
み
に

溶
け
込
ん
で
い
る
。
金
山
町
の
人
々
に
と

っ
て
、
金
山
住
宅
は
個
人
の
家
で
あ
る
と

同
時
に
、
町
の
人
々
や
金
山
町
を
訪
れ
る

旅
行
者
の
眼
に
触
れ
る
公
共
の
建
物
だ
と

い
う
考
え
方
が
あ
る
の
だ
と
い
う
。

金
山
住
宅
を
建
て
よ
う
と
い
う
人
に

は
、
町
か
ら
補
助
金
が
給
付
さ
れ
る
。
し

か
し
そ
れ
は
、
建
築
費
の
５
％
に
も
満
た

な
い
。
短
期
間
に
組
み
立
て
ら
れ
る
近
代

住
宅
の
ほ
う
が
ず
っ
と
安
い
買
い
物
で
あ

る
。
そ
れ
で
も
、
住
民
が
金
山
住
宅
を
建

て
る
理
由
を
金
山
町
産
業
課
商
工
景
観
推

進
員
の
丹
洋
一
氏
は
、
自
信
を
も
っ
て
言

い
放
つ
。

金山住宅が軒を連ねる街並み。屋根は「切り妻」、外壁は漆喰の「白壁」と杉の「下見板張り」がその特徴だ。

民家カフェ「お休み処　一福や」の店内。金
山杉の趣の異なる部位をそれぞれ天井や壁、
床、家具、調度品に活用した味わいのある空間。

石積みの農業用水路「大堰」と「杉皮葺き屋根」の家
金山杉は樹齢を重ねると皮がきめ細かく網状になり、「杉皮葺き」屋根の材料に
なる。雨が漏らないように何層も重ねている。金山町のなかでも杉皮葺きの屋
根は少ないが、「大堰」の近くで見ることができた。
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「
こ
こ
の
人
た
ち
の
誇
り
で
し
ょ
う
」

住
民
が
金
山
住
宅
に
対
す
る
誇
り
は
、

林
業
家
の
金
山
杉
に
対
す
る
誇
り
と
同
じ

だ
。
杉
の
木
は
ふ
つ
う
、
樹
齢
40
～
50
年

で
伐
採
さ
れ
て
建
築
材
に
な
る
。
一
方
、

金
山
杉
は
、
樹
齢
80
年
以
上
の
も
の
だ
け

が
「
金
山
杉
」
の
建
築
材
と
し
て
認
め
ら

れ
る
。
暖
か
い
地
域
で
育
っ
た
杉
の
木
で

建
て
た
家
は
、
こ
の
地
の
豪
雪
に
耐
え
ら

れ
ず
変
形
す
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
地
の
厳
し
い
冬
の
寒
さ
と
風
雪
に
耐

え
て
生
長
し
た
金
山
杉
は
、
年
輪
と
年
輪

の
間
が
狭
く
引
き
締
ま
り
、
頑
丈
な
木
材

に
な
る
。
雨
が
多
い
金
山
町
の
風
土
も
杉

づ
く
り
に
適
し
て
い
る
。
金
山
町
で
育
林

に
携
わ
っ
て
か
ら
46
年
に
な
る
林
業
家
、

星
川
隆
弘
氏
は
、
金
山
杉
の
苗
木
か
ら
成

木
ま
で
の
生
長
過
程
を
知
る
人
物
だ
。

「
じ
つ
は
、
金
山
杉
は
樹
齢
40
年
ご
ろ
ま

で
は
生
長
度
合
い
が
悪
く
、
幹
も
谷
側
に

ふ
く
ら
ん
だ
よ
う
に
曲
が
っ
て
し
ま
っ
て

い
ま
す
。
金
山
杉
ほ
ど
見
た
目
が
悪
い
杉

は
な
い
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
と
こ
ろ

が
60
年
た
つ
と
、
曲
が
っ
て
い
た
幹
が
ま

っ
す
ぐ
に
な
る
の
で
す
」

80
年
と
い
う
年
月
は
、
金
山
杉
が
建
築

材
に
な
る
の
に
必
要
な
時
間
な
の
だ
。

金
山
杉
に
は
、
時
間
だ
け
で
は
な
く
林

業
家
た
ち
の
手
間
も
か
け
ら
れ
て
い
る
。

幼
木
の
う
ち
は
下
草
刈
り
を
し
、そ
の
後
、

除
伐
（
間
引
き
）、
選
り
分
け
の
た
め
の

間
伐
、
下
枝
を
は
ら
う
枝
打
ち
な
ど
を
行

な
う
。

「
根
が
混
み
合
っ
て
く
る
と
保
水
で
き

ず
、
水
が
走
り
、
土
砂
崩
れ
に
つ
な
が
り

ま
す
。
除
伐
や
間
伐
を
し
て
丈
夫
な
根
を

つ
く
れ
ば
保
水
の
力
が
増
し
、
山
と
ふ
も

と
を
守
り
ま
す
。」

自
分
が
植
え
た
苗
木
が
80
年
後
、
金
山

住
宅
に
な
る
ま
で
見
届
け
る
こ
と
が
で
き

る
林
業
家
は
ま
ず
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ

で
も
金
山
杉
育
て
つ
づ
け
る
理
由
を
尋
ね

る
と
星
川
氏
は
こ
う
話
し
た
。

「
そ
れ
は
、
プ
ラ
イ
ド
で
す
ね
」

金
山
大
工
の
棟
梁
、
渡
部
氏
は
金
山
杉

を
こ
う
評
す
る
。

「
金
山
杉
は
年
輪
の
目
が
詰
ま
っ
て
い
て

丈
夫
で
す
。
そ
れ
に
、辺
材
の
『
白
太
（
し

ろ
た
）』
と
芯
材
の
『
赤
太
（
あ
か
た
）』

が
き
れ
い
で
す
。
壁
に
こ
う
い
っ
た
木
材

を
使
う
と
、
見
る
人
の
気
持
ち
が
癒
さ
れ

ま
す
よ
ね
。
節
が
あ
る
材
木
は
丈
夫
な
の

で
、
梁
な
ど
に
使
い
ま
す
」

大
工
の
仕
事
は
、
木
材
を
適
材
適
所
に

使
う
こ
と
だ
と
い
う
。
床
の
間
や
座
敷
に

は
節
の
な
い
白
太
や
赤
太
を
、梁
（
は
り
）

に
は
節
の
あ
る
丈
夫
な
木
材
を
使
う
。

星川隆弘（ほしかわ・たかひろ）
1947 年生まれ。1969 年に三英興業に入社。現在、㈲三英クラフト代表
取締役、三英興業㈱取締役。
三英興業：1950年設立。現在、金山町をはじめ最上地方で約 2100ha で
育林している。金山町の民間の林業会社のシェア４割を占める。
三英クラフト：2002年設立。森林管理を行なっている。
両社合わせて年間約 10ha の杉を伐採。県内外の製材所に販売。

渡部俊治（わたなべ・しゅんじ）
1949 年生まれ。渡辺建築の８代目棟梁。関東で宮大工の修行を積み、
40歳ごろ、父から棟梁を引き継ぐ。

林
業
家
と
大
工
の
誇
り
が
支
え
る

金
山
杉
と
金
山
住
宅

藩政時代から植林が行われてきた金山杉の林。
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金
山
大
工
の
仕
事
は
、
建
て
て
終
わ
る

わ
け
で
は
な
い
。
少
し
ず
つ
補
修
し
な
が

ら
何
十
年
も
そ
の
家
と
付
き
合
う
の
だ
。

た
と
え
ば
壁
の
一
部
が
傷
ん
だ
ら
、
そ
の

傷
ん
だ
板
だ
け
外
し
て
交
換
す
る
。
建
て

主
と
も
長
い
付
き
合
い
と
な
る
。

そ
こ
に
は
や
は
り
大
工
の
誇
り
が
う
か

が
え
る
。

「
木
は
、
二
度
生
き
ま
す
。
第
一
の
人
生

は
、
植
林
さ
れ
て
か
ら
自
力
で
生
長
で
き

る
ま
で
、
林
業
の
方
々
に
手
厚
く
保
護
さ

れ
な
が
ら
生
き
る
人
生
で
す
。。
そ
の
間
、

山
の
水
を
き
れ
い
に
し
て
く
れ
ま
す
。
第

二
の
人
生
は
、
伐
採
さ
れ
て
、
我
々
に
身

請
け
さ
れ
て
か
ら
で
す
。
１
０
０
年
近
く

山
で
過
ご
し
た
第
一
の
人
生
の
あ
と
、
も

う
１
０
０
年
、
家
と
し
て
第
二
の
人
生
を

お
く
り
ま
す
。
そ
の
第
二
の
人
生
の
１
０

０
年
を
全
う
で
き
る
よ
う
に
す
る
の
が

我
々
の
仕
事
で
す
」

金
山
町
「
街
並
み
づ
く
り
１
０
０
年
運

動
」
は
、
こ
の
30
年
で
一
定
の
成
果
を
得

た
と
い
え
る
。
住
宅
、
公
園
、
施
設
、
飲

食
店
が
美
し
い
街
並
み
を
つ
く
り
あ
げ
、

98
年
に
は
、
木
材
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
た

滞
在
型
リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル
「
ホ
テ
ル
シ
ェ

ー
ネ
ス
ハ
イ
ム
金
山
」
も
オ
ー
プ
ン
し
、

観
光
客
の
受
け
入
れ
体
制
も
整
っ
た
。

し
か
し
、運
動
の
ス
タ
ー
ト
か
ら
30
年
、

課
題
も
見
え
て
き
た
。
金
山
住
宅
よ

り
も
安
く
早
く
建
築
で
き
、
雪
へ
の

耐
性
の
あ
る
ハ
ウ
ス
メ
ー
カ
ー
の
家

を
建
て
た
い
と
思
う
人
も
い
る
。
金

山
杉
の
育
成
も
「
や
ま
が
た
緑
環
境

税
」
に
頼
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
。

全
国
の
農
村
を
巡
り
、
ま
た
、
企

業
経
営
も
経
験
し
て
き
た
松
尾
氏

は
、
金
山
住
宅
の
こ
れ
か
ら
に
つ
い

て
こ
う
語
っ
た
。

「
最
初
の
計
画
か
ら
30
年
た
て
ば
ど

ん
な
こ
と
で
も
課
題
は
出
て
き
ま

す
。
計
画
を
見
直
し
柔
軟
に
変
え
る

努
力
を
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
な
の

で
す
。
ハ
ウ
ス
メ
ー
カ
ー
に
負
け
な

い
よ
う
継
続
的
に
改
善
し
て
く
こ
と

も
今
後
の
金
山
住
宅
に
求
め
ら
れ
る
で
し

ょ
う
」

ま
た
、
他
の
農
村
同
様
に
人
口
は
減
少

し
て
い
る
。
金
山
町
に
は
鉄
道
の
駅
が
な

く
、
交
通
手
段
は
車
か
バ
ス
と
い
う
こ
と

も
あ
り
、
街
に
は
観
光
客
を
迎
え
る
だ
け

の
も
の
が
揃
っ
て
い
る
一
方
で
、
ま
だ
ま

だ
観
光
客
は
少
な
い
と
い
う
。

松
尾
氏
は
、
人
口
減
少
を
止
め
る
に
は

ま
ず
、
金
山
町
を
含
む
最
上
地
方
全
体
で

30
年
後
を
見
据
え
て
ス
マ
ー
ト
・
テ
ロ
ワ

ー
ル
（
自
給
圏
）
を
つ
く
り
、
雇
用
を
生

む
こ
と
が
大
切
だ
と
話
す
。

「
30
年
後
、
町
に
人
が
い
な
か
っ
た
ら
こ

れ
ま
で
の
30
年
間
が
無
駄
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
想
像
力
を
働
か
せ
、
さ
ら
に
30

年
後
の
未
来
を
考
え
ま
し
ょ
う
。

女
性
の
雇
用
機
会
を
つ
く
る
た
め

に
、
農
畜
産
物
の
加
工
場
を
設
け

る
の
も
良
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
、

金
山
町
の
木
造
建
築
用
材
の
製
材

所
か
ら
出
る
残
渣
を
活
か
せ
ば
、

最
近
、
話
題
と
な
っ
て
い
る
よ
う

な
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
に
取
り
組
む

こ
と
が
で
き
ま
す
。
Ｕ
・
Ｉ
タ
ー

ン
者
の
雇
用
を
生
む
事
業
が
展
開

さ
れ
て
こ
そ
、
金
山
町
の
街
並
み

の
美
し
さ
が
真
に
評
価
さ
れ
る
こ

と
に
つ
な
が
る
で
し
ょ
う
」

ま
た
、
最
上
地
方
に
は
、
住
民

が
必
要
な
コ
メ
の
消
費
量
の
５
倍

に
の
ぼ
る
水
田
が
あ
る
が
、
そ
の

一
部
を
地
域
に
必
要
な
農
畜
産
物
に
切
り

替
え
、
そ
の
農
畜
産
物
を
使
っ
た
お
い
し

い
食
事
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
観

光
地
と
し
て
魅
力
を
ア
ッ
プ
さ
せ
る
こ
と

も
で
き
る
。

長
年
、
１
０
０
年
運
動
に
携
わ
っ
て
き

た
商
工
景
観
推
進
員
の
丹
氏
は
、
現
状
に

と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
か
ら
の
金
山

町
が
取
り
組
む
べ
き
こ
と
は
何
か
、
考
え

つ
づ
け
て
い
る
。

「
30
年
た
っ
た
か
ら
、
あ
と
70
年
で
終
わ

り
、
と
い
う
の
で
は
な
く
、
街
づ
く
り
は

永
遠
に
続
け
る
活
動
だ
と
思
い
ま
す
。
課

題
を
解
決
し
な
が
ら
１
０
０
年
運
動
を
頑

固
に
続
け
、
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
の
街
を
目
指

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
」

金
山
町
の
こ
れ
か
ら
の

30
年
を
考
え
る

金山杉の年輪は、紙を重ねたように細かである。（左上はマッチ棒）

ホテルシェーネスハイム金山
創業 1998 年。金山町 51％、JR東日本 49％出資。温泉とスキー場、ゆったり
できる広い客室が自慢。「美しい我が家」をコンセプトに、温かみのある空間で
旅人を迎え入れている。


