
NPO法人 伝統木構造の会NPO法人 伝統木構造の会
会長 海老﨑粂次さん会長 海老﨑粂次さん

こんなとこにも
　　　三木金物

良
い
道
具
は
身
体
の
一
部
に
な
る

　
職
人
が
道
具
に
求
め
る
こ
と
は
、い
か

　
職
人
が
道
具
に
求
め
る
こ
と
は
、い
か

に
自
分
の
思
い
の
ま
ま
に
機
能
し
て
く
れ

に
自
分
の
思
い
の
ま
ま
に
機
能
し
て
く
れ

る
か
ど
う
か
で
す
。
三
木
金
物
の
評
価
は

る
か
ど
う
か
で
す
。
三
木
金
物
の
評
価
は

非
常
に
高
く
、錦
帯
橋「
平
成
の
架
け
替

非
常
に
高
く
、錦
帯
橋「
平
成
の
架
け
替

え
」の
際
に
は
、私
も
道
具
を
作
っ
て
も
ら

え
」の
際
に
は
、私
も
道
具
を
作
っ
て
も
ら

い
に
三
木
市
を

い
に
三
木
市
を
44
回
ほ
ど
訪
れ
ま
し
た
。

回
ほ
ど
訪
れ
ま
し
た
。

　
海
外
で
日
本
の
建
築
技
術
を
伝
え
る
講

　
海
外
で
日
本
の
建
築
技
術
を
伝
え
る
講

習
会
を
開
く
と
、熱
心
な
参
加
者
が
集
ま

習
会
を
開
く
と
、熱
心
な
参
加
者
が
集
ま

り
、建
築
技
術
と
並
ん
で
道
具
に
も
強
い
関

り
、建
築
技
術
と
並
ん
で
道
具
に
も
強
い
関

心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
外
国
人
が
普

心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
外
国
人
が
普

段
使
う
道
具
は
腕
力
に
頼
っ
た
設
計
の
も

段
使
う
道
具
は
腕
力
に
頼
っ
た
設
計
の
も

の
が
多
く
、三
木
金
物
を
は
じ
め
と
す
る
日

の
が
多
く
、三
木
金
物
を
は
じ
め
と
す
る
日

(一社) 日本歴史的建造物(一社) 日本歴史的建造物
保存修復技術支援機構保存修復技術支援機構
代表理事 福田喜次 さん代表理事 福田喜次 さん

本
の
道
具
に
触
れ
た
参
加
者
は
そ
の
使
い

本
の
道
具
に
触
れ
た
参
加
者
は
そ
の
使
い

心
地
の
良
さ
に
引
き
込
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

心
地
の
良
さ
に
引
き
込
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

　
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
な
ど
で
は
、住
宅
建

　
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
な
ど
で
は
、住
宅
建

築
を
は
じ
め
と
す
る
一
般
的
な
建
築
現
場

築
を
は
じ
め
と
す
る
一
般
的
な
建
築
現
場

で
、今
も
な
お
伝
統
的
な
技
術
や
道
具
が

で
、今
も
な
お
伝
統
的
な
技
術
や
道
具
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、日
本
で
は
作

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、日
本
で
は
作

業
効
率
化
の
観
点
か
ら
機
械
設
備
の
導
入

業
効
率
化
の
観
点
か
ら
機
械
設
備
の
導
入

が
拡
が
り
、手
工
具（
人
力
で
作
業
す
る
工

が
拡
が
り
、手
工
具（
人
力
で
作
業
す
る
工

具
）を
あ
ま
り
使
っ
た
こ
と
の
な
い
職
人
が

具
）を
あ
ま
り
使
っ
た
こ
と
の
な
い
職
人
が

増
え
て
き
て
い
ま
す
。
伝
統
技
術
が
紡
ぐ

増
え
て
き
て
い
ま
す
。
伝
統
技
術
が
紡
ぐ

「
日
本
の
美
」を
絶
や
さ
な
い
た
め
に
も
、

「
日
本
の
美
」を
絶
や
さ
な
い
た
め
に
も
、

最
上
の
仕
上
が
り
を
め
ざ
す
に
は
手
工
具

最
上
の
仕
上
が
り
を
め
ざ
す
に
は
手
工
具

が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
、道
具
を
作
る
側
、

が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
、道
具
を
作
る
側
、

使
う
側
双
方
か
ら
も
っ
と
広
め
て
い
く
必

使
う
側
双
方
か
ら
も
っ
と
広
め
て
い
く
必

要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

三
木
金
物
に
は〝
心
地
〞が
あ
る

　
宮
大
工
と
し
て
、神
社
仏
閣
、一
般
建

築
、播
州
祭
り
屋
台
の
設
計・製
作
を
行
っ

て
お
り
、現
場
で
は
い
つ
も
三
木
金
物
の

道
具
を
使
っ
て
い
ま
す
。
道
具
の
良
し
悪

し
は
、鋸

の
こ
ぎ
りで
あ
れ
ば
切
れ
味
で
判
断
さ
れ

る
こ
と
が
一
般
的
で
す
が
、よ
り
精せ

い
ち緻
さ

が
求
め
ら
れ
る
現
場
で
は
、三
木
金
物
の

よ
う
に
、手
に
伝
わ
る
感
覚
か
ら
木
の
繊

維
を
感
じ
取
れ
る〝
心
地
あ
る
道
具
〞が
必

要
で
す
。

　
時
代
の
変
化
で
建
築
工
法
が
変
わ
っ
た

こ
と
に
よ
っ
て
、手
工
具
を
使
う
職
人
や

鍛
冶
職
人
は
年
々
減
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

ま
ま
減
少
が
続
き
、道
具
が
造
ら
れ
な
く

な
っ
て
し
ま
え
ば
、プ
ロ
の
現
場
の
仕
事

は
で
き
な
く
な
り
、や
が
て
伝
統
的
な
日

本
建
築
の
技
術
も
つ
い
え
て
し
ま
う
と
考

え
て
い
ま
す
。

　
我
々
と
し
て
も
何
か
で
き
る
こ
と
は
な

い
か
と
、こ
れ
ま
で
伝
統
大
工
に
関
わ
り

の
な
か
っ
た
職
人
を
集
め
て
、技
術
の
保

存
や
向
上
を
図
る
た
め
の
団
体
を
立
ち
上

げ
、そ
の
中
で
優
れ
た
道
具
と
は
い
か
な

る
も
の
か
を
伝
え
る
取
組
を
始
め
ま
し

た
。
日
本
の
素
晴
ら
し
い
建
築
技
術
を
後

世
に
残
す
た
め
に
も
、三
木
金
物
の
発
展

は
必
要
不
可
欠
で
す
。
作
り
手
と
使
い
手

の
交
流
を
深
め
る
と
と
も
に
、各
々
が
で

き
る
こ
と
を
考
え
る
時
が
き
て
い
る
と
感

じ
ま
す
。

現
代
の
名
工
に
聞
く
、三
木
金
物
の
魅
力

　皆さんが最後に三木金物に触れたのはいつですか？
　「毎日」という人、「小学校の授業で肥

ひごのかみ
後守を使った

のが最後」という人もいるかもしれません。
　では、三木金物を使って造られたものを含めるとど
うでしょう？
　調べてみると、日本を代表するあんなところやこん
なところで三木金物が活躍していることが分かります。
　今月の特集では、作り手、使い手、伝え手、それぞれ
が抱く思いを元に、日本の美を紡ぐ三木金物の現状と
魅力に迫ります。
問 (市)商工振興課 かなもの振興係
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1 錦帯橋（山口県岩国市）
2 厳島神社（広島県廿日市市）
錦帯橋の平成の架け替え工事
の棟梁や厳島神社の修復工事
を務めた海老﨑さん。製材か
ら組立までのほとんどの工程
で三木金物を使用しています。

3 松原八幡神社の秋祭り（灘
のけんか祭り・姫路市）の様
子。福田さんは松原八幡神社
や各地域の屋台の修復など
を手掛けています。4 手に
伝わる心地があるからできる
細やかな造形。

～ 時代を、地域を越えて ～
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- 特集 -

国名勝指定100周年を迎えた、日本三名橋にも数えられる錦
きんたいきょう
帯橋（山口県岩国市）は全長193m、幅5mを誇ります。
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