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ミ
リ
の
ば
ね
ま
で
、
私
た
ち
の
目
に
は
届
か

な
い
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
使
わ
れ
て
い
る
。

　

東
海
バ
ネ
工
業
で
は
、
ば
ね
１
本
か
ら
フ

ル
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
で
対
応
。「
こ
ん
な
ば

ね
が
１
本
だ
け
欲
し
い
」
と
い
う
声
に
応
え

て
い
る
。
技
術
大
国
「
ニッ
ポ
ン
」
の一
躍
を

担
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
「
ば
ね
作
り
は
一に
も
二
に
も
経
験
が
大

切
。
様
々
な
要
望
に
対
し
て
ど
う
作
っ
て
い

く
か
、
勉
強
の
毎
日
で
す
。
頭
を
抱
え
る

難
し
い
注
文
も
あ
り
ま
す
が
、
想
像
力
を

駆
使
し
て
形
に
で
き
た
時
は
、
何
に
も
か

え
ら
れ
な
い
達
成
感
が
あ
り
ま
す
ね
」
と

は
、
案
内
を
し
て
い
た
だ
い
た
戸
田
哲
也

リ
ー
ダ
ー
。
20
年
の
キ
ャ
リ
ア
を
誇
る
職
人

だ
が
、
ば
ね
の
世
界
は
奥
が
深
い
と
話
す
。

　

現
在
「
啓
匠
館
」
で
は
、
主
に
圧
縮
・

ね
じ
り
・
引
き
ば
ね
と
い
っ
た
小
型
の
ば
ね

　

煉
瓦
積
み
の
レ
ト
ロ
な
外
観
が
目
を
引

く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
工
場
「
啓
け
い
し
ょ
う
か
ん

匠
館
」。
東
海
バ

ネ
工
業
株
式

会
社
・
豊
岡

神か
み
よ
し
だ
い

美
台
工
場

の
新
施
設
と
し
て
、
平
成
22
年
に
オ
ー
プ
ン

し
た
。「
啓
」
に
は『
教
え
導
く
』の
意
味

が
あ
り
、
匠
の
技
術
を
次
の
世
代
へ
伝
承

す
る
と
い
う
想
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　

昭
和
９
年
創
業
の
東
海
バ
ネ
工
業
は
、

大
阪
市
に
本
社
を
持
つ
ば
ね
の
専
業
メ
ー

カ
ー
。一
貫
し
て
ば
ね
製
品
を
作
り
続
け
て

き
た
会
社
で
、「
完
全
受
注
・
平
均
ロ
ッ
ト

５
個
の
超
微
量
生
産
」
と
い
う
、
業
界
で
は

極
め
て
特
殊
な
生
産
体
制
を
と
っ
て
い
る
。

　

ひ
と
口
に
「
ば
ね
」
と
い
っ
て
も
多
種
多

様
。
電
力
プ
ラ
ン
ト
の
タ
ー
ビ
ン
、
鉄
道
車

両
か
ら
人
工
衛
星
に
搭
載
さ
れ
る
直
径
３

DATA 
■東海バネ工業株式会社  豊岡神美台工場
　豊岡市神美台157-21 TEL.0796-29-5730
　あらゆる材質・寸法・形状の高品質・高機能の
　ばねを、フルオーダーメイドで作り続けている。
　http://www.tokaibane.com/

を
中
心
に
製
造
。
５
人
の
職
人
が
巻
き
取

り
、
仕
上
げ
、
整
形
、
熱
処
理
、
検
査
な

ど
の
工
程
に
分
か
れ
て
作
業
を
し
て
い
る
。

　

そ
の
中
で
も
最
後
の
微
調
整
を
行
う
の

は
、
45
年
の
キ
ャ
リ
ア
を
持
つ
梶
川
信
行
さ

ん
。
現
代
の
名
工
に
も
選
ば
れ
て
い
る
職

人
で
、コ
ン
マ
数
ミ
リ
単
位
で
ば
ね
の
歪
み

や
間
隔
を
、「
ハ
シ
」
と
呼
ば
れ
る
道
具
で

図
面
通
り
に
微
調
整
し
て
い
く
。
頼
れ
る

の
は
今
ま
で
培
っ
た
経
験
と
体
に
染
み
つ
い

た
手
の
感
覚
だ
け
。
梶
川
さ
ん
の
手
に
か

か
る
と
、
誰
も
修
正
で
き
な
か
っ
た
不
具

合
も
見
事
に
調
整
さ
れ
て
い
く
そ
う
だ
。

　
「
み
ん
な
こ
の
仕
事
に
誇
り
を
持
っ
て

や
っ
て
い
ま
す
」
と
、
戸
田
さ
ん
。
ば
ね
１

本
に
こ
だ
わ
る
職
人
た
ち
の
卓
越
し
た
技

か
ら
、モ
ノ
づ
く
り
の
真
髄
を
垣
間
見
る
こ

と
が
で
き
た
。

ばね１本からオーダーメイド
こだわりのばね職人
経験と勘がモノをいうばね製作

微妙なズレを手で調整する職人の技

匠の技術を次の世代へ伝承していく

ミュージアム工場「啓匠館」。外観の煉瓦は、一つ一つが煉瓦積み職
人よる手積み。内部の壁面は、左官職人によって漆喰塗りで仕上げ
られていて、建物からも職人の息吹を感じることができる。

匠
の
技
術
に
ふ
れ
た
く
て

知
っ
て
い
る
よ
う
で
知
ら
な
い

も
の
づ
く
り
の
現
場
を
訪
ね
ま
し
た
。

コイルばねの間隔調整を行う梶川さん。目の前には「ハシ」と呼ばれ
る道具がずらりと並び、それぞれの形態に合わせて使い分ける。ばね
の特性を決める重要な作業で、自分の手に合うものと道具はすべて
手作り。様々なばねを作る内に、「ハシ」の数も増えていったという。

ばねの元となる巻き取り作業。特性に合わせた微妙な調整が要求される。
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■兵庫県朝来市山東町早田417
　TEL.079-676-3328

開山堂に安置されている木
造月庵宗光坐像。桧の寄木造
りで貞享 5 年（1688）の作。
市指定文化財。

市指定文化財となっている山門。切妻屋根をの
せた薬医門形式。

（左）開山堂の内部。天井が高く、化粧屋根裏を見せた造りとなっている。
（右）大同寺では、春は八重紅しだれ桜、夏は蓮の花、秋は紅葉、冬は雪景色と、
四季折々の景色が楽しめる。モリアオガエルの生息地としても有名。水琴窟も
あるのでゆっくりと癒しの音色を楽しむのもいい。後ろに見えるのが開山堂。

　

朝
来
市
山
東
町
に
佇
む
醫い
お
う王

山 

大
同

寺
は
、
大
同
２
年
（
８
０
７
）に
建
て
ら
れ

た
古
刹
。
天
台
宗
と
し
て
始
ま
っ
た
が
、
南

北
朝
時
代
に
月げ
つ
あ
ん
そ
う
こ
う

庵
宗
光
禅
師
に
よ
っ
て
禅

宗
寺
院
と
し
て
開
山
、
山や
ま
な名
氏
の
菩
提
寺

と
な
る
。
応
仁
の
乱
の
際
、
夜や
く
の
が
は
ら

久
野
ヶ
原

の
戦
い
に
て
堂
塔
が
焼
か
れ
、
江
戸
時
代

に
入
っ
て
か
ら
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
寺
院

と
し
て
再
興
さ
れ
た
。

　
「
山
門
」
や
「
白
衣
観
音
図
」「
古
文

書
」
な
ど
数
多
く
の
文
化
財
を
蔵
し
て
い

る
が
、
見
ど
こ
ろ
は
県
指
定
重
要
有
形
文

化
財
と
な
っ
て
い
る
「
開か
い
さ
ん
ど
う

山
堂
」。
細
部
に

至
る
ま
で
建
築
当
時
の
ま
ま
保
存
さ
れ
て

お
り
、
県
下
で
も
珍
し
い
江
戸
中
期
の
唐

様
を
基
調
と
し
た
仏
堂
遺
構
だ
。

入い
り
も
や

母
屋
造
り
で
桟
瓦
葺
き
の
屋
根
、
軒
下

に
裳も
こ
し階
と
い
う
ひ
さ
し
を
つ
け
た
禅
宗
仏

殿
形
式
と
な
っ
て
い
る
。

　

堂
内
に
は
朝
来
市
指
定
文
化
財
の「
木

造
月
庵
宗
光
坐
像
」
や
「
観
音
山
出
土

陶
棺
」
な
ど
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
中
に

入
る
と
、
長
い
柱
が
天
井
ま
で
ス
ラ
ッ
と
伸

び
、
格
縁
を
井
の
字
形
に
組
み
合
わ
せ
た

「
格ご
う
ぶ
ち縁
天
井
」
が
美
し
く
広
が
っ
て
い
る
。

静
か
に
佇
み
心
を
落
ち
着
か
せ
る
と
、
身

体
が
ス
ッ
と
軽
く
な
る
よ
う
だ
。

　

ま
た
、
自
然
と
の一
体
感
も
も
う
ひ
と
つ

の
魅
力
で
も
あ
る
。

　
「
大
同
寺
は
山
に
囲
ま
れ
た
お
寺
な
の

で
自
然
も
感
じ
て
ほ
し
い
。
春
は
桜
、
冬
は

雪
景
色
な
ど
庭
の
景
色
も
四
季
折
々
楽

し
め
ま
す
よ
」
と
は
木
村
住
職
。

　

静
か
な
境
内
か
ら
は
鳥
の
鳴
き
声
と
風

の
音
だ
け
が
聞
こ
え
て
く
る
。
時
が
経
つ
の

も
忘
れ
、ぜ
ひ
ゆ
っ
く
り
と
訪
れ
て
ほ
し
い
。

LET'S GO TO THE TEMPLE

お
寺
へ
い
こ
う
。

往
時
を
偲
ぶ
禅
宗
様
仏
殿
と

自
然
と
の
調
和
が
美
し
い
大
同
寺

ONE POINT ADVICE

開山堂まめ知識

素
朴
な
が
ら
も
優
れ
た
文
化
財
が
た
く
さ
ん
あ
る
但
馬
。

近
く
の
お
寺
に
も
っ
と
足
を
運
ん
で
み
よ
う
！

★屋根瓦を見てみよう！
大同寺 だいどうじ03

今回、編集部が訪ねたお寺は…

今回案内をし
ていただいた
木村住職

※
見
学
は
自
由
で
す
が
、く
れ
ぐ
れ
も
マ
ナ
ー
を
守
っ
て
鑑
賞
し
ま
し
ょ
う
。

山
名
氏
の
菩
提
寺
で
あ
っ

た
大
同
寺
。
屋
根
瓦
に
も

山
名
氏
の
家
紋
で
あ
る

「
二
つ
引
両
」と
な
っ
て
お

り
、
そ
の
由
緒
を
物
語
っ

て
い
る
。

100万回の般若心経を東北へ
大同寺では、東日本大震災の犠牲者の追悼と
早期復興を願い、般若心経を100万回唱える
取り組みを行っている。
５月に始め、現在1万6千回。100万回唱える
には10年以上かかるといい、多くの参加を得
て100万回を目指すことに。「祈りや思いやり
の気持ちが広がれば」と地域の人に呼びかけ
ている。ぜひ参加してみよう。


