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）水
切
り…

金
属
を
内
側
に
加
工
し
、雨
水
が
漏
ら

な
い
よ
う
工
夫
し
た
も
の
。

自宅に隣接する宇坂鈑金工業所で。
「1枚の銅板から叩き上げて徐 に々形を整えていく過程が面白い」と話す宇坂さん。

徳島県内にある若宮神社をはじめ、金毘羅宮、鷲
の門、慈眼寺のほか、愛媛県51番札所石手寺など
屋根、鬼板、雨とい施工と仕事を手掛けた神社仏
閣は約30社寺に及ぶ。屋根工事、雨とい施工は
後継者の長男稔さんや従業員と共に現場に赴く。

宇坂さんが手掛ける
神社仏閣の屋根施工と「銅板鬼板」

飾り金物や宝珠など依頼された建物に合
う大きさ形などは、目で判断。狂いはない。

銅板の厚み、用途でハサミを変える。刃が反った形
の小さいハサミは「エグリ」、大きいのは「ヤナギバ」。

写真上／雨といの製作には、銅板を「ヒョウ
シキ」という木の道具で叩いて折り曲げる。
写真下／ムダ折りという部分に銅板を接
いでいく。折り加減や角度など、技は全て
手に叩き込まれている。

木づちと金づちは厚みや丸みをつける角
度などによって使い分け、銅板のひずみを
取る。

何度も焼き、叩く。「打ち出し」「絞り」と呼ば
れる工程。銅板に丸みをつける大きな釘は
「エボシ」という。

若宮神社（徳島市内）の銅板鬼板。一つの銅屋根を
葺くのに、3～4人で１カ月ほどの作業時間がかかる。

１
枚
の
銅
板
を
切
り
出
し
て
曲
げ
、木
づ

ち
と
金
づ
ち
で
ひ
た
す
ら
叩
き
、造
作
を

生
み
出
す
の
が
建
築
板
金
工
で
す
。か
つ
て

は
、金
属
を
加
工
し
て
作
る
住
宅
の
雨
と
い

が
建
築
板
金
工
の
活
躍
の
場
で
し
た
が
、

時
代
が
変
わ
り
神
社
仏
閣
の
銅
屋
根
や
屋

根
飾
り
な
ど
の
飾
り
物
へ
と
製
作
の
場
が

移
っ
て
き
ま
し
た
。建
築
板
金
業
に
携
わ
っ

て
50
年
。叩
き
上
げ
の
卓
越
し
た
技
能
で

「
匠
」と
し
て
今
も
現
場
に
立
つ
宇
坂
氏
に

建
築
板
金
の
技
と
精
神
を
語
っ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

厳
し
い
修
業
に

明
け
暮
れ
る
日
々

25
歳
で
独
立
、工
業
所
設
立
へ

　

宇
坂
さ
ん
が
建
築
板
金
工
の
世
界
に
入

門
し
た
の
は
終
戦
後
、15
歳
の
頃
で
し
た
。

手
先
が
器
用
だ
っ
た
こ
と
か
ら
学
校
の
先
生

の
紹
介
で
徳
島
市
内
の
建
築
板
金
工
場
に

就
職
。当
時
は
ま
だ
親
方･

弟
子
の
人
間
関

係
が
強
い
時
代
。丁
寧
に
仕
事
を
教
え
て
く

れ
る
わ
け
も
な
く
、た
だ
見
て
、真
似
て
、繰

り
返
し
て
銅
板
の
打
ち
出
し
か
ら
叩
く
力

加
減
な
ど
を
身
体
で
覚
え
て
い
く
し
か
な

か
っ
た
の
で
す
。リ
ヤ
カ
ー
に
銅
板
を
乗
せ
て

運
び
、朝
か
ら
晩
ま
で
黙
々
と
厳
し
い
修
業

に
耐
え
る
日
々
が
続
き
ま
し
た
。

　

や
が
て
長
男
の
稔
さ
ん
が
生
ま
れ
た
の
を

き
っ
か
け
に
25
歳
で
独
立
。徳
島
市
内
に
宇

坂
鈑
金
工
業
所
を
設
立
し
ま
し
た
。

住
宅
の
寿
命
を
左
右
す
る

「
雨
仕
舞
い
」の
プ
ロ
と
し
て

仕
事
に
情
熱
を
傾
け
る

　

独
立
後
の
社
員
は
兄
と
自
分
の
２
人
だ
け
。

仕
事
は
工
務
店
発
注
の
雨
と
い
な
ど
が
中

心
で
、年
に
２
〜
３
回
ほ
ど
神
社
仏
閣
の
屋

根
施
工
や
飾
り
物
の
受
注
も
あ
り
ま
し
た
。

　

建
築
板
金
工
に
は
、雨
漏
り
を
防
ぎ
、住

宅
の
寿
命
を
左
右
す
る「
雨
仕
舞
い
」の
プ

ロ
と
し
て
の
力
量
が
求
め
ら
れ
ま
す
。そ
の

た
め
に
は
、金
属
屋
根
の
水
切
り（※

）や
継

ぎ
目
か
ら
水
が
漏
れ
な
い
処
理
を
し
、勾
配

の
付
け
方
や
葺
き
方
、下
地
の
構
法
な
ど

様
々
な
工
夫
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

銅
は
腐
食
に
強
い
こ
と
や
、軽
く
て
耐
震

性
も
あ
る
こ
と
か
ら
住
宅
に
も
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
素
材
で
す
。厚
さ
１
〜
１・２㎜

ほ
ど
し
か
な
い
銅
板
を
８
０
０
〜
１
５
０
０

度
以
上
に
も
な
る
ガ
ス
バ
ー
ナ
ー
の
火
で
焼

き
、柔
ら
か
く
な
っ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
銅
板
を

絶
妙
な
力
加
減
で
叩
い
て
の
ば
す
。素
人
で

は
、火
の
温
度
調
節
が
難
し
い
た
め
、す
ぐ
に

穴
が
開
い
て
し
ま
い
ま
す
。宇
坂
さ
ん
は
独

自
の
勘
と
経
験
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
こ
れ

ら
の
技
を
培
って
き
ま
し
た
。

　
「
建
築
板
金
は
教
科
書
の
な
い
厳
し
い

世
界
、一
生
が
修
業
で
す
。で
も
辞
め
よ
う

と
思
っ
た
こ
と
は
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
。何

度
も
何
度
も
繰
り
返
し
修
練
し
て
い
る
と
、

ふ
と
上
達
し
た
こ
と
を
実
感
す
る
瞬
間
が

あ
り
ま
す
。そ
れ
を
体
験
す
る
と
仕
事
が

好
き
に
な
り
ま
す
」と
語
り
ま
す
。

神
社
仏
閣
の

銅
屋
根
、屋
根
飾
り
な
ど

新
し
い
活
躍
の
場
が
広
が
る

　
一
つ
ひ
と
つ
手
作
業
で
作
ら
れ
て
き
た
金

属
屋
根
や
雨
と
い
で
し
た
が
、雨
と
い
は
金

属
か
ら
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
へ
、屋
根
も
ガ
ル
バニ
ウ

ム
鋼
板
な
ど
新
し
い
材
料
が
次
々
と
使
わ

れ
、建
築
板
金
工
が
活
躍
す
る
場
は
一
部
の

本
格
和
風
建
築
や
神
社
仏
閣
の
屋
根
、雨

と
い
の
施
工
、飾
り
物
の
製
作
が
中
心
に

な
って
き
ま
し
た
。

　

工
場
で
も
１
９
７
５（
昭
和
50
）年
に
大

型
機
械
を
導
入
し
、作
業
時
間
が
大
幅
に

短
縮
さ
れ
ま
し
た
。宇
坂
さ
ん
は
時
代
の
流

れ
に
戸
惑
い
を
感
じ
な
が
ら
も
、修
業
時
代

か
ら
最
も
好
き
だ
っ
た
神
社
仏
閣
の
飾
り

物
の
製
作
で
活
躍
の
場
が
広
が
る
こ
と
に
職

人
と
し
て
の
喜
び
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。

　

神
社
仏
閣
の
仕
事
は
何
百
年
と
後
世
に

残
る
仕
事
。た
っ
た
一
つ
の
飾
り
物
を
製
作

す
る
に
も
、「
自
分
が
納
得
す
る
ま
で
妥
協

は
し
な
い
」と
話
さ
れ
ま
す
。

　

屋
根
飾
り
は
職
人
の
感
性
も
問
わ
れ
ま

す
。宇
坂
さ
ん
は
、依
頼
を
受
け
た
神
社
仏

閣
を
実
際
に
見
て
、ど
ん
な
デ
ザ
イ
ン
に
す

る
か
、イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
ま
す
。四
国
八

十
八
カ
所
を
５
〜
６
回
巡
り
、趣
味
も
兼
ね

て
全
国
各
地
の
神
社
仏
閣
を
訪
ね
、屋
根
や

屋
根
飾
り
を
見
て
、そ
の
姿
形
を
目
と
心
に

焼
き
付
け
、研
究
を
重
ね
ま
し
た
。ド
イ
ツ

や
ア
メ
リ
カ
な
ど
欧
米
に
も
足
を
運
び
、西

洋
の
技
法
も
長
所
と
思
え
ば
迷
わ
ず
取
り

入
れ
た
そ
う
で
す
。手
に
叩
き
込
ん
だ
技
と

感
性
が
調
和
し
て
、一
枚
の
銅
板
が
神
社
の

鬼
瓦
や
宝
珠
に
生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。

２
０
０
６
年
度

「
現
代
の
名
工
」に

建
築
板
金
業
50
年
の
節
目

　

徳
島
県
内
で
も「
銅
板
鬼
板
」と
呼
ば
れ

る
屋
根
飾
り
を
打
ち
出
す
技
能
を
受
け
継

ぐ
職
人
は
わ
ず
か
数
人
の
み
で
す
。そ
の
確

か
な
技
術
と
建
築
板
金
へ
の
真
摯
な
仕
事

ぶ
り
が
評
価
さ
れ
、２
０
０
６（
平
成
18
）

年
、「
現
代
の
名
工
」に
選
ば
れ
ま
し
た
。現

在
も
建
築
板
金
工
と
し
て
、毎
年
実
施
さ

れ
る
建
築
板
金
技
能
検
定
受
験
者
の
教

育・指
導
を
行
い
、後
進
の
育
成
に
も
努
め
て

お
ら
れ
ま
す
。

　
「
住
ま
い
も
神
社
仏
閣
も
仕
事
に
妥
協
は

あ
り
ま
せ
ん
。建
築
板
金
は
建
築
の
工
程
全

体
で
は
細
部
の
仕
事
で
す
が
、こ
の
細
部
に

も
職
人
の
こ
だ
わ
り
の
技
が
現
れ
て
い
る
こ

と
を
多
く
の
人
に
知
って
ほ
し
い
。建
築
板
金

業
に
50
年
以
上
携
わ
っ
て
き
ま
し
た
が
、私

も
ま
だ
ま
だ
日
々
精
進
で
す
」と
笑
顔
の
中

に
厳
し
い
職
人
の
顔
を
の
ぞ
か
せ
ま
し
た
。

宇
坂
允
宏
氏

建
築
板
金
工

の
こ
こ
ろ

連

載

第
四
回

生
涯
修
業
。

叩
き
上
げ
た
建
築
板
金
の
技

15
歳
で
建
築
板
金
工
の
世
界
へ
。徳
島
市
内
で
修
業
を
積
み
、25
歳
で
独
立
し
て
有
限
会
社
宇
坂
鈑
金
工
業
所
を
設
立
。

家
屋
の
雨
と
い
の
製
造
を
中
心
に
、神
社
仏
閣
の
飾
り
仕
事
も
受
注
。

鷲
の
門
の
飾
り
金
物
や
慈
眼
寺
の
銅
板
鬼
板
な
ど（
い
ず
れ
も
徳
島
市
）を
手
掛
け
る
。

2
0
0
6（
平
成
18
）年「
現
代
の
名
工
」に
選
ば
れ
る
。

現
在
は
、徳
島
県
板
金
工
業
組
合
副
理
事
長
と
し
て
後
進
の
育
成
に
力
を
注
ぐ
。
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