
石
の
特
徴
を
活
か
せ
！

　
石
橋
の
技
術
の
素
晴
ら
し
さ
を
紹

介
す
る
前
に
、ま
ず
は
石
橋
の
作
成
手

順
を
紹
介
し
よ
う
。

　
石
橋
づ
く
り
の
最
初
の
工
程
は
、

「
支
保
工
」と
呼
ば
れ
る
柱
の
組
み
立

て
で
あ
る
。石
橋
づ
く
り
で
最
初
に
活

躍
す
る
の
は
、石
を
組
み
上
げ
る
石
工

で
は
な
く
実
は
大
工
な
の
だ
。支
保
工

が
完
成
す
る
と
、そ
の
上
に
輪わ

い
し石

を
並

べ
壁か

べ
い
し石

を
積
み
上
げ
て
い
く
。こ
の
輪

石
こ
そ
が
、石
橋
の
構
造
の
中
で
最
も

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。こ
の

輪
石
に
よ
っ
て
、上
部
か
ら
の
荷
重
を

圧
縮
力
で
両
岸
に

伝
え
て
い
る
。輪
石

の
中
で
も
、最
後
に

ア
ー
チ
の
頂
点
に

並
べ
ら
れ
る
石
を

特
別
に「
要か

な
め
い
し石
」と

い
う
。重
要
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
ネ
ー

ミ
ン
グ
で
あ
る
。ア
ー
チ
の
頂
点
に
要

石
を
備
え
付
け
て
輪
石
を
並
べ
終
え

る
と
、支
保
工
を
少
し
緩
め
て
ア
ー
チ

を
自
立
さ
せ
る
。支
保
工
を
緩
め
る写真1　�下から見上げた

霊台橋

昔の技術で

やってみました！
昔の技術で

やってみました！
技術で技術技術技術

第1回

伝統的石橋技術（前編）

川という障害を乗り越え、私たちに快適な移動を提供してくれている橋。
今でこそ身の回りには多くの立派な橋が建設されているが、昔の人びとに
とって洪水で流されない橋の建設は悲願であった。そんな人びとの願い
をかなえた橋、それが石造アーチ橋である。今回は、江戸時代から明治初
めにかけて多くの石橋がつくられた熊本にスポットを当て、「石工」と呼ば
れる職人の功績を振り返りながら、石橋の素晴らしさを紹介したい。

③④

⑥

支保工

①

⑤ ② 要石

輪石 壁石

熊本の石工に迫る！

図1　石橋の作成手順
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と
、輪
石
が
静
か
に
音
を
立
て
て
し
っ

か
り
と
噛
み
合
わ
さ
る
そ
う
だ
。後
は

壁
石
を
積
み
終
え
、支
保
工
を
撤
去
し

て
、必
要
で
あ
れ
ば
橋
の
上
に
欄
干
な

ど
を
施
し
て
石
橋
の
完
成
で
あ
る（
支

保
工
は
大
雨
に
備
え
て
早
め
に
撤
去

す
る
こ
と
も
あ
る
）。

　
手
順
だ
け
を
書
く
と
簡
単
そ
う
に

思
え
る
が
、本
当
の
素
晴
ら
し
さ
は
実

際
に
石
橋
を
見
て
み
る
と
は
っ
き
り

と
わ
か
る
。た
と
え
ば
、石
橋
を
下
か

ら
見
上
げ
て
み
て
ほ
し
い（
写
真
1
）。石

の
継
ぎ
目
が
ま
っ
す
ぐ
に
な
っ
て
い
る

こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。重
機
な
ど
ま
っ

た
く
な
い
時
代
に
、巨
大
な
石
を
こ
ん

な
に
も
き
れ
い
に
並
べ
て
い
っ
た
の
か

と
思
う
と
、想
像
を
絶
す
る
。さ
ら
に

驚
く
べ
き
点
は
、日
本
に
存
在
す
る
石

橋
の
多
く
が
、裏
込
め
に
コ
ン
ク
リ
ー

ト
や
モ
ル
タ
ル
を
使
わ
ず
に
、岩
砕
や

砕
石
を
用
い
て
石
を
積
み
上
げ
る「
空

積
み
」と
い
う
方
法
で
つ
く
ら
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。巨
大
な
石
橋
が
、実

は
バ
ラ
バ
ラ
の
石
の
集
ま
り
だ
と
思

う
と
、不
思
議
な
気
持
ち
に
な
る
の
は

私
だ
け
で
あ
ろ
う
か
？

石
橋
づ
く
り
の

プ
ロ
フ
ェッ
シ
ョ
ナ
ル
集
団

　
先
に
説
明
し
た
よ
う
に
、石
橋
づ
く

り
に
は
非
常
に
高
度
な
技
術
が
要
求

さ
れ
る
。で
は
誰
が
巨
大
な
石
橋
を
つ

く
り
上
げ
た
の
だ
ろ
う
か
？
　
次
は
熊

本
に
存
在
し
た
石
橋
づ
く
り
の
プ
ロ

フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
集
団
に
焦
点
を
当
て
、

そ
の
秘
密
に
迫
っ
て
み
よ
う
。

　
熊
本
に
存
在
し
た
石
橋
づ
く
り
の

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
集
団
、そ
れ
が

「
肥
後
の
石
工
」ま
た
の
名
を「
種
山
石

工
」で
あ
る
。そ
の
技
術
集
団
の
祖
と

な
る
人
物
が「
林
七
」だ
。言
い
伝
え
に

よ
れ
ば
、彼
は
長
崎
奉
行
所
に
勤
め
て

い
た
が
、長
崎
市
内
の
中
島
川
に
か
か

る
眼
鏡
橋
に
興
味
を
持
ち
、ア
ー
チ
の

秘
密
や
ア
ー
チ
の
計
算
に
必
要
な
円

周
率
を
知
る
た
め
に
外
国
人
に
接
触

し
た
。し
か
し
、時
は
鎖
国
真
っ
直
中
。

こ
の
こ
と
が
原
因
で
奉
行
所
を
追
わ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。そ
こ
で

熊
本
の
種
山
村
に
逃
げ
込
み
密
か
に

石
橋
の
研
究
を
続
け
た
そ
う
だ
。彼
の

技
術
は「
林
七
流
ア
ー
チ
論
」と
よ
ば

れ
、そ
の
後
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
さ
ら

に
発
展
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。今
回
は

そ
の「
種
山
石
工
」の
中
で
も
特
に
名
工

と
し
て
の
呼
び
声
高
い
、「
橋
本
勘
五

郎
」の
業
績
を
紹
介
し
よ
う
。

　
橋
本
勘
五
郎
は
、「
林
七
」の
孫
に
当

た
る
人
物
で
、江
戸
末
期
か
ら
明
治
時

代
に
か
け
て
多
く
の
石
橋
の
建
設
を

手
掛
け
た
。中
で
も
長
兄
宇
助
と
と
も

に
架
け
た
霊れ

い
だ
い
き
ょ
う

台
橋（
写
真
2
）
は
全
長

89
・
86
m
、
径
間
28
・
4
m
で
、
単
一

ア
ー
チ
の
規
模
と
し
て
は
日
本
最
大

級
で
あ
り
、国
の
重
要
文
化
財
に
も
指

定
さ
れ
て
い
る
。霊
台
橋
が
架
け
ら
れ

た
の
は
、船
津
峡
と
呼
ば
れ
る
深
い
渓

谷
で
大
雨
が
降
る
た
び
に
木
橋
が
流

さ
れ
て
し
ま
う
難
所
で
あ
っ
た
。そ
こ
で

「
二
度
と
流
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
橋

を
！
」と
い
う
願
い
か
ら
、石
橋
が
建
設

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。そ
れ
ま
で
前

例
の
な
か
っ
た
規
模
の
石
橋
で
あ
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、梅
雨
と
台
風
を
避

け
て
わ
ず
か
6
ヶ
月
程
度
で
完
成
さ

せ
た
と
い
う
か
ら
驚
き
で
あ
る
。霊
台

橋
を
手
が
け
た
後
に
は
、逆
サ
イ
フ
ォ

ン
の
水
路
橋
と
し
て
有
名
な「
通つ

う

潤じ
ゅ
ん

橋き
ょ
う」を

兄
の
宇
市
と
と
も
に
建
設
す
る

な
ど
、石
橋
文
化
の
最
盛
期
に
多
く
の

石
橋
を
建
設
し
、人
び
と
の
生
活
向
上

に
大
き
く
貢
献
し
た
。

現
代
に
甦
っ
た
種
山
石
工

　
熊
本
を
は
じ
め
、日
本
に
は
こ
れ
ほ

ど
ま
で
に
素
晴
ら
し
い
石
橋
技
術
が

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、ご
く
最
近
ま

で
は
石
橋
に
関
す
る
研
究
や
調
査
は

ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。ま

た
、構
造
物
と
し
て
も
、文
化
財
と
し

て
も
価
値
の
高
い
石
橋
の
修
復
・
復

元
に
つ
い
て
も
手
つ
か
ず
の
状
態
で

あ
っ
た
。し
か
し
近
年
、現
代
版「
種
山

石
工
」の
登
場
に
よ
っ
て
、石
橋
の
修

復
・
復
元
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　
熊
本
で
石
橋
の
修
復
に
携
わ
る
尾

上
建
設
の
尾
上
さ
ん
は
、こ
れ
ま
で
に

通
潤
橋
の
補
修
工
事
を
は
じ
め
、多
く

の
石
橋
の
修
復
・
復
元
工
事
を
手
掛

け
て
き
た
。「
石
橋
は
、自
然
の
素
材
を

こ
れ
以
上
の
簡
素
さ
を
求
め
ら
れ
な

い
ま
で
に
、き
わ
め
て
高
度
に
応
用
し

た
構
造
物
で
あ
り
、技
術
的
に
重
要
な

価
値
を
持
っ
て
い
る
」と
語
る
尾
上
さ

ん
の
目
か
ら
は
、石
橋
の
技
術
を
後
世

に
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、と
い
う

使
命
が
伝
わ
っ
て
く
る
か
の
よ
う
だ
。

さ
ら
に
、「
現
代
の
橋
梁
の
耐
用
年
数

が
50
年
程
度
で
あ
る
の
に
対
し
て
、石

橋
は
そ
の
10
倍
以
上
の
実
績
が
あ
る
。

架
設
費
用
を
2
倍
と
考
え
て
も
、石
橋

の
一
生
に
か
か
る
費
用
は
5
分
の
1

以
下
で
し
か
な
い
」と
、現
代
の
構
造
物

に
勝
る
優
位
性
を
指
摘
す
る
。現
在

は
、明
確
な
示
方
書
が
存
在
し
な
い
た

め
に
、新
た
に
石
橋
を
建
設
す
る
の
は

難
し
い
が
、多
く
の
人
が
石
橋
の
構
造

物
と
し
て
の
素
晴
ら
し
さ
を
再
確
認

す
る
こ
と
で
、現
代
版「
種
山
石
工
」が

今
よ
り
ず
っ
と
活
躍
す
る
日
が
来
る
の

か
も
し
れ
な
い
。

学
生
編
集
委
員
　�

澤
村�

康
生�

澁
谷�

容
子

写真2　霊台橋（熊本県美里町）

写真3　�聖橋の修復工事（熊本県山都町）（提供：
（株）尾上建設、尾上氏）

次
回
は
学
生
班
が
、石
橋
づ
く
り
に

挑
戦
す
る
。目
標
は
出
来
上
が
っ
た

石
橋
の
上
で
の
記
念
撮
影
！
　
果
た

し
て
う
ま
く
つ
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。

乞
う
ご
期
待
‼

次
号
予
告
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