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土
木
に
お
い
て
文
化
性
は
ど
の

よ
う
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
か

茶
木

─
本
日
も
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
方
々

に
ご
登
壇
い
た
だ
き
ま
し
た
。ど
う
ぞ
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。ま
ず
、「
文
化
」と
い

う
言
葉
は
と
て
も
幅
広
く
解
釈
さ
れ
て
い
ま

す
が
、こ
こ
で
は
ど
う
捉
え
ま
す
か
。

家
田

─
初
め
に
、現
代
の
解
釈
で
は
、「
文

化
」は
人
間
の
精
神
性
、「
文
明
」は
物
質
的

な
要
素
、人
間
で
言
え
ば
身
体
と
い
う
捉
え

方
が
多
い
よ
う
で
す
。
土
木
は「
文
明
」
で

は
古
来
、
貢
献
を
し
て
き
ま
し
た
が
、「
文

化
」に
つ
い
て
は
こ
れ
か
ら
の
部
分
も
あ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

日
本
の
制
度
化
さ
れ
た
文
化
︵
図
版
1
︶で

は
ど
ん
な
も
の
が
イ
ン
フ
ラ
に
関
連
し
て
い

る
か
を
見
ま
す
と
、ま
ず
、重
要
文
化
財︵
建

造
物
︶で
は
、
近
代
以
降
の
も
の
は
水
利
施

設
と
か
河
川
施
設
、橋
な
ど
が
約
5
％
あ
り

ま
す
が
、
近
代
以
前
と
な
る
と
わ
ず
か
0
・

2
％
と
か
な
り
少
な
い
。
ま
た
、
日
本
庭
園

は
多
く
指
定
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、日
比

谷
公
園
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、歴
史
性
も

あ
っ
て
素
晴
ら
し
い
近
代
公
園
は
含
ま
れ
て

い
ま
せ
ん
。次
に
、重
要
文
化
的
景
観
に
は
、

熊
野
古
道
な
ど
の
参
詣
道
や
石
見
銀
山
な
ど

世
界
遺
産
も
含
ま
れ
、こ
れ
も
広
義
で
は
国

土
や
イ
ン
フ
ラ
で
す
。最
後
に
重
要
伝
統
的

建
築
物
群
保
存
地
区
は
主
と
し
て
建
築
物
で

す
が
、街
路
と
い
う
意
味
で
は
土
木
に
も
大

い
に
関
連
し
ま
す
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
ジ
ャ

ン
ル
で
は
、「
古
く
て
現
在
も
残
っ
て
い
る
」

こ
と
に
文
化
的
価
値
が
偏
重
し
て
い
る
よ
う

に
感
じ
ま
す
ね
。

　

続
い
て
、
土
木
分
野
で
文
化
性
が
感
じ

【
特
別
座
談
会
（
第
7
回
）
】

会長・理事会特別シリーズ No.8

土
木
に
お
い
て
文
化
性
は
ど
の

化
」は
人
間
の
精
神
性
、「
文
明
」は
物
質
的

な
要
素
、人
間
で
言
え
ば
身
体
と
い
う
捉
え

造
物
︶で
は
、
近
代
以
降
の
も
の
は
水
利
施

設
と
か
河
川
施
設
、橋
な
ど
が
約
5
％
あ
り

古
来
、
文
明
と
深
く
結
び
付
い
て
き
た
土
木
だ
が
、
今
回
は
そ
の
文
化
性
に
つ
い
て
考
え
る
。
土
木
が
築
い
て
き
た
風
土

や
歴
史
、
構
造
物
の
作
品
性
、
公
共
施
設
と
し
て
の
あ
り
方
、
利
用
者
と
の
関
係
性
、
業
界
内
の
意
識
な
ど
、「
土
木
の
文

化
」
を
構
成
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
か
ら
の
議
論
と
な
っ
た
。

﹇
座
談
会
メ
ン
バ
ー
﹈（
敬
称
略
・
五
十
音
順
）

家
田 

仁
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・
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策
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究
大
学
院
大
学

池
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こ
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学
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茶
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作
家
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エ
ッ
セ
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ス
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（
司
会
・
執
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塚
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浩
一
　
　
理
事
・
リ
バ
ー
フ
ロ
ン
ト
研
究
所

藤
原 

章
正
　
　
理
事
・
広
島
大
学

山
中 

庸
彦
　
　
理
事
・
清
水
建
設

写真1　zoomの様子
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特
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第
7
回
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土
木
が
生
み
出
す
文
化
性

2
0
2
0
年
9
月
30
日
（
水
）
　
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
シ
ス
テ
ム
に
て
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ら
れ
た
り
、発
揮
さ
れ
る
の
は
ど
う
い
う
時

な
の
か
を
私
な
り
に
挙
げ
て
み
ま
す
︵
図
版

2
︶。
①
で
は
橋
が
そ
の
典
型
で
す
ね
。
②

の
例
と
し
て
は
地
下
宮
殿
の
よ
う
な
首
都
圏

外
郭
放
水
路
や
、大
谷
石
地
下
採
掘
場
跡
な

ど
も
素
晴
ら
し
い
で
す
。そ
れ
か
ら
③
土
木

空
間
の
中
で
長
い
時
間
を
か
け
て
地
場
的
に

練
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
や
、④
鉄
道
と
か
港

な
ど
土
木
の
空
間
が
文
学
や
絵
画
な
ど
の
芸

術
文
化
が
生
み
出
さ
れ
る
場
を
提
供
し
て
い

る
、と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

茶
木

─
で
は
、皆
さ
ん
に
お
伺
い
し
て
い

き
ま
す
。土
木
の
分
野
で
は
ど
の
よ
う
な
文

化
性
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
か
、ご
自
身
の
専

門
や
体
験
か
ら
お
話
し
い
た
だ
け
ま
す
か
。

池
邊

─
土
木
の
場
合
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
時

代
か
ら
の
日
本
の
歴
史
に
お
い
て
も
イ
ン
フ

ラ
と
し
て
、国
民
と
い
う
か
集
合
体
に
対
応

す
る
も
の
が
非
常
に
多
く
、一
方
、
芸
術
文

化
は
宮
殿
や
庭
園
等
、個
人
に
対
応
し
て
い

る
の
で
、文
明
と
文
化
が
異
な
る
よ
う
に
言

わ
れ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
本
来
、
土
木

の
文
化
性
は
も
っ
と
見
直
さ
れ
る
べ
き
で
す

ね
。ま
た
、使
う
側
の
土
木
空
間
へ
の
愛
着
、

例
え
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
街
並
み
は
今
で
も
道

路
も
広
場
も
石
畳
で
す
が
、日
本
は
コ
ン
ク

リ
ー
ト
の
舗
装
、
愛
着
が
生
ま
れ
に
く
い
。

日
本
人
は
感
性
が
繊
細
な
の
で
、
テ
ク
ス

チ
ャ
ー
も
大
い
に
関
係
す
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
で

は
高
さ
12
ｍ
の
防
潮
堤
が
造
ら
れ
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
必
要
だ
と
は
思
い
ま
す
が
、土
木

構
造
物
は
全
般
に
構
造
物
の
ス
ケ
ー
ル
が
風

土
・
地
形
・
自
然
の
地
割
り
、人
間
の
心
に

対
し
て
暴
力
的
か
も
し
れ
な
い
。学
生
時
代

に
中
村
良
夫
先
生
の
講
義
を
聴
い
て
、土
木

の
先
生
が
風
土
や
歴
史
に
造
詣
が
深
い
こ
と

に
非
常
に
感
動
し
た
覚
え
が
あ
り
ま
す
し
、

私
の
祖
父
も
土
木
技
術
者
で
帝
都
復
興
と

関
東
大
震
災
復
興
の
両
方
を
手
掛
け
た
の
で

す
が
、
図
面
を
み
て
も
美
し
い
し
、
昔
は
ス

ケ
ー
ル
を
無
視
し
た
暴
力
的
な
も
の
は
あ
ま

り
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

山
中

─
土
木
施
設
は
芸
術
的
、宗
教
的
な

要
素
も
含
む
建
築
と
は
違
い
、人
々
の
生
活

を
下
支
え
す
る
目
的
で
つ
く
ら
れ
、つ
く
る

側
が
重
視
す
る
の
は
機
能
を
い
か
に
確
保
す

る
か
と
い
う
、
技
術
的
な
側
面
が
強
い
。
そ

れ
で
使
う
側
に
と
っ
て
は
あ
っ
て
当
た
り

前
、そ
の
存
在
自
体
に
関
心
が
薄
く
な
っ
て

し
ま
う
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
若
い
こ
ろ
、横
浜
市
の
鶴
見
川
の
支

川
で
あ
る
鳥
山
川
の
地
下
調
整
池
の
現
場
の

所
長
を
5
年
ほ
ど
務
め
た
の
で
す
が
、建
設

時
は
構
造
物
に
文
化
性
を
感
じ
た
こ
と
は
全

く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
け
れ
ど
も
、
施
設

が
完
成
し
て
1
人
で
地
下
約
40
ｍ
の
調
整
池

の
底
に
立
っ
て
み
る
と
、何
と
も
い
え
な
い

荘
厳
な
空
気
と
、あ
る
種
の
土
木
構
造
物
の

文
化
と
も
言
え
る
よ
う
な
威
厳
を
感
じ
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
ね
。

土
木
が
基
本
と
す
る

安
全
や
健
康
が
文
化
と
な
る

塚
原

─
私
の
専
門
分
野
で
あ
る
河
川
は

デ
ィ
ー
プ
な
地
場
文
化
に
近
い
も
の
で
す
。

土
木
施
設
そ
の
も
の
が
風
土
の
よ
う
な
も
の

で
、生
活
の
文
化
と
か
民
俗
な
ど
を
形
づ
く

る
ゆ
り
か
ご
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
と
思
い
ま
す
。か
つ
て
私
が
勤
務
し
て
い

た
中
部
地
方
に
木
曽
三
川
の
右
岸
側
、名
古

屋
の
反
対
側
に
輪
中
と
い
う
地
域
が
あ
り
ま

す
。水
と
の
闘
い
が
あ
る
の
で
町
並
み
と
か

生
活
様
式
も
そ
れ
に
沿
っ
て
い
て
、連
続
堤

防
が
つ
く
れ
な
か
っ
た
昔
は
集
落
の
周
り
だ

け
を
囲
む
輪
中
堤
が
あ
り
ま
し
た
。輪
之
内

町
と
い
う
町
名
も
残
り
、ま
さ
に
土
木
施
設

が
地
域
の
名
前
に
な
っ
て
い
ま
す
。

家
田

─
「
ウ
イ
ズ
コ
ロ
ナ
」
が
言
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、日
本
や
オ
ラ
ン
ダ

で
は「
ウ
イ
ズ
ウ
オ
ー
タ
ー
ハ
ザ
ー
ド
」
も

一
つ
の
生
活
様
式
で
あ
り
、こ
れ
も
一
つ
の

文
化
だ
と
思
い
ま
す
ね
。「
禹
王
」神
話
が
有

名
な
中
国
は
ど
う
で
す
か
。

Special Series by Chairman and Board

（例えば）
❶ 文化財（建造物） 
重要文化財（近代）：約1,000件中、インフラは約5％：水利・河川施設と橋
梁が多い 
重要文化財（近代以前）；約4,000件中、インフラは0.2％：通潤橋などわず
か。
❷ 史跡・名勝・天然記念物 
羽黒山と日光の杉並木、錦帯橋、猿橋など近代以前の橋梁が名勝だが例外
的。日本庭園はかなりを占めるが、日比谷公園をはじめ近代公園は含まれて
いない。
❸ 重要文化的景観 
全国65地区、うち紀伊山地の参詣道と石見銀山は世界遺産登録

❹ 重要伝統的建築物群保存地区 
全国約120カ所

制度化された文化について図版1

①土木施設などに設計者が意図してビルトインした文化性
② 土木施設などに設計者の意図を越えて見いだされる文化性
③ 土木空間の中で人々の営みの積み重ねによって練り上げら
れてきた地場的文化
④ 土木空間が「場」となって芸術文化（文学や歌謡など）が生み
出されるケース

土木分野における「文化性」の諸タイプ試論図版2
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塚
原

─
こ
れ
だ
け
水
害
に
苦
し
み
、国
土

を
守
り
な
が
ら
開
発
を
し
て
き
た
国
は
日
本

と
オ
ラ
ン
ダ
が
双
璧
で
、中
国
も
同
様
の
課

題
は
抱
え
て
い
る
の
で
す
が
、国
土
が
広
い

の
で
、治
水
を
や
ら
な
い
と
人
が
住
め
な
い

度
合
い
で
は
少
し
違
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

藤
原

─
日
本
で
は
古
く
は﹃
方
丈
記
﹄に

「
土
木
」と
い
う
言
葉
は
出
て
き
ま
す
し
、地

震
や
風
水
害
に
つ
い
て
の
記
述
も
あ
り
ま

す
。
東
日
本
大
震
災
以
降
、
災
害
時
に
は
一

層
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
も
活
発
化
し
ま
し

た
。昔
も
今
も
常
に
社
会
の
安
全
や
健
康
が

文
化
と
し
て
生
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
ね
。

　

建
設
現
場
で
は
安
全
主
義
が
徹
底
さ
れ
、

都
市
計
画
や
交
通
計
画
は
都
市
や
イ
ン
フ
ラ

の
物
理
的
・
精
神
的
・
社
会
的
健
康
を
常
に

意
識
し
、問
題
が
あ
れ
ば
注
意
し
よ
う
と
い

う
行
動
原
理
そ
の
も
の
を
持
っ
て
い
ま
す
。

例
と
し
て
は
、徹
底
し
た
工
程
管
理
や
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
の
技
術
、そ
れ
か
ら
P
I
等
で
言

Special Series by Chairman and Board

1978年より日本国有鉄道、1984年
より東京大学、2016年より政策研究
大学院大学。その間に西ドイツ航空宇
宙研究所、フィリピン大学、中国の清
華大学、北京大学に客員教授として派
遣。専門は交通・都市・国土学。

家田仁氏
IEDA Hitoshi
会長・政策研究大学院大学

1985年より呉工業高等専門学校・助
手、1993年度より広島大学工学部・
助手、1994年度より同大学院国際協
力研究科・助教授、2002年度より同
教授、2020年度より広島大学副学長
（学術院担当）。その間、東京大学、ロ
ンドン大学インペリアルカレッジで
客員研究員。専門は交通工学、土木計
画学。

藤原章正氏
FUJIWARA Akimasa
理事・広島大学

1985年東京大学大学院工学系研究
科土木工学専攻課程修了。同年建設省
（現国土交通省）入省。九州地方整備
局企画部長、中部地方整備局長、水管
理・国土保全局長を歴任。

塚原浩一氏
TSUKAHARA Hirokazu
理事・リバーフロント研究所

祖父が土木技術者、父が建築家、母が
デザイナーの家に生まれ、美術や音楽
に囲まれて育つ。幼少期より、茶室や
庭園にふれていたことが専門につな
がる。現在は、世界遺産や文化財の審
議会や歴史的風土分科会会長などを
務める。

池邊このみ氏
IKEBE Konomi
千葉大学大学院

京都大学大学院工学研究科交通土木
工学修了。1980年、清水建設入社。
執行役員北海道支店長、常務執行役員
関東支店長を経て、2018年より代表
取締役専務執行役員土木総本部。（一
社）日本建設業連合会では、インフラ
再生委員会委員長を務める。

山中庸彦氏
YAMANAKA Tsunehiko
理事・清水建設

放送局・出版社勤務を経て、鉄道など
インフラの取材・執筆活動を行う。『土
木施工』では「文学が映すインフラの
光景」「都市をつくる人々」を連載。（一
社）計画・交通研究会 理事・広報委
員長。日本ペンクラブ会員。

茶木環氏
CHAKI Tamaki
作家／エッセイスト
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わ
れ
る
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
も
文
化
に
な
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

家
田

─
土
木
学
会
の
綱
領
に
は
、わ
れ
わ

れ
の
仕
事
は
国
家
・
国
民
の
安
寧︵
安
全
も

含
む
︶と
繁
栄
の
た
め
と
い
う
表
現
が
あ
り

ま
す
。土
木
の
原
点
そ
の
も
の
が
文
化
と
し

て
定
着
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

藤
原

─
え
え
、前
に
出
ず
に
社
会
の
福
利

厚
生
と
安
寧
に
貢
献
す
る
、そ
れ
こ
そ
が
わ
れ

わ
れ
土
木
の
文
化
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

文
学
に
登
場
す
る

土
木
の
存
在
感
と
は
何
か

茶
木

─
文
学
の
分
野
か
ら
お
話
を
し
ま
す

と
、イ
ン
フ
ラ
を
つ
く
る
技
術
者
の
物
語
に

は﹃
黒
部
の
太
陽
﹄﹃
高
熱
隧
道
﹄な
ど
素
晴

ら
し
い
作
品
が
多
く
あ
り
ま
す
。

　

ユ
ー
ザ
ー
側
か
ら
捉
え
る
と
二
つ
の
系
統

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。一
つ
目
は
、
構
造
物

自
体
に
人
々
が
驚
嘆
し
た
り
感
動
し
た
り
、

心
を
動
か
す
も
の
。﹃
沈
め
る
滝
﹄︵
三
島
由

紀
夫
︶
は
ダ
ム
の
完
成
後
に
、一
般
の
見
学

者
が
ダ
ム
を
訪
れ
て
非
常
に
そ
の
力
強
さ
に

驚
く
シ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
。構
造
美
や
機
能

美
が
感
動
を
与
え
て
い
ま
す
。も
う
一
つ
は

風
景
や
歴
史
を
絡
め
る
と
い
う
も
の
で
、﹃
浅

草
紅
団
﹄︵
川
端
康
成
︶で
は
言
問
橋
が
登
場

し
ま
す
。こ
の
橋
の
名
前
は
在
原
業
平
が
隅

田
川
を
見
て
光
景
を
詠
ん
だ
和
歌
に
由
来
し

て
い
る
そ
う
で
す
が
、橋
が
架
か
る
前
は
渡

船
場
が
あ
り
、﹃
隅
田
川
﹄︵
永
井
荷
風
︶
で

は
そ
れ
が
と
て
も
い
い
光
景
で
あ
っ
た
と
書

い
て
い
ま
す
。構
造
物
そ
の
も
の
に
美
し
さ

を
見
て
、ま
た
そ
の
背
景
を
見
る
と
こ
ろ
か

ら
、
物
語
を
見
い
だ
し
、
芸
術
・
文
化
が
生

ま
れ
て
く
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

家
田

─
そ
の
ほ
か
幸
田
文
さ
ん
の﹃
崩
れ
﹄

で
は
、崩
れ
て
い
る
痛
々
し
い
斜
面
が
か
わ

い
そ
う
だ
み
た
い
に
書
い
て
あ
る
。あ
れ
は

国
土
と
そ
こ
で
奮
闘
す
る
人
た
ち
の
あ
る
種

の
虚
無
観
と
い
う
か
無
常
観
を
表
し
て
い
る

よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、文
化
性
と
い
う

の
は
決
し
て
栄
光
や
美
し
さ
だ
け
で
は
な
く

て
、ネ
ガ
テ
ィ
ブ
要
素
も
文
化
に
し
て
し
ま

う
こ
と
が
文
化
の
強
さ
だ
と
感
じ
ま
す
ね
。

茶
木

─
幸
田
文
さ
ん
は
多
く
の
土
砂
崩
れ

の
現
場
に
足
を
運
び
、
地
盤
の「
弱
さ
」
と

い
う
言
葉
が
す
ご
く
印
象
に
残
っ
た
と
書
い

て
い
ま
す
。一
般
的
に
文
学
性
は
負
の
要
素

に
も
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、﹃
崩
れ
﹄

は
ま
さ
に
文
学
者
な
ら
で
は
の
視
点
で
土
木

を
と
ら
え
た
作
品
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

家
田

─
私
が
東
大
に
い
た
こ
ろ
、あ
る
学

生
が
卒
論
で
日
本
の
歌
謡
大
賞
や
米
国
の

グ
ラ
ミ
ー
賞
を
受
賞
し
た
曲
の
歌
詞
と
イ
ン

フ
ラ
の
関
係
を
分
析
し
た
ら
、イ
ン
フ
ラ
を

舞
台
に
し
た
も
の
が
20
％
ぐ
ら
い
あ
り
ま

し
た
。日
本
の
曲
で
は
圧
倒
的
に
多
い
の
が

港
で
、
そ
れ
に
鉄
道
駅
や
船
が
続
く
。
イ
ギ

リ
ス
は
港
が
少
な
く
て
、鉄
道
と
道
路
が
多

か
っ
た
で
す
ね
。歌
の
中
で
は
イ
ン
フ
ラ
は

機
能
と
か
安
全
と
い
う
話
で
は
な
く
て
、別

れ
と
出
会
い
の
場
と
し
て
登
場
す
る
ん
で
す
。

藤
原

─
土
木
は
そ
れ
自
体
が
対
象
と
い
う

よ
り
は
、文
学
の
背
景
と
な
っ
て
何
か
を
伝

え
る
時
に
使
わ
れ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。

2
0
2
0
年
度
の
選
奨
土
木
遺
産
に
認
定
さ

れ
た
広
島
県
安
芸
太
田
町
の
出
合
橋
は
風
景

と
し
て
な
じ
み
、い
ろ
い
ろ
な
人
と
川
と
が

出
会
い
、こ
こ
で
物
語
が
始
ま
る
よ
う
な
と

こ
ろ
に
土
木
の
存
在
感
を
感
じ
ま
す
ね
。

公
共
施
設
に
お
け
る

文
化
性
の
可
能
性
を
考
え
る

茶
木

─
再
び
問
題
提
起
い
た
だ
き
ま
す
。

家
田

─
今
度
は
個
人
に
着
目
し
ま
し
ょ

う
。土
木
学
会
誌
1
9
9
4
年
8
月
号
で
柴

山
知
也
先
生
と
國
島
正
彦
先
生
が
、「
文
化

の
創
造
に
寄
与
す
る
土
木
工
学
に
再
編
成
し

て
い
く
⋮
人
々
が
文
化
の
営
み
に
参
加
し

得
る
環
境
を
土
木
陣
は
設
計
し
て
い
く
⋮

土
木
構
造
物
を
人
間
の
生
活
に
密
着
し
た
文

化
的
作
品
と
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な

い
」と
述
べ
て
い
ま
す︶

1
︵

。

　

文
化
勲
章︵
1
9
3
7
年
～
︶
の
受
章
者

約
3
8
0
人
の
う
ち
工
学
分
野
の
受
章
者

は
7
％
の
28
人
で
す
。土
木
分
野
で
は
わ
ず

か
1
人
で
、港
湾
分
野
で
仕
事
を
さ
れ
て
臨

海
工
業
地
帯
開
発
の
概
念
を
生
み
出
し
た
、

第
32
代
土
木
学
会
長
の
鈴
木
雅
次
さ
ん
で

す
。
建
築
は
9
人
で
、
電
気
電
子
は
16
人
と

土
木
よ
り
も
ず
っ
と
多
く
い
ま
す
。
ま
た
、

建
築
で
は「
大
工
の
人
間
国
宝
」
と
呼
ば
れ

る「
選
定
保
存
技
術
保
持
者
」
制
度
で
は
素

晴
ら
し
い
技
能
を
持
つ
人
た
ち
を
指
定
し
ま

す
が
、土
木
に
は
そ
う
い
う
制
度
が
あ
り
ま

せ
ん
ね
。

　

約
50
種
の
業
種
が
あ
る
技
能
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
に
は
、石
工
や
造
園
、と
び
職
、左
官
、大

工
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、建
築
や
造
園
に
比

べ
る
と
土
木
分
野
で
は
技
能
へ
の
リ
ス
ペ
ク

ト
と
支
援
が
弱
い
感
じ
が
し
ま
す
。こ
れ
か

ら
の
土
木
の
文
化
性
に
は
個
人
へ
の
着
目

に
力
点
が
置
か
れ
て
も
い
い
か
と
も
思
い
ま

す
。

茶
木

─
土
木
の
分
野
に
お
い
て
文
化
性
を

発
揮
す
る
際
の
制
約
要
因
は
ど
こ
に
あ
る
か
、

文
化
性
の
希
求
を
促
進
す
る
た
め
に
は
一
体

ど
う
し
た
ら
い
い
の
か

─
皆
さ
ん
か
ら
奇き

譚た
ん

の
な
い
ご
意
見
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

藤
原

─
私
は
土
木
の
技
術
者
な
り
、わ
れ
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わ
れ
で
言
う
と
研
究
者
が
も
う
ち
ょ
っ
と
個

人
的
に
日
の
目
を
見
る
機
会
が
あ
っ
て
も
い

い
の
か
な
あ
と
日
頃
思
い
ま
す
し
、と
に
か

く
悔
し
い
の
は
ノ
ー
ベ
ル
賞
の
選
考
の
プ
ロ

セ
ス
に
入
ら
な
い
こ
と
で
す
よ
。

山
中

─
公
共
物
は
す
べ
て
の
イ
ン
フ
ラ
に

文
化
性
を
と
い
う
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い

の
で
、特
に
メ
モ
リ
ア
ル
な
構
造
物
に
対
し

て
意
識
的
に
文
化
性
を
付
加
す
る
。例
え
ば

シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
橋
梁
な
ど
、頻
繁
に
利
用

す
る
も
の
や
目
に
触
れ
や
す
い
も
の
に
パ
ブ

リ
ッ
ク
イ
ン
ボ
ル
ブ
メ
ン
ト
、住
民
参
画
と

か
デ
ザ
イ
ン
コ
ン
ペ
な
ど
の
手
法
を
使
っ
て

意
匠
に
つ
い
て
も
戦
略
的
に
文
化
性
を
高
め

る
こ
と
も
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

塚
原

─
先
ほ
ど
、
池
邊
先
生
が
お
っ

し
ゃ
っ
た
暴
力
的
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な

部
分
も
含
め
て
、使
う
人
が
愛
着
や
関
心
を

持
っ
て
身
近
に
感
じ
て
も
ら
え
ば
い
ろ
い
ろ

な
文
化
が
始
ま
る
と
思
う
の
で
す
が
、そ
こ

が
損
な
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
は
役
所
と
し
て

の
反
省
で
す
。役
所
で
は
コ
ス
ト
至
上
主
義

か
ら
、施
設
の
標
準
化
や
管
理
の
ル
ー
ル
の

厳
格
化
な
ど
が
進
め
ら
れ
文
化
性
と
か
多
様

性
へ
の
リ
ス
ペ
ク
ト
が
足
り
な
か
っ
た
と
も

思
い
ま
す
。さ
ま
ざ
ま
な
地
域
の
ニ
ー
ズ
と

か
精
神
性
と
か
、そ
う
い
っ
た
も
の
を
よ
く

踏
ま
え
た
仕
事
を
し
っ
か
り
と
し
て
い
く
こ

と
が
大
事
な
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

家
田

─
こ
れ
は
と
て
も
重
要
な
指
摘
で
、

公
共
事
業
の
施
設
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ

る
べ
き
か
を
考
え
る
べ
き
で
す
ね
。例
え
ば
、

公
共
事
業
で
あ
る
京
都
迎
賓
館
な
ど
は
、さ

ぞ
か
し
コ
ス
ト
が
か
か
っ
て
い
ま
す
が
、と

て
も
文
化
芸
術
的
価
値
の
高
い
も
の
で
す
。

公
共
事
業
で
も
美
術
館
と
か
博
物
館
と
か

競
技
場
な
ん
か
は
一
流
の
建
築
家
が
場
合
に

よ
っ
て
は
コ
ン
ペ
を
し
て
や
っ
て
い
く
わ
け

で
す
よ
ね
。「
公
共
事
業
だ
か
ら
十じ

っ
ぱ把

一ひ
と

絡か
ら

げ

の
安
も
の
で
あ
っ
て
も
仕
方
が
な
い
」と
い

う
土
木
人
自
身
の
思
い
込
み
が
、自
ら
を
追

い
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

反
省
が
あ
っ
て
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

茶
木

─
土
木
構
造
物
を
作
品
的
な
も
の

と
考
え
る
時
に
、批
評
性
は
必
要
に
思
い
ま

す
。文
学
は
社
会
や
そ
こ
に
生
き
る
人
々
を

物
語
に
映
し
て
社
会
に
対
し
て
問
い
掛
け

た
り
、新
し
い
と
こ
ろ
へ
切
り
開
い
て
い
く

も
の
で
、作
家
は
社
会
に
対
す
る
批
評
性
が

重
要
と
な
り
ま
す
。
同
時
に
、
文
学
界
に
は

文
学
批
評
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
り
ま
す
の

で
、作
家
や
作
品
は
常
に
批
評
さ
れ
る
構
造

に
な
っ
て
い
ま
す
。批
評
家
の
小
林
秀
雄
さ

ん
が
批
評
自
体
も
創
造
的
行
為
で
あ
る
と
定

義
付
け
て
い
ま
す
。そ
れ
に
よ
っ
て
作
家
と

読
者
つ
ま
り
つ
く
る
側
と
受
け
止
め
る︵
使

う
︶側
の
双
方
の
批
評
性
が
創
造
に
つ
な
が

り
、ア
ー
ト
や
建
築
に
も
そ
う
し
た
部
分
が

あ
る
か
と
思
う
の
で
す
が
、土
木
分
野
で
は

ど
う
で
し
ょ
う
?　

新
幹
線
な
ど
は
そ
れ
ま

で
の
鉄
道
や
移
動
の
部
分
に
対
し
て
は
批
評

性
を
持
っ
て
新
た
な
も
の
を
創
造
し
て
い
っ

た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。使
う
側
と
の
関
係

性
や
批
評
性
の
あ
り
方
が
、土
木
分
野
に
お

い
て
文
化
性
を
一
層
高
め
る
一
つ
の
ポ
イ
ン

ト
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

池
邊

─
え
え
、建
築
の
世
界
で
は
、鈴
木

博
之
先
生
の
よ
う
な
建
築
評
論
家
が
な
ぜ

育
つ
か
と
い
う
と
、コ
ン
ペ
の
歴
史
が
あ
る

か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
世
界
的
に
見
て
も

1
9
2
0
年
代
に
は
早
く
も
コ
ン
ペ
が
行
わ

れ
て
い
た
。公
の
も
の
で
も
建
築
で
は
コ
ン
ペ

の
歴
史
が
あ
り
ま
す
し
、造
園
で
も
ほ
そ
ぼ

そ
で
は
あ
り
ま
す
が
、か
な
り
増
え
て
き
て

い
ま
す
。こ
れ
は
公
共
イ
ン
フ
ラ
を
対
象
と

す
る
土
木
に
は
な
い
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

一
方
、土
木
空
間
は
メ
モ
リ
ア
ル
や
祝
祭

な
ど
を
演
出
し
や
す
く
、グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゼ

ロ
や
ダ
イ
ア
ナ
元
妃
の
メ
モ
リ
ア
ル
フ
ァ
ウ

ン
テ
ン
古
く
は
ベ
ル
サ
イ
ユ
の
噴
水
な
ど
は

造
園
と
い
う
よ
り
は
構
造
を
含
め
て
水
利
や

土
木
技
術
に
よ
る
も
の
か
と
。メ
モ
リ
ア
ル

な
空
間
で
は
、訪
問
者
が
鎮
魂
を
感
じ
る
空

間
と
な
っ
て
い
る
ま
す
の
で
、日
本
で
も
そ

う
い
う
も
の
を
考
え
て
い
っ
て
は
ど
う
か
と

思
い
ま
す
。
ダ
ム
建
設
の
際
に
、
失
わ
れ
た

集
落
と
か
自
然
そ
う
い
う
も
の
に
対
す
る
鎮

魂
を
堤
体
の
デ
ザ
イ
ン
に
感
じ
る
こ
と
は
あ

ま
り
な
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。そ
の
あ
た
り

は
か
な
り
違
う
の
か
と
思
い
ま
す
。

多
様
性
を
持
ち
、
豊
饒
な

言
葉
で
語
る
体
質
に
変
わ
る

家
田

─
2
0
0
8
年
に
当
時
の
第
96
代

土
木
学
会
長
の
栢か

や
原は

ら
英
郎
さ
ん
が
会
長
講
演

で「
誰
が
こ
れ
を
造
っ
た
の
か
」
と
い
う
タ

イ
ト
ル
で
、個
人
と
そ
の
成
果
物
へ
の
リ
ス

ペ
ク
ト
を
も
っ
と
高
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
述
べ
て
い
ま
す
。さ
ら
に
重
要
な

の
は
、
個
人
の
尊
重
だ
け
で
は
な
く
、
わ
れ

わ
れ
の
世
界
が
豊
饒
な
言
葉
で
語
る
に
足
る

多
次
元
的
な
価
値
観
を
育
む
体
質
に
変
わ
っ

て
い
く
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

山
中

─
土
木
技
術
者
は
縁
の
下
の
力
持
ち

の
よ
う
な
存
在
、つ
ま
り
良
質
な
イ
ン
フ
ラ

を
あ
ま
り
外
部
に
喧け

ん
伝で

ん
し
な
い
と
い
う
こ
と

を
美
徳
と
し
て
い
る
人
が
多
い
よ
う
な
気
が

し
ま
す
。静
か
な
る
尊
敬
の
対
象
と
い
う
の

も
謙
虚
で
い
い
の
で
す
が
、社
会
へ
の
説
明

責
任
も
果
た
し
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
と

思
い
ま
す
。
本
年
度
か
ら
新
た
に﹃
日
建
連

表
彰「
土
木
賞
」﹄が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。今
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後
土
木
分
野
以
外
に
も
広
く
門
戸
が
開
か
れ

た
こ
の
賞
が
回
数
を
重
ね
る
こ
と
で
、さ
ま

ざ
ま
な
立
場
の
人
々
の
土
木
に
対
す
る
関
心

を
惹
起
し
、土
木
の
文
化
性
の
獲
得
に
つ
な

が
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。土
木
分
野

の
健
全
な
発
展
の
た
め
に
は
文
化
性
を
高
め

て
い
く
の
は
大
変
有
意
義
だ
と
思
い
ま
す
の

で
、そ
の
あ
た
り
は
わ
れ
わ
れ
も
心
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

池
邊

─
表
彰
や
顕
彰
す
る
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
土
木
学
会
や
そ
の
ほ
か
で
も
や
っ
て
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、も
う
少
し
作
品
性
と

し
て
や
ら
れ
て
も
い
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

家
田

─
文
化
性
を
わ
れ
わ
れ
が
推
進
し
て

い
こ
う
と
す
る
に
は
、わ
れ
わ
れ
自
身
も
文

化
的
に
勉
強
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
で
す
ね
。

池
邊

─
ス
ペ
イ
ン
の
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
カ

ラ
ト
ラ
バ
は
建
築
家
で
も
あ
り
都
市
計
画
家

で
も
あ
り
ま
す
が
、土
木
技
術
者
と
し
て
多

く
の
橋
を
設
計
し
て
お
り
、そ
れ
ら
は
か
な

り
芸
術
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。
土
木
教
育
で
ア
ー
ト
、
哲
学
、
文

学
だ
と
か
を
教
え
な
さ
す
ぎ
る
の
と
、W
メ

ジ
ャ
ー
の
人
が
少
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。私
の
研
究
室
は
海
外
の
留
学
生
も

多
い
の
で
す
が
、美
術
学
院
、建
築
、土
木
、

イ
ン
テ
リ
ア
、環
境
デ
ザ
イ
ン
か
ら
来
る
人

が
結
構
い
ま
す
。多
様
性
の
お
話
が
出
ま
し

た
が
、教
育
の
中
で
そ
う
い
う
芽
を
い
ろ
い

ろ
出
し
て
あ
げ
る
べ
き
で
は
と
思
い
ま
す
。

　

日
本
の
土
木
で
は
い
き
な
り
コ
ン
ク
リ
ー

ト
構
造
物
と
し
て
、
道
路
、
橋
梁
、
築
堤
と

か
か
ら
入
っ
て
し
ま
う
。「
土
木
構
造
物
は
美

し
い
」と
い
う
こ
と
を
も
っ
と
大
事
に
し
て
、

教
育
の
中
で
重
視
し
て
い
た
だ
く
と
、建
築
、

ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
に
行
っ
た
り
、ま
た
戻
っ

て
き
て
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
の
土
木
技
術
者

に
な
れ
た
り
と
か
で
き
る
と
世
界
が
広
が
っ

て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

家
田

─
私
が
学
生
の
頃
、「
土
木
の
世
界

で
は
、
土
地
柄
に
合
わ
せ
て
一
品
一
品
、
工

夫
を
凝
ら
し
誇
り
を
も
っ
て
丁
寧
に
作
ら

れ
る
。そ
こ
が
工
場
の
大
量
生
産
と
違
っ
て

面
白
い
と
こ
ろ
だ
」
と
教
わ
り
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
高
度
成
長
期
に
な
る
と
、標
準
設
計

に
よ
っ
て
た
く
さ
ん
作
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の

で
、ど
う
も
こ
の
美
徳
が
ダ
メ
に
な
っ
て
き

て
、前
述
の
十
把
一
絡
げ
の
世
界
に
甘
ん
じ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
側
面
が
あ
る
ん
じ
ゃ

な
い
で
し
ょ
う
か
。こ
こ
ら
を
脱
却
す
る
と

わ
れ
わ
れ
の
分
野
も
文
化
性
を
発
揮
で
き
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
。

塚
原

─
私
も
全
く
同
感
で
、ダ
ム
カ
ー
ド

な
ど
の
人
気
が
出
て
き
た
の
も
、ダ
ム
が
ま

さ
に
そ
の
一
品
だ
か
ら
で
す
。構
造
基
準
は

あ
る
も
の
の
、そ
の
場
所
の
地
形
・
地
質
な

ど
条
件
に
合
わ
せ
て
、工
夫
し
て
技
術
開
発

も
行
う
と
い
う
個
性
に
魅
力
を
感
じ
て
も
ら

え
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
河
川
は
ど

こ
も
コ
ン
ク
リ
ー
ト
護
岸
で
三
面
張
り
に
し

て
面
白
く
な
い
の
で
み
ん
な
が
背
を
向
け
て

し
ま
っ
た
。
そ
れ
で「
河
川
法
」
に
環
境
を

目
的
に
入
れ
て
、各
地
で
工
夫
し
な
が
ら
水

辺
の
整
備
を
始
め
た
ん
で
す
。こ
れ
も
一
品

の
取
り
組
み
で
す
。す
る
と
住
民
の
皆
さ
ん

が
評
価
を
し
て
寄
っ
て
き
て
く
れ
て
、そ
う

す
る
と
土
木
の
施
設
を
舞
台
に
い
ろ
い
ろ
活

動
し
て
何
か
を
生
み
出
そ
う
と
い
う
機
運
が

生
ま
れ
て
き
て
、そ
う
い
う
の
が
こ
れ
か
ら

の
求
め
て
い
く
姿
な
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

藤
原

─
私
も
一
品
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

は
全
く
そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。た
だ
、

個
別
要
素
技
術
が
A
I
と
か
デ
ジ
タ
ル
化
へ

移
行
す
る
に
つ
れ
て
、こ
れ
ま
で
の
文
化
性

を
維
持
す
る
こ
と
が
難
し
い
点
も
あ
り
ま
す
。

　

私
は
今
の
時
代
、Society

5.0

と
か

Industry4.0

の
中
で
、デ
ジ
タ
ル
化
の
流
れ

と
か
A
I
や
自
動
化
の
流
れ
を
止
め
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
思
っ
て
い
ま
し
て
、そ
れ

な
ら
ば
情
報
工
学
科
と
か
電
気
工
学
科
の
学

生
た
ち
が
で
き
な
い
こ
と
を
土
木
工
学
科
が

や
る
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、A
I
、
人
工
知

能
に
よ
る
最
適
解
と
は
異
な
る
価
値
を
つ
く

る
よ
う
に
、土
木
の
一
品
精
神
を
取
り
入
れ

た
、こ
れ
ま
で
と
は
違
う
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を

入
れ
る
し
か
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

茶
木

─
最
後
に
、「
人
」に
つ
い
て
お
話
を

し
ま
す
と
、琵
琶
湖
疏
水
は
そ
れ
自
体
の
功

績
も
と
て
も
大
き
い
も
の
で
す
が
、水
を
町

な
か
に
引
い
た
こ
と
で
京
都
が「
水
の
町
」

に
生
ま
れ
変
わ
り
、疏
水
の
水
を
活
用
し
て

東
山
・
南
禅
寺
界
隈
に
美
し
い
日
本
庭
園
が

数
多
く
つ
く
ら
れ
て
い
き
ま
す
。つ
ま
り
土

木
構
造
物
自
体
も
文
化
性
が
あ
り
、そ
の
機

能
か
ら
ま
た
新
た
な
文
化
が
生
ま
れ
て
、地

域
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
は
本
当
に
素
晴
ら

し
い
と
思
い
ま
す
。琵
琶
湖
疏
水
を
手
掛
け

た
土
木
学
会
の
第
17
代
会
長
の
田
辺
朔
郎
さ

ん
の
文
化
的
な
背
景
を
み
る
と
、
和
歌
、
漢

詩
、
写
経
、
日
本
画
、
随
筆
、
琴
、
三
味
線
、

登
山
と
と
て
も
幅
広
い
。
和
歌
は
、
明
治
時

代
の
有
名
な
歌
人
、中
島
歌
子
さ
ん
に
師
事

さ
れ
て
い
ま
す
。

家
田

─
「
土
木
人
た
る
も
の
、文
化
人
た

る
べ
し
」と
い
う
わ
け
で
す
ね
。

茶
木

─
本
日
も
実
に
多
様
な
価
値
観
か
ら

の
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。ど
う
も
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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