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代
替
わ
り
。今
ま
で
絶
対
的
だ
っ
た
も
の

が
変
わ
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
と
い

う
不
安
、一
方
で
、
こ
れ
か
ら
描
か
れ
る
新

し
い
未
来
に
膨
ら
む
期
待
、そ
ん
な
二
つ
の

感
情
が
入
り
交
じ
る
言
葉
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
例
え
ば
、
今
夏
開
催
さ
れ
た
東
京
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大

会
2
0
2
0
を
視
聴
す
る
中
で
、世
代
が
替

わ
っ
て
い
く
こ
と
を
感
じ
る
瞬
間
が
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
さ
て
、
わ
れ
わ
れ
の

フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
る
建
設
業
界
に
お
け
る
、

代
替
わ
り
は
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
の

か
。後

継
ぎ
が
い
な
い

一
般
的
に
、企
業
に
お
け
る
代
替
わ
り
と

は
、
経
営
者
が
代
わ
る
こ
と
を
示
す
。
今
の

日
本
は
、
と
り
わ
け
中
小
企
業
に
お
い
て
、

代
替
わ
り
が
で
き
な
い
こ
と
を
理
由
に
、休

廃
業
を
す
る
企
業
が
増
え
つ
つ
あ
る
。こ
れ

は
、少
子
高
齢
化
と
産
業
構
造
の
変
化
が
背

景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

中
小
企
業
白
書）

1
（

に
よ
る
と
、
中
小
企
業

の
経
営
者
に
お
い
て
、事
業
継
承
を
検
討
し

な
が
ら
も「
自
分
の
代
で
廃
業
す
る
こ
と
も

や
む
を
得
な
い
」
と
考
え
る
理
由
に
、「
将

来
の
業
績
低
迷
が
予
測
さ
れ
、事
業
承
継
に

消
極
的
」
を
挙
げ
た
割
合
が
約
56
％
、
次
い

で
、「
後
継
者
を
探
し
た
が
、適
当
な
人
が
見

つ
か
ら
な
か
っ
た
」
を
挙
げ
た
割
合
が
22
・

5
％
に
達
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。こ

れ
ら
は
、
代
替
わ
り
し
た
く
と
も
、
跡
継
ぎ

が
い
な
い
と
い
う
現
状
を
示
し
て
い
る
。

土
木
業
界
に
お
い
て
も
、業
界
全
体
で
捉

え
れ
ば
、代
替
わ
り
に
関
し
て
は
苦
し
い
状

況
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
業
界
は
、
担
い
手

不
足
の
問
題
だ
け
で
な
く
、自
然
災
害
の
激

甚
化
、経
営
環
境
の
悪
化
や
そ
れ
に
伴
う
不

安
定
な
労
働
環
境
の
出
現
等
の
二
重
苦
・
三

重
苦
と
も
言
え
る
困
難
に
直
面
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

国
土
交
通
省
が
毎
年
公
表
し
て
い
る

「
建
設
投
資
見
通
し
」（
建
設
活
動
の
実
績

を
出
来
高
基
準
で
調
査
：
建
築
着
工
統

計
、
建
設
工
事
施
工
統
計
や
建
設
事
業
費

の
実
績
値
等
を
基
に
作
成
）
に
よ
る
と
、

建
設
投
資
は
1
9
9
2
年
度
に
ピ
ー
ク
の

88
兆
7
1
5
8
億
円（
う
ち
政
府
投
資
39
％
、

民
間
投
資
61
％
）
と
な
り
、2
0
1
0
年
度

ま
で
は
減
少
の
一
途
を
た
ど
っ
た
。そ
れ
以

降
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

開
催
に
よ
る
需
要
も
あ
っ
た
た
め
か
、再
び

増
加
に
転
じ
て
き
た
が
、2
0
1
8
年
度
の

建
設
投
資
は
53
兆
3
8
3
億
円（
う
ち
政
府

投
資
40
％
、
民
間
投
資
60
％
）
ま
で
減
少
し
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て
い
る（
金
額
は
、
い
ず
れ
も
2
0
1
1
年

度
を
基
準
と
し
た
実
質
値
）。
さ
ら
に
、
総

務
省
が
実
施
し
て
い
る「
労
働
力
調
査
」
に

よ
る
と
、
建
設
投
資
の
ピ
ー
ク
で
あ
っ
た

1
9
9
2
年
に
建
設
業
に
携
わ
る
就
業
者

数
は
6
1
9
万
人
で
あ
っ
た
が
、2
0
1
8

年
は
5
0
0
万
人
程
度
ま
で
減
少
し
て
い
る

（
い
ず
れ
も
年
間
平
均
）。こ
の
間
、日
本
国

内
の
15
〜
64
歳
の
就
業
者
総
数（
生
産
年
齢

人
口
）
は
、3
0
0
万
人
程
度
減
少
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
は
、
業
界
を
取
り
巻

く
情
勢
が
刻
一
刻
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。そ
し
て
、代
替
わ
り
の
問
題
、

す
な
わ
ち
、業
績
低
迷
を
危
惧
し
事
業
承
継

に
消
極
的
で
あ
る
こ
と
や
、後
継
者
と
し
て

適
当
な
人
材
が
見
つ
か
ら
な
い
こ
と
と
も
決

し
て
無
関
係
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

帝
国
デ
ー
タ
バ
ン
ク
が
実
施
し
た『
全

国
企
業「
後
継
者
不
足
率
」
動
向
調
査

（
2
0
2
0
年
）』
に
よ
る
と
、
建
設
業
の
後

継
者
不
足
率
は
2
0
1
4
年
以
降
に
実
施
さ

れ
た
調
査
に
お
い
て
、調
査
対
象
と
な
っ
て

い
る
業
種
別
で
唯
一
、不
足
率
が
70
％
を
超

え
る
状
態
が
続
い
て
お
り
、か
つ
改
善
傾
向

も
み
ら
れ
て
い
な
い）

2
（

。

逆
境
の
中
を
生
き
抜
く

「
地
域
建
設
業
」

本
特
集
で
は
、
建
設
業
界
の
中
で
も
、
国

内
の
特
定
の
地
域（
地
方
）に
活
動
の
拠
点

を
設
け
、
そ
の
地
域（
地
方
）
に
根
ざ
し
て

長
期
的
に
事
業
を
継
続
し
て
い
る
中
小
規

模
の
企
業
に
着
目
し
、こ
れ
ら
に
該
当
す
る

企
業
を「
地
域
建
設
業
」
と
定
義
し
た
。
つ

ま
り
、
地
域
建
設
業
と
は
、
前
述
し
た
建
設

業
界
と
し
て
の
苦
悩
、そ
し
て
中
小
企
業
と

し
て
の
苦
悩
も
抱
え
た
、二
重
苦
・
三
重
苦
・

も
は
や
四
重
苦
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い

逆
境
の
中
で
も
歩
み
続
け
よ
う
と
す
る
企

業
で
あ
る
。

こ
こ
で
、地
域
建
設
業
の
持
続
可
能
性
を

考
え
る
た
め
に
以
下
の
5
名
：（
株
）
オ
リ

エ
ン
タ
ル
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ツ
伊
藤
昌
明
氏
、

（
国
研
）
土
木
研
究
所
松
木
洋
忠
氏
、
寿
建

設（
株
）
森
崎
英
五
朗
氏
お
よ
び
、
本
特
集

主
査
お
よ
び
土
木
学
会
誌
編
集
委
員
会
メ
ン

バ
ー
が
Z
O
O
M
会
議
で
集
ま
っ
た
際
の

対
談（
雑
談
？
）
に
お
い
て
提
示
さ
れ
、
本

特
集
の
ヒ
ン
ト
と
も
な
っ
た
、四
つ
の
事
案

を
紹
介
し
た
い
。

除
雪
が
で
き
な
い
？

「
積
雪
地
域
に
お
け
る
除
雪
の
担
い
手
不

足
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。毎
年
一

定
量
の
積
雪
が
見
込
ま
れ
る
豪
雪
地
域
だ
け

で
な
く
、
積
雪
頻
度
の
低
い
地
域（
シ
ー
ズ

ン
ご
と
に
積
雪
が
数
回
あ
っ
た
り
、全
く
な

図1　本特集企画の概要

糸数幸
恵氏

地域建
設業と事

業承継

―3代目
女性後

継者の

多様性
への挑

戦―

pp.12～
13

黒木繁人氏宮崎県における建設会
社の未来への取り組みと考え方─災害対応能力と建設現場の
工場化と生活必需品として─pp.16～17

小野貴史氏

より良い会社にする
ための

小野組的方法・活動

pp.14～15

小野晃良氏

地域のインフラは
誰が担ってきたか

pp.6～7

小野組的

横倉
博氏

北海
道の
開拓
から
とも

に歩
んだ
127
年を
振り

かえ
り、
今後
の地
域建

設業
の役
割を
考え
る

pp.8
～9

は 設

森崎英
五朗氏

豊
ぶんご後土

どっこ工の末
裔

pp.10～
11

川上光彦
氏

伝統的建築技術を

つなぐ職人の育成

―金沢職人大学校の

取り組み―pp.26～27

中村圭吾氏

地域建設業と
市民普請による持続可能な地域づくり

pp.20～21

小林千佳氏

建設業の魅力発信
─人材獲得競争を勝

ち抜く─

pp.18～19

高橋広幸氏生産性向上・高付加価値化に向けた建設ＤＸ─３次元データ・ICTで現場が変わる─
pp.24～25

建設業
─人材獲得競争

生高

米田雅子氏建設トップランナー
倶楽部にみる

中山間地域の建設業
の総合産業化

pp.22～23

【Part2】
事業継承者たちが挑む課題

【Part3】未来へ繋ぐ新たな挑戦

【Part
1】

地域と
共に歩

んだ歴
史
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か
っ
た
り
す
る
地
域
）に
つ
い
て
も
顕
著
な

問
題
と
な
っ
て
い
る
。積
雪
頻
度
の
低
い
地

域
で
は
、
稼
働
の
計
画
が
立
て
づ
ら
く
、
機

材
や
特
殊
車
両
の
運
転
手
な
ど
の
人
材
を
常

時
雇
用
す
る
こ
と
が
極
め
て
難
し
い
か
ら
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
対
策
と
し
て
は
、
特
殊
な

操
縦
が
必
要
と
な
る
除
雪
グ
レ
ー
ダ
ー
を
除

雪
ト
ラ
ッ
ク
に
変
更
す
る
、人
海
戦
術
が
必

要
な
箇
所（
例
え
ば
、
歩
道
橋
）
の
除
雪
は

地
域
住
民
が
担
う
と
い
っ
た
方
法
が
考
え
ら

れ
る（
写
真
1
、
2
）
。

除
雪
の
担
い
手
が
不
足
す
る
一
方
で
、対

象
道
路
の
延
長
は
伸
び
て
い
る
。従
業
員
の

働
き
方
改
革
を
推
進
し
て
い
く
と
い
う
点
で

は
、
時
に
は
思
い
切
っ
て〝
除
雪
に
関
す
る

業
務
を
受
注
し
な
い
〞と
い
う
選
択
が
あ
っ

て
も
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、一

般
車
両
は
お
ろ
か
、救
急
車
両
す
ら
通
れ
な

く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
リ

ス
ク
等
も
思
い
浮
か
び
、割
り
切
っ
た
判
断

を
す
る
こ
と
も
難
し
い
状
況
で
あ
る
。地
域

に
根
ざ
し
た
企
業
と
し
て
は
、健
全
な
企
業

経
営
と
し
な
け
れ
ば
持
続
で
き
な
い
と
い
う

危
機
感
と
、時
に
は
た
だ〝
地
域
の
た
め
に
〞

活
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
使
命
感

と
の
ジ
レ
ン
マ
に
苦
し
ん
で
い
る
。」

地
域
に
根
ざ
し
た
人
材
を

積
極
的
に
育
成
す
べ
き
で
あ
る

「
地
域
の
文
化
や
、
過
去
に
発
生
し
た
災

害
の
特
性
や
経
験
等
を
防
災
・
減
災
に
生
か

し
て
い
く
た
め
に
は
、地
域
に
精
通
し
て
い

る
技
術
者
が
不
可
欠
で
あ
る
。
ま
た
、
地
域

組
織
の
境
界
の
は
ざ
ま
で
問
題
が
生
じ
た
と

き
、そ
の
境
界
領
域
を
埋
め
る
人
材
や
企
業

が
必
要
で
あ
る
。実
は
そ
の
担
い
手
と
し
て
、

地
域
住
民
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

「
あ
そ
び
の
生
ま
れ
る
場
所
」（
西
川
正
著
）

の
帯
に〝
ず
っ
と
お
客
さ
ん
で
い
る
っ
て
楽

だ
け
ど
さ
び
し
い
よ
ね
〞と
記
さ
れ
て
い
る
。

公
共
サ
ー
ビ
ス
と
は
何
か
に
つ
い
て
地
域
に

お
い
て
議
論
を
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
り
、

そ
れ
は
地
域
に
根
ざ
し
た
人
材
の
育
成
に
も

つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
。」

「
余
裕
」
が
大
切
で
あ
る

「
九
州
の
地
域
で
こ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

あ
っ
た
。
数
年
前
、
と
あ
る
町
で
住
民
に

と
っ
て
大
切
な
史
跡
が
土
砂
災
害
に
よ
り
砂

に
埋
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
国
土
交
通
省
、
農

林
水
産
省
、
県
、
市
の
ど
の
行
政
機
関
も
管

理
者
で
は
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
行
動
を
起

こ
す
こ
と
が
で
き
ず
、一
般
の
住
民
が
土
砂

を
除
去
す
る
こ
と
も
困
難
を
極
め
た
。そ
ん

な
状
況
の
中
で
、バ
ッ
ク
ホ
ウ
を
所
有
す
る

地
元
の
建
設
企
業（
地
域
建
設
業
）が
手
を

差
し
伸
べ
て
く
れ
た
こ
と
に
よ
り
、埋
ま
っ

て
し
ま
っ
た
史
跡
を
救
い
出
す
こ
と
に
成
功

し
た
。

そ
の
企
業
は
、手
を
差
し
伸
べ
た
と
い
う

よ
り
、
地
域
の
一
員
と
し
て
、
技
術
・
労
力

を
提
供
し
て
く
れ
た
と
も
い
え
る
。こ
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
の
よ
う
に
、地
域
社
会
の
一
員
と

し
て
地
域
建
設
業
が
そ
の
地
域
に
貢
献
し
て

い
く
た
め
に
は
、経
営
的
な
余
裕
が
必
要
で

あ
る
。
そ
の
た
め
に
行
政
は
、
地
域
建
設
業

を
さ
ら
に
応
援
す
る
仕
組
み
、例
え
ば
発
注

シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
不
可
欠
で
は
な
い
か
。」

「
分
け
る
」
と
「
繋
ぐ
」
は
一
対
で
あ
る

「
業
務
を〝
分
け
る
〞つ
ま
り
、分
業
は
か

え
っ
て
非
効
率
に
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ

る
。
例
え
ば
、
設
計
成
果
と
現
地
と
の
不
一

致
が
あ
る
。補
修
設
計
を
実
施
し
た
時
点
よ

り
も
、工
事
発
注
時
点
で
劣
化
が
進
行
し
た

事
例
や
、
経
験
の
不
足
に
よ
っ
て
、
必
ず
し

も〝
最
適
解
〞（
最
適
な
工
法
）が
選
択
さ
れ

て
い
な
い
事
例
も
あ
っ
た
。こ
れ
ら
は
工
事

着
手
が
遅
延
し
た
り
、調
達
済
み
の
材
料
が

無
駄
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
、確
保
す
べ
き

人
材（
職
人
）が
変
更
に
な
っ
て
し
ま
う
。災

害
時
に
お
い
て
は
、そ
れ
ら
の
手
戻
り
が
復

旧
工
期
を
大
き
く
遅
延
さ
せ
る
要
因
と
な

り
、地
域
建
設
業
に
と
っ
て
は
こ
う
い
っ
た

こ
と
が〝
命
取
り
〞
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

一
方
で
分
業
に
よ
る
効
率
化
の
良
い
面
も

あ
る
た
め
、分
け
ら
れ
た
作
業
を〝
繋
ぐ
〞制

度
や
、そ
れ
が
で
き
る
人
材
を
育
て
て
い
く

こ
と
が
重
要
と
考
え
る
。分
業
は
必
ず
し
も

悪
で
は
な
い
。対
立
関
係
に
繋
げ
て
は
な
ら

ず
、
議
論
の
積
み
重
ね
に
よ
り
、
分
業
の
弊

害
を
解
消
し
て
い
く
努
力
が
必
要
で
あ
る
。」

こ
の
対
談
よ
り
、地
域
建
設
業
は
そ
の
地

域
を
守
る
と
り
で
と
し
て
必
要
不
可
欠
な

存
在
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
強
く
認
識
す

写真1　除雪グレーダーによる除雪

写真2　歩道橋の除雪
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る
こ
と
が
で
き
た
。一
方
で
、
地
域
建
設
業

の
取
り
組
み
の
み
な
ら
ず
、行
政
や
地
域
住

民
が
一
丸
と
な
っ
て
、地
域
の
持
続
可
能
性

を
模
索
す
る
時
代
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
か
つ
て
、
そ
の
年
を
象
徴
す
る
言
葉

と
し
て「
O
N
E
T
E
A
M
」と
い
う
キ
ー

ワ
ー
ド
が
注
目
さ
れ
た
が
、
わ
れ
わ
れ
は

「
O
N
E
D
O
B
O
K
U
」
を
目
指
す
必
要

が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

地
域
建
設
業
の

歴
史
・
課
題
・
挑
戦
を
学
ぶ

本
特
集
で
は
、地
域
建
設
業
が
激
動
の
時

代
を
生
き
抜
く
た
め
の〝
糧
〞
は
何
か
、
さ

ら
に
深
く
探
っ
て
い
く
。
そ
の
た
め
に
、
図

1
に
示
し
た
通
り
、日
本
各
地
の
地
域
建
設

業
や
建
設
業
界
に
関
わ
る
公
的
機
関
で
活
躍

さ
れ
て
い
る
方
々
合
計
11
名
に
、地
域
建
設

業
に
関
わ
る「
歴
史
」、「
課
題
」、「
挑
戦
」

の
三
つ
の
観
点
か
ら
記
事
を
ご
執
筆
い
た
だ

い
た
。

「
歴
史
」
で
は
、
今
日
ま
で「
地
域
の
イ

ン
フ
ラ
は
誰
が
担
っ
て
き
た
の
か
」と
い
う

革
新
的
な
問
い
に
対
し
て
、
小
野
晃
良
氏

（
T
A
K
U
M
I
N
O
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
）

に
論
じ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
1
世
紀
以

上
に
わ
た
っ
て
、ま
ち
づ
く
り
に
貢
献
し
て

き
た
地
域
建
設
業
の
歩
み
を
横
倉
博
氏（
荒

井
建
設
）、森
崎
英
五
朗
氏（
寿
建
設
）に
ご

紹
介
い
た
だ
い
た
。

「
課
題
」
で
は
、
地
域
建
設
業
に
お
け
る

事
業
継
承（
代
替
わ
り
）の
現
状
に
つ
い
て
、

糸
数
幸
恵
氏（
丸
元
建
設
）に
実
体
験
を
交

え
な
が
ら
、小
野
貴
史
氏（
小
野
組
）に
、数

多
く
の
経
営
継
承
者
の
悲
哀
や
覚
悟
を
共
有

し
て
き
た
経
験
を
交
え
な
が
ら
論
じ
て
い
た

だ
い
た
。ま
た
、黒
木
繁
人
氏（
旭
建
設
）に

は
、外
国
人
雇
用
に
関
す
る
思
い
を
交
え
な

が
ら
、建
設
業
の
現
状
に
つ
い
て
論
じ
て
い

た
だ
い
た
。

「
挑
戦
」で
は
、女
性
と
い
う
視
点
を
大
切

に
し
な
が
ら
魅
力
発
信
を
続
け
て
い
く
取
り

組
み
に
つ
い
て
小
林
千
佳
氏（
土
木
技
術
者

女
性
の
会
東
日
本
支
部
長
）に
、
市
民
を
交

え
た
イ
ン
フ
ラ
整
備
、い
わ
ゆ
る
市
民
普
請

へ
の
取
り
組
み
を
中
村
圭
吾
氏（
土
木
研
究

所
）
に
ご
紹
介
い
た
だ
い
た
。
さ
ら
に
、
建

設
業
の
強
み
を
生
か
し
た
複
業
へ
の
取
り
組

み
に
つ
い
て
米
田
雅
子
氏（
東
京
工
業
大
学
）

に
、担
い
手
不
足
解
消
と
業
務
効
率
化
を
同

時
に
実
現
す
る
切
り
札
と
も
言
え
る
建
設

D
X
推
進
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
高
橋
広

幸
氏（
カ
ナ
ツ
技
建
工
業（
株
））に
ご
紹
介

い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
伝
統
技
術
を
伝
承
し

て
い
く
た
め
の
自
治
体
に
よ
る
支
援
の
事
例

と
し
て
、川
上
光
彦
氏（
金
沢
職
人
大
学
校
）

に
建
築
分
野
の
取
り
組
み
を
ご
紹
介
い
た
だ

い
た
。

本
特
集
を
通
し
て
、社
会
が
抱
え
て
き
た

問
題
を
も
の
づ
く
り
で
解
決
し
て
き
た
こ
と

に
対
す
る
誇
り
を
再
認
識
す
る
と
と
も
に
、

今
後
、地
域
建
設
業
が
進
む
べ
き
方
向
性
を

共
有
し
た
い
。
地
域
建
設
業
の
中
に
は
、
戦

後
復
興
や
高
度
経
済
成
長
期
に
お
け
る
地

域
の
支
え
と
な
り
、そ
の
後
も
人
口
減
少
が

進
む
中
で
、
地
域
経
済
を
け
ん
引
し
続
け
、

平
成
・
令
和
の
時
代
に
代
替
わ
り
を
果
た

し
た
企
業
も
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。本
特
集

が
、激
動
の
時
代
の
中
で
経
営
の
バ
ト
ン
を

受
け
継
ぎ
、「
地
域
を
守
っ
て
い
く
」と
い
う

使
命
感
を
持
っ
て
活
躍
し
て
い
る
新
た
な
経

営
者
た
ち
へ
の
エ
ー
ル
と
も
な
れ
ば
幸
い
で

あ
る
。

地
域
建
設
業
の

経
営
者
に
届
け
！

土
木
学
会
誌
は
会
員
向
け
の
雑
誌
で
あ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

会
員
に
有
用
な
情
報
を
お
届
け
す
る
こ
と

が
最
大
の
使
命
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
特

集
を
企
画
す
る
に
あ
た
っ
て
、こ
の
特
集
に

は
別
の
使
命
が
あ
る
と
認
識
す
る
に
い
た
っ

た
。
そ
れ
は
、
土
木
学
会
と
地
域
建
設
業
の

接
点
の
創
出
で
あ
る
。土
木
学
会
誌
の
バ
ッ

ク
ナ
ン
バ
ー
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、「
地
域

建
設
業
」を
取
り
扱
っ
た
企
画
を
見
つ
け
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。そ
の
こ
と
か
ら
も

分
か
る
と
お
り
、か
つ
て
は
農
閑
期
の
労
働

力
や
出
稼
ぎ
の
労
働
力
の
受
け
皿
と
し
て
地

域
を
支
え
、
今
で
は
日
々
の
暮
ら
し
、
災
害

時
の
復
旧
を
支
え
る「
も
の
づ
く
り
」
の
最

前
線
で
あ
る
地
域
建
設
業
と
土
木
学
会
と

の
関
わ
り
は
あ
ま
り
深
く
な
い
こ
と
が
分
か

る
。一
方
で
、
企
画
や
執
筆
者
の
選
定
に
お

い
て
相
談
し
た
地
域
建
設
業
の
経
営
者
た
ち

の
志
は
高
く
、
地
域
を
愛
し
、
そ
れ
を
守
り

支
え
る
使
命
感
、責
任
感
に
圧
倒
さ
れ
る
も

の
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
多
く
の
学
び
、
気
付

き
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。地
域
社
会
と
そ

の
未
来
を
支
え
る
た
め
に
、産
官
学
民
が
一

つ
と
な
る
こ
と
が
不
可
避
と
な
っ
た
今
、土

木
学
会
は
地
域
建
設
業
と
の
交
流
を
さ
ら
に

進
め
る
べ
き
だ
ろ
う
。こ
の
特
集
号
が
土
木

学
会
員
の
み
な
ら
ず
、今
も
そ
し
て
こ
れ
か

ら
地
域
建
設
業
を
担
う
経
営
者
た
ち
の
目
に

と
ま
る
こ
と
を
祈
っ
て
や
ま
な
い
。
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