
学
生
時
代
は
発
掘
に
夢
中

　

物
心
が
つい
た
頃
か
ら
漠
然
と「
も
の
づ
く

り
への
憧
れ
」を
抱
い
て
い
た
松
村
さ
ん
は
、京

都
大
学
大
学
院
で
耐
震
構
造
解
析
分
野
を

専
攻
さ
れ
た
後
、大
阪
市
の
土
木
局
橋
梁
課

に
奉
職
さ
れ
た
。当
時
は
大
阪
万
博
の
直
前

で
、さ
ま
ざ
ま
な
社
会
イ
ン
フ
ラ
が
急
ピ
ッ
チ

で
整
備
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
時
代
で
あ

る
。就
職
先
と
し
て
大
阪
市
を
選
ん
だ
の
は

「
役
人
だ
っ
た
ら
自
分
の
目
指
し
て
い
る
橋
が

つ
く
れ
る
！
」と
の
思
い
込
み
か
ら
だ
っ
た
そ

う
だ
が
、結
果
と
し
て
は
け
っこ
う
思
い
通
り

の
橋
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
た
そ
う
だ
。

　

そ
ん
な
松
村
さ
ん
だ
が
、大
学
時
代
に
夢

中
に
な
っ
た
の
は
考
古
学
だ
っ
た
。大
学
時
代

に
は「
考
古
学
研
究
会
」に
籍
を
置
き
、長
期

休
み
に
な
る
た
び
に
発
掘
調
査
に「
う
つつ
を

抜
か
し
て
い
た
」そ
う
だ
。「
考
古
学
は
掘
っ

た
ら
発
見
が
あ
る
。具
体
的
な
成
果
が
見
え

る
の
は
も
の
づ
く
り
と
一
緒
」ら
し
い
。学
生

時
代
に
考
古
学
を
通
し
て
歴
史
と
向
き
合
っ

た
こ
と
が
、後
の
橋
梁
設
計
な
ど
の
仕
事
に

お
い
て「
少
し
は
幅
が
で
き
た
か
も
知
れ
な

い
」と
言
う
。

住
民
か
ら
の
猛
反
対

　

橋
梁
課
で
の
仕
事
を
始
め
た
頃
、こ
れ
か

ら
の
仕
事
に
疑
問
を
感
じ
る
出
来
事
が
あ
っ

た
。そ
れ
は
開
か
ず
の
踏
切
を
解
消
す
る
た

め
の
高
架
橋
の
建
設
に
関
す
る
住
民
説
明
会

で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。松
村
さ
ん
ら
大
阪
市
の

担
当
者
が
高
架
橋
の
利
便
性
と
必
要
性
を

何
度
も
説
明
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、周
辺

の
住
民
か
ら
猛
烈
な
反
対
を
受
け
続
け
た

の
だ
。市
民
の
生
活
を
豊
か
に
す
る
こ
と
が

目
的
で
高
架
橋
の
建
設
を
進
め
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、住
民
か
ら
の
反
対
を
受
け
た

こ
と
に
、自
分
の
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
る
も
の

が
、本
当
に
住
民
の
た
め
に
な
って
い
な
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
無
力
感
を
感
じ
た
そ
う
で

あ
る
。「
都
市
機
能
を
充

実
さ
せ
る
た
め
に
土
木
構

造
物
は
必
要
で
あ
る
が
、

巨
大
化
し
た
構
造
物
が
付

近
の
生
活
者
を
疎
外
し
て

し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
？
」。結
局
こ
の
高
架
橋

の
建
設
は
数
年
に
わ
た
って

凍
結
さ
れ
、最
終
的
に
は

住
民
の
主
張
の
よ
う
に
鉄

道
を
高
架
に
す
る
よ
う
に

計
画
が
変
更
さ
れ
、実
施
さ
れ
た
そ
う
だ
。

　

ま
た
、そ
の
後
の
建
設
に
お
い
て
も
、周
辺

住
民
か
ら
の
反
対
や
苦
情
を
受
け
る
こ
と
は

め
ず
ら
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。「
橋
の
必
要

性
を
理
解
し
て
も
ら
え
ば
、後
は
個
別
に
事

情
を
聴
き
、丁
寧
に
対
応
す
る
し
か
な
い
。

説
得
の
た
め
に
い
わ
ゆ
る
夜
討
ち
朝
駆
け
は

よ
く
あ
っ
た
」と
言
う
。

　

こ
の
よ
う
な
出
来
事
が
き
っ
か
け
と
な
り
、

「
地
域
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
橋
と
は
何
か
？
」

と
い
う
テ
ー
マ
に
思
い
を
巡
ら
せ
る
日
々
が
始

ま
っ
た
。そ
の
中
で
導
き
出
し
た
一
つ
の
答
え

は
、地
域
に
適
合
し
た
デ
ザ
イ
ン
を
追
究
し
て

い
く
こ
と
で
あ
っ
た
。歴
史
あ
る
大
阪
の
地
に

お
い
て
、地
域
の
歴
史
や
風
土
を
踏
ま
え
、周

囲
の
景
観
に
調
和
し
た
橋
が
で
き
れ
ば
、「
地

橋梁設計のスペシャリスト編

大阪市の職員として20年にわたって橋梁事業に携わり、橋の歴史・景観論に関して
多数の著書を出版されている松村博さん。日々の業務を通して、常に橋のあるべき姿を
追求してきた松村さんに、土木技術者が社会に果たす役割と仕事に対する信念を伺う！

［登壇者］ 松村 博

写真1　 ご自身の経験を熱心に語ってくださる松村氏

│
第
5
回
│
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域
の
橋
」と
し
て
住
民
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
だ
。

　

松
村
さ
ん
は
、橋
のハ
ー
ド
面
だ
け
で
な
く
、

橋
を
渡
る
人
、さ
ら
に
見
る
人
の
快
適
性
と
い

う
ソ
フ
ト
面
の
重
要
性
を
認
識
し
て
いっ
た
。

さ
ら
に
、景
観
を
つ
く
り
上
げ
て
い
る
歴
史

的
背
景
に
も
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、地
域
の
歴
史

性
を
表
現
し
た
橋
の
必
要
性
も
提
案
し
た
。

5
％
へ
の
こ
だ
わ
り

　

橋
の
設
計
に
対
し
て
独
自
の
考
え
方
を
お

持
ち
の
松
村
さ
ん
に
は
、仕
事
を
す
る
う
え

で
常
に
心
が
け
て
こ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。そ

れ
は「
5
％
への
こ
だ
わ
り
」だ
。松
村
さ
ん
に

よ
る
と「
誰
し
も
日
々
の
業
務
に
追
わ
れ
、自

分
の
や
り
た
い
こ
と
を
形
に
し
て

い
く
の
は
難
し
い
。し
か
し
た
と

え
公
共
事
業
で
あ
って
も
5
％
ほ

ど
の
グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ
な
ら
認
め

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。そ
し
て

5
％
程
度
で
あ
って
も
、今
ま
で
に

な
い
も
の
を
実
現
す
る
た
め
の
努

力
を
す
る
こ
と
が
重
要
」な
の
だ

そ
う
だ
。「
ど
ん
な
に
小
さ
な
橋

で
あ
っ
て
も
、自
分
な
り
の
テ
ー
マ

は
見
つ
け
ら
れ
る
は
ず
。他
人
に

委
ね
る
の
で
は
な
く
、こ
だ
わ
り

を
持
っ
て
仕
事
に
取
り
組
む
こ

と
。お
い
し
い
と
こ
ろ
を
他
人
に

譲
り
渡
す
な
！
」、「
そ
の
代
わ
り

批
判
は
甘
ん
じ
て
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。そ
し
て
そ
の
仕
事
の
内
容
を
活
字
に
残

す
義
務
が
あ
る
」と
語
る
松
村
さ
ん
か
ら

は
、土
木
技
術
者
の
や
り
が
い
と
、土
木
技
術

者
が
背
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
責
任
感
が

に
じ
み
出
る
。

　

松
村
さ
ん
に
と
って
の
こ
だ
わ
り
は
、橋
本

来
の
あ
る
べ
き
姿
の
追
求
で
も
あ
っ
た
。「
最

近
は
、各
地
で
個
性
的
な
橋
が
つ
く
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
が
、橋
の
デ
ザ
イ
ン
を
、橋
を
飾

る
こ
と
と
勘
違
い
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。橋

の
魅
力
は
基
本
的
に
は
構
造
的
必
然
性
の

中
に
あ
る
。そ
の
上
で
橋
そ
の
も
の
と
橋
を

利
用
す
る
人
び
と
と
の
関
係
を
見
つ
め
直

し
、ト
ー
タ
ル
で
デ
ザ
イ
ン
す
る
べ
き
だ
」と
指

摘
す
る
。

取
材
を
終
え
て　

│
い
つ
ま
で
も
素
人
│

　

橋
の
景
観
や
歴
史
に
精
通
し
、多
く
の
著

書
を
お
持
ち
の
松
村
さ
ん
で
あ
る
が
、取
材

中
た
び
た
び
口
に
さ
れ
る
言
葉
が
あ
っ
た
。

「
自
分
は
素
人
」と
い
う
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
。

「
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
い
う
の
は
、変
に
悟
って
い

る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
し
、自
分
に
は
ふ

さ
わ
し
く
な
い
。自
分
は
何
が
専
門
な
の
か

い
ま
だ
に
わ
か
ら
な
い
。ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
に
も

ゼ
ネ
ラ
リ
ス
ト
に
も
な
り
き
れ
な
い
。だ
か
ら

常
に
好
奇
心
を
失
わ
ず
、素
人
で
あ
る
こ
と

を
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
思

う
」と
語
る
松
村
さ
ん
。専
門
分
野
を
追
求

し
続
け
る
姿
勢
の
裏
に
は
、決
し
て
好
奇
心

を
忘
れ
な
い「
素
人
」の
信
念
が
あ
る
の
だ
。

　

退
職
後
の
松
村
さ
ん
か
ら
、「
橋
マニ
ア
」の

心
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。最
近
は
、大
阪

に
残
る
江
戸
時
代
の
古
文
書
か
ら
当
時
の

橋
を
復
元
し
た
り
、世
界
各
地
の
橋
の
歴
史

や
デ
ザ
イ
ン
と
そ
の
都
市
や
地
域
と
の
か
か

わ
り
を
考
察
し
た
り
す
る
な
ど
、新
た
な

フ
ィ
ー
ル
ド
を
開
拓
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
。

「
歴
史
研
究
に
つい
て
は
未
熟
で
も
、技
術
者

の
目
を
通
し
て
し
か
見
え
て
こ
な
い
歴
史
的

真
実
も
あ
る
は
ず
」と
言
う
。ス
ゴ
腕
技
術

者
が
持
ち
続
け
る「
素
人
の
精
神
」。素
人
の

わ
れ
わ
れ
は
見
習
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

学
生
編
集
委
員
　 

澤
村 

康
生
、
篠
﨑 

真
澄

まつむら・ひろしさん
1944年、大阪市生まれ。京都大学大学院土木工学専攻修了後、大
阪市土木局橋梁課に奉職。20年にわたり橋梁事業に携わり、神崎
橋、川崎橋、此花（このはな）大橋、平野川水系の橋梁架け換えなどを
担当。後には都市計画行政を担当。以後、大阪市都市工学情報セン
ター理事長、阪神高速道路（株）監査役などを歴任。『大阪の橋』、『日
本百名橋』、『橋梁景観の演出』、『大井川に橋がなかった理由』、『江
戸の橋』など著書多数。

写真2　 此花大橋の前で記念撮影（最右が松村氏）（提供：松村博氏）　
此花大橋（1979年着工、1990年完成）は1990（平成2）年度の
土木学会田中賞を受賞

　現在は、かつてのようにどんどん新しいものをつくる

時代ではなくなったが、その分じっくりと考えられる時

代かもしれない。さらに、これまでになかった新しい価

値を見出す仕事など、必要とされている仕事はたくさ

んある。だから、広い意味でのものづくりに魅力を持

ち、若い時にこそものづくりに必要な「構造的センス」

を身につける努力をしてもらいたい。加えて、自分の考

えを活字にする訓練をしておくことも必要だと思う。

今月のスゴ　技術者からの一言
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