
保 証 事 業 を 通 じ て
　安全で活力のある社会を創るための  お手伝いをしています

YouTubeに公式チャンネルを開設しました。ぜひご覧ください
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特集「つくる」
「つくる」をキーワードに、社会資本整備に関わるさまざまな取り組みについて考えていく

名園をつくる
地域の話題	よりみち	この街　Vol.	24
	 	作庭の名匠・植

う え

治
じ

七代目	
小
お が わ

川治
じ へ え

兵衛が「つくった」庭　　　		鈴木	伸子

連載「けんせつのでんせつ」シリーズ74
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トピックス	営業部から

芸術性豊かな街づくり
丸の内ストリートギャラリー
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旧古河庭園の植治が作庭した日本庭園
（東京都北区　写真提供：公益財団法人東京都公園協会）

ティモ・ソリン作「日光浴をする女 1995年」
（東京都千代田区　写真提供：三菱地所株式会社）

県立石橋記念公園に立つ岩永三五郎の像（鹿児島県鹿児島市　2019年撮影）

表紙の写真�
東京女子大学チャペル
（東京都杉並区）

戦前から戦後の日本において、数々
の名建築を残したアントニン・レーモンド

（1888-1976）の代表作の一つ。フラ
ンスの教会のデザインを取り入れたチャ
ペルは、内部に入ると一層荘厳な空気
を感じる。

P12-13��Photo�Gallery
「景観をつくる」をご覧ください。

建設産業図書館事務局　江口	知秀

習得する機会をつくる
インフラDXによる生産性向上と働き方改革へ
デジタル技術を習得する機会を「つくる」

巻頭インタビュー
国土交通省	関東地方整備局	関東技術事務所	事務所長
関東DX・i-Construction人材育成センター	センター長　　　川俣	裕行	氏

08
楽しみながらまちをつくる
ゲームで楽しみながらまちを「つくる」
参加型教材で視野を広げ、社会を実感

ルポ

大学院	国際社会科学研究院	教授	伊集	守直	氏
大学院	国際社会科学研究院	准教授	池島	祥文	氏

地域連携推進機構	地域実践教育研究センター	准教授	志村	真紀	氏
横浜国立大学

（写真提供：池島 祥文氏）

景観をつくる
Photo	Gallery	 	 	 	

キャンパスの景観を「つくる」
歴史的名建築

12

慶應義塾図書館旧館（1912年竣工　東京都港区　設計：曾禰達蔵・中條精一郎　重要文化財）

初夏の風物詩
団扇のこぼれ話
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国
土
交
通
省
で
は
地
方
整
備
局
単

位
で
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
習
得
機
会
を
提

供
す
る
施
設
を
整
備
し
始
め
て
い
る
。

関
東
地
方
整
備
局（
以
下
、関
東
地
整
）

が
令
和
３
年（
２
０
２
１
）４
月
、関
東

技
術
事
務
所
内
に
開
所
し
た「
関
東

Ｄ
Ｘ・ｉ-

Ｃｏｎｓ
ｔｒｕｃ
ｔ
ｉｏｎ
人
材

育
成
セ
ン
タ
ー
」（
以
下
、セ
ン
タ
ー
）は
、

そ
の
一
つ
。当
セ
ン
タ
ー
で
は
、ど
の
よ
う

な
体
制
の
下
、ど
の
よ
う
な
技
術
習
得

の
機
会
を
提
供
す
る
の
か
。関
東
技
術

事
務
所	

事
務
所
長
で
セ
ン
タ
ー
長
を

兼
務
す
る
川
俣	

裕
行
氏
に
聞
い
た
。

―
セ
ン
タ
ー
の
概
要
か
ら
お
尋
ね
し

ま
す
。ど
の
よ
う
な
体
制
の
下
、ど
の
よ

う
な
技
術
習
得
の
機
会
を
提
供
し
て
い

る
の
で
す
か
。

川
俣　

地
方
公
共
団
体
を
含
む
発

注
者
側
の
職
員
や
受
注
者
で
あ
る

建
設
会
社
の
民
間
技
術
者
を
対
象

に
、Ｂ
Ｉ
Ｍ
／
Ｃ
Ｉ
Ｍ（B

uilding/	

C
onstruction	Inform

ation	

M
odeling,	M

anagem
ent

）の
活
用
、

Ｉ
Ｃ
Ｔ（
情
報
通
信
技
術
）施
工
の
普
及

促
進
、デ
ー
タ・デ
ジ
タ
ル
技
術
の
知
識

習
熟
に
向
け
た
座
学
や
実
習
を
行
っ
て

い
ま
す
。イ
ン
フ
ラ
分
野
の
Ｄ
Ｘ（
デ
ジ
タ

ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）推
進
に

向
け
た
人
材
の
育
成
が
目
的
で
す
。

　

拠
点
の
一
つ
は
、関
東
技
術
事
務
所

内
の
研
修
棟
で
す
。こ
こ
で
は
、座
学

を
行
う
だ
け
で
な
く
、３
次
元（
３
Ｄ
）

Ｃ
Ａ
Ｄ
を
扱
え
る
高
性
能
の
パ
ソ
コ
ン

を
利
用
し
た
実
習
も
行
い
ま
す
。ま
た

建
設
業
は
現
場
が
つ
き
も
の
で
す
か
ら
、

関
東
技
術
事
務
所
の
構
内
に
は
実
際

の
現
場
を
模
し
た「
現
場
実
証
フ
ィ
ー

ル
ド
」と
い
う
ス
ペ
ー
ス
を
、も
う
一
つ
の

拠
点
と
し
て
用
意
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
は
２
０
２
２
年
度
、

Ｉ
Ｃ
Ｔ
施
工
や
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
※
１
通
信

を
活
用
し
た
無
人
化
施
工
な
ど
の
実

習
を
行
い
ま
し
た
。ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
設

備
は
、セ
ン
タ
ー
独
自
の
特
徴
で
す
。受

講
者
か
ら
は「
特
定
小
電
力
無
線
※
２
と

の
違
い
を
体
験
で
き
た
。と
て
も
参
考

に
な
っ
た
」と
の
感
想
を
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。

　

２
０
２
２
年
度
は
こ
の
ほ
か
、３
Ｄ

計
測
技
術
の
ひ
と
つ
で
あ
る
Ｌ
ｉ
Ｄ

Ａ
Ｒ
※
３
、Ａ
Ｒ（
拡
張
現
実
）、Ｖ
Ｒ

（
仮
想
現
実
）と
い
っ
た
デ
ジ
タ
ル
技
術

を
体
験
す
る
研
修
も
実
施
し
ま
し
た
。

　

例
え
ば
、構
内
に
あ
る
堤
防
点
検

の
研
修
で
活
用
す
る
不
具
合
堤
防
の

陥
没
箇
所
を
Ｌ
ｉ
Ｄ
Ａ
Ｒ
で
３
Ｄ
点
群

デ
ー
タ
と
し
て
取
得
し
、そ
こ
か
ら
陥

没
箇
所
の
土
量
を
算
出
す
る
、と
いっ
た

内
容
で
す
。研
修
生
か
ら
は「
Ｌ
ｉ
Ｄ
Ａ

Ｒ
計
測
は
初
め
て
知
っ
た
技
術
で
興
味

深
く
、今
後
、気
軽
に
活
用
し
て
い
け
そ

う
」と
前
向
き
な
声
が
聞
か
れ
ま
し
た
。

―
建
設
生
産
プ
ロ
セ
ス
は
、測
量
、設

計
、施
工
、維
持
管
理
と
い
う
４
段
階
に

分
か
れ
ま
す
。そ
の
各
段
階
で
必
要
に

な
る
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
学
べ
る
内
容
に

な
って
い
る
の
で
す
ね
。

川
俣　

建
設
生
産
プ
ロ
セ
ス
の
各
段
階

と
そ
れ
を
つ
な
げ
た
全
体
の
最
適
化
を

図
る
た
め
に
必
要
な
デ
ジ
タ
ル
技
術
を

学
び
ま
す
。講
師
は
、関
東
地
整
に
勤

務
す
る
職
員
の
ほ
か
、Ｉ
Ｃ
Ｔ
施
工
の
技

術
支
援
者
と
し
て
関
東
地
整
が
認
定

し
た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
な
ど
の
民

間
技
術
者
が
務
め
て
い
ま
す
。Ｉ
Ｃ
Ｔ
ア

ド
バ
イ
ザ
ー
か
ら
は
失
敗
事
例
も
聞
け

ま
す
か
ら
、実
務
に
役
立
つ
内
容
で
す
。

―
研
修・講
習
の
対
象
者
や
そ
の
育

成
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
、セ
ン
タ
ー
側
で
何
か

イ
メ
ー
ジ
を
お
持
ち
で
す
か
。

川
俣　

発
注
者
側
の
職
員
は
、技
術
レ

ベ
ル
の
計
画
的
な
引
き
上
げ
が
必
要
と

み
て
い
ま
す
。例
え
ば
Ｂ
Ｉ
Ｍ
／
Ｃ
Ｉ
Ｍ

研
修
で
は
そ
の
内
容
を
段
階
に
応
じ
て

区
分
け
し
、２
０
２
２
年
度
は「
入
門
」

「
初
級
」「
中
級
」「
演
習
」と
い
う
４
つ

の
段
階
で
構
成
し
ま
し
た
。

　

一
方
、民
間
技
術
者
の
所
属
す
る
建

設
会
社
に
つ
い
て
は
、地
域
の
イ
ン
フ
ラ

を
支
え
る
担
い
手
で
あ
る
中
小
規
模
の

会
社
を
主
に
想
定
し
て
い
ま
す
。講
習

は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
施
工
に
向
け
た
取
っ
掛
か
り

を
得
て
も
ら
う
と
い
う
役
割
も
あ
り

ま
す
。例
え
ば
、３
Ｄ
測
量
を
今
は
外

注
し
て
い
る
が
、将
来
は
内
製
化
し
た
い

測
量
、設
計
、施
工
、維
持
管
理

各
段
階
で
必
要
な
技
術
を
学
べ
る

※1 ローカル5G：携帯電話事業者による5Gと異なり、地域の企業や自治体などが建物内や敷地内でスポット的に構築できる5Gシステム
※2 特定小電力無線：免許を要せず、近距離間での簡易連絡として、テレコントロールやデータ送信などの用途に使用できる
※3 LiDAR（ライダー）：「Light Detection And Ranging（光による検知と測距）」の頭文字をとった言葉。レーザー光を照射し、物体までの距離や方向を測定する
※4 EAST TIMES取材スタッフ向けに実施

特集 つくる

巻
頭
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

国土交通省	関東地方整備局	関東技術事務所	事務所長
関東DX・i-Construction人材育成センター	センター長

川俣 裕行氏特定小電力無線を活用した無人化施工実習
（写真提供：国土交通省 関東地方整備局 関東技術事務所）

ローカル 5Gを活用した無人化施工実習デモンストレーションの
様子※ 4

習得する機会をつくる

インフラDXによる生産性向上と働き方改革へ
デジタル技術を習得する機会を「つくる」
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特集 つくると
考
え
て
い
る
建
設
会
社
に
と
っ
て
は
、

第
一
歩
を
踏
み
出
す
機
会
を
得
ら
れ
ま

す
。当
セ
ン
タ
ー
で
効
果
的
な
デ
ジ
タ
ル

技
術
を
体
験
し
な
が
ら
学
ん
で
ほ
し
い

で
す
ね
。

　

２
０
２
３
年
度
に
は
、小
規
模
工
事

を
除
く
す
べ
て
の
直
轄
工
事
に
原
則
Ｂ

Ｉ
Ｍ
／
Ｃ
Ｉ
Ｍ
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。さ
ら
に
２
０
２
４
年
度
か

ら
は
、建
設
業
に
お
い
て
時
間
外
労
働

の
上
限
規
制
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、生
産
性
向
上
と
働
き
方
改
革
は
必

須
で
す
。デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
は
、も

は
や
避
け
て
通
れ
ま
せ
ん
。そ
う
し
た

時
代
の
中
で
、ど
こ
か
ら
手
を
付
け
れ
ば

い
い
の
か

―
。研
修
や
講
習
へ
の
参
加

を
通
じ
て
、そ
う
し
た
悩
み
を
解
消
で

き
る
は
ず
で
す
。

―
開
所
時
期
の
令
和
３
年
４
月
と
い

え
ば
、す
で
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍

の
さ
な
か
で
す
。研
修・講
習
は
当
初
か

ら
実
施
で
き
た
の
で
す
か
。

川
俣　
い
え
、２
０
２
１
年
度
は
対
面
の

形
で
は
実
施
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。た

だ
、デ
ジ
タ
ル
技
術
習
得
の
場
と
し
て
必

要
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
設
備
を
整
え
て
い

た
こ
と
も
あ
っ
て
、す
べ
て
オ
ン
ラ
イ
ン
の

形
と
な
り
ま
し
た
が
、実
施
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。そ
れ
に
よ
り
オ
ン
ラ
イ

ン
の
メ
リ
ッ
ト
も
把
握
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

　

一
つ
は
、定
員
の
枠
に
縛
ら
れ
ず
に

済
む
こ
と
で
す
。対
面
の
形
で
は
、会
場

の
都
合
で
定
員
20
人
に
限
ら
れ
ま
す

が
、オ
ン
ラ
イ
ン
の
形
な
ら
、よ
り
多
く

の
参
加
が
可
能
で
す
。も
う
一
つ
は
、ど

の
地
域
か
ら
で
も
参
加
可
能
な
こ
と

で
す
。発
注
者
側
は
参
加
を
呼
び
掛

け
る
先
が
関
東
地
整
の
管
内
に
限
ら

れ
ま
す
が
、受
注
者
側
は
公
募
で
す
か

ら
結
果
的
に
関
東
に
と
ど
ま
ら
ず
、全

国
各
地
か
ら
参
加
い
た
だ
け
ま
し
た
。

２
０
２
２
年
度
は
こ
う
し
た
評
価
か
ら
、

対
面
と
オ
ン
ラ
イ
ン
併
用
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ

ド
方
式
も
採
用
し
て
い
ま
す
。

―
セ
ン
タ
ー
は
現
場
実
証
フ
ィ
ー
ル
ド

で
の
実
習
を
実
施
し
て
い
る
点
に
特
徴

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。そ
れ
も
、オ
ン
ラ

イ
ン
の
形
で
実
施
し
て
い
る
の
で
す
か
。	

川
俣　

は
い
。２
０
２
２
年
度
は
ハ
イ
ブ

リ
ッ
ド
方
式
を
取
る
中
、特
に
現
場
実

証
フ
ィ
ー
ル
ド
で
の
、配
信
の
仕
方
を
担

当
職
員
が
工
夫
し
ま
し
た
。

　

ま
ず
、カ
メ
ラ
の
配
置
で
す
。「
俯ふ
か
ん瞰
」

「
近
接
」「
講
師
」の
３
台
を
用
い
て
い

ま
す
。し
か
も
画
像
は
、当
セ
ン
タ
ー
の

パ
ソ
コ
ン
で
いっ
た
ん
集
約
し
、そ
こ
で
調

整
し
な
が
ら
配
信
し
て
い
ま
す
。

　

次
に
、文
字
解
説
の
併
用
で
す
。講

師
の
音
声
に
よ
る
説
明
状
況
に
合
わ

せ
、担
当
職
員
が
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
、画

面
上
に
文
字
解
説
を
表
示
さ
せ
て
い

ま
す
。

　

こ
う
す
る
こ
と
で
、オ
ン
ラ
イ
ン
で
も

で
き
る
だ
け
現
地
で
受
講
す
る
人
と
同

じ
よ
う
な
理
解
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
努

め
て
い
ま
す
。

―
イ
ン
フ
ラ
Ｄ
Ｘ
推
進
に
向
け
、地
方

公
共
団
体
発
注
の
小
規
模
な
工
事
で
の

Ｉ
Ｃ
Ｔ
施
工
の
導
入
が
求
め
ら
れ
そ
う

で
す
。セ
ン
タ
ー
で
は
導
入
支
援
の
活
動

も
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

川
俣　

２
０
２
１
年
度
は
埼
玉
県
地
域

建
設
業
Ｉ
Ｃ
Ｔ
推
進
検
討
協
議
会
と

連
携
し
、導
入
効
果
を
検
証
す
る
活
動

も
実
施
し
ま
し
た
。小
規
模
な
工
事
へ

の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
施
工
の
導
入
は
、コ
ス
ト
に
見

合
っ
た
効
果
が
見
込
め
な
い
と
思
わ
れ

が
ち
な
だ
け
に
、そ
の
効
果
を
体
験
し

て
も
ら
お
う
と
い
う
狙
い
で
す
。

　

こ
の
時
は
、埼
玉
県
以
外
の
地
方
公

共
団
体
に
も
広
く
声
を
掛
け
、民
間
の

方
も
含
め
て
約
２
５
０
人
に
実
際
に
検

証
状
況
を
見
て
も
ら
い
、小
規
模
な
土

工
や
舗
装
修
繕
工
で
も
効
果
が
上
が
る

こ
と
を
実
感
し
て
も
ら
え
ま
し
た
。例

え
ば
、バッ
ク
ホ
ウ
に
操
縦
者
を
補
助
す

る
マ
シ
ン
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
機
能
を
加
え
れ

ば
、丁
張
が
不
要
に
な
る
、と
い
う
こ
と

で
す
。こ
う
し
た
成
果
を
水
平
展
開
す

る
狙
い
か
ら
、検
証
結
果
は「
小
規
模
工

事
Ｉ
Ｃ
Ｔ
施
工
活
用
の
手
引
き（
案
）」

と
し
て
関
東
地
整
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上

で
公
開
し
て
い
ま
す
。

―
本
日
ご
紹
介
い
た
だ
い
た
セ
ン
タ
ー

の
活
動
は
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
い

き
そ
う
で
す
。今
後
の
活
動
に
向
け
て一

言
い
た
だ
け
ま
す
か
。

川
俣　

研
修
と
講
習
に
は
、非
常
に

多
く
の
方
に
ご
参
加
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。こ
れ
ま
で
に
寄
せ
ら
れ
た
声
を
基

に
、研
修
・
講
習
の
内
容
に
は
磨
き
を

か
け
て
い
き
ま
す
。イ
ン
フ
ラ
Ｄ
Ｘ
に
よ

る
生
産
性
の
向
上
と
働
き
方
改
革
は
、

イ
ン
フ
ラ
管
理
者
で
あ
る
発
注
者
と
地

域
の
守
り
手
で
あ
る
建
設
業
の
皆
さ

ま
に
と
っ
て
不
可
欠
な
取
り
組
み
で
す
。

そ
の
実
現
に
向
け
、当
セ
ン
タ
ー
と
し

て
自
ら
の
役
割
を
着
実
に
果
た
し
て
い

く
所
存
で
す
。

川俣 裕行（かわまた ひろゆき）

【現職】
国土交通省 関東地方整備局 関東技術事務
所 事務所長
関東DX・i-Construction人材育成センター セン
ター長

【略歴】
1992年名古屋大学工学部機械学科卒業。建
設省（現・国土交通省）入省後、国土交通省大
臣官房技術調査課課長補佐、鉄道局施設課課
長補佐、国土計画局参事官付課長補佐、国土
技術政策総合研究所建設マネジメント技術研究
室主任研究官、九州地方整備局鹿児島国道事
務所事務所長、道路局環境安全課沿道環境専
門官等を経て、2021年4月より現職。

小
規
模
へ
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
施
工
導
入
へ

効
果
を
検
証
し
成
果
を
水
平
展
開

２
０
２
２
年
度
は
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド

現
場
実
習
は
配
信
の
仕
方
に
工
夫

（写真提供：国土交通省 関東地方整備局 関東技術事務所）

橋梁3Dデータ橋梁3Dデータ

開所式でのVR（仮想現実）の実演開所式でのVR（仮想現実）の実演

●関東DX･i-Construction人材育成センターの
　最新の研修・講習内容はこちらから

https://www.ktr.mlit.go.jp/kangi/kangi_index002.html

●関東DX・i-Construction人材育成センター 2022年度研修・講習一覧

項目 主な内容 研修・講習名

BIM/CIM
●BIM/CIMに関する知識・技術の習得
●入門・初級・中級・演習の4段階で設定

BIM/CIM（入門）
BIM/CIM（初級）
BIM/CIM（中級）
BIM/CIM（演習）

ICT施工
無人化施工

●ICT活用工事に関する知識・技術の習得
● 無人化施工技術に関する遠隔監視・操作

等の習得

ICT施工基礎
ICT施工実践
ICT施工 計測講習
ICT施工 施工講習
無人化施工講習
ICT施工Webセミナー

デジタル技術

● インフラDXに資するデータやデジタル技術
に関する基礎知識の習得

● クラウド活用等を想定した情報セキュリティ
の習得

データ／デジタル技術基礎研修
情報セキュリティ研修

※  研修・講習名の青文字は受注者（建設会社など民間技術者）を対象とした講習プログラム、それら以外は発注者（国土
交通省・地方公共団体職員）を対象とした研修プログラム

対面研修の様子対面研修の様子
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地
域
経
済
や
地
方
財
政
の
視
点
か

ら
ま
ち
づ
く
り
を
学
ぶ
ボ
ー
ド
ゲ
ー

ム
が
あ
る
。横
浜
国
立
大
学
の
３
人

の
教
員
と
一
般
社
団
法
人
南
三
陸
研

修
セ
ン
タ
ー
が
共
同
開
発
し
た「
み
ん

な
の
ま
ち
づ
く
り
ゲ
ー
ム	

ｉｎ	

ｃ
ｉ
ｔ

ｉｅｓ
」。視
野
を
広
げ
、社
会
の
あ
り

よ
う
を
実
感
さ
せ
る
効
果
を
発
揮
し
、

ま
ち
づ
く
り
の
現
場
で
は
相

互
理
解
の
促
進
に
役
立
ち

そ
う
だ
。

大
学
生
を
は
じ
め
、行

政
や
企
業
に
お
け
る

新
入
社
員
や
、高
校
生
を

対
象
に
し
て
い
る
教
材
だ
け

あ
っ
て
、ゲ
ー
ム
の
進
め
方
は

決
し
て
単
純
で
は
な
い
。プ

レ
イ
ヤ
ー
４
～
６
人
で
一つ
の

チ
ー
ム
を
構
成
し
、う
ち
１

人
が「
役
場
」、残
り
が「
住

民
」の
役
回
り
を
担
う
。各

人
に
定
額
の
「
予
算
」
を

配
分
し
た
う
え
で
、プ
レ
イ

ヤ
ー
全
員
で
ま
ち
づ
く
り
の

目
標
を
定
め
、ゲ
ー
ム
を
始

め
る
。

ま
ち
の
良
し
悪
し
は
、評

価
指
標
の
合
計
点
で
競
う
。

具
体
的
に
は
、「
定
住
人
口
」

「
交
流
人
口
」「
地
域
力
」

「
Ｓ
Ｄ
Ｇｓ
」「
Ｃ
Ｏ
２
」「
ゴ
ミ
」「
放
射

性
廃
棄
物
」「
域
際
収
支
」の
８
つ
。た

だ
し
、合
計
点
さ
え
高
け
れ
ば
良
い
ま

ち
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。当
初
定
め

た
ま
ち
づ
く
り
の
目
標
に
近
づ
け
る

努
力
も
必
要
だ
。

定
量
的
に
見
て
も
定
性
的
に
見
て

も
良
い
ま
ち
を
つ
く
ろ
う
と
、プ
レ
イ

ヤ
ー
は
次
に
掲
げ
る
手
順
を
１
年
単

位
で
積
み
重
ね
て
い
く
。

ま
ず
は
、「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」の
選
択
・

購
入
だ
。次
に「
住
民
」と「
役
場
」も

交
え
た「
議
会
」が
、そ
こ
で
購
入
し

た「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」を
消
費
し
な
が
ら
、

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
。

具
体
的
に
は「
ア
ク
シ
ョ
ン
」や

「
政
策
」が
記
さ
れ
た
カ
ー
ド

を
選
ぶ
。例
え
ば「
道
路
網
を
整
備
す

る
」「
ブ
ラ
ン
ド
産
品
の
開
発
」「
企
業・

工
場
の
誘
致
」な
ど
で
あ
る
。内
容
に

応
じ
て
、「
予
算
」で
コ
ス
ト
を
負
担
し

た
り「
人
口
」増
や「
地
域
力
」向
上

な
ど
の
効
果
を
得
た
り
す
る
。

「
ア
ク
シ
ョ
ン
」や「
政
策
」に
は
失

敗
も
あ
る
。サ
イ
コ
ロ
を
振
り
、出
た

目
に
よ
っ
て
は
失
敗
と
み
な
さ
れ
、効

果
を
十
分
に
得
ら
れ
な
か
っ
た
り「
エ

ネ
ル
ギ
ー
」消
費
や「
Ｃ
Ｏ
２
」が
増
え

て
し
ま
っ
た
り
す
る
。

「
役
場
」は
、「
定
住
人
口
」の
減
少

を
想
定
し
な
が
ら
、「
地
域
力
」も
踏

ま
え
て
算
定
す
る
交
付
金
を
受
け
取

る
。ま
た「
政
策
」や「
予
算
」を
に
ら

み
な
が
ら
増
減
税
を
実
施
し
た
り「
エ

ネ
ル
ギ
ー
」消
費
で
生
じ
る「
ゴ
ミ
」を

処
理
し
た
り
す
る
。人
口
が
0
に
な
っ

た
り
、ゴ
ミ
が
あ
ふ
れ
て
し
ま
っ
た
り

し
た
ら
ゲ
ー
ム
オ
ー
バ
ー
。ま
ち
は
な

く
な
っ
て
し
ま
う
。

盛
り
上
が
る
の
は
、１
年
の
最
後

に
カ
ー
ド
を
引
い
て
内
容
が
決
ま
る

「
ハ
プ
ニ
ン
グ
」。積
み
重
ね
て
き
た
評

価
指
標
の
点
数
は
、そ
こ
で
増
減
す

る
。「
大
地
震
・
津
波
」や「
新
型
感
染

症
」な
ど
損
失
を
与
え
る
も
の
の
ほ
か
、

「
ア
ニ
メ
の
聖
地
に
な
る
」や「
世
界
遺

産
に
登
録
さ
れ
る
」な
ど
恩
恵
を
も

た
ら
す
も
の
も
あ
る
。

横
浜
国
立
大
学
で
地
域
交
流
科
目

の
教
材
と
し
て
ゲ
ー
ム
を
利
用
す
る

時
は
、こ
う
し
た
手
順
を
３
～
５
年
分
、

繰
り
返
す
と
い
う
。最
後
を
締
め
括
る

の
は
、囲
碁
や
将
棋
で
対
局
を
振
り
返

る
の
と
同
じ
感
想
戦
だ
。

共
同
開
発
者
の
一
人
で
横
浜
国
立

大
学	

地
域
連
携
推
進
機
構	

地
域
実

践
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー	

准
教
授
の
志

村	

真
紀
氏
は「
こ
の
感
想
戦
が
非
常

に
重
要
で
す
。い
く
ら
合
計
点
が
高
く

て
も
、目
標
か
ら
離
れ
た
、住
み
た
く

な
い
ま
ち
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ

り
ま
す
か
ら
」と
指
摘
す
る
。

ゲ
ー
ム
に
参
加
し
た
学
生
は
視
野

が
広
が
る
と
感
想
を
寄
せ
る
。「
ゲ
ー

ム
を
通
じ
て
、環
境
や
経
済
・
財
政
な

ど
を
交
え
た
文
理
融
合
の
視
点
で
ま

ち
づ
く
り
を
考
え
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
と
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
」。

多
角
的
な
視
点
か
ら
ま
ち
づ
く

り
を
学
び
、社
会
の
あ
り
よ
う

を
実
感
で
き
る「
み
ん
な
の
ま
ち
づ
く

り
ゲ
ー
ム	

ｉｎ	

ｃ
ｉ
ｔ
ｉｅｓ
」。そ
の

開
発
に
取
り
組
ん
だ
狙
い
は
ど
こ
に
あ

る
の
か
。共
同
開
発
者
の
一
人
で
同
大

学	

大
学
院	

国
際
社
会
科
学
研
究
院	

准
教
授
の
池
島	

祥
文
氏
は
、こ
う
説

明
す
る
。

「『
ア
ク
シ
ョ
ン
』や『
政
策
』が
ど
の

よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
す
か
、道
筋

を
学
ん
で
も
ら
う
た
め
の
教
材
で
す
。

社
会
科
学
は
実
験
が
可

能
な
自
然
科
学
と
違
っ

て
、そ
の
道
筋
を
実
感
し

て
も
ら
い
に
く
い
。ゲ
ー

ム
で
あ
れ
ば
、そ
れ
を
自

然
な
流
れ
の
中
で
理
解

さ
せ
ら
れ
ま
す
」

地
域
交
流
科
目
で
ア

ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
に

用
い
る
ゲ
ー
ム
を
開
発

で
き
な
い
か

―
。
志

村
氏
、池
島
氏
、同
じ
く

共
同
開
発
者
の
一
人
で

同
大
学	

大
学
院	

国
際
社
会
科
学
研

究
院	

教
授
の
伊
集	

守
直
氏
の
３
人

が
、平
成
29
年（
２
０
１
７
）に
模
索
す

る
中
で
出
合
っ
た
の
が
、一
般
社
団
法

人
南
三
陸
研
修
セ
ン
タ
ー
で
販
売
す

る「
み
ん
な
の
ま
ち
づ
く
り
ゲ
ー
ム
」

だ
。志
村
氏
ら
３
人
の
教
員
は
、同
セ

ン
タ
ー
の
協
力
を
得
て
、そ
れ
を
学
生

向
け
の
教
材
に
改
編
し
て
き
た
。

平
成
30
年（
２
０
１
８
）の
秋
学
期

に
は
作
業
に
いっ
た
ん
区
切
り
を
つ
け
、

「
ｉｎ	

ｃ
ｉ
ｔ
ｉｅｓ
」版
で
授
業
を
開

始
。新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
の
令
和

２
年（
２
０
２
０
）秋
学
期
以
降
は
、オ

ン
ラ
イ
ン
版
で
の
授
業
を
続
け
て
き
た
。

途
中
、細
か
い
修
正
を
加
え
、令
和
４
年

（
２
０
２
２
）４
月
に
は
特
設
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
を
窓
口
と
し
た
一
般
販
売
に
踏

み
切
っ
た
。

こ
の
ゲ
ー
ム
を
利
用
す
る
こ
と
で

得
ら
れ
る
効
果
に
は
、相
互
理
解
も

あ
る
と
い
う
。「
チ
ー
ム
内
で
話
し
合
い
、

一つ
の
ま
ち
を
つ
く
る
と
い
う
の
は
、他

の
ま
ち
づ
く
り
ゲ
ー
ム
に
は
見
ら
れ
な

い
特
徴
。政
策
形
成
の
現
場
で
利
用

す
れ
ば
、行
政
職
員
と
住
民
の
間
の
相

互
理
解
の
促
進
に
役
立
ち
そ
う
で
す
」

（
志
村
氏
）。

初
回
生
産
分
の
３
０
０
セ
ッ
ト
は

令
和
４
年
12
月
現
在
、大
学
や
自
治

体
な
ど
ま
ち
づ
く
り
関
係
者
を
中
心

に
ほ
ぼ
完
売
。追
加
生
産
分
の
２
０
０

セ
ッ
ト
が
納
品
さ
れ
た
段
階
と
い
う
。

伊
集
氏
は「
例
え
ば
大
学
で
利
用
す

る
に
し
て
も
、学
生
だ
け
で
な
く
行
政

職
員
や
地
域
活
動
に
取
り
組
む
人
な

ど
異
な
る
立
場
の
人
同
士
で
楽
し
め

た
ら
い
い
」と
、活
用
法
の
広
が
り
に

期
待
を
寄
せ
る
。

ゲ
ー
ム
を
通
じ
て
気
付
い
た

文
理
融
合
の
視
点
の
重
要
性

政
策
形
成
の
場
で
の
利
用
は

相
互
理
解
の
促
進
に
役
立
つ

（写真提供：池島 祥文氏）（写真提供：池島 祥文氏）

ルポ

ゲームで楽しみながらまちを「つくる」
参加型教材で視野を広げ、社会を実感

「みんなのまちづくりゲーム in cities」（写真提供：池島 祥文氏）

左から、住民が実施する「アクションカード」、住民が議会で決定する
「政策カード」、まちづくりの目標設定の際に選択する「SDGsカード」
（写真提供：池島 祥文氏）

池
いけじま

島 祥
よしふみ

文
横浜国立大学 
大学院 国際社会科学研究院
准教授 博士（経済学）

横浜国立大学 
地域連携推進機構 
地域実践教育研究センター 
准教授 博士（デザイン学）

横浜国立大学 
大学院 国際社会科学研究院
教授 修士（経済学）

志
し む ら

村 真
ま き

紀 伊
いじゅう

集 守
もりなお

直

特集 つくる
楽しみながら
まちをつくる
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地
域
の
話
題

よ
り
み
ち 

こ
の
街

Vol.24

作
庭
の
名
匠
・
植
治
七
代
目

小
川
治
兵
衛
が
「
つ
く
っ
た
」
庭

う

え

　

じ

お

　

が

わ

　

じ

 
 

へ
 

え

特集 つくる
名園をつくる

　

明
治
維
新
以
後
、
そ
れ
ま
で
寺
院

や
大
名
が
営
ん
で
き
た
日
本
の
庭
園

文
化
は
大
き
く
変
化
し
た
。
新
た
な

時
代
に
登
場
し
た
政
財
界
の
有
力
者

が
パ
ト
ロ
ン
と
な
り
、
進
取
の
気
風
と

伝
統
的
な
日
本
文
化
を
融
合
さ
せ
た

近
代
的
な
庭
園
が
も
て
は
や
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
だ
。

　

そ
の
時
代
、
山
縣
有
朋
、
西さ
い
お
ん
じ

園
寺

公き
ん
も
ち望
と
いっ
た
明
治
の
元
勲
、
そ
し
て

住
友
、
野
村
、
岩
崎
、
古
河
な
ど
の

富
豪
た
ち
の
依
頼
に
よ
り
、
数
々
の
名

園
を
作
庭
し
た
の
が
植
治
（
現
・
御

庭
植
治
株
式
会
社
（
京
都
市
））
七

代
目
・
小
川
治
兵
衛
（
１
８
６
０–

１
９
３
３
）
だ
っ
た
。

　

治
兵
衛
が
活
躍
し
た
の
は
明
治
か

ら
昭
和
初
期
。
当
初
は
京
都
に
、
琵

琶
湖
疏
水
か
ら
引
い
た
水
や
東
山
の
借

景
を
用
い
た
名
庭
を
築
き
、
そ
の
評

判
を
聞
い
た
有
力
者
た
ち
が
次
々
に
作

庭
を
依
頼
。
や
が
て
そ
の
名
声
は
全

国
に
及
び
、
東
京
に
も
植
治
の
庭
が
築

か
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

都
内
に
現
存
す
る
植
治
作
の
庭
は
、

北
区
西
ヶ
原
の
旧
古ふ
る
か
わ河
庭
園
と
麻
布

鳥
居
坂
の
国
際
文
化
会
館
の
庭
園
の
２

カ
所
の
み
。
か
つ
て
は
こ
れ
以
外
に
も

神
田
駿
河
台
の
西
園
寺
公
望
本
邸
や
、

昭
和
初
期
に
製
薬
業
で
巨
万
の
富
を

得
た
長
尾
欽
弥
の
世
田
谷
・
桜
新
町

本
邸
な
ど
の
庭
が
存
在
し
て
い
た
。
現

存
す
る
こ
れ
ら
２
邸
の
庭
内
を
散
策
し

て
み
る
こ
と
で
、
植
治
の
庭
の
魅
力
に

触
れ
て
み
た
い
。

　

現
在
は
都
立
公
園
と
し
て
一
般
公

開
さ
れ
て
い
る
旧
古
河
庭
園
は
、
古

河
財
閥
三
代
目
の
古
河
虎
之
助
の
邸

宅
で
あ
っ
た
建
物

と
庭
園
で
、
英
国

人
建
築
家
で
あ

る
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
コ

ン
ド
ル
が
設
計
し

た
洋
館
と
洋
風

庭
園
は
大
正
６
年

（
１
９
１
７
）
に
、

植
治
が
作
庭
し
た

日
本
庭
園
は
大
正

８
年
（
１
９
１
９
）

に
完
成
し
て
い
る
。

　

敷
地
は
南
向

き
の
斜
面
に
立
地

し
て
お
り
、
高
台

に
は
洋
館
と
洋
風

庭
園
が
設
け
ら
れ
、

そ
の
南
側
下
の
高

低
差
を
つ
け
た
場

所
に
広
が
っ
て
い
る

の
が
植
治
作
の
日

本
庭
園
だ
。

　

中
心
に
は
大
き
な
心し

ん
じ
い
け

字
池
。
中
島

や
石
灯
籠
を
配
置
し
、
北
側
と
南
側

に
は
滝
が
設
け
ら
れ
、
そ
れ
を
取
り

囲
む
植
栽
は
築
庭
以
来
１
０
０
年
を

超
え
て
深し

ん
ざ
ん
ゆ
う
こ
く

山
幽
谷
め
い
て
い
る
。
こ
の

庭
は
、
平
坦
な
土
地
に
設
け
ら
れ
借

景
を
用
い
る
と
いっ
た
典
型
的
な
植
治

作
の
庭
と
は
異
な
り
、
江
戸
の
大
名

庭
園
的
な
趣
味
を
取
り
入
れ
た
も
の

だ
と
い
う
。

　

邸
に
は
洋
館
側
の
現
在
の
正
門
の
ほ

か
に
、
植
治
作
の
日
本
庭
園
の
あ
る

南
東
隅
に
も
裏
門
・
染
井
門
が
設
け

ら
れ
、
こ
こ
か
ら
賓
客
を
迎
え
入
れ
て
、

日
本
庭
園
を
経
て
高
台
の
洋
風
庭
園
、

洋
館
に
導
く
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
染
井
門
か

ら
の
ル
ー
ト
を
辿
っ
て
み
る
こ
と
で
往
時

の
雰
囲
気
を
味
わ
う
こ
と
も
で
き
る
だ

ろ
う
。

　

植
治
作
の
も
う
一
つ
の
庭
は
、
戦
後

に
、
文
化
、
学
術
な
ど
の
国
際
交
流
の

拠
点
と
し
て
設
立
さ
れ
た
国
際
文
化

会
館
に
あ
る
が
、
こ
の
場
所
に
は
戦
前

ま
で
三
菱
財
閥
の
四
代
目
社
長
・
岩
崎

小
彌
太
邸
が
あ
っ
た
。

　

江
戸
時
代
は
多
度
津
藩
（
現
・
香

川
県
）
藩
邸
、
維
新
後
は
井
上
馨か
お
る邸
、

宮
邸
と
な
っ
て
い
た
土
地
を
岩
崎
小
彌

太
が
取
得
し
、昭
和
４
年
（
１
９
２
９
）

に
大
江
新
太
郎
設
計
の
邸
宅
を
築
い

た
。
大
江
新
太
郎
は
、
伊
勢
神
宮
造

営
や
日
光
東
照
宮
修
復
、
明
治
神
宮

宝
物
殿
の
設
計
な
ど
を
担
当
し
た
当

時
の
建
築
界
の
大
物
だ
。

　

岩
崎
小
彌
太
は
、
こ
れ
よ
り
先
の

大
正
14
年
（
１
９
２
５
）
に
京
都
・

下
河
原
に
植
治
作
の
庭
園
の
あ
る

邸
宅
を
入
手
し
、
さ
ら
に
昭
和
８
年

（
１
９
３
３
）
に
は
植
治
に
よ
る
こ
の

庭
園
の
大
改
修
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の

後
、
東
京
・
鳥
居
坂
の
邸
宅
の
作
庭

を
担
当
し
た
の
も
植
治
で
あ
っ
た
。

　

庭
園
は
建
物
の
テ
ラ
ス
か
ら
斜
面
下

に
見
下
ろ
す
形
で
広
が
り
、
ゆ
っ
た
り

と
し
た
芝
生
、
豊
か
な
流
れ
を
た
た

え
た
池
、
そ
の
周
り
を
樹
木
が
囲
ん
で

隣
地
と
の
視
界
を
遮
る
こ
と
で
開
放
感

を
得
て
い
る
。

　

し
か
し
そ
の
岩
崎
小
彌
太
邸
は
、

完
成
か
ら
わ
ず
か
16
年
後
の
昭
和
20

年
（
１
９
４
５
）
５
月
、
太
平
洋
戦

争
の
空
襲
で
焼
失
。
戦
後
は
国
有
財

産
と
な
り
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
な

ど
国
内
外
の
助
成
に
よ
り
、
昭
和
30
年

（
１
９
５
５
）、
こ
こ
に
国
際
文
化
会

館
の
本
館
が
建
設
さ
れ
た
。

　

前
川
國
男
、
坂
倉
準
三
、
吉
村
順

三
と
い
う
戦
後
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
巨
匠
３

人
が
建
物
を
共
同
設
計
し
た
本
館
建

物
は
、
岩
崎
小
彌
太
邸
と
ほ
ぼ
同
じ

位
置
に
建
設
さ
れ
て
岩
崎
邸
時
代
の

庭
園
を
見
下
ろ
す
形
と
な
り
、
植
治

の
庭
は
、
現
在
も
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
に
継

承
さ
れ
て
い
る
。

　

平
成
17
年
（
２
０
０
５
）
に
行
わ
れ

た
会
館
建
物
の
大
改
修
で
判
明
し
た
の

は
、
岩
崎
小
彌
太
邸
の
建
物
の
地
下

部
分
が
現
在
の
建
物
の
基
礎
と
し
て
再

利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
。

　

現
在
、
本
館
建
物
は
国
の
登
録
有
形

文
化
財
に
指
定
。
建
物
の
基
礎
部
分

も
庭
園
も
岩
崎
邸
時
代
を
継
承
す
る

も
の
と
い
う
こ
と
で
、
今
も
そ
の
風
情

を
こ
の
場
所
で
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
文
：
鈴
木
伸
子
）

古
河
財
閥
三
代
目
が
築
い
た

豪
壮
な
邸
宅
と
庭
園

岩
崎
小こ

や

た
彌
太
邸
の
庭
園
を
継
承
す
る

国
際
文
化
会
館

往時は賓客を迎え入れていた染井門

高台の洋館と洋風庭園

大正８年に完成した旧古河庭園の植治が作庭した日本庭園
（東京都北区　写真提供：公益財団法人東京都公園協会）

本館からの庭園の眺め（写真提供：同館）

昭和30年に竣工した国際文化会館本館は、前川國男、坂倉準三、吉村順三という巨匠３人の共同設計
（東京都港区　写真提供：公益財団法人国際文化会館）

す
ず
き�

の
ぶ
こ　

東
京
生
ま
れ
。東
京
女
子
大
学
卒

業
後
、雑
誌『
東
京
人
』編
集
部
に
勤
務
。１
９
９
７
年

よ
り
副
編
集
長
。２
０
１
０
年
退
社
後
、都
市
、建
築
、

鉄
道
、ま
ち
歩
き
な
ど
を
テ
ー
マ
に
執
筆
活
動
を
行
う
。
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キャンパスの景観を「つくる」キャンパスの景観を「つくる」
歴史的名建築歴史的名建築
キャンパスの景観を「つくる」キャンパスの景観を「つくる」
歴史的名建築歴史的名建築

　

歴
史
の
あ
る
大
学
は
、歴
史
的
価
値
を

持
つ
建
造
物
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
が
少

な
く
な
い
。こ
れ
ら
の
多
く
は
国
の
重
要
文

化
財
や
登
録
有
形
文
化
財
等
に
指
定
さ
れ
、

キ
ャ
ン
パ
ス
の
景
観
を「
つ
く
る
」シ
ン
ボ
ル

と
し
て
学
生
は
も
ち
ろ
ん
、地
域
の
人
々
に

も
親
し
ま
れ
て
い
る
。今
号
で
は
、大
学
に

現
存
す
る
講
堂
、記
念
館
、図
書
館
、礼
拝

堂
な
ど
の
歴
史
的
な
名
建
築
を
紹
介
す
る
。

　

ま
ず
は
、東
京
都
杉
並
区
善
福
寺
に
あ

る「
東
京
女
子
大
学
チ
ャ
ペ
ル・講
堂
」。高

く
そ
び
え
る
塔
、建
物
の
側
壁
に
は
め
込
ん

だ
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
が
美
し
い
ア
ン
ト
ニ
ン・

レ
ー
モ
ン
ド
の
代
表
作
の
一
つ
だ
。レ
ー
モ
ン

ド
は
、大
正
10
年（
１
９
２
１
）に
日
本
で
建

築
設
計
事
務
所
を
開
設
し
、学
校
建
築
や

教
会
建
築
な
ど
数
多
く
の
作
品
を
遺
し
て

い
る
。前
川
國
男
、吉
村
順
三
と
い
っ
た
巨

匠
も
レ
ー
モ
ン
ド
事
務
所
の
出
身
だ
。

　

続
い
て
は
、慶
應
義
塾
大
学
三
田
キ
ャ
ン

パ
ス
に
あ
る「
慶
應
義
塾
図
書
館
旧
館
」。　

赤
煉れ

ん
が瓦
と
花か
こ
う崗
岩
に
よ
る
壮
麗
な
外
観
と

小お
が
わ川
三さ
ん
ち知
※
作
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
が
美
し
い

建
物
だ
。昭
和
20
年（
1
9
4
5
）、空
襲
で

被
災
し
、ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
も
失
わ
れ
て
し

ま
う
。復
興
し
た
図
書
館
に
は
透
明
な
ガ
ラ

ス
が
張
ら
れ
て
い
た
が
、弟
子
の
大
竹
龍
蔵
の

「
師
の
代
表
作
を
何
と
か
復
元
し
た
い
」と

い
う
強
い
執
念
で
、昭
和
49
年（
1
9
7
4
）、

ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
が
復
活
し
た
。

　

新
学
期
で
キ
ャ
ン
パ
ス
が
に
ぎ
わ
う
時
期
、

見
学
の
ル
ー
ル
を
確
認
し
て
か
ら
訪
ね
て
み

て
ほ
し
い
。

1．東京女子大学チャペル・講堂（1938年竣工　東京都杉並区　設計：アント
ニン・レーモンド）　2.慶應義塾図書館旧館（1912年竣工　東京都港区　設
計：曾禰達蔵・中條精一郎）　3.宇都宮大学峰ヶ丘講堂は、装飾的な柱や窓、
照明、漆喰壁など随所に大正時代の面影を残す。（1924年竣工　栃木県宇
都宮市　設計：吉田静（文部技手）　写真提供：同大学）　4.学院の文化財
保存・活用の強い意志により維持されている明治学院礼拝堂（白金チャペル）。
（1916年竣工　東京都港区　設計：ウィリアム・メレル・ヴォーリズ　写真提

供：学校法人明治学院）　5.一橋大学兼松講堂内には伊東忠太によるオリジナルの怪獣が約100体造形されている。（1927年竣
工　東京都国立市　設計：伊東忠太　写真提供：同大学）　6.青山学院間島記念館は、青山キャンパス正門から正面奥に見え
る古代ローマ神殿を思わせる建物。（1929年竣工　東京都渋谷区　設計：清水組（現・清水建設）　写真提供：学校法人青山学
院）　7.天井は格式の高い、折り上げ格

ごうてんじょう

天井。ステージ、演台、換気口などに、桑・蛾・繭のデザインがある信州大学繊維学部講堂。
（1929年竣工　長野県上田市　設計：柴垣鼎

て い た ろ う

太郎（文部省）　写真提供：同大学）　8.東北大学西側の周辺道路から垣間見え
る円形コーナーの美しさが秀逸の旧東北帝国大学理学部生物学教室。（1924年竣工　宮城県仙台市　設計：不明　写真提供：
同大学）　9.三重大学三翠会館は、母体である三重高等農林学校時代の既存建物として由緒ある風情を残している。（1936年
竣工　三重県津市　設計：的場久壽雄（三重高等農林学校工手）　写真提供：同大学）　10.レンガ造の洋風な外観に対して、
内部の間仕切壁や小屋組など構造形式は純和風になっている同志社の彰栄館。（1884年竣工　京都府京都市　設計：ダニエ
ル・クロスビー・グリーン　写真提供：同大学）

1
9

10 68

7 5

4

3
22

特集 つくる
景観をつくる

❿
❾

❼

❽

❸

1,2,
4,5,6

重要文化財：2、10　国登録有形文化財：1、3、5、6、7、8、9　東京都「特に景観上重要な歴史的建造物等」：4 ※ 小川三知：明治・大正・昭和初期に活躍した日本におけるステンドグラス作家の草分け
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と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

神
奈
川
沖
浪
裏
は
、
令
和
６
年

（
２
０
２
４
）
か
ら
導
入
さ
れ
る
新
千

円
札
の
裏
面
デ
ザ
イ
ン
に
採
用
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
表
面
の
デ
ザ
イ
ン

に
関
し
て
は
、
ペ
ス
ト
菌
を
発
見
し
た

こ
と
で
知
ら
れ
る
近
代
医
療
の
偉
人
・

北
里
柴
三
郎
で
す
。

万
年
橋
は
、
小お

な
ぎ
が
わ

名
木
川
が
隅
田
川
へ

合
流
す
る
地
点
に
架
け
ら
れ
て
い
た
太

鼓
橋
で
す
。
太
鼓
橋
の
弧
と
高
い
橋

桁
が
目
を
引
き
ま
す
。
北
斎
は
、
橋

を
水
上
か
ら
見
上
げ
る
よ
う
に
描
き
、

そ
の
橋
の
下
か
ら
富
士
山
を
望
む
と
い

う
奇
抜
な
構
図
で
こ
の
絵
を
仕
上
げ

ま
し
た
。

小
名
木
川
は
、
関
東
各
地
か
ら
江

戸
の
中
心
部
へ
塩
や
野
菜
、
米
な
ど
の

物
資
を
運
ぶ
重
要
な
運
河
で
あ
っ
た
た

め
、
船
の
通
行
を
妨
げ
な
い
よ
う
橋
桁

を
高
く
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。ま
た
、海
抜
の
低
か
っ
た
深
川
で
は
、

洪
水
対
策
の
た
め
川
の
両
岸
の
石
積
み

を
高
く
し
て
い
ま
し
た
。
実
際
の
万
年

橋
は
北
斎
が
描
く
ほ
ど
に
は
高
く
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
高
い
建
物
な
ど

な
か
っ
た
江
戸
時
代
、
こ
の
石
積
み
に

架
け
ら
れ
た
万
年
橋
は
富
士
山
を
眺

め
る
絶
景
の
見
物
ス
ポ
ッ
ト
だ
っ
た
こ
と

で
し
ょ
う
。

江
戸
有
数
の
歓
楽
地
で
あ
っ
た
深
川

の
近
く
で
も
あ
り
、橋
上
は
多
く
の
人

で
賑
い
、釣
り
を
す
る
様
子
を
見
下
ろ

す
人
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち
の
往

来
を
細
か
く
描
い
て
い
ま
す
。

一
方
、
富
士
山
は
橋
桁
の
間
に
ひ
っ

そ
り
と
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
船
が
舳

先
を
富
士
山
に
向
け
て
浮
か
ん
で
い
る

こ
と
で
、
視
線
が
自
然
と
富
士
山
へ
と

向
き
ま
す
。

橋
は
そ
の
後
数
回
架
け
替
え
ら
れ
、

関
東
大
震
災
前
は
木
橋
が
架
け
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
震
災
の
被
害
は
受
け
た

も
の
の
橋
が
落
ち
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
老
朽
化
も
あ
り
、
昭

和
５
年
（
１
９
３
０
）
に
関
東
大
震
災

の
復
興
計
画
で
東
京
市
に
よ
り
現
在
の

橋
に
架
け
替
え
ら
れ
ま
し
た
。
橋
長

56
・
２ｍ
、
幅
員
17
・
２ｍ
、
ア
ー
チ
部

分
だ
け
ト
ラ
ス
構
造
で
組
み
立
て
る
ブ

レ
ス
ト
リ
ブ
タ
イ

ド
ア
ー
チ
橋
と
い

う
構
造
で
、
美
し

く
特
徴
の
あ
る
橋

で
す
。
平
成
21
年

（
２
０
０
９
）
春

か
ら
は
、
照
明
デ

ザ
イ
ナ
ー
の
石
井

幹
子
氏
が
手
掛

け
た
ラ
イ
ト
ア
ッ

プ
が
開
始
さ
れ
、
深
川
の
夜
を
彩
っ
て

い
ま
す
。

万
年
橋
の
今
の
正
式
名
称
は
萬
年

橋
で
す
。
周
辺
は
格
好
の
釣
り
ス
ポ
ッ

ト
で
、
シ
ー
バ
ス
や
ハ
ゼ
が
釣
れ
ま
す
。

北
斎
が
こ
の
絵
に
描
い
た
よ
う
に
、
現

在
も
釣
り
を
楽
し
む
人
が
多
く
見
ら

れ
ま
す
。

萬
年
橋
の
た
も
と
か
ら
は
、
隅
田
川

に
架
か
る
清き

よ
す
ば
し

洲
橋
が
最
も
美
し
く
見

え
る
角
度
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
橋
の

あ
る
景
観
を
ぜ
ひ
楽
し
ん
で
み
て
く
だ

さ
い
。

深ふ
か
が
わ
ま
ん
ね
ん
ば
し
し
た

川
万
年
橋
下

（
現
・
東
京
都
江
東
区
）

葛飾北斎「冨
ふがくさんじゅうろっけい

嶽三十六景」
江戸後期の浮世絵師 葛飾北斎の代表的作品。「三十六景」というタイトルだが、裏富
士と呼ばれる10図の浮世絵が追加された全46図の作品。「冨嶽」とは富士山のこと
で、46図にはさまざまな場所、季節、色彩、構図で必ず富士山が描かれている。令和2
年（2020）に刷新された日本のパスポートの査証ページにもあしらわれている。

弊
社
が
毎
年
お
客
さ
ま
に
お
届
け
し
て
い
る
団
扇
。今
年
の
絵
柄
は
、

葛
飾
北
斎「
冨
嶽
三
十
六
景
」の「
神
奈
川
沖
浪
裏
」と「
深
川
万
年
橋
下
」

で
す
。

浮
世
絵
と
い
え
ば
、
こ
の
絵
柄
を
思

い
浮
か
べ
る
人
が
多
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
北
斎
の
代
名
詞
と
い
っ
て

も
よ
い
ほ
ど
有
名
な
作
品
で
す
。
作
品

の
魅
力
は
、
な
ん
と
いっ
て
も
荒
々
し
い

波
の
描
写
と
、
遠
近
法
を
用
い
た
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
な
構
図
。
手
前
に
は
、
人
々

を
乗
せ
た
船
を
飲
み
込
も
う
と
す
る

か
の
如ご
と

く
高
く
立
ち
上
が
っ
た
大
き
な

波
、
奥
に
は
小
さ
い
な
が
ら
存
在
感
を

見
せ
る
富
士
山
。
静
と
動
を
用
い
る
こ

と
で
豊
か
な
自
然
を
表
現
し
て
お
り
、

海
外
で
も
グ
レ
ー
ト
・
ウ
ェ
ー
ブ
と
称
さ

れ
、
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

本
作
品
に
は
も
う
一
つ
注
目
し
た
い

部
分
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
大
波

に
の
ま
れ
そ
う
に
な
る
押お
し
お
く
り
ぶ
ね

送
船
に
し
が

み
つ
く
人
々
の
姿
で
す
。
押
送
船
と
は
、

江
戸
時
代
に
鮮
魚
を
運
搬
す
る
た
め

に
使
わ
れ
て
い
た
船
の
こ
と
で
、
画
面

に
は
３
隻
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
海
に

投
げ
出
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
が
み
つ
く

人
々
は
、
う
つ
む
い
て
い
た
り
、
口
を
閉

じ
て
い
た
り
、
そ
れ
ら
表
情
は
さ
ま
ざ

ま
で
す
。

北
斎
は
、
大
波
に
翻ほ
ん
ろ
う弄
さ
れ
る
人
々

の
姿
を
描
く
こ
と
で
、“
人
は
、
自
然

の
前
で
は
無
力
で
あ
る
”
と
い
う
こ
と

だ
け
で
は
な
く
、“
自
然
は
恐
ろ
し
い

も
の
で
は
あ
る
が
、
マ
イ
ナ
ス
な
イ
メ
ー

ジ
だ
け
で
は
な
く
、
面
白
い
点
も
あ
る
”

と
い
う
こ
と
を
伝
え
て
い
る
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
波
の
表
現
に
強
い
こ
だ

わ
り
を
持
ち
、
生
涯
に
わ
た
り
探
求

し
た
北
斎
。
大
波
が
崩
れ
る
ほ
ん
の一

瞬
を
表
現
し
た
本
作
品
は
、
自
身
の

浮
世
絵
作
品
の
中
で
も
突
出
し
た
一
作

と
し
て
、
高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
浮
世
絵
を
彩
る
色
調
に

つ
い
て
も
注
目
す
る
ポ
イ
ン
ト
の一つ
で

す
。
江
戸
時
代
後
期
、
鮮
や
か
な
発

色
の
絵
具
の
到
来
で
、
一
挙
に
表
現
の

幅
を
広
げ
ま
し
た
。「
ベ
ロ
藍
」
の
登

場
で
す
。
鮮
や
か
で
透
明
感
の
あ
る
青

を
作
り
出
す
こ
の
絵
具
は
、
そ
れ
ま
で

に
は
難
し
か
っ
た
海
や
川
、
空
の
新
た

な
表
現
を
可
能
に
し
ま
し
た
。
こ
の
作

品
は
、
ベ
ロ
藍
が
あ
っ
て
こ
そ
生
ま
れ
た

神か
な
が
わ
お
き
な
み
う
ら

奈
川
沖
浪
裏（
現
・
神
奈
川

県
横
浜
市
神
奈
川
区
沖
合
※
）

新千円札のイメージ
（出典：財務省ウェブサイト掲載コンテンツ
https://www.mof.go.jp/policy/currency/bill/20190409.html）

現在の萬年橋

現在の萬年橋は、アーチ部分だけトラス構造で組み立
てる「ブレストリブタイドアーチ橋」という構造

※ 場所に関しては、諸説あります
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永な

が

お

く送
り

は
じ
め
に

　

石
橋
文
化
が
栄
え
た
九
州
地
方
の
中
で

も
、鹿
児
島
市
の
甲こ

う
つ
き
が
わ

突
川
に
架
け
ら
れ
た
西
田

橋
を
は
じ
め
と
す
る
５
つ
の
石
造
ア
ー
チ
橋
梁

は
名
橋
の
誉
れ
高
く
、平
成
５
年（
１
９
９
３
）

の
洪
水
で
２
橋
が
流
出
し
た
も
の
の
、西
田
橋
、

高こ
う
ら
い
ば
し

麗
橋
、玉
江
橋
の
３
橋
が
県
立
石
橋
記
念
公

園
に
移
設
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
橋
を
架
け
た
の
は
、岩
永
三
五
郎

と
い
う
熊
本
県
野の

津づ

村む
ら（
現
在
の
八や
つ
し
ろ
ぐ
ん
ひ
か
わ

代
郡
氷
川

町ち
ょ
う）の
石
工
で
、今
西
祐す
け
ゆ
き行
氏
の
児
童
文
学『
肥

後
の
石
工
』の
主
人
公
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
ま

し
た
。

　

さ
て
、こ
の
岩
永
三
五
郎
に
つ
い
て
、近
年
刊

行
さ
れ
た『
日
本
と
世
界
の
土
木
遺
産
』（
平

成
29
年
）な
ど
を
見
る
と
不
思
議
な
こ
と
が
書

か
れ
て
い
ま
す
。

　
「
仲
間
の
石
工
と
鹿
児
島
に
出
向
い
た
三
五

郎
ら
は
、甲
突
川
の
石
積
み
の
護
岸
工
事
と
と

も
に
西
田
橋
な
ど
５
石
橋
す
べ
て
の
架
設
を

行
っ
た
。帰
国
を
許
さ
れ
た
岩
永
三
五
郎
ら
に

は
、秘
密
漏
え
い
を
恐
れ
た
薩
摩
藩
よ
り
刺
客

が
は
な
た
れ
た
と
い
う
。」

山
口
祐
造
氏
の
著
述

　

薩
摩
藩
の
た
め
に
尽
く
し
た
三
五
郎
を
、な

ぜ
刺
客
を
放
っ
て
殺
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
か
。例
え
ば
山
口
祐
造
氏
は
、そ
の
著
書

で
あ
る『
九
州
の
石
橋
を
た
ず
ね
て
』（
昭
和
50

年
）、『
石
橋
は
生
き
て
い
る
』（
平
成
4
年
）な

ど
で
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
ま
す
。

　
「
薩
摩
藩
の
家
老
調ず

し
ょ所
広ひ
ろ
さ
と郷
は
、河
川
の
改

修
や
道
路
の
建
設
、海
岸
埋
立
等
の
発
展
を

図
っ
た
。そ
の
こ
ろ
、肥
後
の
八
代
郡
に
岩
永

三
五
郎
と
い
う
優
秀
な
石
工
が
い
る
と
聞
い
た
。

調
所
は
八
代
藩
に
再
三
使
者
を
送
り
、三
五

郎
招
聘
を
懇
請
し
た
。①
そ
し
て
、天
保
10
年

（
１
８
３
９
）、三
五
郎
は
一
族
を
引
き
連
れ
て
、

鹿
児
島
へ
と
赴
い
た
。

　

し
か
し
、天
保
14
年
頃
か
ら
藩
内
の
内
紛
が

高
ま
り
、反
家
老
の
勢
力
が
強
く
な
っ
て
き
た
。

そ
う
な
る
と
、家
老
の
信
頼
が
篤
か
っ
た
三
五

郎
達
の
身
辺
に
、永
送
り（
暗
殺
）の
風
評
が
立

ち
始
め
た
。甲
突
川
の
石
橋
等
、戦
略
上
の
秘

密
を
手
掛
け
て
い
る
の
で
当
然
で
あ
ろ
う
。②

昔
は
紀
伊
、加
賀
、薩
摩
の
三
国
で
永
送
り
の

掟
が
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

　

一
族
の
危
機
を
察
知
し
た
三
五
郎
は
、若
い

甥
た
ち
を
故
郷
の
家
族
の
病
気
な
ど
を
理
由
に

一
人
ま
た
一
人
と
熊
本
に
帰
し
た
。③

　

弘
化
3
年（
１
８
４
６
）に
な
る
と
、三
五
郎

が
精
魂
を
傾
け
た
西
田
橋
が
完
成
し
、右
腕
と

し
て
残
し
て
い
た
弟
の
三
平
を
帰
す
こ
と
に
し

た
。し
か
し
、追
手
が
差
し
向
け
ら
れ
、三
平
は

片
腕
を
切
り
落
と
さ
れ
た
。

　

三
平
は
国
境
を
越
え
て
津つ

な
ぎ
む
ら

奈
木
村
に
辿
り

着
き
、そ
こ
で
傷
を
癒
し
た
。そ
し
て
世
話
に

な
っ
た
村
人
へ
の
お
礼
に
と
、津
奈
木
重ち

ょ
う
は
ん
が
ん

盤
岩

眼
鏡
橋
を
架
け
た
。④

　

嘉
永
2
年（
１
８
４
９
）、三
五
郎
は
最
後
の

仕
事
を
終
え
る
と
帰
国
の
途
に
つ
い
た
が
、予

想
通
り
追
手
に
囲
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。し
か
し
、

暗
殺
隊
の
隊
長
は
、三
五
郎
の
立
派
な
人
格
を

惜
し
み
、見
逃
し
て
く
れ
た
。三
五
郎
は「
必
要

が
あ
れ
ば
、い
つ
で
も
私
の
首
を
取
り
に
来
て

ほ
し
い
」と
言
い
残
し
て
去
っ
た
。暗
殺
者
た
ち

は
、そ
の
帰
り
に
三
五
郎
に
よ
く
似
た
渡
世
人

の
首
を
取
り
、代
わ
り
に
持
ち
帰
っ
た
。⑤
」

疑
問
点

　

か
な
り
要
約
し
ま
し
た
が
、以
上
が
山
口
氏

の
語
る
暗
殺
の
顛て

ん
ま
つ末
で
す
。ち
な
み
に
、山
口

氏
は
諫い

さ
は
や早
市
の
土
木
技
術
者
と
し
て
九
州
の

石
橋
に
接
す
る
こ
と
と
な
り
、研
究
と
保
存
運

動
に
半
生
を
さ
さ
げ
ま
し
た
。彼
の
著
述
は
中

学
校
の
教
科
書
に
採
用
さ
れ
る
な
ど
、後
の
石

橋
に
関
す
る
著
作
や
研
究
に
大
き
な
影
響
を

与
え
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、こ
の
要
約
だ
け
見
て
も
、内
容
に
か

な
り
疑
問
が
あ
り
ま
す
。要
約
文
に
付
け
た

番
号
に
従
っ
て
、見
て
み
ま
し
ょ
う
。

①	

他
藩
に
招
聘
を
懇
請
し
た
技
術
者
を
暗

殺
す
る
の
は
、さ
す
が
に
外
交
上
大
問
題

と
な
る
の
で
は
な
い
か
。

②	

橋
を
架
け
た
り
、護
岸
工
事
を
す
る
の
が
、

暗
殺
す
る
ほ
ど
の
秘
密
を
抱
え
る
こ
と
に

な
る
の
か
。

③	

い
く
ら
理
由
を
付
け
た
か
ら
と
は
い
え
、

暗
殺
対
象
を
や
す
や
す
と
帰
し
て
し
ま

う
も
の
な
の
か
。

④「
お
わ
り
に
」に
て
後
述
。

⑤	

ど
う
し
て
、そ
の
よ
う
な
こ
と
が
伝
わ
る

の
か
。ま
さ
か
、暗
殺
者
が「
い
や
ー
お
い

ど
ん
、三
五
郎
さ
ん
を
殺
す
こ
と
は
で
き

も
は
ん
で
、身
代
わ
り
を
た
て
た
で
ご
わ

す
」な
ど
と
吹
聴
し
た
わ
け
で
も
あ
る
ま

い
に
。

　

な
ど
な
ど
、数
え
上
げ
れ
ば
き
り
が
あ
り
ま

せ
ん
が
、な
に
よ
り
全
文
を
通
し
て
見
て
き
た

よ
う
な
書
き
っ
ぷ
り
が
気
に
な
り
ま
す
。そ
う

し
た
も
の
は
後
世
の
創
作
の
可
能
性
が
高
い
の

で
す
。（
例
え
ば
、「
け
ん
せ
つ
の
で
ん
せ
つ　

シ

リ
ー
ズ
68　

早
苗
地
蔵
伝
説
の
由
来
」を
参

照
。当
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
可
能
で
す
）

海
老
原
清せ
い
ひ
つ煕

　

ま
ず
永
送
り
云う
ん
ぬ
ん々
の
出
ど
こ
ろ
と
は
何
な
の

か
。例
え
ば
三
五
郎
が
薩
摩
に
い
た
当
時
、直

接
の
上
司
と
な
っ
た
海
老
原
清
煕
が
、明
治
17

年（
１
８
８
４
）に
記
し
た『
薩
摩
天
保
度
以
後

財
政
改
革
顛
末
書
』と
い
う
記
録
が
あ
り
ま

す
。そ
れ
に
は
、三
五
郎
の
こ
と
が
書
か
れ
て
お

り
、「
清
熙
が
辞
職
し
て
間
も
な
く
、岩
永
も

帰
国
し
た
り
。始
て
来
り
し
よ
り
嘉
永
二
年
迄
、

八
九
年
間
藩
内
残
る
所
な
く
工
事
を
修
め
、大

に
永
遠
の
工
基
を
興
し
た
り
」と
、当
然
と
い

え
ば
当
然
で
す
が
永
送
り
の
記
述
は
あ
り
ま

せ
ん
。

古
老
の
伝

　

早
い
時
期
に
永
送
り
の
記
述
が
見
ら
れ
る
資

料
に
は
、大
正
２
年（
１
９
１
３
）の『
鹿
児
島
県

見
聞
記
』が
あ
り
、そ
れ
に
は「
熊
本
県
人
岩

永
三
五
郎
設
計
者
は
阿
蘇
鐡
矢
、何
れ
も
此
橋

（
西
田
橋
）が
竣
成
す
る
と
国
境
ま
で
送
ら
れ

て
二
人
は
斬
ら
れ
た
の
だ
と
、今
も
年
老
ひ
た

人
の
口
か
ら
伝
へ
て
い
る
。」と
あ
り
ま
す
。こ
こ

で
は
三
五
郎
は
殺
さ
れ
て
お
り
、そ
れ
は
い
わ
ゆ

る「
古
老
の
伝
」だ
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、「
古
老
の
伝
」は
、決
し
て
盲
目
的

に
信
じ
て
は
い
け
な
い
も
の
で
す
。例
え
ば
、見

聞
記
で
は
三
五
郎
の
他
に
阿
蘇
鐡
矢
と
い
う
人

物
も
斬
ら
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。彼
は

薩
摩
藩
の
大
工
頭
で
、三
五
郎
を
補
佐
し
た
人

物
で
す
が
、明
治
19
年（
１
８
８
６
）ま
で
85
歳

の
長
命
を
保
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

三
五
郎
に
つ
い
て
は
、薩
摩
を
去
っ
た
後
の
消

息
が
明
ら
か
で
な
く
、そ
こ
で
暗
殺
さ
れ
た
よ

う
な
伝
承
が
生
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
が
、菩
提

寺
で
あ
る
野
津
の
東
光
寺
の
記
録
な
ど
か
ら

嘉
永
4
年（
１
８
５
１
）に
59
歳
で
故
郷
に
て
亡

く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。つ
ま
り『
鹿

児
島
県
見
聞
記
』の
古
老
の
伝
は
、一
つ
も
真

実
を
伝
え
て
い
な
い
の
で
す
。

子
孫
の
伝

　

山
口
氏
が
著
し
た
三
五
郎
一
代
記
の
出
典
は

明
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
が
、『
石
橋
は
生
き

て
い
る
』の
本
文
中
に
子
孫
か
ら
の
伝
聞
だ
と

わ
か
る
記
述
が
あ
り
ま
す
。

　
「
子
孫
の
故
橋
本
辰
記
氏
が
三
五
郎
や
種
山

一
族
の
業
績
を
世
に
だ
し
た
い
と
努
力
し
て
い

た
。三
五
郎
の
甥
橋
本
勘
五
郎
丈
八（
通
潤
橋

を
架
け
た
名
工
）の
孫
に
あ
た
る
の
で
、祖
父
か

ら
伝
え
聞
い
た
業
績
や
書
類
な
ど
か
ら
種
山

石
工
の
働
き
は
肥
後
の
歴
史
を
飾
る
一
環
だ
と

信
じ
て
資
料
を
集
め
…
」

血
縁
は
な
い

　

こ
こ
に
言
う
橋
本
勘
五
郎
丈
八
は
実
存
の

人
物
で
あ
り
、熊
本
で
実
績
を
積
ん
だ
後
に
明

治
政
府
に
招
か
れ
、東
京
で
万
世
橋
や
浅
草

橋
を
架
橋
し
て
い
ま
す
。山
口
氏
の
著
述
で
も
、

三
五
郎
の
甥
と
し
て
紹
介
さ
れ
、と
も
に
鹿
児

島
に
赴
い
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、実
は
岩
永
家
と
橋
本
家
は
全
く
別

家
系
で
血
縁
が
な
い
こ
と
が
、ほ
ぼ
確
か
め
ら

れ
て
い
ま
す
。つ
ま
り
、山
口
氏
に
口
伝
や
書
類

を
伝
え
た
橋
本
辰
記
氏
は
、岩
永
三
五
郎
の
子

孫
で
は
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、同
じ
熊
本
八
代
の
石
工
仲
間
と
し

て
交
流
が
あ
り
、三
五
郎
の
事
跡
も
詳
し
く
伝

え
ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、そ
も
そ
も

家
系
も
間
違
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、ど
の

程
度
の
信

し
ん
ぴ
ょ
う憑
性
が
あ
る
の
か
大
い
に
疑
問
で
す
。

お
わ
り
に

　

山
口
氏
は
、橋
本
辰
記
氏
か
ら
の
伝
聞
を
も

と
に
、自
身
が
修
理
に
携
わ
っ
た
諫
早
眼
鏡
橋

の
解
体
移
築
報
告
書『
重
要
文
化
財
眼
鏡
橋

移
築
修
理
工
事
報
告
書
』（
昭
和
36
年
）（
以
下
、

『
報
告
書
』）に
不
確
か
な
岩
永
家
系
図
を
載

せ
、そ
の
後
に
は
三
五
郎
の
一
代
記
を
著
述
し

ま
し
た
。そ
し
て
、そ
れ
は
史
実
と
し
て
受
け

入
れ
ら
れ
、現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

三
五
郎
の
事
跡
を
研
究
し
た
蓑
田
勝
彦
氏

は
、山
口
氏
の
著
述
に
つ
い
て「
著
者
が
工
学
関

係
者
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、歴
史
的
事
実
に

関
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、資
料
に
よ
る
検
討
は

ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
お
ら
ず
…
」と
断
じ
て
い

ま
す
。確
か
に
そ
の
通
り
で
す
が
、私
は
加
え

て
あ
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

て
い
ま
す
。

　

要
約
文
の
④
に
つ
い
て
、『
報
告
書
』を
読
む

と
三
平
が
津
奈
木
村
に
て
傷
を
癒
し
た
云
々

は
、橋
本
氏
か
ら
の
伝
聞
に
は
な
く
、山
口
氏

が
創
作
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。そ
れ
は
こ

の
箇
所
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　

山
口
氏
が
初
め
て
甲
突
川
の
５
橋
を
目
に
し

た
こ
ろ
、石
橋
は
都
市
計
画
上
無
用
だ
と
撤
去

す
る
動
き
が
あ
り
、彼
は
そ
れ
を
知
っ
て
保
存

運
動
に
ま
い
進
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。山

口
氏
は
石
橋
の
素
晴
ら
し
さ
を
訴
え
る
た
め
、

橋
自
体
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、石
工
で
あ
る

三
五
郎
に
つ
い
て
も
、橋
本
氏
か
ら
の
伝
聞
な

ど
を
脚
色
し
、人
々
の
興
味
を
引
く
よ
う
な
波

乱
万
丈
の
物
語
を
生
み
出
し
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

（
文
：
江
口
知
秀
）

シ
リ
ー
ズ
74

建設産業図書館通信Vol.92

県立石橋記念公園に立つ岩永三五郎の像（鹿児島県鹿児島市　2019年撮影）

西田橋（石橋記念公園内　2019年撮影）高麗橋（石橋記念公園内　2019年撮影）

玉江橋（石橋記念公園内　2019年撮影）
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J
R
東
京
駅
の
西
側
に
位
置
す
る
丸

の
内
エ
リ
ア
。
丸
の
内
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
、

新
丸
の
内
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
を
は
じ
め
と
す

る
超
高
層
ビ
ル
が
立
ち
並
ぶ
、
言
わ
ず
と

知
れ
た
日
本
最
大
級
の
オ
フ
ィ
ス
街
で
す
。

　

そ
ん
な
丸
の
内
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト

で
あ
る
「
丸
の
内
仲
通
り
」。
東
京
メ
ト

ロ
日
比
谷
駅
近
く
の
晴
海
通
り
と
J
R

東
京
駅
前
の
行
幸
通
り
を
結
ぶ
長
さ
お
よ

そ
１
２
０
０
m
、
幅
21
m
の
目
抜
き
通
り

で
す
。
石
畳
と
ケ
ヤ
キ
や
シ
ナ
ノ
キ
な
ど

の
街
路
樹
が
美
し
い
通
り
沿
い
に
は
、
有

名
ブ
ラ
ン
ド
の
路
面
店
や
セ
ン
ス
の
良
い

レ
ス
ト
ラ
ン
や
カ
フ
ェ
、
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
、

商
業
施
設
な
ど
が
軒
を
連
ね
て
い
ま
す
。

　

こ
の
通
り
に
近
代
彫
刻
や
世
界
で
活
躍

す
る
現
代
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
彫
刻
を
展
示

す
る「
丸
の
内
ス
ト
リ
ー
ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」

を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

こ
の
活
動
は
、
三
菱
地
所
株
式
会
社
と

公
益
財
団
法
人
彫
刻
の
森
芸
術
文
化
財
団

が
、
芸
術
性
豊
か
な
街
づ
く
り
を
目
指
し

て
取
り
組
ん
で
い
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。

国
内
外
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
作
品
が
こ
の
通

り
に
19
点
展
示
さ
れ
、
屋
外
展
示
な
ら
で

は
の
大
型
の
彫
刻
作
品
を
楽
し
む
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

美
術
館
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
以
外
の
広
場
や

道
路
な
ど
公
共
的
な
空
間
に
設
置
さ
れ
る

芸
術
作
品
は
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ー
ト
と
呼
ば

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
作
品
は
恒
久
的
に
設

置
さ
れ
る
か
、
も
し
く
は
期
間
限
定
で
設

置
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
す
が
、
こ
の

ス
ト
リ
ー
ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー
は
、
展
示
作
品

を
数
年
に
一
度
入
れ
替
え
て
い
る
こ
と
が

大
き
な
特
徴
で
す
。

　

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
昭
和
47
年

（
１
９
７
２
）
に
始
ま
り
、
50
周
年
を
迎

え
た
令
和
４
年
（
２
０
２
２
）
６
月
、
４

年
ぶ
り
に
現
代
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
新
作
を

含
む
5
点
の
展
示
と「
彫
刻
の
森
美
術
館
」

が
所
蔵
す
る
12
点
の
入
れ
替
え
が
行
わ
れ
、

現
在
の
19
点
に
至
り
ま
し
た
。
展
示
は
令

和
７
年
（
２
０
２
５
）
５
月
ま
で
続
く
予

定
で
す
。

　

こ
の
中
か
ら
作
品
を
２
点
紹
介
し
ま
す
。

　

一
つ
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
彫
刻
家

テ
ィ
モ
・
ソ
リ
ン
の
「
日
光
浴
を
す
る
女
」。

陽
光
の
中
で
人
生
を
積
極
的
に
生
き
る
情

熱
と
活
力
を
感
じ
な
が
ら
座
っ
て
い
る
女

性
を
表
現
し
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。
ス

テ
ン
レ
ス
・
ス
テ
ィ
ー
ル
を
折
り
曲
げ
て

制
作
さ
れ
た
こ
の
作
品
は
、
カ
ラ
フ
ル
な

色
彩
が
施
さ
れ
て
い
て
、
ひ
と
き
わ
目
を

引
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
作
品
が
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
彫
刻
家
イ
ゴ
ー
ル
・
ミ
ト

ラ
イ
の
「
眠
れ
る
頭
像
」。
大
理
石
で
で

き
た
、
巨
大
な
包
帯
に
覆
わ
れ
た
頭
像
が

横
た
わ
っ
て
い
る
作
品
で
す
。
何
も
知
ら

ず
に
見
に
行
く
と
ビ
ッ
ク
リ
す
る
こ
と
請

け
合
い
で
す
。
調
べ
た
と
こ
ろ
、北
海
道
・

洞
爺
湖
の
畔ほ
と
りに
も
、
同
氏
の
彫
刻
作
品
で

あ
る
巨
大
な
顔
の
オ
ブ
ジ
ェ
「
月
の
光
」

が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

丸
の
内
で
は
毎
年
冬
季
に
、「
丸
の
内

イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
が
開
催
さ
れ
、「
丸

の
内
仲
通
り
」
の
街
路
樹
は
シ
ャ
ン
パ
ン

ゴ
ー
ル
ド
の
L
E
D
電
球
で
彩
ら
れ
ま
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営業部

営
業
部
か
ら

芸
術
性
豊
か
な
街
づ
く
り
　

丸
の
内
ス
ト
リ
ー
ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー

す
。
こ
の
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
浴
び
た
彫

刻
作
品
は
昼
間
と
は
異
な
る
表
情
を
見
せ
て

く
れ
ま
す
。

　

芸
術
性
豊
か
な
街
づ
く
り
を
目
指
し
た
こ

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
数
多
く
の
彫
刻
作
品
が

丸
の
内
と
い
う
空
間
の
魅
力
を
さ
ら
に
高
め

て
い
る
の
で
す
。

編 集 後 記

2023春号をお届けします。テーマは「つくる」です。
ルポで紹介した「みんなのまちづくりゲーム in cities」、私も

やってみました。まず、「どんなまちにしたいか」を考えるのですが、
これがなかなか思い浮かばず、最初から頭を抱えてしまいました。
ゲームを通じて実感したのは、何をするにもお金がかかり、ゴミが
出るということ。政策・アクションを実施し、ゴミを適切に処理し、人
口をキープし、ハプニングにも対応しなければなりませんから、ま
ちの運営は大変でした。しかし、ゲームではさまざまなタイプのま
ちづくりを疑似体験できて面白かったです。皆さんも是非、持続可
能で住みたくなるまちづくりにチャレンジしてみてください。

弊社ではこの度、若手技術者の皆さんの
成長を応援することを目的に『建設技術者
START BOOK』を刊行しました。

建設技術者として身に付けておくべき基礎
的な知識や仕事の内容、成長段階ごとに必要
とされる能力や資格などについて、図表やイラ
ストを用いて分かりやすく解説しています。

弊社営業部・支店の窓口にて無料でお配り
しています。ぜひご活用ください。

お 知 ら せ

東京駅

丸の内
ストリート
ギャラリー
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保 証 事 業 を 通 じ て
　安全で活力のある社会を創るための  お手伝いをしています

YouTubeに公式チャンネルを開設しました。ぜひご覧ください
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