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特集「きずく」
「きずく」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

先人がきずいた建築遺産
地域の話題	よりみち	この街　Vol.	25
	 	徳川家康が「きずいた」日本一の城郭	

江戸城の石垣　鈴木	伸子

連載「けんせつのでんせつ」シリーズ75
大活劇！	左甚五郎

トピックス	栃木支店から

森のような広がりを創出
那須塩原市図書館「みるる」

04

1016 18

本丸天守台の石垣（写真提供：那須塩原市）『名工左甚五郎の一生』より転載

表紙の写真�
中橋
(宮城県南三陸町)

南三陸町の復興の象徴として架けられ
た歩道橋「中橋」。特産である南三陸杉
をふんだんに使ったこの橋は、木のぬく
もりを感じるとともに、開放感ある南三陸
の海と空を同時に感じることができる。
2020年度「土木学会 田中賞」受賞
作品

P12-13��Photo�Gallery
「新たな歴史をきずく」をご覧ください。

建設産業図書館事務局　江口	知秀

東京をきずく土木技術
世界屈指の都市、東京を「きずく」土木技術
震災復興への取り組み姿勢からいま学ぶこと

巻頭インタビュー
公益財団法人東京都道路整備保全公社	道路部
橋梁担当課長	道路アセットマネジメント推進室長　　　紅林	章央	氏

ルポ

名古屋テレビ塔（現・中部電力MIRAI TOWER）

新たな歴史をきずく
Photo	Gallery	 	 	 	

新たな歴史を「きずく」―
「土木学会	田中賞」受賞作品

12

中橋（トラス橋　2020年竣工　宮城県南三陸町）

建設企業向け小冊子のご紹介
14 08

ルポ

耐震構造の礎をきずく
塔博士、耐震構造の礎を「きずく」
留学時の経験をヒントに理論構築
早稲田大学	名誉教授　山田	眞	氏
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令
和
５
年（
２
０
２
３
）９
月
、関
東

大
震
災
か
ら
１
０
０
年
を
迎
え
る
。こ

の
間
、東
京
は
世
界
屈
指
の
都
市
と
し

て
成
長
を
遂
げ
て
き
た
。そ
の
陰
に
は
、

震
災
復
興
に
奔
走
し
た
土
木
技
術
者

の
未
来
に
向
け
た
思
い
が
あ
る
。震
災

復
興
の
象
徴
で
も
あ
る
隅
田
川
に
架
か

る
橋
梁
群
の
復
旧・再
建
を
振
り
返
り
、

現
代
人
が
い
ま
学
ぶ
べ
き
こ
と
を
、公

益
財
団
法
人
東
京
都
道
路
整
備
保
全

公
社	

道
路
部	

橋
梁
担
当
課
長	

道
路

ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
推
進
室
長
の
紅

林	

章
央
氏
に
聞
い
た
。

―
関
東
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
シ
ン

ボ
ル
と
い
え
ば
、や
は
り
東
京
の
隅
田
川

に
架
か
る
橋
梁
群
で
す
か
。

紅
林　

は
い
。隅
田
川
に
架
か
る
橋
梁

が
復
旧・再
建
さ
れ
れ
ば
、震
災
復
興
に

は
ひ
と
区
切
り
つ
け
ら
れ
た
も
同
然
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。構
造
物
と
し

て
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
大
き
く
、社
会
に
与

え
る
イ
ン
パ
ク
ト
も
そ
れ
だ
け
強
烈
で

し
た
。

　

橋
梁
の
建
設
は
、各
種
の
復
興
事
業

の
中
で
先
行
し
て
行
わ
れ
ま
し
た
。ま

ち
割
り
を
決
め
る
の
は
土
地
区
画
整

理
事
業
で
し
た
が
、減げ
ん
ぷ歩
と
い
う
形
で

土
地
の
面
積
が
減
る
だ
け
に
合
意
形
成

が
進
ま
ず
、区
画
整
理
の
実
施
に
は
時

間
が
か
か
り
ま
し
た
。そ
う
し
た
状
況

下
で
、橋
梁
が
先
行
し
て
完
成
す
る
こ

と
で
、東
京
市
民
に
新
し
い
時
代
の
到

来
を
印
象
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

復
興
事
業
と
し
て
は
、内
務
省
復
興

局
が
、永
代
橋
、清
洲
橋
、蔵
前
橋
、駒

形
橋
、言こ

と
と
い
ば
し

問
橋
の
架
橋
を
、東
京
市
が
、

両
国
橋
、厩う
ま
や
ば
し橋
、吾
妻
橋
の
架
橋
を
担

当
し
ま
し
た
。こ
の
う
ち
、永
代
橋
、厩

橋
、吾
妻
橋
は
、車
社
会
の
到
来
に
備

え
て
震
災
時
点
で
す
で
に
架
け
替
え

工
事
中
で
し
た
。

―
関
東
大
地
震
※
の
揺
れ
に
よ
る
被

害
が
大
き
か
っ
た
の
で
す
か
。

紅
林　

い
い
え
。東
京
で
は
地
震
の
揺

れ
で
崩
落
し
た
橋
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。し
か
し
、当
時
は
木
橋
が

多
く
、鉄
橋
で
も
床し
ょ
う
ば
ん版に
木
を
使
用
し

て
い
た
た
め
、地
震
に
伴
う
火
災
で
床

が
焼
け
落
ち
、多
く
の
橋
梁
が
通
行
不

能
に
な
り
ま
し
た
。東
京
市
内
に
は
震

災
前
、６
5
７
の
橋
梁
が
架
か
っ
て
い
ま

し
た
が
、そ
の
う
ち
３
５
８
橋
が
火
災

な
ど
で
不
通
に
な
り
ま
し
た
。新
た
に

４
２
５
橋
が
架
け
ら
れ
、復
興
局
は
幹

線
道
路
を
中
心
に
１
１
５
橋
を
、東
京

市
は
生
活
道
路
を
中
心
に
３
１
０
橋
を

担
当
し
ま
し
た
。こ
の
結
果
、復
興
事

業
後
の
東
京
市
内
の
橋
梁
数
は
合
計

約
７
０
０
橋
と
な
り
ま
し
た
。

―
隅
田
川
に
架
か
る
橋
梁
を
見
る

と
、一
つ
ひ
と
つ
の
形
が
異
な
り
、構
造

上
の
多
様
性
を
感
じ
ま
す
。ど
の
よ
う

な
意
図
か
ら
そ
う
な
っ
た
の
で
す
か
。

紅
林　

不
思
議
で
す
よ
ね
。復
興
事
業

で
あ
る
以
上
、今
な
ら
同
じ
タ
イ
プ
に

そ
ろ
え
、早
期
に
架
け
替
え
を
終
え
よ

う
と
す
る
で
し
ょ
う
ね
。同
じ
構
造
な

ら
設
計
も
工
事
も
楽
だ
し
、私
も
ず
っ

と
疑
問
に
感
じ
て
い
ま
し
た
。さ
ら
に
、

永
代
橋
の
タ
イ
ド
ア
ー
チ
橋
や
清
洲
橋

の
自
碇
式
吊
り
橋
と
い
う
構
造
は
、当

時
一
番
安
か
っ
た
ト
ラ
ス
橋
に
比
べ
３
倍

は
し
た
と
思
い
ま
す
。財
源
は
復
興
債

と
い
う
国
債
に
頼
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、

こ
の
点
か
ら
も
、今
だ
っ
た
ら
あ
り
得
な

い
で
し
ょ
う
ね
。

　

調
べ
て
い
く
う
ち
に
出
合
っ
た
の
が
、

『
エ
ン
ジ
ニ
ア
』と
い
う
当
時
の
土
木
雑

誌
で
す
。そ
の
昭
和
５
年（
１
９
３
０
）

３
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
座
談
会
の
記

事
の
中
で
、復
興
局
橋
梁
課
長
を
務
め

て
い
た
田
中
豊
が
、同
じ
タ
イ
プ
に
は
し

な
か
っ
た
理
由
を
次
の
よ
う
に
説
明
し

て
い
ま
す
。

　
「
技
術
家
に
と
っ
て
そ
う
い
う
チ
ャ
ン

ス
は
千
載
一
遇
で
す
。少
壮
の
技
術
家

が
安
く
骨
惜
し
み
し
な
い
で
大
に
働
く
、

大
に
技
量
を
振
る
う
と
い
う
こ
と
は
技

術
の
進
歩
か
ら
見
て
も
非
常
に
良
い
こ

と
だ
と
言
う
理
で
す
」

　

橋
梁
の
技
術
は
当
時
、欧
米
に
比
べ

大
き
く
遅
れ
を
取
っ
て
い
ま
し
た
。橋

梁
に
は
ア
ー
チ
橋
や
ト
ラ
ス
橋
な
ど
多

く
の
構
造
形
式
が
あ
り
ま
す
。こ
の
た

め
、ど
ん
な
タ
イ
プ
の
橋
梁
に
も
対
応

構
造
上
の
多
様
性
に
富
む
橋
梁
群

早
期
再
建
求
め
ら
れ
る
中
、な
ぜ

※ 関東大地震：関東大震災の原因地震

特集 きずく

巻
頭
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

公益財団法人東京都道路整備保全公社	道路部
橋梁担当課長	道路アセットマネジメント推進室長

紅林 章央氏

東京をきずく土木技術

世界屈指の都市、東京を「きずく」土木技術
震災復興への取り組み姿勢からいま学ぶこと

・・・復興局 ・・・東京市

白鬚橋

新大橋

佃大橋

勝鬨橋

中央大橋

築地大橋

言問橋

駒形橋

蔵前橋

清洲橋

永代橋

吾妻橋

厩橋

両国橋

台東区

墨田区

中央区

江東区

隅
田
川

●復興事業で架け替えられた隅田川の橋

EAST TIMES  2023 夏号EAST TIMES  2023 夏号 0405



特集 きずくで
き
る
設
計
や
施
工
の
技
術
力
を
身
に

付
け
る
に
は
、相
当
の
時
間
を
要
し
ま

す
。そ
の
よ
う
な
中
、隅
田
川
に
架
け
る

橋
梁
を
あ
え
て
異
な
る
タ
イ
プ
の
も
の

に
す
れ
ば
、復
興
事
業
の
中
で
多
様
な

技
術
力
を
一
気
に
身
に
付
け
ら
れ
る
、

と
考
え
た
の
で
し
ょ
う
。

　

田
中
豊
と
い
え
ば
、後
に
東
大
教
授
や

土
木
学
会
会
長
を
務
め
、同
学
会
が
橋

梁
に
関
す
る
優
秀
な
業
績
に
贈
る「
田

中
賞
」の
由
来
と
な
っ
た
方
で
す
。橋

梁
で
数
々
の
業
績
を
残
し
た
こ
と
か
ら
、

「
橋
の
神
様
」と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

―
隅
田
川
に
架
か
る
橋
梁
群
は
景

観
の
観
点
か
ら
も
見
る
べ
き
も
の
が
あ

り
ま
す
。復
興
局
と
並
ぶ
事
業
者
で
あ

る
東
京
市
側
は
、ど
の
よ
う
な
考
え
方

だ
っ
た
の
で
す
か
。

紅
林　

東
京
市
で
橋
梁
課
長
を
務
め

て
い
た
谷や
つ
い井
陽よ
う
の
す
け

之
助
と
い
う
土
木
技
術

者
は
、橋
梁
は
都
市
景
観
の
観
点
か
ら

同
じ
タ
イ
プ
の
も
の
に
す
べ
き
で
は
な
い
、

と
い
う
発
想
で
し
た
。谷
井
は
関
東
大

震
災
の
発
災
時
は
欧
米
を
視
察
中
だ
っ

た
の
で
す
が
、急
い
で
帰
国
後
、土
木
学

会
で
講
演
し
、欧
州
の
橋
梁
に
つ
い
て
雑

感
を
こ
う
述
べ
て
い
ま
す
。

　
「
同
じ
形
の
橋
が
、こ
れ
で
も
か
こ

れ
で
も
か
と
駄
目
を
押
し
て
い
る
よ
う

で
良
い
気
持
ち
は
し
な
い
。変
化
が
少

な
い
。何
だ
か
既
製
品
の
よ
う
に
思
え

て
、折
角
の
橋
が
安
っ
ぽ
く
感
じ
ら
れ
る
。

今
度
東
京
市
の
よ
う
に
、一
度
に
沢
山

の
橋
を
架
け
る
場
合
に
は
、特
に
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

　

発
想
の
違
い
は
あ
る
に
し
て
も
、隅

田
川
に
架
か
る
橋
梁
は
異
な
る
タ
イ
プ

の
も
の
に
し
よ
う
と
い
う
目
指
す
方
向

性
は
、田
中
と
同
じ
で
す
。復
興
事
業

を
担
当
し
た
組
織
の
実
務
上
の
ト
ッ
プ

２
人
が
同
じ
方
向
を
目
指
し
た
か
ら

こ
そ
、構
造
上
の
多
様
性
を
確
保
で
き

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

―
復
興
事
業
で
隅
田
川
に
架
け
替

え
ら
れ
た
橋
梁
に
は
、ほ
か
に
も
何
か

特
徴
が
見
ら
れ
ま
す
か
。

紅
林　

構
造
の
多
様
性
と
並
ぶ
特
徴
と

し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、持
続
性
で
す
。

　

ま
ず
耐
震
性
の
確
保
と
い
う
観
点

か
ら
耐
震
設
計
法
と
し
て
震
度
法
と

呼
ば
れ
る
手
法
が
初
め
て
採
用
さ
れ

ま
し
た
。当
時
の
基
準
を
調
べ
て
み
る

と
、現
在
の
最
新
の
耐
震
基
準
に
は
達

し
な
い
も
の
の
、戦
後
、阪
神
淡
路
大
震

災
以
前
に
造
ら
れ
た
多
く
の
橋
に
比
べ
、

1.6
～
1.7
倍
の
耐
震
強
度
が
あ
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

ま
た
橋
脚
に
は
、コ
ン
ク
リ
ー
ト
の

耐
久
性
を
高
め
る
た
め
の
措
置
が
い

く
つ
か
取
ら
れ
て
い
ま
す
。一
つ
は
、厚

さ
50㎝
も
の
御
影
石
で
覆
っ
て
い
る
こ
と
。

こ
れ
に
よ
り
、水
中
の
塩
分
や
大
気
中

の
C
O
2
な
ど
が
浸
透
し
に
く
く
な
っ

て
い
ま
す
。も
う
一
つ
は
、コ
ン
ク
リ
ー
ト

の
耐
久
性
を
確
保
す
る
う
え
で
弱
点

と
な
る
水
の
量
を
抑
え
た
施
工
が
さ
れ

て
い
た
こ
と
で
す
。そ
の
結
果
、コ
ン
ク

リ
ー
ト
に
は
中
性
化
も
塩
害
も
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
ま
せ
ん
。ま
た
、当
時
は
砕
石

で
は
な
く
、多
摩
川
で
採
れ
た
玉
砂
利

を
使
用
し
た
た
め
に
、清
洲
橋
で
は
現

在
の
基
準
の
2.5
倍
に
も
あ
た
る
圧
縮
強

度
が
実
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
当
時
は
、車
と
い
え
ば
人
力
車

か
荷
車
と
い
う
時
代
で
し
た
が
、路
面

電
車
の
走
行
や
米
国
の
よ
う
な
自
動
車

社
会
に
な
る
こ
と
ま
で
見
越
し
て
、橋

の
幅
や
耐
荷
力
を
決
め
て
い
ま
し
た
。

清
洲
橋
は
結
局
路
面
電
車
は
走
行
し

な
か
っ
た
の
で
す
が
、路
面
電
車
の
荷
重

も
想
定
し
て
設
計
さ
れ
ま
し
た
。自
動

車
に
加
え
路
面
電
車
の
荷
重
も
想
定

し
て
い
た
た
め
に
、現
行
基
準
の
倍
の
重

さ
の
ト
ラ
ッ
ク
が
乗
っ
て
も
耐
え
ら
れ
る

設
計
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

明
治
時
代
に
架
け
ら
れ
た
先
代
の

鉄
橋
た
ち
の
よ
う
に
、時
代
の
流
れ
に

対
応
で
き
な
く
な
る
、い
わ
ゆ
る
社
会

的
な
寿
命
が
尽
き
な
い
よ
う
に
す
る
こ

と
を
強
く
意
識
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

復
興
事
業
は
未
来
へ
の
投
資
と
い
う
捉

え
方
で
す
ね
。

―
復
興
事
業
を
担
当
し
た
土
木
技

術
者
の
取
り
組
み
姿
勢
か
ら
は
、さ
ま

ざ
ま
な
学
び
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。ど
の
よ
う
な
こ
と
を
お
感
じ
に

な
り
ま
す
か
。

紅
林　

復
興
事
業
の
よ
う
な
大
型
の

公
共
事
業
に
は
、新
し
い
技
術
を
開
発

し
、そ
れ
を
国
全
体
に
根
付
か
せ
る
、と

い
う
意
義
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。と
こ

ろ
が
、今
で
は
公
共
事
業
は
１
円
で
も

安
け
れ
ば
、そ
れ
だ
け
で
い
い
と
い
う
考

え
が
浸
透
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

ま
た
近
年
は
、社
会
イ
ン
フ
ラ
の
整

備
は
完
了
済
み
と
い
う
見
方
が
強
く
、

補
修
に
軸
足
が
移
り
、新
設
や
架
け
替

え
は
大
幅
に
減
少
し
て
い
ま
す
。そ
の

結
果
、橋
梁
に
関
す
る
技
術
力
は
、こ
の

20
年
で
弱
ま
る
一
方
で
す
。

　

問
題
の
一
つ
は
、私
の
部
署
で
も
あ
る

ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
え
方
が
立

ち
消
え
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
点
で
す
。点

検・補
修
で
橋
梁
の
長
寿
命
化
を
図
り

つ
つ
、計
画
的
な
架
け
替
え
を
進
め
、支

出
を
長
期
に
渡
り
平
準
化
す
る
こ
と

で
財
政
へ
の
負
担
を
抑
え
よ
う
と
い
う

考
え
方
で
し
た
が
、現
在
の
橋
梁
事
業

で
は
、補
修
に
よ
る
長
寿
命
化
に
よ
り
、

架
け
替
え
の
先
送
り
の
み
に
注
力
し
、

後
段
の「
計
画
的
架
け
替
え
」と
い
う

部
分
が
抜
け
落
ち
て
い
ま
す
。橋
梁
の

寿
命
は
永
遠
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。こ
の

ま
ま
で
は
、50
年
後
に
国
内
に
は
、老
朽

化
し
た
橋
梁
が
溢
れ
て
い
る
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。し
か
し
、そ
の
時
に
は
橋
梁
を

架
け
る
技
術
も
技
術
者
も
な
く
、財
政

も
今
よ
り
潤
沢
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　

例
え
ば
50
年
前
に
建
設
さ
れ
た
橋
梁

は
、橋
脚
が
多
か
っ
た
り
、水
面
か
ら
桁

下
ま
で
の
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
が
不
足
す
る
な

ど
、最
新
の
河
川
管
理
施
設
等
構
造
令

を
満
た
し
て
い
ま
せ
ん
。昨
今
の
豪
雨
に

対
応
す
る
た
め
に
も
、最
新
の
基
準
に

沿
っ
た
架
け
替
え
が
必
要
な
の
で
す
。

　

も
う
一
つ
、い
ざ
架
け
替
え
る
に
し

て
も
、公
共
調
達
上
の
問
題
も
あ
り
ま

す
。計
画
・
設
計
段
階
で
は
橋
梁
メ
ー

カ
ー
や
建
設
会
社
の
協
力
を
得
ら
れ
な

い
た
め
、橋
梁
形
式
へ
の
新
し
い
提
案
が

生
ま
れ
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
。今
で
は
、

新
し
く
架
け
ら
れ
る
橋
梁
は
、吊
り
橋

や
斜
張
橋
は
姿
を
消
し
、ト
ラ
ス
橋
や

ア
ー
チ
橋
も
ま
れ
に
し
か
見
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や

中
国
、韓
国
が
、デ
ザ
イ
ン
さ
れ
、コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
を
駆
使
し
た
斬
新
な
構
造
の

橋
梁
を
次
々
に
架
け
て
い
る
の
と
は
正

反
対
で
す
。こ
の
ま
ま
で
は
、震
災
復
興

以
来
、長
年
に
渡
り
培
わ
れ
て
き
た
橋

梁
の
技
術
は
ど
ん
ど
ん
失
わ
れ
て
し
ま

い
ま
す
。桁
橋
以
外
を
架
け
る
技
術
が

な
く
な
り
、す
べ
て
の
橋
梁
が
桁
橋
に

な
り
か
ね
ま
せ
ん
。新
し
い
技
術
を
生

み
出
し
、魅
力
的
な
橋
梁
を
架
け
る
に

は
、だ
れ
が
ど
の
よ
う
に
計
画・設
計
に

あ
た
る
べ
き
か
、適
切
な
解
を
日
本
は

見
つ
け
切
れ
て
い
な
い
の
が
実
情
で
す
。

　

今
年
は
関
東
大
震
災
か
ら
１
０
０
年

を
迎
え
ま
す
。復
興
で
造
ら
れ
た
隅
田

川
の
橋
梁
群
を
眺
め
て
、公
共
事
業
と

は
何
か
、も
う
一
度
、原
点
に
戻
っ
て
考

え
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

紅林 章央（くればやし あきお）

【現職】
公益財団法人東京都道路整備保全公社 道路部 
橋梁担当課長 道路アセットマネジメント推進室長

【略歴】
元東京都建設局橋梁構造専門課長。1985年
に東京都入庁。奥多摩大橋、多摩大橋の設計
をはじめ、多くの橋や新交通「ゆりかもめ」、中央
環状品川線などの建設に携わる。著書に『ＨＥ
ＲＯ（ヒーロー）　東京をつくった土木エンジニア
たちの物語』（都政新報社）、『東京の橋100選
+100』（都政新報社）、『橋を透して見た風景』

（都政新報社／土木学会出版文化賞受賞）、
『東京の美しいドボク鑑賞術』（エクスナレッジ）
などがある。

復
興
局
の
田
中
と
東
京
市
の
谷
井

二
人
の
ト
ッ
プ
が
目
指
し
た
も
の

架
け
替
え
な
く
し
て
技
術
育
た
ず

公
共
事
業
の
意
義
を
考
え
直
そ
う

清洲橋（1928年竣工　設計：田中豊・鈴木清一）

（写真提供：紅林 章央氏）

厩橋（1929年竣工　設計：谷井陽之助他）

令和3年（2021）に刊行した『HERO（ヒー
ロー）　東京をつくった土木エンジニアたちの
物語』（都政新報社）

※ 弊社建設産業図書館で所蔵しています

令和5年（2023）に刊行した『東京の美しい
ドボク鑑賞術』（エクスナレッジ）

田中豊（1888－1961）
1913年 東京帝国大学土
木工学科卒業、1913年 
鉄道院工務局入省、1924
年 帝都復興局 橋梁課長、
1925年 東京帝国大学土
木工学科教授、1945年 
土木学会会長

谷井陽之助（1892－1970）
1916年 九州帝国大学卒
業、東京市入市、1925年 
橋梁課長、1934年 清水組

（現・清水建設株式会社）
土木技師長、1952年 東
日本建設業保証株式会社
常務取締役、1961年 同 
非常勤取締役

今号のP12-13フォトギャラリーでは、土木学会「田中賞」を受賞した橋梁を紹介しています。
ぜひご覧ください
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名
古
屋
テ
レ
ビ
塔（
現
・
中
部
電
力

Ｍ
Ｉ
Ｒ
Ａ
Ｉ	

Ｔ
Ｏ
Ｗ
Ｅ
Ｒ
）が
令
和
４
年

（
２
０
２
２
）12
月
、技
術
的
・
歴
史
的

価
値
の
高
さ
が
評
価
さ
れ
、重
要
文
化

財（
建
造
物
）に
指
定
さ
れ
た
。設
計

は
、「
塔
博
士
」の
異
名
を
と
る
構
造

家
の
内
藤
多た
ち
ゅ
う仲
。独
自
の
耐
震
構
造

論
を
打
ち
立
て
、そ
の
正
し
さ
が
関
東

大
地
震
※
１
で
見
事
に
実
証

さ
れ
た
。構
造
家
の
先
駆
け

と
も
い
え
る
内
藤
の
功
績
を

追
う
。

取
材
に
訪
れ
た
の
は
、東

京・早
稲
田
に
あ
る
早

稲
田
大
学
理
工
学
研
究
所

の
内
藤
博
士
記
念
耐
震
構

造
研
究
館
で
あ
る
。内
藤
多

仲（
１
８
８
６
―
１
９
７
０
）

の
残
し
た
資
料
を
前
に
、同

大
学
名
誉
教
授
の
山
田	

眞

氏
が
功
績
の
背
景
を
こ
う

語
る
。

「
誕
生
年
の
明
治
19
年

（
１
８
８
６
）頃
ま
で
は
、ま

だ
江
戸
時
代
生
ま
れ
の
人

が
社
会
の
中
枢
を
占
め
て
い

ま
し
た
。そ
れ
が
よ
う
や
く

切
り
替
わ
ろ
う
と
し
て
い
た

時
期
で
す
。日
本
を
背
負
っ

て
立
つ
、建
築
構
造
は
自
分

た
ち
が
担
っ
て
い
く
、と
い
う
使
命
感

が
強
か
っ
た
と
思
い
ま
す
」

功
績
の
筆
頭
に
は
、昭
和
29
年

（
１
９
５
４
）完
成
の
名
古
屋

テ
レ
ビ
塔
が
挙
げ
ら
れ
る
。

高
さ
は
約
１
８
０
ｍ
。
完
成
当
時

は
、日
本
一
の
高
さ
を
誇
る
自
立
式

鉄
塔
※
２
。現
在
は
飲
食
施
設
や
宿
泊

施
設
な
ど
に
改
修
さ
れ
た
フ
ロ
ア
に
、

テ
レ
ビ
放
送
に
必
要
な
設
備
を
置
く

安
定
感
の
あ
る
形
状
だ
。自
重
で
塔
脚

が
広
が
ら
な
い
よ
う
に
、そ
れ
を
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
地
中
梁
で
拘
束
し

た
造
り
だ
。

後
に
、昭
和
33
年（
１
９
５
８
）完

成
の
東
京
タ
ワ
ー
の
設
計
も
手
掛
け
、

「
塔
博
士
」の
異
名
を
と
る
内
藤
。鉄

塔
の
設
計
依
頼
が
、な
ぜ
寄
せ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
か
。

内
藤
は
東
京
帝
国
大
学
で
日
本
の

建
築
構
造
学
の
基
礎
を
築
い
た
と
い
わ

れ
る
佐
野
利と
し
た
か器
に
師
事
し
た
。「
卒
業

後
は
大
学
院
で
学
ぶ
一
方
で
、創
設
間

も
な
い
早
稲
田
大
学
の
建
築
学
科
で

建
築
構
造
学
を
教
え
、院
修
了
と
同

時
に
そ
こ
で
教
授
に
就
任
し
ま
し
た
」

（
山
田
氏
）。

転
機
は
、「
実
施
設
計
の
経
験
を
積

も
う
と
、東
芝
の
源
流
の
一
つ
で
も
あ

る
芝
浦
製
作
所
で
嘱
託
を
務
め
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
」（
山
田
氏
）に
あ
る
。

そ
こ
で
、工
場
建
築
の
設
計
を
経
験
す

る
の
で
あ
る
。

当
時
の
取
締
役
社
長
は
、岩
原
謙
三
。

そ
の
後
、日
本
放
送
協
会（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
）の

初
代
会
長
に
就
任
す
る
実
業
家
で
あ

る
。「
こ
の
岩
原
か
ら
の
依
頼
を
受
け
、

内
藤
は
ラ
ジ
オ
放
送
用
電
波
塔
の
設

計
を
手
掛
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
」

（
山
田
氏
）。

そ
の
ラ
ジ
オ
放
送
用
電
波
塔
で
の

実
績
が
買
わ
れ
、内
藤
は
複
数
事
業
者

の
電
波
を
送
信
す
る
集
約
電
波
塔
と

し
て
は
日
本
初
の
名
古
屋
テ
レ
ビ
塔
の

設
計
依
頼
を
受
け
る
の
で
あ
る
。文
化

審
議
会
が
令
和
４
年
10
月
、テ
レ
ビ
塔

の
重
要
文
化
財（
建
造
物
）指
定
を
文

部
科
学
大
臣
に
答
申
し
た
時
の
評
価

は
、次
の
通
り
だ
。

「
通
天
閣
や
東
京
タ
ワ
ー
の
設
計
で

著
名
な
内
藤
多
仲
が
最
初
に
手
が
け

た
テ
レ
ビ
塔
で
、タ
ワ
ー
建
築
の
歴
史

上
、価
値
が
高
い
。当
時
一
流
の
技
術

陣
を
擁
し
て
、耐
風
に
関
す
る
実
験

や
計
算
が
行
わ
れ
、ま
た
、わ
が
国
初

の
テ
レ
ビ
放
送
用
集
約
電
波
鉄
塔
と

し
て
技
術
的
な
価
値
も
評
価
で
き
る
。

名
古
屋
の
戦
後
復
興
の
シ
ン
ボ
ル
と
い

え
、近
現
代
都
市
整
備
の
メ
ル
ク
マ
ー

ル
※
３
と
な
っ
た
」

も
う
一
つ
大
き
な
功
績
は
、耐
震
構

造
理
論
の
礎
を
築
い
た
点
で
あ
る
。大

正
13
年（
１
９
２
４
）に
博
士
論
文
と

し
て
著
し
た「
架
構
建
築
耐
震
構
造

論
」が
、そ
れ
だ
。要
点
は
、「
耐
震
壁

を
組
み
込
ん
だ
フ
レ
ー
ム
を
建
築
物
の

要
所
に
配
置
し
、建
築
物
全
体
で
の
変

形
を
抑
え
る
、と
い
う
考
え
方
で
す
」

と
、山
田
氏
は
解
説
す
る
。

着
想
が
ユ
ニ
ー
ク
だ
。大
正
６
年

（
１
９
１
７
）か
ら
翌
年
ま
で

内
藤
は
米
国
に
留
学
し
て
い
た
。そ
の

行
き
帰
り
の
経
験
が
、ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
。

東
京
タ
ワ
ー
の
建
設
を
発
注
し
た

日
本
電
波
塔（
現・Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ	

Ｔ
Ｏ
Ｗ

Ｅ
Ｒ
）の
立
ち
上
げ
に
尽
力
し
た
前
田

久ひ
さ
き
ち吉
が
著
し
た「
東
京
タ
ワ
ー
物
語
」

に
よ
れ
ば
、内
藤
は
ボ
ス
ト
ン
に
向
か

う
列
車
の
中
で
、急
停
車
と
と
も
に
倒

れ
、口
金
が
壊
れ
た
自
身
の
ト
ラ
ン
ク

を
目
の
当
た
り
に
し
、帰
路
の
海
上
で

は
、荒
れ
る
海
を
難
な
く
渡
り
切
っ
た

船
の
構
造
に
思
い
を
馳
せ
た
と
い
う
。

こ
の
経
験
を
基
に
内
藤
は
耐
力
壁

を
思
い
つ
く
。「
ト
ラ
ン
ク
が
壊
れ
た
の

は
、中
の
仕
切
り
を
取
り
、荷
物
の
重

さ
が
１
カ
所
に
集
中
し
た
た
め
。ま
た

船
は
太
い
鉄
骨
を
何
本
も
組
み
合
わ

せ
て
い
る
か
ら
、大
波
に
よ
る
縦
揺
れ

や
横
揺
れ
に
も
び
く
と
も
し
な
い
。原

理
と
し
て
は
、波
に
揺
れ
る
の
も
地
震

に
揺
れ
る
の
も
同
じ
こ
と
。そ
こ
で
建

物
に
い
く
つ
も
仕
切
り
、つ
ま
り
力ち

か
ら
か
べ壁

を
入
れ
て
み
て
は
ど
う
か
、と
考
え
て

み
た
」。内
藤
は
前
田
に
こ
う
経
緯
を

明
か
し
て
い
る
。

耐
震
構
造
論
と
し
て
論
文
で
体
系

化
す
る
前
に
、実
践
の
機
会
も
得
て
い

る
。そ
の
一
つ
が
、日
本
興
業
銀
行
の
本

店
ビ
ル
で
あ
る
。意
匠
設
計
は
、２
年

先
輩
の
建
築
家
、渡
辺
節せ
つ

。「
耐
震
構

造
論
の
記
事
を『
建
築
雑
誌
』で
目
に

し
て
、構
造
設
計
を
内
藤
に
依
頼
し
た

の
で
す
」（
山
田
氏
）。

実
践
の
機
会
は
実
証
の
機
会
で

も
あ
っ
た
。ビ
ル
の
完
成
は
大
正
12
年

（
１
９
２
３
）６
月
。同
じ
年
の
９
月
に

は
関
東
大
地
震
が
起
き
る
。「
周
囲
の

ビ
ル
が
被
害
を
受
け
る
中
、こ
の
本
店

ビ
ル
は
被
害
を
受
け
ず
に
済
み
ま
し

た
」（
山
田
氏
）。耐
震
構
造
論
の
正
し

さ
が
実
証
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

当
時
の
構
造
設
計
に
お
け
る
そ
の

意
義
を
、山
田
氏
は
こ
う
評
価
す
る
。

「
当
時
、構
造
安
全
性
を
部
材
単

位
で
し
か
確
認
し
な
い
中
、耐
震
構
造

論
で
は
建
築
物
全
体
と
し
て
安
全
性

を
確
認
す
る
必
要
性
を
訴
え
ま
し
た
。

建
築
物
全
体
で
み
る
こ
と
で
、よ
り
合

理
的
な
構
造
設
計
が
可
能
に
な
り
ま

す
。そ
れ
に
よ
っ
て
経
済
設
計
も
実
現

で
き
る
の
で
す
」

内
藤
の
理
論
は
も
ち
ろ
ん
、設
計
法

も
、後
世
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
。そ

の
役
割
を
担
っ
た
の
が
、内
藤
が
著
し
た

『
建
築
構
造
要
覧
』。山
田
氏
は「
そ

こ
で
自
身
の
設
計
法
を
公
開
し
て
い

ま
す
。構
造
技
術
者
全
体
の
レ
ベ
ル
を

上
げ
よ
う
と
、普
及
活
動
に
も
熱
心
に

取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
」と
、そ
の
功

績
を
た
た
え
る
。

ま
ず
は
ラ
ジ
オ
の
電
波
塔

人
の
縁
で
設
計
の
依
頼
を
受
け
る

ト
ラ
ン
ク
の
仕
切
り
取
り

荷
物
の
重
さ
が
１
カ
所
に

名古屋テレビ塔（現・中部電力MIRAI TOWER）名古屋テレビ塔（現・中部電力MIRAI TOWER）

ルポ

塔博士、耐震構造の礎を「きずく」
留学時の経験をヒントに理論構築

内藤多仲（1886-1970）

ヒントを得たトランクは、現在も早稲田大学が管轄する内藤多仲博士記念館で保管されている
（写真提供：早稲田大学）

日本興業銀行 本店ビル（1923 年竣工　現存せず　
意匠設計：渡辺節　構造設計：内藤多仲）

耐震構造の礎を
きずく

特集 きずく

※1 関東大地震：関東大震災の原因地震
※2 自立式鉄塔：地上から本体のみで自立する方式の鉄塔
※3 メルクマール：物事を判断する基準や、その指標のこと

早稲田大学
名誉教授山

や ま だ

田　 眞
まこと
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地
域
の
話
題

よ
り
み
ち 

こ
の
街

Vol.25

先人がきずいた
建築遺産

　

日
本
各
地
の
大
都
市
、
県
庁
所
在

地
は
城
下
町
と
し
て
発
展
し
た
歴
史
を

持
つ
と
こ
ろ
が
多
い
。
そ
の
中
心
に
、
い

ま
だ
旧
藩
時
代
の
城
郭
や
復
元
建
物

が
そ
び
え
立
つ
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
石

垣
や
堀
が
残
る
城
址
公
園
に
な
っ
て
い

る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
金
沢
の
街
を
訪
ね

た
折
り
に
は
「
金
沢
城	

石
垣
の
博
物

館
」
と
、
そ
の
石
垣
を
観
光
資
源
と
し

て
P
R
し
て
い
た
の
も
印
象
深
か
っ
た
。

　

そ
う
し
て
改
め
て
気
づ
い
た
の
は
、

こ
こ
東
京
も
江
戸
城
の
城
下
町
で
あ

り
、
そ
の
城
の
内
外
を
巡
っ
て
み
る
と
、

石
垣
の
規
模
と
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
が
日
本

一
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
っ
た
。

　

15
世
紀
半
ば
に
太お

お
た
ど
う
か
ん

田
道
灌
が
築
い

た
江
戸
城
は
、
徳
川
家
康
が
江
戸
に

入
府
し
、
全
国
の
大
名
を
動
員
し
て
の

天て
ん
か
ぶ
し
ん

下
普
請
に
よ
っ
て
徐
々
に
巨
城
の
威

容
を
備
え
て
いっ
た
。
城
づ
く
り
に
は

加
藤
清
正
、
藤と
う
ど
う
た
か
と
ら

堂
高
虎
と
いっ
た
築
城

の
名
手
も
招
集
さ
れ
、
大
名
た
ち
は

自
藩
の
プ
ラ
イ
ド
を
賭
け
て
そ
の
建
設

工
事
に
従
事
し
た
。

　

石
垣
に
関
し
て
は
、
用
い
ら
れ
て
い

る
石
、
石
の
加
工
、
積
み
方
、
築
か
れ

た
年
代
な
ど
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
豊
か
で
、
そ

れ
ら
を
調
べつ
つ
見
て
歩
く
と
、
け
っ
こ

う
な
石
垣
マニ
ア
気
分
に
な
れ
そ
う
だ
。

　

ま
ず
は
天
守
閣
や
将
軍
の
居
城
の
あ

る
城
の
中
枢
、
本
丸
の
見
ど
こ
ろ
か
ら
。

　

江
戸
城
の
天
守
閣
は
45ｍ
ほ
ど
あ
り
、

現
存
す
る
国
宝
・
姫
路
城
よ
り
10
ｍ

以
上
の
高
さ
が
あ
る
巨
大
な
も
の
だ
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
明
暦
３
年

（
１
６
５
７
）
の
振
袖
火
事
（
明
暦
の

大
火
）
で
焼
失
し
、
そ
の
後
再
建
さ
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
天
守
台

は
、
有
力
な
外
様
大
名
で
あ
る
加
賀

藩
・
前
田
利
常
に
よ
り
再
構
築
さ
れ
た

も
の
が
現
存
し
て
い
る
。

　

江
戸
城
の
石
垣
の
多
く
に
は
、
関
東

か
ら
近
い
伊
豆
半
島
で
産
出
す
る
伊
豆

石
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
天
守

台
で
は
瀬
戸
内
海
産
の
白
い
花か
こ
う
が
ん

崗
岩
を

用
い
、
布ぬ
の

積
み
と
い
う
長
方
形
の
切
石

を
積
む
手
法
で
10
段
に
積
み
、
角
石
は

８
段
積
み
。
そ
の
接
合
部
の
処
理
も

美
し
く
、
技
術
の
粋
を
尽
く
し
た
秀

作
と
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
本
丸
へ
の
登
城
口
で
あ
っ
た

中
之
門
跡
の
石
垣
も
見
も
の
だ
。
こ

ち
ら
も
瀬
戸
内
海
産
の
花
崗
岩
が
多

く
用
い
ら
れ
、
石
垣
の
表
面
を
覆
う
築つ
き

石い
し
に
は
35
ｔ
前
後
の
江
戸
城
内
で
も
最

大
級
の
巨
石
を
使
用
。
往
時
は
こ
の
両

石
垣
の
間
の
渡
わ
た
り
や
ぐ
ら
も
ん

櫓
門
※
１
を
、
登
城
す

る
幕
臣
や
大
名
た
ち
が
行
き
来
し
た
。

　

本
丸
の
東
側
の
二
の
丸
は
、
将
軍
の

別
邸
や
世
継
ぎ
の
御
殿
が
建
て
ら
れ
た

エ
リ
ア
。
本
丸
と
二
の
丸
の
間
は
急
坂

地
形
で
隔
て
ら
れ
、
そ
の
汐
見
坂
の
周

り
の
石
垣
に
は
、
算さ
ん
ぎ木
積
み
※
２
、
布
積

み
と
さ
ま
ざ
ま
な
手
法
が
見
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
汐
見
坂
と
梅
林
坂
の
間
の

坂
道
下
に
続
く
石
垣
は
、
そ
の
表
面

を
見
る
と
、
石
の
表
面
に
彫
ら
れ
た
す

だ
れ
※
３
の
方
向
に
よ
り
、
積
み
替
え

ら
れ
る
な
ど
、
修
築
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
平
成
14
年
（
２
０
０
２
）

か
ら
17
年
（
２
０
０
５
）
に
か
け
て
も

修
復
工
事
が
行
わ
れ
、
明
暦
の
大
火

に
よ
る
被
害
状
況
の
調
査
や
、
割
れ
、

欠
損
な
ど
が
生
じ
て
い
る
石
材
の
交
換

が
行
わ
れ
た
。

　

次
い
で
、
城
を
取
り
囲
む
内
堀
の
石

垣
を
見
て
い
こ
う
。

　

本
丸
天
守
台
す
ぐ
北
側
の
出
入
口

の
北き

た
は
ね
ば
し
も
ん

桔
橋
門
は
本
丸
を
守
る
重
要
な

門
で
、
い
ざ
と
い
う
時
は
橋
を
は
ね
上

げ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
周

辺
の
平
川
堀
、
乾
い
ぬ
い
堀
は
本
丸
の
建
つ
台

地
を
深
く
掘
っ
た
も
の
で
法
面
に
は
高

さ
20ｍ
以
上
の
壮
大
で
堅
固
な
石
垣
が

そ
び
え
、
そ
れ
が
総
延
長
５
５
０ｍ
ほ

ど
も
続
い
て
い
る	

。

　

一
方
、
桜
田
堀
や
半
蔵
堀
、
千
鳥
ヶ

淵
な
ど
皇
居
西
側
に
は
、
土ど
る
い塁
式
と
い

わ
れ
る
３
段
構
造
の
石
垣
が
続
い
て
い

る
。
緑
に
覆
わ
れ
た
土
塁
の
下
部
に
腰こ
し

巻ま
き

石
垣
、
上
部
に
鉢は
ち
ま
き巻
石
垣
が
築
か

れ
、
腰
巻
石
垣
は
土
塁
の
補
強
、
鉢

巻
石
垣
は
防
衛
力
を
高
め
る
た
め
の
も

の
だ
そ
う
だ
。
こ
の
土
塁
式
の
堀
沿
い

に
は
ゆ
っ
た
り
と
し
た
水
面
と
木
々
の

茂
る
な
だ
ら
か
な
斜
面
が
続
き
、
自

然
と
調
和
し
た
美
し
い
風
景
だ
。

　

内
堀
か
ら
外
堀
へ
と
探
索
の
範
囲
を

広
げ
る
と
、飯
田
橋
（
牛
込
）※
４
、市
ヶ

谷
、
四
谷
、
赤
坂
な
ど
に
は
江
戸
城
外

郭
の
門
の
石
垣
が
残
り
、
都
心
の
街
並

み
に
歴
史
的
な
趣
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

　

日
本
橋
や
日
本
銀
行
本
店
に
近
い

常
盤
橋
御
門
は
、
か
つ
て
の
３
分
の
２

の
石
垣
が
残
る
外
郭
門
の
中
で
最
も

保
存
状
態
の
よ
い
も
の
。
明
治
10
年

（
１
８
７
７
）
築
の
常
磐
橋
※
５
は
、
東

日
本
大
震
災
で
受
け
た
被
害
の
修
復

工
事
を
終
え
、令
和
３
年
（
２
０
２
１
）

５
月
か
ら
通
行
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

世
界
的
な
巨
大
城
郭
で
あ
る
江
戸

城
の
石
垣
は
、
先
人
が
築
い
て
き
た
大

い
な
る
建
築
遺
産
。
そ
の
石
垣
を
見
て

歩
く
こ
と
で
、
江
戸
東
京
の
歴
史
と
江

戸
時
代
の
匠
の
精
神
に
触
れ
る
こ
と
が

で
き
る
。
さ
ら
に
、
各
石
垣
の
普
請
を

担
当
し
た
大
名
、
石
の
産
地
、
石
に
掘

ら
れ
て
い
る
刻
印
な
ど
江
戸
城
石
垣
を

追
求
す
る
テ
ー
マ
は
無
尽
蔵
だ
。

（
文
：
鈴
木
伸
子
）

豪
壮
、壮
大
な
石
垣
が
居
並
ぶ

本
丸
地
区

険
し
い
石
垣
、の
ど
か
な
石
垣
、

内
堀
風
景
さ
ま
ざ
ま

天守台

北の丸公園

千鳥ヶ淵

N

平川堀

内堀通

北桔橋門

乾堀

本丸
二の丸

吹上御苑
宮内庁

宮殿

大手門

桜田門　

桜田堀

中之門跡

天守台

二重橋

内
堀
通

半蔵堀

皇居東御苑

皇居
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
。

特集 きずく

※1 渡櫓門：石垣の上に櫓を渡して、その下を門にした形
※2 算木積み：直方体にした石材の長辺と短辺を交互に組み上げ、石垣の強度をアップさせる積み方
※3 表面にノミで縦線や斜めに筋を付ける石垣の仕上げの一つで、「すだれ仕上げ」と呼ばれる
※4 JR飯田橋駅西口には、かつて牛込見附があった
※5 日本橋界

かいわい
隈には、日本橋川の下流から「常盤橋」「常磐橋」「新常盤橋」と、3つの「ときわ橋」がある

本丸天守台の石垣

本丸への登城口であった中之門の石垣

桜田堀の3段構造の土塁式石垣

腰巻石垣

鉢巻石垣

●江戸城簡略図
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❷

新たな歴史を「きずく」――新たな歴史を「きずく」――
「土木学会 田中賞」受賞作品「土木学会 田中賞」受賞作品
新たな歴史を「きずく」――新たな歴史を「きずく」――

「土木学会 田中賞」受賞作品「土木学会 田中賞」受賞作品
　

橋
梁
・
鋼
構
造
工
学
に
関
す
る
優
秀
な

業
績
に
対
し
て
授
与
さ
れ
る「
土
木
学
会 

田
中
賞
」を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。賞
の
由

来
と
な
っ
た
の
は
、永
代
橋
や
清
洲
橋
な
ど

数
々
の
名
橋
を
設
計
し
た
技
術
者
で
、同

学
会
の
会
長
を
務
め
た
田
中
豊
。１
９
６
６

年
度
に
発
足
し
て
か
ら
半
世
紀
以
上
の
歴

史
を
持
つ
こ
の
賞
は
、極
め
て
名
誉
あ
る
賞

と
し
て
の
評
価
が
定
着
し
て
い
る
。今
号
で

は
、橋
梁
史
に
新
た
な
歴
史
を「
き
ず
く
」

田
中
賞
受
賞
作
品
を
紹
介
す
る
。

　

ま
ず
は
、南
三
陸
町
震
災
復
興
祈
念
公

園
と
南
三
陸
さ
ん
さ
ん
商
店
街
を
つ
な
ぐ

「
中
橋
」。地
元
産
の
杉
材
と
鉄
を
組
み

合
わ
せ
た
歩
道
橋
で
、海
を
臨
む
上
の
橋

と
、太
鼓
橋
の
ア
ー
チ
を
反
転
し
た
下
部
の

逆
反
り
部
分
の
川
面
を
眺
め
る
下
の
橋
か

ら
な
る
ダ
ブ
ル
デ
ッ
キ
構
造
だ
。高
欄
支
柱

を
兼
用
し
た
W
o
o
d 

G
a
t
e
は
神
社

の
千
本
鳥
居
を
思
わ
せ
る
デ
ザ
イ
ン
で
、公

園
へ
の
参
道
に
見
立
て
ら
れ
て
い
る
。

　

続
い
て
は
、横
浜
市
の
み
な
と
み
ら
い
21

新
港
地
区
の「
新
港
サ
ー
ク
ル
ウ
ォ
ー
ク
」。

内
側
に
楕
円
形
の
主
構
が
あ
り
、そ
こ
か

ら
外
側
に
張
り
出
す
よ
う
に
歩
道
部
分
を

設
け
る
と
い
う
斬
新
な
デ
ザ
イ
ン
の
歩
道

橋
だ
。橋
の
上
か
ら
は
、横
浜
ベ
イ
ブ
リ
ッ
ジ

や
赤
レ
ン
ガ
倉
庫
な
ど
、横
浜
を
代
表
す
る

建
造
物
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
他
に
も
、全
国
に
は
多
く
の
受
賞
作

品
が
架
か
っ
て
い
る
。訪
ね
て
み
て
ほ
し
い
。

1．中橋（トラス橋　2020年竣工　宮城県南三陸町）　
2.新港サークルウォーク（トラス橋　1999年竣工　神奈
川県横浜市）　3.歴史的土木構造物の価値を保存継
承しつつ、現在の都市空間で活きるインフラとして再生
させた常

と き わ

磐橋
ばし

。（アーチ橋　2020年竣工　東京都千代
田区　写真提供：千代田区広聴広報課）　4.主橋梁部
がアーチ構造とトラス構造を融合した2径間連続非対称

ブレースドリブアーチ橋の千歳橋。（アーチ橋　2003年竣工　大阪府大阪市　写真提供：大阪市建設局
道路河川部橋梁課）　5.新佐奈川橋は、高さ89ｍの橋脚が伸びやかでダイナミックな日本有数の高橋脚橋
梁。（ラーメン橋　2012年竣工　愛知県豊川市　写真提供：中日本高速道路株式会社）　6.見渡すかぎ
りの富山湾やそびえ立つ立山連峰など、空中からの美しい眺めが圧巻の新湊大橋。（斜張橋　2012年竣
工　富山県射水市　写真提供：公益社団法人とやま観光推進機構）　7.レインボーブリッジは全長約800
ｍ。東京のシンボル的存在で、東京湾に美しいシルエットを与えている。（吊り橋　1993年竣工　東京都港
区　写真提供：首都高速道路株式会社）　8.酒田みらい橋は、国内で初めて超高強度コンクリート系新素
材「ダクタル」を用いた歩道橋。（ガーダー橋　2002年竣工　山形県酒田市　写真提供：前田製管株式会
社）　9.田中豊の代表作の一つである永代橋と、賞の英文表記頭文字のTとAをモチーフにしたデザインの
田中賞ロゴマーク。（提供：公益社団法人土木学会）

1

689

7 5

4

3
2

特集 きずく
新たな歴史を
きずく

❺

❻

❽

❹

❶

今号のP04-07巻頭インタビューで、田中豊を紹介しています。ぜひご覧ください。
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これらの小冊子は無料でお配りしています。弊社、営業部・支店までお気軽にお問い合わせください。

マンガでわかる若手技術者育成シリーズ

令和5年1月改正点
1. その他の審査項目（社会性等）（Ｗ）に係る改正
2. ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況（Ｗ１－⑨）の新設
3. 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況（Ｗ１－⑩）の新設

など

建設企業向け小冊子のご紹介
弊社では、建設企業に向けた小冊子を刊行・提供しています。2023年3月には、若手技術者の方を対象にした小

冊子『建設技術者　START BOOK 2023』を刊行しました。本書のほかにも経営者、技術者、新入社員それぞれを
対象としたものを刊行しています。ここでは、これら小冊子をご紹介します。

経営者を対象にした小冊子

若手技術者を対象にした小冊子

若手技術者を対象にした最新刊

新入社員を対象にした小冊子

『建設技術者　START BOOK 2023』
建設業は、社会資本の整備を支え、人々の安心・安全な生活を守る「地域の守り手」として重要な役

割を担っています。しかし、人手不足などによりその役割が果たせなくなるのではないかと懸念されて
おり、業界を挙げてさまざまな人材確保・育成策に取り組んでいます。このような状況を踏まえ、弊社
は若手技術者の方の成長を応援することを目的として、本書を刊行しました。

本冊子では、建設技術者が身に付けておくべき基礎的な知識や仕事内容、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わかりやすく解説しています。また、近年関心が
高まっているICT、BIM・CIM、ドローンなどの建設DXや働き方改革にも触れており、建設業の今後を
イメージしてもらえるような内容となっています。

『建設業のためのＱ＆Ａ　経営事項審査』
経営事項審査の概要、各審査項目の基準および評点の算出方法などについて、Ｑ＆Ａ形式で解説し

ています。経営事項審査の改正の都度、見直しを行っており、本冊子は、令和５年１月の改正に対応した
ものとなっています。

『人材確保・定着ガイドブック』

建設業が将来にわたり「地域の守り手」
としての役割を果たしていくためには、人
材の確保・育成は喫緊の課題です。

本冊子は、人材の採用・定着にあたり、
ハローワークの活用方法や社内体制の
整備など具体策と実践例を用いて解説し
ています。

『〈新〉現場代理人育成
 ハンドブック』

現場代理人が企業に利
益をもたらすために必要
となる能力について解説
するとともに、現場代理人
の育成ステップの具体例
を紹介しています。

『若手技術者育成のための環境保全管理ハンドブック』
若手技術者や将来の建設産業を担う学生に施工管理の入門書と

して気軽に読んで学んでいただけるよう、技術者に求められる知識
をわかりやすく解説した『マンガでわかる若手技術者育成シリーズ』
の最新刊です。

本冊子では、若手技術者である主人公が、工事の騒音や廃棄物の
取扱いなど、現場で直面する課題や困難を乗り越え成長していく姿
を通して、環境保全管理の大切さについて解説しています。マンガ
によるストーリーのほか、各章ごとに用語の説明やポイントの解説も
掲載しています。

『事業承継ガイドブック』

事業承継を検討されている、または、
これから勉強したいと考えている経営
者向けに、事業承継を実行するまでのス
テップや事業承継の事例、資産の承継で
やるべきこと、事業承継に関連する法律
などを分かりやすく解説したガイドブッ
クです。

『建設フレッシュマン GUIDE BOOK 2022』
新入社員の方を対象に、建設業界で働くうえで

覚えておきたいポイントを、「社会人としての基本」
「仕事の基本」「建設業の基本」の3つの基本を軸
に解説しています。

第1部：社会人としての基本
働くことの意味などの社会人としての心構えや

仕事に向き合う姿勢、コンプライアンスの基礎知識、ＳＮＳの使い方、健康・時間・お金の管理、ストレスへ
の対処方法など、社会人としての基本について解説しています。

第2部：仕事の基本
職場内での人間関係の築き方、指示の受け方とホウ・レン・ソウの基本、身だしなみや言葉づかい、

お客さまや取引先との接し方などのマナーの基本、ビジネス文書・メールの書き方など、仕事の基本
について解説しています。

第3部：建設業の基本
建設産業の社会的役割、建設業法の目的や関係法令の概要、公共工事・民間工事・土木工事・建築

工事の流れ、安全衛生管理の重要性など、建設業の基本について解説しています。

原価管理編 安全管理編工程管理編品質管理編

EAST TIMES  2023 夏号EAST TIMES  2023 夏号 1415



大
活
劇
！ 

左
甚
五
郎

は
じ
め
に

　

左
甚
五
郎
に
つ
い
て
は
、こ
の
連
載
の
第
３

回
目
で
取
り
上
げ
、水
戸
黄
門
の
よ
う
な
庶

民
が
求
め
た
理
想
の
ヒ
ー
ロ
ー
で
あ
り
、虚

構
の
存
在
だ
と
述
べ
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
案

に
反
し
て
、四
国
の
高
松
に
は
左
甚
五
郎
の

子
孫
を
名
の
る
左ひ
だ
り
こ
う
き
ょ

光
挙
な
る
人
物
が
い
た
の

で
す
。

　

左
氏
は
明
治
40
年（
１
９
０
７
）生
ま
れ
の

彫
刻
家
で
、昭
和
26
年（
１
９
５
１
）に
は
甚

五
郎
没
後
３
０
０
年
祭
を
挙
行
。そ
の
様
子

は
N
H
K
で
全
国
放
送
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。

さ
ら
に
昭
和
28
年
に
は
左
甚
五
郎
の「
実

説
」で
あ
る『
名
め
い
し
ょ
う
ひ
だ
り
こ
が
た
な

匠
左
小
刀
』を
刊
行
し
ま

し
た
。こ
れ
は
５
５
０
頁
を
超
え
る
大
作
で

あ
り
、そ
の
他
に
も
甚
五
郎
の
存
在
を
証
明

す
べ
く
種
々
の
論
考
を
発
表
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
左
氏
の
語
る
実
説
左
甚
五
郎

『
名
匠
左
小
刀
』を
要
約
で
ご
紹
介
し
ま

し
ょ
う
。ち
な
み
に
、昭
和
34
年（
１
９
５
９
）

に
刊
行
さ
れ
た
河
出
書
房
新
社
の『
日
本
歴

史
大
辞
典
』で
は
、こ
の
左
氏
の
著
書
を
も

と
に
、「
左
甚
五
郎
」の
項
目
が
執
筆
さ
れ
ま

し
た
。

『
名
匠
左
小
刀
』の
要
約

　

―
左
甚
五
郎
は
、文
禄
３
年（
１
５
９
４
）

12
月
26
日
に
足
利
家
の
重
臣
の
子
と
し
て
播

州
明
石
に
生
ま
れ
た
。父
は
幼
い
甚
五
郎
を

残
し
て
亡
く
な
っ
た
た
め
、飛
騨
高
山
の
城
下

に
住
む
叔
父
の
河
合
忠
左
衛
門
に
預
け
ら
れ
、

築
城
学
や
剣
術
を
学
ん
だ
。

　

あ
る
日
、甚
五
郎
が
飛
騨
国
分
寺
の
境
内

で
雪
の
仁
王
像
を
作
っ
て
い
る
と
、禁き
ん
り裏

※
１
御

用
大
工
の
遊
左
与
平
次
の
目
に
と
ま
っ
た
。甚

五
郎
は
弟
子
と
な
っ
て
京
に
上
り
、９
年
の
後

に
大だ
い

伽が

藍ら
ん
の
建
立
に
も
携
わ
る
若
棟
梁
と
な

り
、畿
内
第
一
と
大
し
た
評
判
に
な
っ
た
。ま

た
、竹
で
つ
く
っ
た
花
開
く
水
仙
の
彫
刻
に

よ
っ
て
、天
皇
か
ら「
天
下
一
」の
称
号
を
許
さ

れ
た
。

　

そ
の
後
、甚
五
郎
は
、江
戸
城
設
計
並
び
に

大
改
築
の
下
命
を
受
け
た
が
、棟
梁
の
座
を

奪
わ
れ
た
中
井
遠と
お
と
う
み
の江
守か
み
の
子
分
に
襲
わ
れ
、

こ
れ
を
返
り
討
ち
に
し
た
。

　

大
改
築
が
完
成
す
る
と
、地
下
の
抜
け
道

を
は
じ
め
、江
戸
城
の
秘
密
を
知
る
甚
五
郎

を
暗
殺
し
よ
う
と
、旗
本
た
ち
が
襲
っ
て
き
た

が
、こ
れ
も
返
り
討
ち
に
し
た
。

　

老
中
土
井
利
勝
は
旗
本
を
討
っ
た
甚
五

郎
を
捨
て
置
け
ず
、死
ん
だ
も
の
と
し
て

娘
婿
の
生い
こ
ま駒
讃さ
ぬ
き
の
か
み

岐
守
の
国
元
で
あ
る
讃
岐

高
松
へ
３
年
間
亡
命
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。

『
嬉き
ゆ
う
し
ょ
う
ら
ん

遊
笑
覧
』な
ど
に
出
る
左
甚
五
郎
の

年
譜
は
、こ
の
江
戸
亡
命
の
日
、寛
永
11
年

（
１
６
３
４
）4
月
26
日
を
死
去
の
日
と
し
て

い
る
。―

　

こ
の
後
、寛
永
16
年
春
に
、生
駒
藩
が

改か
い

易え
き

※
２
に
な
っ
た
た
め
、甚
五
郎
は
京
都
に
引

き
上
げ
る
こ
と
と
な
り
、寛
永
19
年
２
月
に

松
平
頼
重
が
讃
岐
高
松
に
移
封
さ
れ
る
に
及

ん
で
、再
び
客
分
棟
梁
と
し
て
迎
え
ら
れ
、慶

安
４
年（
１
６
５
１
）12
月
29
日
に
58
歳
に
て

波
乱
の
一
生
を
閉
じ
た
…
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。そ
し
て
、左
甚
五
郎
の
名
は
讃
岐

で
３
代
ま
で
世
襲
さ
れ
、左
光
挙
氏
は
７
代

目
と
い
う
こ
と
に
な
る
そ
う
で
す
。

鑿ノ
ミ

の
二
刀
流

　

さ
て
、上
記
の
よ
う
に『
名
匠
左
小
刀
』に

は
、甚
五
郎
が
度
重
な
る
刺
客
を
返
り
討
ち

に
し
た
と
い
う
場
面
が
あ
り
ま
す
の
で
、抜

き
出
し
て
み
ま
し
ょ
う
。そ
れ
は
、甚
五
郎
が

駕か

籠ご

に
揺
ら
れ
て
の
帰
り
道
の
こ
と
。突
然
、

暗
闇
か
ら
怪
し
い
人
影
が
バ
ラ
バ
ラ
と
飛
び

出
し
て
き
ま
し
た
。

「
何
故
、こ
の
甚
五
郎
の
命
を
…
」

「
江
戸
城
の
完
成
を
見
た
今
日
、そ
の
設
計

棟
梁
の
甚
五
郎
、こ
の
世
に
在
る
は
幕
府
の

不ふ

為た
め

じ
ゃ
」

甚
五
郎
は
い
つ
の
ま
に
か
両
手
に
例
の
西
陣

の
名
刀
匠
埋う
め
た
だ
み
ょ
う
じ
ゅ

忠
明
寿
の
作
っ
た
大
小
の
鑿

を
握
り
…
富
田
流
の
剣
法
、鵜
の
毛
で
突

く
程
の
隙
も
見
え
な
い
。

「
そ
れ
つ
、各
々
一
斉
に
か
か
ら
れ
つ
ー
。」

あ
わ
や
真
二
つ
と
思
っ
た
瞬
間
、甚
五
郎
は

弾
丸
の
ご
と
く
相
手
の
手
許
に
飛
び
込
ん
で

脾ひ

腹ば
ら

を
つ
い
た
。そ
の
か
え
す
鑿
で
、横
よ
り

つ
い
て
か
か
る
無
頼
漢
の
喉
を
掻
き
切
っ
た

の
で
声
も
た
て
ず
に
打
ち
倒
れ
た
。…

　

こ
う
し
て
甚
五
郎
は
、な
ん
と
両
手
に
持
っ

た
ノ
ミ
を
武
器
に
、大
刀
を
持
つ
数
人
を
返

り
討
ち
に
し
て
し
ま
う
の
で
す
。

中
井
遠
江
守

　

こ
の
他
、作
中
に
は
甚
五
郎
の
敵
役
と
し
て
、

幕
府
の
棟
梁
の
中
井
遠
江
守
正
清
な
る
人
物

が
登
場
し
ま
す
。お
そ
ら
く
こ
れ
は
実
在
し

た
大
工
頭
の
中
井
大や

ま
と
の
か
み

和
守
正ま

さ
き
よ清

の
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
が
、実
説
だ
と
言
う
の
に
な
ぜ「
大

和
守
」が「
遠
江
守
」に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。

ま
た
、作
中
の
遠
江
守
は
幕
府
の
棟
梁
と
い

う
よ
り
も
、博
徒
の
親
分
の
よ
う
で
、ほ
と
ん

ど
股ま
た

旅た
び

物も
の
の
悪
役
で
す
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、先
に
紹
介
し
た『
日
本

歴
史
大
辞
典
』の
執
筆
者
は
、こ
れ
を
読
ん

で
何
の
疑
問
も
も
た
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。私
は
ど
こ
ま
で
本
気
だ
っ
た
の
か
と
、首

を
ひ
ね
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
、作
中
で
は

「
閑か
ん
わ
き
ゅ
う
だ
い

話
休
題
」
と
し
て
事
実
で
あ
る
こ
と

を
強
調
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
た
び
た
び
挟
み
、

さ
ら
に
後
年
に
出
版
し
た
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の

『
名
工
左
甚
五
郎
の
一
生
』で
は
、左
氏
に
異

議
を
と
な
え
た
建
築
史
家
に
真
っ
向
か
ら
反

論
す
る
な
ど
、大
ま
じ
め
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

建
築
史
家
・
伊
藤
て
い
じ

　

さ
て
、そ
の
左
氏
に
異
議
を
唱
え
た
建
築

史
家
と
は
、民
家
研
究
な
ど
で
有
名
な
伊
藤

て
い
じ
氏
な
の
で
す
が
、下
記
の
よ
う
な
不
審

点
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

①	

生
駒
家
の
二
つ
の
史
料
に「
甚
五
郎
」の

名
が
あ
る
こ
と
が
、左
甚
五
郎
実
在
の

最
大
の
根
拠
と
し
て
い
る
が
、そ
の「
甚

五
郎
」が
左
甚
五
郎
と
い
う
証
拠
は
な

い
。（
詳
細
は
後
述
し
ま
す
）

②	

３
代
に
わ
た
っ
て
甚
五
郎
の
名
が
受
け

継
が
れ
た
の
に
、棟
札
な
ど
に
そ
の
名
が

現
れ
た
こ
と
が
な
い
。

③	

左
家
に
伝
わ
る
と
い
う
系
図
は
、３
代

目
と
４
代
目
の
間
に
64
年
の
開
き
が

あ
っ
て
不
自
然
で
あ
る
。

飛
騨
郷
土
史
家
・
菱ひ
し
む
ら村
正ま
さ
ふ
み文

　

伊
藤
氏
の
他
に
、飛
騨
郷
土
史
家
の
菱
村

正
文
氏
は
、甚
五
郎
の
叔
父
の
河
合
忠
左
衛

門
や
、師
匠
で
あ
る
遊
左
与
平
次
が
飛
騨
に

い
た
記
録
が
な
い
、な
ど
と
飛
騨
史
に
関
連

の
あ
る
５
つ
の
重
大
な
疑
問
点
を
挙
げ
た
後
、

「
こ
の
外
に
も
左
論
考
の
中
に
幾
つ
か
不
審

点
が
あ
る
。し
か
し
そ
れ
ら
は
飛
騨
史
の
上

か
ら
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
な
の
で
割
愛
す

る
」と
言
い
捨
て
て
い
ま
す
。

生
駒
家
分
限
帳
※
３

と

生
駒
家
士
分
限
帳

　

さ
て
、伊
藤
氏
の
挙
げ
た
不
審
点
①
で
触

れ
ま
し
た
が
、左
氏
は
寛
永
11
年
の「
生
駒

家
分
限
帳
」と
寛
永
16
年
の「
生
駒
家
士
分

限
帳
」の
二
つ
の
史
料
に「
甚
五
郎
」の
名
が
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
、「
甚
五
郎
が
大
工
頭
と
し

て
七
年
間
を
仕
え
た
左
甚
五
郎
在
世
中
の

記
録
で
あ
り
、在
藩
中
の
生
き
た
藩
の
公
文

書
の
記
録
と
し
て
、甚
五
郎
が
実
在
の
大
工

頭
で
あ
る
事
と
そ
の
年
代
を
正
確
に
立
証
す

る
記
録
と
し
て
、こ
れ
以
上
完
璧
な
證
明
は

な
い
」と
、ま
さ
に
最
重
要
の
典
拠
史
料
だ
と

述
べ
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
れ
で
は
、こ
の
二
つ
の
史
料
を
見
て
み
ま

し
ょ
う
。左
氏
は『
考
証
左
甚
考
』の
中
で
、

そ
れ
ぞ
れ
が
採
録
さ
れ
て
い
る
書
名
の
み
な

ら
ず
、甚
五
郎
の
名
が
あ
る
ペ
ー
ジ
数
ま
で

教
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。そ
れ
に
よ
る
と
寛

永
11
年
の
方
は
、『
西
讃
府
志
』の
１
０
４
６

P
、寛
永
16
年
は『
真
書
讃
岐
生
駒
記
』の

１
２
７
P
。こ
れ
ら
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

「
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」で

気
軽
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

寛
永
11
年
？　

船
大
工
？

　

そ
し
て
、こ
れ
ら
を
見
る
と
確
か
に
数
人
の

「
大
工
頭
」の
中
に「
甚
五
郎
」の
名
が
あ
り

ま
す
。し
か
し
、こ
れ
だ
け
で
は
伊
藤
て
い
じ

氏
の
言
う
よ
う
に
、こ
の「
甚
五
郎
」が
左
甚

五
郎
か
判
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。そ
れ
に

加
え
、「
寛
永
11
年
」の
方
は
作
成
年
不
明
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

な
ぜ
な
ら
最
後
に「
末
尾
破
損
シ
テ
奥
書

無
ケ
レ
バ
何
レ
ノ
年
何
レ
ノ
人
ノ
モ
ノ
セ
シ
ト

云
フ
コ
ト
ハ
今
定
カ
ナ
ラ
ネ
ド
…
」と
あ
り
、

お
そ
ら
く
寛
永
10
年
前
後
だ
ろ
う
と
推
測

し
て
い
ま
す
。こ
う
し
た
注
が
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、な
ぜ
か
左
氏
は
こ
の
史
料
が
寛
永

11
年
の
も
の
だ
と
言
い
切
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、そ
れ
よ
り
も
問
題
な
の
は
、甚
五

郎
は「
船
大
工
」だ
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

す
。堂
宮
大
工
や
彫
物
大
工
と
し
て
天
下
一の

称
号
を
得
た
は
ず
の
甚
五
郎
が
、亡
命
し
た

と
は
い
え「
船
大
工
」と
記
さ
れ
た
理
由
は
何

な
の
か
。そ
れ
に
つ
い
て
、左
氏
は
一
切
触
れ
て

い
ま
せ
ん
。

お
わ
り
に

　

察
す
る
に
左
氏
に
と
っ
て
、左
甚
五
郎
の
子

孫
で
あ
る
と
い
う
家
伝
は
何
よ
り
の
誇
り
で

あ
り
、ま
ぎ
れ
も
な
い
史
実
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
。そ
れ
ゆ
え
、生
駒
家
の
二
つ
の
史
料
に「
甚

五
郎
」の
名
を
見
た
と
き
、犯
し
が
た
い
証
拠

と
し
て
妄も
う

信し
ん

し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
あ
、そ
こ
ま
で
は
わ
か
ら
な
く
も
な
い
の

で
す
が
、な
ぜ
現
実
離
れ
し
た「
実
説
」ま
で

作
成
し
て
し
ま
っ
た
の
か
。私
は
今
回
の『
名

匠
左
小
刀
』を
読
ん
で
い
て
、あ
る
空
手
家
の

物
語
を
思
い
浮
か
べ
ま
し
た
。彼
の
武
勇
伝
は

マ
ン
ガ
と
し
て
連
載
さ
れ
、多
く
の
少
年
た
ち

を
熱
狂
さ
せ
ま
し
た
。作
中
で
は『
名
匠
左

小
刀
』と
同
じ
く
、た
び
た
び
事
実
で
あ
る
こ

と
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、後
年
に
な
っ

て
ほ
と
ん
ど
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
関
係
者
が

明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。し
か
し
、真
偽
は
別

と
し
て
、こ
の
漫
画
に
よ
っ
て
、そ
の
空
手
家
の

流
派
は
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

前
回
ご
紹
介
し
た
山
口
裕
造
氏
の
岩
永

三
五
郎
の
一
代
記
も
そ
う
で
し
た
が
、こ
う
し

た「
実
説
」は
昭
和
時
代
の
あ
る
種
の
Ｐ
Ｒ
戦

略
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。ま
あ
、現
在
の
よ

う
に
些
細
な
誤
り
で
も
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
炎
上
し
て

し
ま
う
世
の
中
で
は
、な
か
な
か
難
し
い
の
で

し
ょ
う
が
。

（
文
：
江
口
知
秀
）

シ
リ
ー
ズ
75

建設産業図書館通信Vol.93

左光挙氏（『名工左甚五郎の一生』より転載）

『名工左甚五郎の一生』の挿絵　刺客の脾腹を弾丸のように突いている左甚
五郎　左光挙氏画（『名工左甚五郎の一生』より転載）

左氏が寛永11年のものだという「生
駒家分限帳」より。船大工・八右衛門
のとなりに、同（船大工）甚五郎とある

※1 禁裏：天皇の住居　　※2 改易：所領や役職を取り上げること　　※3 分限帳：大名が作成した家臣団の名簿
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車
社
会
の
進
展
や
商
業
施
設
の
郊
外
化
・

大
型
化
、
人
口
減
少
な
ど
に
よ
り
、
活
気

が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
地
方
都
市
の
駅
前
。

今
回
は
、
そ
う
い
う
駅
前
を
再
生
す
る
た

め
、
新
た
な
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
令
和
２
年

（
２
０
２
０
）
９
月
、
J
R
黒
磯
駅
前
に

誕
生
し
た
那
須
塩
原
市
図
書
館
「
み
る
る
」

を
紹
介
し
ま
す
。

　

駅
と
街
を
つ
な
ぐ
駅
前
広
場
と
一
体
化

し
た
地
上
２
階
建
て
の
こ
の
図
書
館
に
は
、

駅
前
広
場
か
ら
館
内
へ
と
続
く
通
路
「
み

る
る
ア
ベ
ニ
ュ
ー
」
を
歩
い
て
入
館
し
ま

す
。
１
階
は
こ
の
通
り
が
奥
ま
で
続
い
て

お
り
、
そ
の
両
サ
イ
ド
に
は
、
展
示
ス
ペ
ー

ス
や
カ
フ
ェ
な
ど
が
並
び
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
セ
ン
タ
ー
の
よ
う
な
雰
囲
気
を
醸
し
出

し
て
い
ま
す
。

　
「
み
る
る
」
は
〝
森
〟
を
コ
ン
セ
プ
ト

と
し
た
造
り
に
な
っ
て
お
り
、
主
に
三
つ

の
仕
掛
け
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
う

ち
の
一
つ
で
あ
る
「
森
の
ポ
ケ
ッ
ト
」
が
、

こ
の
「
み
る
る
ア
ベ
ニ
ュ
ー
」
に
あ
り
ま
す
。

　
「
森
の
ポ
ケ
ッ
ト
」
と
は
、
レ
イ
ア
ウ
ト

を
自
由
に
組
み
換
え
ら
れ
る
木
製
家
具
が

配
置
さ
れ
て
い
る
ゾ
ー
ン
で
、
木
々
の
間

の
ス
ペ
ー
ス
に
日
の
光
が
降
り
注
ぐ
よ
う

な
吹
抜
け
空
間
を
構
成
し
て
い
ま
す
。
こ

の
場
所
に
は
明
確
な
使
い
方
が
設
定
さ
れ

て
お
ら
ず
、
館
内
を
行
き
交
う
人
々
が
話

し
た
り
、
座
っ
た
り
、
読
ん
だ
り
す
る
な
ど
、

自
由
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

２
階
に
は
本
来
の
図
書
館
と
し
て
の
機

能
を
集
約
し
て
い
ま
す
。
と
言
っ
て
も
、

単
に
本
棚
が
規
則
的
に
配
列
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
は
、
二

つ
目
の
仕
掛
け
で
あ
る
「
放
射
状
の
本
棚
」

が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
木
の
幹
を
中
心
に

枝
が
放
射
状
に
伸
び
る
よ
う
に
、
背
丈
の

低
い
本
棚
を
放
射
状
に
配
置
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
利
用
者
は
そ
の
中
心
部
か
ら
本

棚
を
見
渡
す
こ
と
で
、
目
的
の
本
の
テ
ー

マ
や
タ
イ
ト
ル
に
行
き
着
く
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ま
た
、
高
さ
を
抑
え
た
本
棚
が
利

用
者
の
視
界
を
広
げ
る
の
で
、
い
ろ
い
ろ

な
ジ
ャ
ン
ル
の
本
が
目
に
飛
び
込
み
、
思

わ
ぬ
本
と
の
出
合
い
が
生
ま
れ
る
場
所
に

も
な
っ
て
い
ま
す
。

　

三
つ
目
の
仕
掛
け
は
、「
リ
ー
フ
ラ
イ
ン
」

と
呼
ば
れ
る
、
森
の
木
立
の
下
葉
の
イ
メ
ー

ジ
を
、
木
製
の
ル
ー
バ
ー
で
構
成
し
た
天

井
で
す
。
館
内
の
エ
リ
ア
ご
と
に
多
面
体

を
構
成
す
る
よ
う
に
複
雑
な
角
度
で
張
り

巡
ら
せ
て
お
り
、
こ
の
特
徴
的
な
天
井
の

高
低
差
と
ル
ー
バ
ー
か
ら
差
し
込
む
自
然

の
光
が
、
利
用
者
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な

居
場
所
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
、
新
聞
の
閲
覧
が
可
能

な
ニ
ュ
ー
ス
エ
リ
ア
、
本
棚
に
囲
ま
れ
た

レ
イ
ア
ウ
ト
で
親
子
が
と
も
に
楽
し
め
る

児
童
図
書
コ
ー
ナ
ー
、
外
の
音
を
遮
り
集

中
し
て
勉
強
が
で
き
る
学
習
ス
ペ
ー
ス
な

ど
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
豊
か
な
場
所
を
、
そ

れ
ぞ
れ
に
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
〝
森
〟
を
散
策
す
る
と
、
多
様
な

空
間
や
ス
ポ
ッ
ト
に
触
れ
る
こ
と
が
で

き
、
こ
れ
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
情
報
、
活
動
、

カ
ル
チ
ャ
ー
、
交
流
の
機
会
な
ど
に
出
合

え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
も
ぜ
ひ

体
感
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
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メインストリートの「みるるアベニュー」と「森のポケット」

リーフラインの下に広がる図書スペース

那須塩原市図書館「みるる」（栃木県那須塩原市）

〒321-0933
栃木県宇都宮市簗瀬町1958番地1 栃木県建設産業会館3F
TEL. (028) 639-2388　FAX. (0120) 027-316

栃木支店

栃
木
支
店
か
ら

森
の
よ
う
な
広
が
り
を
創
出 

那
須
塩
原
市
図
書
館「
み
る
る
」

編 集 後 記

2023夏号をお届けします。テーマは「きずく」です。
巻頭インタビューでは、関東大震災の復興事業で架けられた隅

田川の橋梁と、復興事業に力を尽くした土木技術者についての記
事を掲載しました。
20年近く前になりますが、浜離宮から水上バスに乗ったことが

あります。隅田川を浅草方面へ進んでいくと、次々に異なるタイプ
の橋が姿を現し、その造形美に感動した記憶がよみがえりました。
当時は、これらの橋が関東大震災の復興事業で架けられたことや、
「橋の神様」といわれる偉人が造った橋だということを知りません
でしたし、そもそも橋を見ようと思って水上バスに乗ったわけでも
ありませんでした。そんな私でも「橋！すごい！」と感動したのですか
ら、谷

やつ い

井陽
ようのすけ

之助が景観の観点から異なるタイプの橋としたことは正
しかったのだと思います。また、復興事業の中で多様な技術力を一
気に身に付けようとした田中豊は、ピンチをチャンスと捉え、橋梁
技術の進歩をもたらしました。これらのことを踏まえて眺める橋は
一味も二味も違って見えてくることでしょう。久し振りに水上バス
に乗ってみたくなりました。新型コロナウイルス感染症が季節性イ
ンフルエンザと同じ5類感染症へ移行し、さまざまな行動制限がな
くなりました。今年の夏は、3年振りの解放感に浸りながら橋ウォッ
チングを楽しんでみてはいかがでしょうか。

福島県新潟県

群馬県 栃木県

茨城県

埼玉県

那須塩原市

宇都宮市

（写真提供：那須塩原市）
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