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長
時
間
労
働
の
是
正
に
向
け
た
取

組
が
、い
よ
い
よ
待
っ
た
な
し
を
迎
え
て

い
る
。令
和
６
年（
２
０
２
４
）４
月
、改

正
労
働
基
準
法
の
時
間
外
労
働
の
上

限
規
制
が
建
設
業
界
に
も
適
用
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。労
働
環
境
の
改
善

に
向
け
、知
っ
て
お
く
べ
き
点
は
何
な
の

か
。「
週
休
２
日
制
の
導
入・時
間
外
労

働
年
３
６
０
時
間
以
内
」を
呼
び
か

け
る
一
般
社
団
法
人	

全
国
建
設
業

協
会	

労
働
部
長
の
古
田	

宏
昌
氏
に

聞
い
た
。

―
令
和
６
年
４
月
か
ら
建
設
業
界

に
も
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
間

外
労
働
の
上
限
規
制
と
は
、ど
の
よ
う

な
ル
ー
ル
な
の
で
す
か
。

古
田　

法
定
労
働
時
間
を
超
え
る
時

間
外
労
働
に
つ
い
て
、上
限
を
原
則
と

し
て
月
45
時
間
か
つ
年
３
６
０
時
間
と

す
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
す
。平
成

31
年（
２
０
１
９
）４
月
、働
き
方
改
革

関
連
法
の
成
立
に
伴
い
改
正
さ
れ
た
労

働
基
準
法
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。た
だ

建
設
事
業
や
自
動
車
運
転
の
業
務
な

ど
４
事
業
・
業
務
に
つ
い
て
は
、令
和
６

年
３
月
31
日
ま
で
改
正
法
の
適
用
が
５

年
間
猶
予
さ
れ
て
い
ま
し
た
。こ
の
５

年
間
に
長
時
間
労
働
の
解
消
に
取
り

組
み
、労
働
時
間
の
短
縮
を
図
っ
て
ほ
し

い
と
い
う
趣
旨
で
す
。

―
時
間
外
労
働
を
ど
の
よ
う
に
削

減
し
て
い
く
か
、建
設
企
業
各
社
の
知

恵
が
求
め
ら
れ
る
中
、一
般
社
団
法
人	

全
国
建
設
業
協
会（
以
下
、全
建
）で
は

上
限
規
制
の
適
用
を
前
に
２
０
２
１
年

度
か
ら
、「
２
＋
３
６
０（
ツ
ー・プ
ラ
ス・サ

ン
ロ
ク
マ
ル
）運
動
」を
展
開
し
て
い
ま

す
。こ
の
運
動
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

す
か
。

古
田　

究
極
の
目
標
は
、時
間
外
労

働
の
削
減
で
す
。「
２
＋
３
６
０
運
動
」の

「
２
」は
、そ
の
達
成
に
向
け
た
手
法
の

一
つ
と
も
言
え
る
週
休
２
日
制
の
導
入

促
進
を
指
し
て
い
ま
す
。「
３
６
０
」は
、

時
間
外
労
働
の
上
限
を
原
則
と
し
て

年
３
６
０
時
間
以
内
に
す
る
取
組
を
意

味
し
て
い
ま
す
。周
知
用
ポ
ス
タ
ー
や

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
、都
道
府
県

建
設
業
協
会
や
会
員
企
業
※
１
に
配
付

し
て
き
ま
し
た
。

　

週
休
２
日
制
の
導
入
は
、時
間
外
労

働
の
削
減
に
有
効
な
取
組
で
す
。若
年

層
は
就
職
先
を
選
択
す
る
際
、勤
務
時

間
や
休
み
を
重
視
す
る
傾
向
が
あ
る

た
め
、人
材
の
確
保
と
い
う
観
点
か
ら

も
重
要
で
す
。ま
た
、Ｉ
Ｃ
Ｔ（
情
報
通

信
技
術
）化
や
Ｄ
Ｘ（
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス

フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）化
に
取
り
組
み
、業

務
の
効
率
化
を
同
時
に
進
め
る
こ
と
も

重
要
で
す
。休
日
を
増
や
す
だ
け
で
は
、

平
日
の
長
時
間
労
働
に
拍
車
が
か
か
る

だ
け
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
す
。

　

ま
た
、技
能
労
働
者
の
場
合
は
、給

与
制
度
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。一
般
的

な
日
給
月
給
制
で
は
、１
日
を
計
算
単

位
と
し
て
い
ま
す
か
ら
、休
日
が
増
え

れ
ば
、そ
れ
に
伴
い
手
取
り
が
減
っ
て
し

ま
い
ま
す
。休
め
る
半
面
、収
入
は
下

が
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

そ
こ
で
、全
建
で
は
会
員
企
業
に
対

し
、月
給
制
へ
の
移
行
を
提
唱
し
て
い

ま
す
。そ
う
し
な
い
と
、若
手
の
技
能
労

働
者
を
確
保
で
き
な
い
時
代
で
す
。ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
に
提
出
す
る
求
人
票
に
は

労
働
条
件
を
書
き
入
れ
る
こ
と
が
必

要
と
な
り
ま
す
か
ら
、月
給
制
な
の
か
、

週
休
２
日
制
な
の
か
、求
職
者
に
は
す

ぐ
に
分
か
り
ま
す
。労
働
環
境
の
改
善

が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

―
「
２
＋
３
６
０
運
動
」を
展
開
す
る

中
で
、会
員
企
業
に
対
す
る
サ
ポ
ー
ト

に
も
力
を
入
れ
て
い
ま
す
ね
。

古
田　

は
い
。
ま
ず
令
和
４
年

（
２
０
２
２
）１
月
に「
労
働
時
間
」の

基
本
事
項
を
解
説
し
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

を
作
成
・
配
付
し
ま
し
た
。さ
ら
に
改

正
労
働
基
準
法
の
内
容
を
理
解
す
る

の
を
助
け
る
資
料
と
し
て『
全
建
の
改

正
労
働
基
準
法	

Ｑ
＆
Ａ
１
０
０
』を
作

時
間
外
労
働
の
削
減
へ
の
目
標
設
定

「
週
休
２
日
制
の
導
入
と
年
３
６
０

時
間
以
内
」

長時間労働をあらためる

時間外労働の上限規制きっかけに、
労働環境の改善に努め、長時間労働を「あらためる」

巻
頭
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

一般社団法人	全国建設業協会	労働部長

古田 宏昌氏

特集  あらためる

疑
問
解
決
へ
の
指
針
と
し
て

『
Ｑ
＆
Ａ
１
０
０
』を
作
成

※1 会員企業：都道府県建設業協会の会員企業のことを指す

『全建の改正労働基準法 Q&A 100』￥1,100　
全建のホームページから購入申込み手続きができる

「２＋３６０（ツー・プラス・サンロクマル）運動」リーフレット
労働時間の基本事項を説明
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特集  あらためる

古田 宏昌（ふるた こうしょう）

【現職】
一般社団法人 全国建設業協会 労働部長

【略歴】
1984年秋田大学鉱山学部（現理工学部）卒
業。1987年旧労働省採用、2020年都道府県
労働局長を最後に厚生労働省を定年退職。同
年7月より現職。

成
し
、令
和
５
年（
２
０
２
３
）８
月
に

刊
行
し
ま
し
た
。

　

会
員
企
業
は
専
門
の
労
務
担
当
者

を
置
い
て
い
な
い
地
域
建
設
企
業
が
ほ

と
ん
ど
で
す
か
ら
、改
正
労
働
基
準
法

の
施
行
と
言
っ
て
も
、詳
し
い
こ
と
は
分

か
ら
な
い
。国
か
ら
は
一
般
的
な
説
明

資
料
が
公
表
さ
れ
て
い
ま
す
が
、建
設

業
の
直
面
す
る
課
題
に
は
即
し
て
い
ま

せ
ん
。そ
こ
で
、改
正
法
に
関
す
る
建
設

業
特
有
の
疑
問
事
項
の
解
決
に
向
け

た
指
針
と
し
て
こ
の『
Ｑ
＆
Ａ
１
０
０
』

を
作
成
し
ま
し
た
。

―
改
正
労
働
基
準
法
の
Ｑ
＆
Ａ
と

いっ
て
も
、労
働
条
件
に
つ
い
て
日
本
国

憲
法
で
は
ど
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る

か
と
い
う
ご
く
基
本
的
な
こ
と
か
ら
説

き
起
こ
し
て
い
ま
す
ね
。

古
田　

そ
う
で
す
。労
働
基
準
法
制
定

の
根
拠
は
、日
本
国
憲
法
に
あ
る
た
め

で
す
。そ
し
て
今
回
の
改
正
法
に
つ
い
て

言
え
ば
、労
働
時
間
を
正
し
く
把
握
す

る
こ
と
が
前
提
に
な
る
た
め
、労
働
時

間
と
は
ど
の
よ
う
な
時
間
を
指
す
の
か

を
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

誤
り
や
す
い
の
は
、例
え
ば「
朝
礼
や

ラ
ジ
オ
体
操
、着
替
え
・
作
業
準
備
、い

わ
ゆ
る
手
間
時
間
」な
ど
の
時
間
で
す
。

こ
れ
ら
の
よ
う
に
使
用
者
の
指
示
に

よ
っ
て
就
業
を
命
じ
ら
れ
た
業
務
に
必

要
な
準
備
行
為
は
、い
ず
れ
も
労
働
時

間
に
該
当
す
る
の
で
す
。※
２

―
建
設
業
界
か
ら「
こ
の
点
を
も
っ

と
詳
し
く
教
え
て
ほ
し
い
」と
要
請
さ

れ
る
よ
う
な
改
正
労
働
基
準
法
の
規

定
は
何
か
あ
り
ま
す
か
。

古
田　

話
題
に
よ
く
上
が
る
の
は
、労

働
基
準
法	

第
33
条
の
取
扱
で
す
。こ

こ
で
は
、「
災
害
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の

で
き
な
い
事
由
に
よ
っ
て
、臨
時
の
必
要

が
あ
る
場
合
」に
は
、使
用
者
は
行
政

官
庁
の
許
可
を
受
け
、そ
の
必
要
の
限

度
に
お
い
て
法
定
の
労
働
時
間
を
超
え

て
、あ
る
い
は
法
定
の
休
日
に
労
働
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。※
３

　

法
定
労
働
時
間
や
法
定
休
日
日
数

を
超
え
て
労
働
さ
せ
る
場
合
に
は
労

使
間
で
書
面
に
よ
る
協
定（
36（
サ
ブ
ロ

ク
）協
定
）を
し
、時
間
外
労
働
の
上
限

等
を
定
め
ま
す
。「
２
＋
３
６
０
運
動
」の

「
３
６
０
」は
ま
さ
に
、改
正
労
働
基
準

法
で
新
し
く
定
め
ら
れ
た
時
間
外
労

働
の
上
限
、年
３
６
０
時
間
を
指
し
ま

す
。と
こ
ろ
が
法
第
33
条
は
、36
協
定

で
定
め
た
上
限
等
と
は
別
に
時
間
外・

休
日
労
働
を
求
め
る
こ
と
を
可
能
に
す

る
規
定
で
す
。

　

こ
の
規
定
は
あ
ら
ゆ
る
業
種
を
対
象

に
し
た
も
の
で
、法
改
正
前
か
ら
規
定

さ
れ
て
い
た
も
の
で
す
。「
災
害
そ
の
他

避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
」と
は
、

建
設
業
界
で
は
災
害
復
旧
工
事
や
除

雪
作
業
な
ど
で
す
。人
命
や
公
益
を
保

護
す
る
た
め
に
行
う
除
雪
作
業
な
ど

臨
時
の
必
要
が
あ
る
場
合
が
該
当
し

ま
す
。

―
要
は
人
命・公
益
の
保
護
の
観
点

か
ら
緊
急
性
の
あ
る
場
合
で
す
ね
。改

正
労
働
基
準
法
に
は
法
第
33
条
の
規

定
と
は
別
に
、土
木
、建
築
そ
の
他
工
作

物
の
建
設
等
の
事
業
に
つ
い
て
災
害
時

に
お
け
る
復
旧
・
復
興
の
事
業
で
の
時

間
外
労
働
の
扱
い
に
つ
い
て
定
め
た
規

定
が
あ
り
ま
す
ね
。

古
田　

法
附
則
第
１
３
９
条
の
こ
と
で

す
ね
。36
協
定
で
定
め
る
時
間
外
労
働

は
、月
45
時
間
以
内
か
つ
年
３
６
０
時

間
以
内（「
限
度
時
間
」と
い
う
）の
ほ

か
、①
時
間
外
労
働
と
休
日
労
働
の
合

計
が
月
１
０
０
時
間
未
満
、②
時
間
外

労
働
と
休
日
労
働
の
合
計
は
２
か
月
～

６
か
月
の
平
均
が
す
べ
て
月
80
時
間
以

内

―
と
い
う
条
件
が
課
さ
れ
て
い
ま

す
。法
附
則
第
１
３
９
条
で
は
、人
命
や

公
益
に
関
わ
る
と
ま
で
は
言
え
な
く
と

も
社
会
的
な
要
請
が
強
い
災
害
時
等

に
お
け
る
復
旧
お
よ
び
復
興
の
事
業
に

つ
い
て
、こ
の
２
つ
の
条
件
を
当
面
の
間

適
用
し
な
い
と
定
め
て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、そ
れ
以
外
の
条
件
、月
45

時
間
か
つ
年
３
６
０
時
間
と
い
う
上
限

規
制
は
適
用
さ
れ
ま
す
。法
附
則
第

１
３
９
条
の
規
定
は
あ
く
ま
で
、36
協

定
で
定
め
る
範
囲
内
で
時
間
外・休
日

労
働
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

も
の
で
す
。そ
こ
が
、先
ほ
ど
紹
介
し
た

法
第
33
条
の
規
定
と
は
異
な
り
ま
す
。

―
災
害
時
等
を
特
別
な
場
合
と
位

置
付
け
る
一
方
、平
時
に
は
原
則
ど
お

り
の
労
働
条
件
が
求
め
ら
れ
ま
す
。時

間
外
労
働
の
上
限
規
制
の
適
用
に
は
、

そ
う
し
た
環
境
改
善
を
促
す
効
果
が

期
待
さ
れ
ま
す
。

古
田　

そ
う
で
す
ね
。上
限
規
制
の
適

用
を
き
っ
か
け
に
、労
働
法
令
全
体
の

遵
守
が
い
っ
そ
う
求
め
ら
れ
ま
す
。そ

れ
を
通
じ
て
、労
働
環
境
の
改
善
を

図
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。そ
こ
に

は
、人
材
戦
略
上
の
狙
い
も
込
め
た
い

で
す
ね
。

―
人
材
戦
略
で
す
か
。

古
田　

え
え
、そ
う
で
す
。担
い
手
不

足
の
中
、建
設
業
に
お
い
て
は
人
口
減
少

社
会
に
お
け
る
労
働
市
場
全
体
を
み
た

う
え
で
の
長
期
的
視
点
に
立
っ
た
人
材

戦
略
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
考

え
ま
す
。例
え
ば
高
校
の
卒
業
生
に
し

て
も
、工
業
高
校
だ
け
で
な
く
、普
通
高

校
や
専
修
学
校
、職
業
訓
練
校
に
も
目

を
向
け
る
べ
き
で
す
。工
業
高
校
の
卒

業
生
全
員
が
建
設
業
界
に
入
職
し
て

も
足
り
な
い
で
す
か
ら
。一
方
、ほ
か
の

業
界
も
採
用
活
動
に
力
を
入
れ
て
い
ま

す
の
で
、人
材
の
確
保
が
益
々
厳
し
く
な

る
と
い
う
意
識
も
持
つ
べ
き
で
す
。こ
れ

ま
で
以
上
に
労
働
環
境
の
良
し
悪
し
が

問
わ
れ
ま
す
。

　

難
し
く
考
え
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。で
き
る
こ
と
か
ら
一
つ
ず
つ
で

す
。ま
ず
は
改
正
労
働
基
準
法
を
守
る

―
。そ
の
た
め
に
も
、改
正
法
の
基
本

を
理
解
す
る
こ
と
を
心
が
け
て
い
た
だ

き
た
い
で
す
。

求
め
ら
れ
る
人
材
戦
略
の
視
点

環
境
改
善
は
改
正
法
遵
守
か
ら

※2 これらの業務は、労働基準法が改正されて労働時間とされるようになったのではなく、改正前から労働時間とされていたことに留意が必要

※3 労働基準法 第33条も改正前からあった規定

●労働基準法 法第33条、法附則第139条と法第36条の違いについて
区　分 法第33条

（36協定締結不要）
法第36条（36協定を締結）

法附則第139条の特例を
適用

法附則第139条の特例の
適用なし

目　的 人命・公益の保護のため 社会的要請が強いため

対　象 災害その他避けることの
できない事由によって、臨
時の必要がある場合

（建設事業に限らない）

災害時における復旧及び復
興の事業

（建設事業に限る）

災害時における復旧及び復
興以外の工事

（建設事業に限らない）

手　続 事前の許可又は事後の
届出
・ 事業単位で申請／届出
を行う

・ 許可申請書／届に、時
間延長・休日労働を必要
とする事由、期間・延長
時間、労働者数を記載
する

36協定（一般又は特別条
項）を届出
・ 建設事業として36協定の

中で、「災害時の復旧・復興
の事業に従事する場合」に
ついて協定する

36協定（一般又は特別条
項）を届出

効　果 36協定で定める限度
と別に
時間外・休日労働を行わ
せることができる

36協定で定める範囲内で
時間外・休日労働を行わせる
ことができる

36協定で定める範囲内で
時間外・休日労働を行わせる
ことができる

上限規制

適用なし

災害の復旧・復興の事業に
ついては、

災害の復旧・復興の事業に
ついての適用除外はなく、 
全ての規制が適用される

【一般】
① 月45時間、年360時間

以内

【一般】
① 月45時間、年360時間 

以内
② 時間外労働+休日労働 

について
・月100時間未満
・ 2か月～6か月の複数月 

平均80時間以内

【特別条項付】
①年720時間以内
③ 月45時間超は6か月の

限度

【特別条項付】
①年720時間以内
② 時間外労働+休日労働 

について
・月100時間未満
・ 2か月～6か月の複数月 

平均80時間以内
③ 月45時間超は6か月の 

限度

割増賃金 支払必要 支払必要 支払必要

（出典：『全建の改正労働基準法 Q&A 100』）
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建
築
界
へ
の
道
が
広
が
ろ
う
と
し
て

い
る
。送
り
出
す
人
材
は
建
築
工
学
を

学
ん
だ
技
術
者
だ
け
で
は
な
い
と
ば
か

り
に
、大
学
教
育
で
は
多
様
な
視
点
の

下
、文
系
の
受
験
生
ま
で
取
り
込
み
つ

つ
あ
る
。東
京
の
女
子
大
で
そ
の
先
駆

け
と
な
っ
た
の
は
共
立
女
子
大
学
。令

和
５
年（
２
０
２
３
）、家
政
学
部
の
学

科
か
ら
独
立
し
た
建
築
・デ
ザ
イ
ン
学

部
を
開
設
し
た
。学
部
化
の
狙
い
、こ
の

１
年
の
振
り
返
り
を
取
材
し
た
。

共
立
女
子
大
学	

建
築
・デ
ザ
イ

ン
学
部
で
掲
げ
る
視
点
と
は
、

「
美
術
」で
あ
る
。「
美
術
」の
視
点
で

「
空
間
」や「
モ
ノ
」を
学
ぶ
こ
と
を
、

学
部
と
し
て
の
特
徴
と
位
置
付
け
る
。

　

建
築
教
育
で「
美
術
」の
視
点
を
掲

げ
る
大
学
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
の
は
、

東
京
藝
術
大
学
。そ
の
卒
業
生
・
修
了

生
で
あ
る
堀	

啓
二
氏
が
、学
部
長・建

築・デ
ザ
イ
ン
学
科	

教
授
を
務
め
る
。

　

出
発
点
は
、昭
和
43
年（
１
９
６
８
）

に
開
設
さ
れ
た
家
政
学
部	

生
活
美
術

学
科
で
あ
る
。こ
の
学
科
が
平
成
19
年

（
２
０
０
７
）に
建
築
・デ
ザ
イ
ン
学
科

に
改
組
さ
れ
、令
和
５
年
４
月
に
は
家

政
学
部
を
離
れ
、独
立
し
た
学
部
と
し

て
開
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

独
立
の
狙
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、

堀
氏
は
こ
う
答
え
る
。

　
「『
空
間
』や『
モ
ノ
』は
居
心
地
の
良

さ
や
美
し
さ
と
いっ
た
美
術
的
な
視
点

が
大
事
で
す
。家
政
学
部
で
掲
げ
る
生

活
者
の
視
点
も
重
要
で
す
が
、再
出
発

に
向
け
、そ
こ
か
ら
美
術
的
な
視
点
に

改
め
た
の
で
す
」

　

再
出
発
の
背
景
に
は
、定
員
割
れ
と

い
う
女
子
大
を
お
し
な
べ
て
取
り
巻

く
厳
し
い
現
実
が
あ
る
。女
子
大
側
は

そ
れ
に
対
し
、共
学
化
や
経
営
系
・工

学
系
学
部
の
新
設
な
ど
人
気
回
復
を

図
る
動
き
を
見
せ
る
。

　

厳
し
い
現
実
は
、共
立
女
子
大
学
に

も
押
し
寄
せ
る
。「
生
き
残
り
に
向
け
、

社
会
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
改
革
が
欠
か

せ
ま
せ
ん
」。建
築
・デ
ザ
イ
ン
を
学
部

と
し
て
独
立
さ
せ
た
も
う
一
つ
の
理
由

を
、堀
氏
は
こ
う
語
る
。

　

た
だ
、「
美
術
的
な
視
点
」を
第
一
に

掲
げ
る
点
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、理

系
女
子（
リ
ケ
ジ
ョ
）狙
い
の
工
学
系
学

部
の
開
設
と
は
一
線
を
画
す
。入
学
試

験
で
の
必
須
科
目
は
、国
語
と
英
語
の

み
。理
系
科
目
を
選
択
せ
ず
に
受
験
す

る
こ
と
も
可
能
だ
。

　

で
は
、ど
の
よ
う
な
人
材
を
社
会
に

送
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

　
「『
建
築
』『
空
間
』『
モ
ノ
』『
情
報
』

の
４
つ
が
わ
か
る
人
材
で
す
」（
堀
氏
）。

大
学
教
育
を
通
じ
て
磨
く
の
は
、「
空

間
」や「
モ
ノ
」を
つ
く
る
技
術
と
い
う

よ
り
は
、そ
こ
に「
美
」を
見
い
だ
す
感

性
や
感
覚
で
あ
る
。

　

堀
氏
は
こ
う
説
明
す
る
。「『
空
間
』

や『
モ
ノ
』が
好
き
で
も
、そ
れ
ら
を
つ

く
り
出
す
の
は
苦
手
と
い
う
人
も
実

際
に
は
い
ま
す
。

そ
う
い
う
人
に
は

『
設
計
』で
は
な

く
、『
企
画
』と
い

う
職
能
も
あ
り

ま
す
」。

　

美
術
的
な
視

点
を
掲
げ
て
再

出
発
す
る
に
あ

た
っ
て
、カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
の
見
直
し

に
手
を
付
け
た
。

一
言
で
言
う
な

ら
、建
築
教
育
と

デ
ザ
イ
ン
教
育
の
融
合
強
化
で
あ
る
。

　

建
築
・デ
ザ
イ
ン
学
部
の
学
生
は
１

年
次
か
ら「
建
築
コ
ー
ス
」「
デ
ザ
イ
ン

コ
ー
ス
」の
２
つ
に
分
か
れ
る
。た
だ
し

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
は
共
通
領
域
が
設
定

さ
れ
、１
年
次
に
は「
建
築
・デ
ザ
イ
ン

概
論
」と「
デ
ザ
イ
ン
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
」

を
、２
年
次
に
は「
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

テ
ク
ニ
ッ
ク
」を
学
び
、３
年
次
は「
建

築・デ
ザ
イ
ン
総
合
演
習
」に
励
む
。

融
合
強
化
の
意
図
を
堀
氏
は
こ
う

説
明
す
る
。「『
建
築
』と『
デ
ザ

イ
ン
』は
、学
び
の
方
向
性
も
ス
キ
ル
も

異
な
り
ま
す
。し
か
し
、『
空
間
』を
知

ら
ず
に『
モ
ノ
』は
生
み
出
せ
な
い
。一

方
で
、『
モ
ノ
』が
あ
っ
て
初
め
て
、『
空

間
』が
生
き
る
。互
い
に
切
っ
て
も
切
り

離
せ
な
い
関
係
に
あ
る
だ
け
に
、美
術

系
と
し
て
再
出
発
す
る
に
あ
た
っ
て
共

通
領
域
を
設
け
る
こ
と
を
強
く
意
識

し
ま
し
た
」。

　

学
部
を
置
く
神
田
一
ツ
橋
キ
ャ
ン
パ

ス
本
館
で
は
施
設
を
拡
充
し
、３
Ｄ
プ

リ
ン
タ
ー
や
レ
ー
ザ
ー
カ
ッ
タ
ー
な
ど
の

機
器
を
備
え
た「
デ
ジ
タ
ル
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
ラ
ボ
」や
学
生
用
も
の
づ
く
り
ス

ペ
ー
ス
で
も
あ
る「
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ス
タ

ジ
オ
」を
新
設
し
た
。

　

デ
ジ
タ
ル
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ラ
ボ
に
備

え
付
け
ら
れ
た
機
器
を
用
い
れ
ば
、表

現
の
自
由
度
は
自
ず
と
高
ま
る
。「
学

生
は
思
い
描
い
た
デ
ザ
イ
ン
を
実
際
に

表
現
で
き
ま
す
。そ
れ
が
、学
び
に
対

す
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
て
く
れ
ま

す
」。建
築・デ
ザ
イ
ン

学
部	

建
築
・デ
ザ
イ

ン
学
科	

教
授
の
田
中	

裕
子
氏
は
指
摘
す
る
。

　

文
系
科
目
で
受
験

が
可
能
で
あ
る
点
や

充
実
し
た
設
備
な
ど

に
よ
り
、２
０
２
３
年

度
の
入
学
試
験
で
は

学
内
一
の
人
気
を
誇

る
。「
倍
率
は
、か
つ
て

は
３
～
４
倍
で
し
た

が
、本
年
度
は
７
～

８
倍
に
達
し
ま
し
た
」

（
堀
氏
）。

　

学
部
開
設
か
ら
１

年
。建
築
教
育
と
デ

ザ
イ
ン
教
育
の
融
合

強
化
は
、一
定
の
成

果
を
も
た
ら
し
そ
う

だ
と
い
う
。田
中
氏

が
例
に
挙
げ
る
の
は
、

「
建
築
・デ
ザ
イ
ン
総

合
演
習
」
。
必
修
科

目
に
改
め
た
た
め
、１
０
０
人
ほ
ど
の

学
生
全
員
が
地
域
連
携
や
産
学
連
携

の
課
題
に
チ
ー
ム
で
集
中
的
に
取
り

組
む
。

　
「
５
日
間
に
わ
た
っ
て
９
時
か
ら
18

時
ま
で
演
習
に
励
む
た
め
ヘ
ト
ヘ
ト
に

な
り
ま
す
が
、学
生
も
教
員
も
互
い
に

刺
激
を
受
け
合
い
、活
性
化
し
ま
す
。

建
築
と
デ
ザ
イ
ン
、２
つ
の
コ
ー
ス
の
垣

根
が
取
り
払
わ
れ
る
の
は
、楽
し
い
で

す
ね
」（
田
中
氏
）

　

目
下
の
課
題
は
、文
系
の
受
験
生

を
ど
う
取
り
込
む
か
、と
い
う
点
だ
。

「『
建
築
コ
ー
ス
』と『
デ
ザ
イ
ン
コ
ー

ス
』に
加
え
、『
企
画
コ
ー
ス
』の
よ
う
な

も
の
を
新
し
く
設
置
で
き
れ
ば
、受
験

生
に
と
っ
て
大
き
な
魅
力
を
打
ち
出
せ

る
は
ず
で
す
」。堀
氏
は
そ
う
構
想
し

て
い
る
。

ルポ 建築界に新しい風を送り込め！
大学教育の視点を「あらためる」

共立女子大学
建築・デザイン学部 学部長 
建築・デザイン学科 教授

共立女子大学
建築・デザイン学部 
建築・デザイン学科 教授

堀
ほり

 啓
け い じ

二田
た な か

中 裕
ゆ う こ

子

逆
風
に
さ
ら
さ
れ
る
女
子
大

社
会
ニ
ー
ズ
に
ら
み
改
革
を

文
系
科
目
だ
け
で
受
験
可
能

倍
率
は
７
～
８
倍
に
伸
び
る

デジタルクリエーションラボ　まるで本物のような部材を用いた構造物をパソコ
ンの中で構築できるVRシステムを導入。2Dの設計図面や3Dのモデルを画面
で見るだけではわからなかった特徴が体感できる

（写真提供：共立女子大学）

視点をあらためる

特集  あらためる

（出典：共立女子大学ウェブサイト）

●共立女子大学 建築・デザイン学部 学びの流れ

1年次 2・3・4年次 卒業後

建築とデザインの基礎基盤を学ぶ共通領域

建築・デザイン概論
デザインドローイング

プレゼンテーション
テクニック（2年次）

建築・デザイン
総合演習（3年次）

建築コース

デザインコース

「空間を把握する力」などの
基礎を身につけたら、建築・
インテリア・家具の設計へ
進む。

「立体と平面」などの基礎を
身につけたら、プロダクトや
グラフィックなどの専門分
野へ進む。

建築・インテリア・まちづく
りと各分野ごとでの設計課
題、チームでの課題など、
多くの課題に取り組む。

グラフィック・プロダクトの
両分野で、リサーチからコ
ンセプト立案、デザイン制
作、展示発表まで、デザイ
ンプロセスを専門的に学ん
でいく。

住宅・建築業界・建築設計、
都市開発などの道へ。大学
院へ進学し、専門性を深める
人もいる。

グラフィックやプロダクトに
関わる幅広い業界（メー
カー、ウェブ・印刷業界など）
へ。大学院へ進学し、専門性
を深める人もいる。

2
年
次
で

2
〜
3
分
野
に
分
か
れ
る

建築分野

グラフィック分野

プロダクト分野

インテリア分野

まちづくり分野

（写真提供：共立女子大学）
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地
域
の
話
題

よ
り
み
ち 

こ
の
街

Vol.28

名
作
建
築
、
歴
史
的
建
築
を
「
あ
ら
た
め
」

さ
ら
に
そ
の
魅
力
を
高
め
た
作
品

名作建築を
あらためる

特集  あらためる
　

建
築
史
に
名
を
残
す
名
作
に
、後
世

の
建
築
家
が
改
築
・
増
築
と
い
う
形
で

手
を
加
え
、改
め
た
作
品
と
い
う
も
の

が
あ
る
。

　

そ
れ
は
、す
で
に
評
価
が
定
ま
っ
て
い

た
り
、歴
史
的
価
値
が
認
め
ら
れ
て
い

る
建
物
の
魅
力
を
よ
り
高
め
る
こ
と
を

前
提
と
す
る
な
か
な
か
困
難
な
仕
事

だ
が
、今
回
は
そ
の
見
事
な
成
功
例
を

訪
ね
て
み
よ
う
と
思
う
。

　

令
和
４
年（
２
０
２
２
）末
に
91
歳

で
亡
く
な
っ
た
世
界
的
建
築
家
・
磯
崎

新
設
計
の「
お
茶
の
水
ス
ク
エ
ア
Ａ
館
」

（
昭
和
62
年（
１
９
８
７
）竣
工
、現・日

本
大
学
理
工
学
部
図
書
館
）は
、都
内

で
見
る
こ
と
が
で
き
る
数
少
な
い
磯
崎

作
品
で
、も
と
も
と
こ
の
場
所
に
あ
っ

た
主
婦
の
友
社
の
社
屋
を
復
元
し
な

が
ら
、そ
の
背
後
に
新
た
な
高
層
棟
を

建
て
た
と
い
う
意
欲
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
だ
。

　

主
婦
の
友
社
社
屋
を
設
計
し
た
の

は
ア
メ
リ
カ
人
宣
教
師
と
し
て
来
日

し
、日
本
国
内
に
数
多
く
の
建
築
作
品

を
残
し
た
ウ
ィ
リ
ア
ム・メ
レ
ル・ヴ
ォ
ー

リ
ズ
。明
大
通
り
に
面
し
て
左
右
対
称

に
建
っ
て
い
た
社
屋
は
、１
棟
が
大
正
13

年（
１
９
２
４
）築
の
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
設
計

の
建
物
だ
が
、も
う
１
棟
は
昭
和
10
年

（
１
９
３
５
）に
大
林
組
が
ヴ
ォ
ー
リ
ズ

の
設
計
デ
ザ
イ
ン
に
倣
っ
て
増
築
し
た

も
の
だ
っ
た
。

　

磯
崎
は
主
婦
の
友
社
の
意
向
に
沿
い
、

こ
の
２
棟
の
建
物
の
外
壁
だ
け
を
そ
っ

く
り
保
存
す
る
こ
と
を
考
え
た
。し
か

し
装
飾
部
分
な
ど
が
長
年
の
風
化
に
よ

る
傷
み
の
た
め
に
解
体
工
事
中
に
崩
壊
。

そ
こ
で
、ヴ
ォ
ー
リ
ズ
の
図
面
を
元
に
複

製
さ
れ
た
の
が
現
在
の
建
物
の
外
壁
で

あ
る
。

　

そ
の
背
後
に
は
磯
崎
の
代
表
作

「
つ
く
ば
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
」（
昭
和
58
年

（
１
９
８
３
）竣
工
）を
思
わ
せ
る
デ
ザ

イ
ン
の
高
層
棟
が
そ
び
え
て
い
る
。「
つ

く
ば
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
」は
西
洋
の
建
築
様

式
を
引
用
し
、随
所
に
ち
り
ば
め
た
ポ

ス
ト
モ
ダ
ン
建
築
で
あ
る
こ
と
で
建
築

界
を
中
心
に
論
争
を
呼
ん
だ
作
品
だ

が
、こ
の「
お
茶
の
水
ス
ク
エ
ア
Ａ
館
」も
、

そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
。

　

日
本
に
お
け
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
建
築

の
隆
盛
期
は
、ち
ょ
う
ど
バ
ブ
ル
経
済
の

膨
張
と
崩
壊
期
に
重
な
る
。バ
ブ
ル
崩

壊
後
の
平
成
14
年（
２
０
０
２
）、こ
の

建
物
は
主
婦
の
友
社
よ
り
神
田
駿
河

台
地
区
に
も
キ
ャ
ン
パ
ス
の
あ
る
日
本

大
学
に
譲
渡
さ
れ
、現
在
は
日
本
大
学

理
工
学
部
の
図
書
館
と
し
て
使
用
さ
れ

て
い
る
。

　

皇
居
外
堀
沿
い
、「
東
京
日
仏
学
院
」

（
旧
ア
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ・フ
ラ
ン
セ
東
京
）

は
、飯
田
橋
や
神
楽
坂
に
ほ
ど
近
い
高

級
住
宅
街
に
建
つ
瀟し

ょ
う
し
ゃ酒
な
建
物
だ
。フ

ラ
ン
ス
政
府
の
文
化
機
関
と
し
て
昭
和

26
年（
１
９
５
１
）に
坂
倉
準
三
の
設
計

で
建
て
ら
れ
、そ
の
後
増
築
や
改
築
を

繰
り
返
し
て
き
た
。

　

戦
後
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
巨
匠
と
し
て
知

ら
れ
る
坂
倉
だ
が
、近
年
は
新
宿
の
小

田
急
百
貨
店
、渋
谷
の
東
急
文
化
会

館
、東
急
東
横
店
の
建
物
な
ど
の
作
品

が
続
々
と
解
体
さ
れ
、こ
の「
東
京
日

仏
学
院
」は
、皮
肉
な
こ
と
に
、数
少

な
く
な
り
つ
つ
あ
る
坂
倉
建
築
と
し
て
、

よ
り
存
在
意
義
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る

も
の
だ
と
言
え
る
。

　

東
京
帝
国
大
学
で
美
学
を
学
ん
だ

坂
倉
は
、建
築
を
志
し
て
卒
業
後
フ
ラ

ン
ス
に
渡
り
、パ
リ
の
ル・コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の

ア
ト
リ
エ
に
入
所
。計
７
人
い
た
と
い

う
日
本
人
の
弟
子
の
中
で
も
最
も
長

く
ア
ト
リ
エ
に
在
籍
し
、滞
在
中
は
現

地
で
の
見
聞
や
交
友
関
係
を
広
め
た
。

坂
倉
が
急
遽
設
計
を
担
当
す
る
こ
と

に
な
っ
た
昭
和
12
年（
１
９
３
７
）の
パ

リ
万
博
・日
本
館
は
高
く
評
価
さ
れ
、

国
際
的
に
も
認
め
ら
れ
る
。

　
「
東
京
日
仏
学
院
」で
は
平
成
30
年

（
２
０
１
８
）に
新
校
舎
の
拡
張
計
画

を
開
始
し
、そ
の
設
計
者
に
採
択
さ
れ

た
の
は
、日
本
国
内
で
の
活
躍
も
め
ざ

ま
し
く
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
受
賞
歴
も
あ

る
建
築
家・藤
本
壮
介
だ
っ
た
。

　

中
庭
を
取
り
囲
む
新
校
舎
は

「V
illage	as	Institute

」と
題
さ

れ
た
一
見
し
て
集
合
住
宅
の
よ
う
に

も
見
え
る
３
階
建
て
。既
存
の
坂
倉
建

築
と
も
調
和
し
、校
舎
を
取
り
囲
む

樹
々
に
囲
ま
れ
て
、都
心
と
は
思
え
な

い
穏
や
か
な
場
が
創
り
出
さ
れ
て
い
る
。

バ
ル
コ
ニ
ー
沿
い
の
外
光
の
入
る
明
る
い

場
所
に
は
教
室
が
点
在
し
、学
習
の
場

と
し
て
も
申
し
分
な
い
。

　

坂
倉
の
作
品
で
あ
る
昭
和
26
年
築

の
建
物
は
今
も
美
し
く
保
た
れ
、バ
ル

コ
ニ
ー
を
支
え
る
シ
ャ
ン
ピ
ニ
オ
ン（
キ
ノ

コ
）の
柱
、二
重
ら
せ
ん
階
段
、木
製
サ
ッ

シ
の
カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
な
ど
、50
年
代

の
モ
ダ
ン
建
築
と
し
て
の
見
ど
こ
ろ
も
多

い
。新
校
舎
内
に
は
レ
ス
ト
ラ
ン
も
開
店

す
る
と
い
う
か
ら
楽
し
み
だ
。

（
文
：
鈴
木
伸
子
）

様
式
建
築
を
レ
プ
リ
カ
保
存
し

再
生
し
た
磯
崎
新あ
ら
た

作
品

坂
倉
準
三
作
品
と
美
し
く
協
調
し
た

藤
本
壮
介
に
よ
る
新
校
舎

ヴォーリズの図面を元に複製された外壁

東京日仏学院（藤本壮介による新校舎）

磯崎が設計した高層棟

坂倉準三の設計により最初に竣工した
建物。キノコのような形が印象的な柱

お茶の水スクエアＡ館（現・日本大学理工学部図書館　東京都千代田区）

東京日仏学院（坂倉準三の作品　東京都新宿区）

（撮影協力：日本大学）（撮影協力：東京日仏学院）

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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土木のイメージを「あらためる」　　　土木のイメージを「あらためる」　　　
かわいい土木かわいい土木
土木のイメージを「あらためる」土木のイメージを「あらためる」
かわいい土木かわいい土木

巨
大
ダ
ム
、長
大
橋
、海
底
ト
ン
ネ
ル
な

ど
、ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
は
土
木
イ
ン
フ
ラ
の

魅
力
の
一
つ
で
あ
る
。し
か
し
、土
木
の
魅

力
は
重
厚
長
大
だ
け
で
は
な
い
。小
規
模
で

デ
ザ
イ
ン
が
か
わ
い
い
も
の
、地
域
の
人
々
の

暮
ら
し
を
健
気
に
支
え
て
い
る
イ
ン
フ
ラ
も

存
在
す
る
。今
号
で
は
、そ
の
よ
う
な
土
木

の
イ
メ
ー
ジ
を「
あ
ら
た
め
る
」か
わ
い
い
土

木
を
紹
介
す
る
。

ま
ず
は
、山
梨
県
大
月
市
に
あ
る
猿
橋
。

ス
ク
ラ
ム
を
組
む
よ
う
に
２
列
４
段
に
重
ね

ら
れ
た「
桔は

ね
ぎ木
」（
刎
ね
木
と
も
書
く
）が

特
徴
で
、こ
う
し
た
形
式
の
橋
は
桔
橋（
刎

橋
）と
呼
ば
れ
て
い
る
。桔
木
と
桔
木
の
間

に
挟
ん
だ
枕
梁
に
雨
よ
け
の
小
さ
な
屋
根

が
つ
い
て
い
る
の
が
か
わ
い
い
。

続
い
て
は
、東
京
都
東
大
和
市
の
村
山

下
貯
水
池
第
一
取
水
塔
。中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
古
城
の
よ
う
な
ネ
オ・ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
様
式

の
美
し
い
塔
だ
。村
山
貯
水
池
の
建
設
に

あ
わ
せ
て
大
正
14
年（
1
9
2
5
）に
竣
工

し
、現
在
も
東
京
の
水
が
め
と
し
て
役
割

を
果
た
し
て
い
る
。奥
に
見
え
る
の
は
第
二

取
水
塔
で
、水
需
要
の
増
加
を
受
け
昭
和

48
年（
１
９
７
３
）に
同
じ
デ
ザ
イ
ン
で
作
ら

れ
た
も
の
だ
。水
抜
き
作
業
が
行
わ
れ
て
い

る
時
期
の
撮
影
と
な
り
、普
段
は
見
る
こ
と

が
で
き
な
い
取
水
口
も
眺
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

皆
さ
ん
も
是
非
、道
路
や
橋
梁
、上
下
水

道
、堤
防
な
ど
土
木
構
造
物
の
か
わ
い
い
一

面
を
見
つ
け
て
み
て
く
だ
さ
い
。

1．猿橋（江戸時代初期竣工　山梨県大月市　国名勝指定）　2.村山下貯水
池第一取水塔（1925年竣工　東京都東大和市）　3.膳

ぜん

棚
だな

水
すいろきょう

路橋は、漢字の
「水」に見える橋脚が桁を支える水路橋。黒川発電所へ発電用水を導水してい
る。（1921年竣工　栃木県那須町）　4.日本一長い手掘りトンネルの中山隧

ずいどう

道
（写真右下の小さい方）。豪雪地帯の住人たちが冬の峠越えをせず町へ出られ
るようにするためにツルハシ一つで掘り抜いた。（昭和初期竣工　新潟県長岡
市）　5.生

い こ ま

駒ケーブルは、日本初のケーブルカー。車両は6種類あり、この車
両の愛称はミケ。（1918年開業　奈良県生駒市）　6.現存する大型遊具の中で日本最古の生

い こ ま

駒山
さんじょう

上遊園地飛行塔。戦時中、生
駒山上に海軍基地が設置され、飛行塔が軍の防空監視所として使われた。（1929年開園　奈良県生駒市）　7.京成電鉄本線の
旧博物館動物園駅は、2004年に廃止された駅舎。ピラミッド風の屋根、アカンサスの葉模様の軒飾り、トスカナ式の円柱を持つ小
さくも荘厳な建物は御料地の品格にふさわしい。（1933年開業　東京都台東区）　8.亀の甲羅のような形がかわいい向

こ う や

野橋
ばし

。ア
メリカ生まれのこの橋は、もともとは保津川に架かる鉄道橋だったが1922年に脱線事故で破損。その後名古屋へ送られ跨線橋
に。明治・大正・昭和・平成と4時代を生き抜き、現在はさまざまな電車を眺められるスポットとして地元の人びとや鉄道ファンに愛さ
れている。（1899年竣工推定　愛知県名古屋市　名古屋市認定地域建造物資産）　9.八戸港に出入りする船の目印として建設
された鮫

さめかど

角灯
とうだい

台。三角の窓枠や風向風速計といったディテールもかわいい。（1938年竣工　青森県八戸市　日本の灯台50選）
（写真提供：3〜9　三上美絵氏）

1
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イメージを
あらためる

特集  あらためる

東京都選定歴史的建造物：2、7　土木学会選奨土木遺産：2、3、4、5、6、8

・『かわいい土木 見つけ旅 ― 重厚長大だけじゃない、健気で愛おしいドボクの魅力探訪』　
 三上美絵著　技術評論社　2023年
※弊社建設産業図書館で所蔵しています

●関連図書のご案内
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本
作
品
は
、西
洋
の
空
気
遠
近
法
の

よ
う
に
手
前
を
く
っ
き
り
、奥
を
ぼ
ん
や

り
と
表
す
こ
と
で
、奥
行
き
を
感
じ
さ

せ
る
空
間
を
表
現
し
て
い
ま
す
。さ
ら

に
、空
と
川
の
面
積
を
１
対
１
に
配
分

す
る
こ
と
で
、空
間
の
広
が
り
を
感
じ

さ
せ
、鳥
刺
し
の
持
つ
竿
が
画
面
を
引

き
締
め
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
の
両
国
橋
は
、昭
和
７
年

（
１
９
３
２
）に
竣
工
し
た
桁
橋
で
す
。

厩
橋
と
同
じ
く
関
東
大
震
災
の
復
興

事
業
と
し
て
架
け
ら
れ
ま
し
た
。「
隅

田
川
花
火
大
会
」は
、か
つ
て
は「
両
国

の
川
開
き
」と
い
う
名
称
で
、昭
和
36
年

（
１
９
６
１
）ま
で
両
国
橋
上
流
で
花

火
が
打
ち
上
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。両

国
橋
上
の
歩
道
の
柵
に
は
花
火
が
デ
ザ

イ
ン
さ
れ
て
い
ま
す
。

描
か
れ
た
季
節
は
夏
、山
梨
県
の
河

口
湖
に
映
し
出
さ
れ
る
逆
さ
富
士
を
描

い
た
作
品
で
す
。題
名
の「
甲
州
三
坂
」

と
は
、現
在
の
同
県
富
士
河
口
湖
町
と

笛
吹
市
に
ま
た
が
る
御み

さ
か
と
う
げ

坂
峠
を
さ
し
て

い
ま
す
。

本
作
品
は
、そ
の
峠
か
ら
見
た
景
色

と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。た

だ
し
実
際
の
峠
か
ら
は
河
口
湖
の
逆
さ

富
士
は
見
え
な
い
こ
と
や
、富
士
山
の

稜
線
の
角
度
、周
辺
の
山
や
湖
岸
の
形

な
ど
か
ら
、こ
の
峠
を
下
っ
た
河
口
湖
畔

か
ら
富
士
山
を
眺
め
て
い
る
と
思
わ
れ

ま
す
。そ
し
て
、中
央
の
集
落
は
勝
山

村
、右
端
の
足
和
田
山
の
麓
の
集
落
は

長
浜
村
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
浮
世
絵
を
見
て
、少
し
不
思
議

に
思
わ
れ
て
い
る
方
が
い
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。そ
う
、こ
の
作
品
の
な
か
に
は
、

北
斎
ら
し
い
大
胆
な
嘘
、す
な
わ
ち
現

実
で
は
起
こ
り
得
な
い
現
象
が
描
か
れ

て
い
る
の
で
す
。

一
つ
目
は
、湖
面
に
映
る
富
士
山
の
影

で
す
。本
来
な
ら
ば
鏡
像
、す
な
わ
ち

線
対
称
で
映
ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん

が
、本
作
品
で
は
、山
頂
の
位
置
が
左
に

ず
れ
て
お
り
、点
対
称
の
よ
う
な
位
置

関
係
に
な
っ
て
い
ま
す
。水
面
に
物
体
が

ど
の
よ
う
に
映
る
か
、北
斎
が
知
ら
な

か
っ
た
と
は
考
え
に
く
く
、構
図
の
安
定

を
求
め
る
た
め
、あ
え
て
そ
の
よ
う
に

富
士
山
を
配
置
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

二
つ
目
は
、夏
の
富
士
山
を
描
き
な

が
ら
、水
面
に
映
っ
て
い
る
富
士
山
は
山

頂
に
雪
を
頂
く
姿
と
な
っ
て
い
る
こ
と

で
す
。夏
と
冬
、全
く
異
な
る
二
つ
の
季

節
を
一
枚
の
画
面
の
な
か
で
同
時
に
表

現
し
よ
う
と
す
る
の
は
、ま
さ
し
く
北

斎
な
ら
で
は
の
大
胆
な
ア
イ
デ
ア
と
い

え
ま
す
。

し
か
も
、北
斎
の
巧
み
な
と
こ
ろ
は
、

作
品
を
見
る
人
に
夏
と
冬
の
違
い
を

あ
か
ら
さ
ま
に
気
が
付
か
せ
る
こ
と
な

く
、ご
く
自
然
に
逆
さ
富
士
の
風
景
と

し
て
描
い
て
い
る
こ
と
で
す
。そ
し
て
、

た
と
え
そ
の
北
斎
の
仕
掛
け
に
気
が
付

い
た
と
し
て
も
、あ
り
得
な
い
非
現
実

的
な
表
現
と
非
難
し
た
く
な
る
の
で
は

な
く
、さ
す
が
北
斎
ら
し
い
発
想
だ
と

う
な
ら
せ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
、北
斎
の

類
稀
な
る
才
能
を
感
じ
ま
す
。

甲こ
う
し
ゅ
う
み
さ
か
す
い
め
ん

州
三
坂
水
面

（
現
・
山
梨
県
富
士
河
口
湖
町
／
笛
吹
市
）

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。

御
厩
川
岸
は
現
在
の
墨
田
区
横

網
１
丁
目
辺
り
に
位
置
し
、隅
田
川

対
岸
の
台
東
区
蔵
前
２
丁
目
辺
り

を
結
ぶ
船
着
き
場
で
す
。明
治
7
年

（
１
８
７
４
）に
木
造
の
厩う
ま
や
ば
し橋
が
架
け

ら
れ
る
ま
で
、渡
し
船
が
運
航
し
て

い
ま
し
た
。現
在
の
厩
橋
は
、関
東
大

震
災
の
復
興
事
業
と
し
て
昭
和
４
年

（
１
９
２
９
）に
竣
工
し
た
美
し
い
３
連

ア
ー
チ
橋
で
す
。グ
リ
ー
ン
を
基
調
色

と
し
、橋
全
体
に
馬
を
連
想
さ
せ
る
レ

リ
ー
フ
な
ど
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
作
品
は
、墨
田
区
本
所
１
丁
目
辺

り
か
ら
両
国
橋
と
富
士
山
を
望
ん
で

い
ま
す
。時
刻
は
日
が
暮
れ
始
め
て
き

た
夕
方
。手
前
に
大
き
く
描
か
れ
た
船

に
は
、長
い
竿
を
持
っ
た
鳥と
り
さ刺
し（
鳥
を

捕
獲
す
る
職
業
）や
物
売
り
、按あ
ん
ま摩
な

ど
、10
人
以
上
の
人
々
が
窮
屈
そ
う
に

乗
り
合
わ
せ
て
い
ま
す
。画
面
の
奥
に

見
え
る
の
は
、両
国
橋
と
藍
色
の
富
士

山
。輪
郭
線
を
用
い
ず
に
刷
る
こ
と
に

よ
り
、徐
々
に
夕
闇
に
包
ま
れ
て
い
く
な

か
、次
第
に
物
の
色
が
失
わ
れ
て
い
く

様
子
が
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

両
国
橋
の
欄
干
に
も
注
目
し
て
み

ま
し
ょ
う
。ギ
ザ
ギ
ザ
の
形
を
し
た
シ
ル

エッ
ト
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。こ
れ
は
、両
国
橋
に
詰
め

か
け
た
大
勢
の
人
た
ち
。な

ん
と
も
細
か
い
表
現
で
す
。

川
の
上
に
は
幾
艘
も
の
船
が

浮
か
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、こ

れ
か
ら
花
火
で
も
打
ち
上
げ

ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。に
ぎ

や
か
な
夏
の
季
節
が
描
か
れ

て
い
ま
す
。

し
か
し
渡
し
船
に
乗
る

人
々
は
、両
国
橋
の
喧
騒
に

は
あ
ま
り
関
心
が
な
い
よ
う

で
す
。皆
、一
日
の
仕
事
を
終
え
て
す
っ

か
り
く
た
び
れ
た
様
子
で
、あ
ま
り
会

話
も
交
わ
さ
ず
家
路
を
急
ご
う
と
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

御お
ん
ま
や
が
し

厩
川
岸
よ
り
両

り
ょ
う
ご
く
ば
し
せ
き
よ
う
を
み
る

国
橋
夕
陽
見

（
現
・
東
京
都
墨
田
区
／
台
東
区

／
中
央
区
）

花火のデザインが施された両国橋の歩道の柵

現在の両国橋（東京都中央区―墨田区間）

河口湖畔からの富士山の眺め

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「
御
厩
川
岸
よ
り
両
国
橋
夕
陽
見
」と

「
甲
州
三
坂
水
面
」で
す
。
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四し

じ

ん神
相そ

う

お

う応

は
じ
め
に

　

内
外
の
観
光
客
で
に
ぎ
わ
う
京
都
。延
暦

13
年（
７
９
４
）に
桓
武
天
皇
に
よ
っ
て
長
岡
京

か
ら
遷
都
さ
れ
て
以
来
、１
０
０
０
年
以
上
に

わ
た
り
日
本
の
首
都
と
し
て
栄
え
て
き
ま
し

た
。遷
都
に
あ
た
っ
て
は
、「
風
水
学
で
い
う
四

神
相
応
に
か
な
う
地
が
選
ば
れ
た
」と
い
う
話

は
有
名
で
、皆
さ
ん
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
か

と
思
い
ま
す
。

　

四
神
相
応
に
か
な
う
地
と
は
、四
神（
玄げ

ん
ぶ武
、

青せ
い
り
ゅ
う
龍
、白び
ゃ
っ
こ虎
、朱す
ざ
く雀
）が
、東
西
南
北
を
守
護
す

る
土
地
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。四
神
は
そ
れ
ぞ

れ
、北
の
玄
武
は
山
丘
、東
の
青
龍
は
河
川
、西

の
白
虎
は
大
道
、南
の
朱
雀
は
池
沼
と
、そ
れ

ぞ
れ
地
形
を
も
っ
て
こ
れ
に
当
て
ら
れ
ま
す
。

　

四
神
相
応
の
地
が
選
ば
れ
た
の
は
平
安
京

だ
け
で
な
く
、例
え
ば
現
在
の
首
都・東
京
、つ

ま
り
江
戸
に
つ
い
て
も
徳
川
家
康
が
適
地
を

選
ん
だ
と
い
う
説
も
多
く
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、そ
れ
は
本
当
の
こ
と
で
し
ょ
う

か
。私
が
初
め
て
疑
問
を
抱
い
た
の
は
、四
神

に
あ
て
は
め
る
山
や
川
や
道
や
池
に
つ
い
て
、さ

ま
ざ
ま
な
意
見
が
あ
る
こ
と
に
気
が
付
い
た

か
ら
で
す
。例
え
ば
京
都
で
は
玄
武
は
船
岡

山
、青
龍
は
鴨
川
、白
虎
は
山
陰
道
、朱
雀
は

巨お
ぐ
ら
い
け

椋
池
が
比
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、一
方
で
白

虎
は
木
島
大
路
、朱
雀
は
下
鳥
羽
付
近
の
遊

水
池
な
ど
と
い
う
意
見
も
あ
り
、四
神
と
さ
れ

る
地
形
が
特
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
次
第
で
、今
回
は
平
安
京
と

江
戸
に
つ
い
て
、本
当
に
四
神
相
応
の
地
を
選

ん
で
建
設
さ
れ
た
の
か
考
え
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。

四
神
と
は

　

そ
も
そ
も
四
神
と
は
、古
代
中
国
の
天
文
学

に
基
づ
き
、天
空
の
四
方
に
見
え
る
主
な
28
の

星
を
東
西
南
北
の
４
つ
に
わ
け
、各
方
角
の
７
つ

の
星
の
形
が
そ
れ
ぞ
れ
四
神
と
似
て
い
る
の
で
、

そ
こ
か
ら
四
方
を
守
護
す
る
と
い
う
考
え
方

が
生
じ
た
よ
う
で
す
。

　

日
本
に
お
い
て
四
神
が
確
認
で
き
る
最
初
期

の
も
の
は
、有
名
な
高
松
塚
古
墳
や
キ
ト
ラ
古

墳
の
壁
画
や
、奈
良
薬
師
寺
の
本
尊
薬
師
如

来
坐
像
の
四
神
文
で
あ
り
、７
世
紀
か
ら
８
世

紀
初
頭
に
は
伝
来
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て

い
ま
す
。

　

た
だ
し
、こ
の
段
階
で
は
四
神
が
四
方
を
守

る
と
い
う
考
え
方
ま
で
伝
わ
っ
て
い
た
の
か
、明

ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
で
は

　

さ
て
、日
本
で
四
神
相
応
の
断
片
は
、天
長

５
年（
８
２
８
）の
日
付
が
あ
る
空
海
の「
綜し

ゅ
げ
い芸

種し
ゅ
ち
い
ん

智
院
式
」に「
兌
白
虎
大
道
。離
朱
雀
小

澤
」と
あ
り
、同
じ
く
空
海
の
漢
詩
文
集『
性

し
ょ
う

霊り
ょ
う
し
ゅ
う
集
』に「
東
西
龍
臥
」「
南
北
虎
踞
」と
し

て
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。こ
れ
が
最
初
期
と

考
え
ら
れ
ま
す
が
、ま
だ
完
全
に
四
神
が
出

そ
ろっ
て
い
ま
せ
ん
。つ
ま
り
、こ
れ
ら
は
す
べ
て

平
安
京
が
遷
都
さ
れ
た
後
の
も
の
な
の
で
、遷

都
当
時
の
日
本
で
は
ま
だ
こ
の
考
え
は
確
立

し
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
の
で
す
。

　

平
安
京
に
つ
い
て
最
初
に
四
神
が
山
・
川
・

道
・
池
に
当
て
は
め
ら
れ
た
の
は
、遷
都
か
ら

５
２
０
年
を
経
た
正
和
３
年（
１
３
１
４
）の

奥
書
を
持
つ『
聖し

ょ
う
と
く
た
い
し
へ
い
し
で
ん
ぞ
う
か
ん
も
ん

徳
太
子
平
氏
伝
雑
勘
文
』で

あ
り
、「
左
青
竜
は
東
よ
り
水
南
に
流
る
な
り
。

前
朱
雀
は
南
に
池
溝
あ
る
な
り
。右
白
虎
は

西
に
大
道
あ
る
な
り
。後
ろ
玄
武
は
山
岳
あ

る
な
り
。之
を
い
う
、四
神
具
足
の
地
」と
記

し
て
い
ま
す
。

平
安
京
の
詔
み
こ
と
の
り

　

こ
こ
で
、桓
武
天
皇
が
平
安
京
の
地
を
選
ん

だ
理
由
を
、天
皇
自
ら
が
発
せ
ら
れ
た
詔
に
見

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。ま
ず
は「
四よ

も
の
く
に

方
国
の

百
姓
参
り
出
で
来
る
こ
と
も
こ
れ
便

た
や
す
き」。全

国

の
百
姓
が
納
税
に
来
る
の
に
便
利
で
あ
り
、さ

ら
に「
山
河
襟き

ん
た
い帯

」。京
都
三
山
が
襟
の
よ
う

に
連
な
り
、鴨
川
な
ど
河
川
が
帯
の
よ
う
に
取

り
囲
む
自
然
の
城
で
あ
る
か
ら
で
、ど
こ
に
も

「
四
神
相
応
の
地
」な
ど
と
書
か
れ
て
い
な
い

の
で
す
。

後
付
け
の
理
屈

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、平
安
京
の
遷

都
に
つ
い
て
は
、そ
の
詔
に
も
四
神
相
応
は
見

ら
れ
ず
、ま
た
日
本
で
平
安
京
と
結
び
つ
け
ら

れ
た
の
は
、遷
都
か
ら
年
月
が
経
っ
て
か
ら
だ

と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
結

果
か
ら
、平
安
京
は
四
神
相
応
の
地
だ
か
ら
選

ば
れ
た
と
明
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
え

ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、文
献
・
史
料
に
見
え
ず
と
も
、

「
現
在
の
京
都
が
ま
さ
に
四
神
相
応
に
か

な
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。そ
れ
が
確
た
る
証

拠
だ
」、と
い
う
意
見
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん（
事
実
あ
り
ま
す
）。で
も
、そ
れ
は
長
き
に

わ
た
っ
て
繁
栄
し
た
都
市
が
、「
た
ま
た
ま
そ

の
よ
う
な
地
形
に
あ
て
は
め
る
こ
と
が
で
き

た
」と
い
う
後
付
け
の
理
屈
に
過
ぎ
な
い
と
し

か
現
在
の
と
こ
ろ
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

思
い
ま
す
。

江
戸
に
つ
い
て

　

さ
て
、こ
れ
ま
で
平
安
京
に
つ
い
て
見
て
ま
い

り
ま
し
た
が
、い
よ
い
よ
江
戸
に
移
り
た
い
と

思
い
ま
す
。江
戸
幕
府
に
引
き
続
き
、現
在
に

お
い
て
も
東
京
が
首
都
で
あ
り
続
け
る
の
は
、

「
家
康
が
四
神
相
応
の
地
を
選
ん
だ
か
ら
」と

い
う
説
が
多
数
あ
る
こ
と
は
前
述
し
ま
し
た
。

し
か
し
、こ
れ
は
明
ら
か
に
お
か
し
い
と
思
い

ま
す
。な
ぜ
な
ら
、江
戸
を
選
ん
だ
の
は
徳
川

家
康
で
は
な
く
、豊
臣
秀
吉
だ
か
ら
で
す
。

江
戸
入
り
の
理
由

　

家
康
は
小
田
原
征
伐
の
あ
と
、天
正
18
年

（
１
５
９
０
）に
江
戸
入
り
を
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、こ
の
江
戸
入
り
は
家
康
の
意
思
で
は

な
く
、秀
吉
の
命
令
で
し
た
。例
え
ば
、万
治

３
年（
１
６
６
０
）に
石
川
正し

ょ
う
さ
い
西
が
書
い
た『
聞ぶ
ん

見け
ん
し
ゅ
う
集
』に
は
、「
小
田
原
落
城
之
後
、秀
吉
公

会
津
迄
御
下
有
て
、家
康
様
御
在
城
は
江
戸

可
然
ら
ん
と
御
め
き（
目
利
）き
の
よ
し
」と

あ
り
ま
す
。つ
ま
り
、秀
吉
か
ら「
家
康
殿
の

御
城
は
江
戸
に
す
る
が
よ
い
」と
勧
め
ら
れ
た

の
で
す
。勧
め
ら
れ
た
と
言
え
ば
聞
こ
え
が
い

い
で
す
が
、こ
れ
は
明
ら
か
に
命
令
で
す
。こ
の

『
聞
見
集
』を
書
い
た
石
川
正
西
は
、譜
代
大

名
松
平
康や

す
し
げ重
の
家
老
で
、江
戸
入
り
当
時
は

17
歳
で
し
た
の
で
、か
な
り
信し

ん
ぴ
ょ
う
せ
い

憑
性
が
高
い
記

述
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、石
川
は
続
け
て
、当
時
す
で
に
確

立
し
た
都
市
だ
っ
た
小
田
原
や
鎌
倉
に
つ
い
て

「
両
所
は
ふ
な
入
り
も
な
く
江
戸
に
は
お
と

り
た
る
所
な
り
、江
戸
は
年
々
に
万
事
さ
か
へ

ま
し
」と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

当
時
、城
と
城
下
町
の
建
設
に
は
大
き
な

変
化
が
生
じ
て
い
ま
し
た
。織
田
信
長
に
し
て

も
、豊
臣
秀
吉
に
し
て
も
、中
世
以
前
の
山
城

か
ら
領
国
経
営
を
重
視
し
た
商
業
や
交
通
に

適
し
た
場
所
に
移
し
て
い
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、豊
臣
家
を
お
び
や
か
す
存
在
で

あ
る
家
康
に
、そ
の
よ
う
な
適
地
を
勧
め
る
と

は
秀
吉
は
ず
い
ぶ
ん
親
切
な
よ
う
に
思
え
ま

す
が
、当
時
の
江
戸
は
発
展
の
可
能
性
が
あ
っ

て
も
、入
江
の
埋
め
立
て
や
、河
川
の
付
け
替

え
な
ど
、大
幅
な
イ
ン
フ
ラ
整
備
を
す
る
必
要

が
あ
り
ま
し
た
。江
戸
は
将
来
性
が
見
込
め

る
メ
リ
ッ
ト
を
持
ち
な
が
ら
、そ
れ
に
は
多
大

な
労
費
を
使
わ
ざ
る
を
得
な
い
デ
メ
リ
ッ
ト
が

あ
っ
た
の
で
す
。

富
士
山
は
江
戸
の
北
に
あ
り

　

こ
の
史
実
一
つ
を
取
っ
て
み
て
も
、江
戸
が

四
神
相
応
の
地
だ
か
ら「
家
康
が
選
ん
だ
」可

能
性
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、加
え
て
江
戸
は

地
形
的
に
も
そ
れ
に
該
当
し
な
い
土
地
な
の

で
す
。そ
し
て
、そ
れ
は
皮
肉
な
こ
と
に
、四
神

相
応
に
か
な
っ
て
い
る
と
い
う
説
を
唱
え
る
諸

氏
が
証
明
し
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、大
同
工
業
大
学
工
学
部
教
授
で
あ

り
、宮
元
建
築
研
究
所
代
表
取
締
役
だ
っ
た

故・宮
元
健
次
氏
の『
江
戸
の
陰
陽
師　

天
海
の

ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
デ
ザ
イ
ン
』を
見
て
み
ま
し
ょ

う
。左
の「
江
戸
と
四
神
相
応
の
概
念
図
」は

同
書
か
ら
転
載
し
た
も
の
で
す
が
、一
目
見
て

お
か
し
な
図
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。江

戸
城
の
北
に
富
士
山
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
し
て
本
文
中
に
は
、「（
家
康
の
ブ
レ
ー
ン

で
あ
っ
た
天
海
は
）江
戸
城
の
地
を
、東
に
平

川
、西
に
東
海
道
、南
に
江
戸
湾
、北
に
富
士

山
が
あ
る
と
い
う
四
神
相
応
に
あ
て
は
ま
る

場
所
と
し
て
選
地
し
た
」と
あ
り
、誤
植
で
は

な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。念
の
た
め
記
し
て

お
き
ま
す
が
、富
士
山
は
江
戸（
東
京
）の
北

に
は
あ
り
ま
せ
ん
。西
で
す
。

回
転
さ
せ
る

　

こ
の
ほ
か
、軸
を
回
転
さ
せ
て
適
地
と
み
な

す
の
が
流
行
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。建
築
史
家

で
名
古
屋
工
業
大
学
名
誉
教
授
だ
っ
た
故
・

内
藤
昌
氏
は
、「
朱
雀
―
玄
武
の
南
北
軸
を

一
一
二
度
あ
ま
り
東
北
東
へ
ふ
っ
て
、こ
こ
に

城
の
正
面
＝
大
手
を
お
い
た
」と
し
て
、玄
武

に
つ
い
て
は「
麹
町
台
地
か
ら
富
士
山
を
の
ぞ

ん
で
玄
武
の
神
に
」と
あ
り
、宮
元
氏
に
し
て

も
内
藤
氏
に
し
て
も
な
ぜ
か
富
士
山
を
玄
武

に
見
立
て
た
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

ま
た
内
藤
氏
の
説
に
対
し
て
、愛
知
学
院

大
学
総
合
政
策
学
部
准
教
授
の
村
田
尚
生
氏

ら
は
、内
藤
氏
が
言
う
よ
う
に
１
１
２
度
ず
ら

す
と
朱
雀
の
方
向
に
は
江
戸
湊
は
な
く
、白
虎

の
方
向
に
東
海
道
は
な
い
と
反
論
し
、72
度
ず

ら
す
と
う
ま
く
い
く
と
述
べ
て
い
ま
す
。ほ
か

に
も
、い
や
90
度
だ
と
い
う
説
も
あ
り
、そ
も

そ
も
勝
手
に
軸
を
ク
ル
ク
ル
回
し
て
東
西
南

北
の
方
角
は
重
要
で
は
な
い
の
か
と
疑
問
に
思

い
ま
す
。

お
わ
り
に

　

若
か
り
し
頃
、京
都
を
旅
し
た
お
り
、鴨

川
を
眺
め
な
が
ら
、こ
こ
に
は
龍
が
住
ん
で
京

都
を
守
っ
て
い
る
と
想
像
し
、と
て
も
清す

が
す
が々
し

い
安
ら
か
な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。し
か

し
、「
は
じ
め
に
」で
述
べ
た
よ
う
に
、比
定
地

が
あ
い
ま
い
な
こ
と
か
ら
、す
ぐ
に
疑
い
を
持

ち
始
め
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、四
神
相
応
説

を
唱
え
る
方
々
は
、本
来
は
論
理
的
か
つ
合

理
的
な
考
え
を
持
ち
な
が
ら
も
、神
秘
を
信

じ
る
気
持
ち
を
捨
て
き
れ
ず
、さ
ま
ざ
ま
な

可
能
性
を
苦
慮
し
て
四
神
相
応
の
都
と
い
う

ロ
マ
ン
を
守
ろ
う
と
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

（
文
：
江
口
知
秀
）

シ
リ
ー
ズ
78

建設産業図書館通信Vol.96

鴨川デルタ　
高野川と賀茂川と合流して鴨川となる

鴨川は京都の東を守護する青龍とされる
（京都市左京区　2008年撮影）

四神相応概念図（著者画）

江戸と四神相応の概念図
（出典：『江戸の陰陽師　天海のランドスケープデザイン』 
宮元健次　人文書院　2001年）
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国
内
外
か
ら
多
く
の
人
が
訪
れ
る
高
尾

山
。
新
宿
か
ら
西
へ
約
40
㎞
、
東
京
都
八

王
子
市
に
あ
る
標
高
５
９
９
ｍ
の
こ
の
山

は
、
東
京
近
郊
な
が
ら
も
美
し
い
自
然
に

あ
ふ
れ
、
低
山
な
が
ら
も
山
中
に
は
観
光

名
所
や
グ
ル
メ
ス
ポ
ッ
ト
な
ど
が
ぎ
っ
し

り
詰
ま
っ
て
い
る
、
日
本
屈
指
の
観
光
地

で
す
。

高
尾
山
の
歴
史
を
簡
単
に
振
り
返
り

ま
す
。
奈
良
薬
師
寺
の
僧
侶
で
あ
る
行ぎ
ょ
う
き基

が
高
尾
山
薬
王
院
を
開
山
し
た
の
が
、
奈

良
時
代
（
７
４
４
年
）
で
す
。
薬
王
院

は
そ
の
後
、
荒
廃
し
て
い
き
ま
す
が
、
約

６
０
０
年
後
の
南
北
朝
時
代
（
１
３
７
５

年
）
に
京
都
山
城
国
醍
醐
山
の
高
僧
で
あ

る
俊
し
ゅ
ん
げ
ん源
大た
い
と
く徳
が
そ
の
復
興
に
取
り
組
み
ま

す
。
戦
国
時
代
に
入
る
と
、
関
東
一
円
を

支
配
し
て
い
た
北
条
氏
が
高
尾
山
の
自
然

を
保
護
す
る
政
策
を
進
め
ま
し
た
。

豊
か
な
自
然
は
明
治
時
代
以
降
も
守

ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
昭
和
時
代
に
入
る

と
、
戦
時
中
は
造
船
の
た
め
、
戦
後
は
家

屋
再
建
の
た
め
、
大
量
の
木
々
が
伐
採
さ

れ
、
そ
の
自
然
は
傷
つ
け
ら
れ
て
し
ま
い

ま
す
。
し
か
し
、
昭
和
25
年
（
１
９
５
０
）

に
東
京
都
立
高
尾
陣
場
自
然
公
園
の
指
定

を
、
昭
和
42
年
（
１
９
６
７
）
に
明
治
の

森
高
尾
国
定
公
園
の
指
定
を
受
け
た
こ
と

で
、
高
尾
山
の
自
然
は
再
び
守
ら
れ
て
い

き
ま
す
。

一
方
、
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
や
リ
フ
ト
の

導
入
、
新
宿
と
高
尾
山
口
の
間
を
結
ぶ
京

王
線
の
全
線
開
通
に
よ
り
、
高
尾
山
は
自

然
を
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
憩
い
の
場
と

し
て
発
展
し
て
き
ま
し
た
。
平
成
19
年

（
２
０
０
７
）
に
ミ
シ
ュ
ラ
ン
ガ
イ
ド
で

三
つ
星
の
観
光
地
と
し
て
評
価
さ
れ
て
か

ら
は
、
登
山
者
が
年
間
３
０
０
万
人
ま
で

増
え
、
世
界
一
の
登
山
者
数
を
誇
る
山
と

な
っ
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
高
尾
山
を
登
る
に
は
い
く
つ

か
の
コ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
今
回
は
最
も

利
用
者
が
多
い
定
番
の
「
１
号
路	

表
参

道
コ
ー
ス
」（
全
長
３
・
８
㎞
、
所
要
時
間

１
０
０
分
〈
徒
歩
〉）
を
紹
介
し
ま
す
。

ま
ず
は
、
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
乗
り
場
の
清

滝
駅
か
ら
出
発
し
、
徒
歩
ま
た
は
ケ
ー
ブ

ル
カ
ー
で
高
尾
山
駅
を
目
指
し
ま
す
。
駅

に
着
く
と
、
隣
接
す
る
か
す
み
台
展
望
台

か
ら
都
心
方
面
の
街
並
み
を
見
渡
す
こ
と

が
で
き
ま
す
。

こ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
約
90
頭
の
猿
が
い

る
「
さ
る
園
」
や
根
が
タ
コ
の
足
の
よ
う

に
曲
が
っ
た
巨
大
杉
の
「
た
こ
杉
」
を
通

り
過
ぎ
る
と
、
薬
王
院
の
入
り
口
と
も
言

う
べ
き
「
浄
心
門
」
が
見
え
て
き
ま
す
。

こ
の
門
を
く
ぐ
り
、
両
側
に
赤
い
灯
篭

が
続
く
参
道
を
行
く
と
、
左
側
が
「
男
坂
」、
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新
宿
支
店
か
ら

自
然
や
四
季
を
改
め
て
実
感 

世
界
の
名
所「
高
尾
山
」

右
側
が
「
女
坂
」
の
分
岐
が
出
現
し
ま
す
。

男
坂
は
煩
悩
の
数
と
同
じ
１
０
８
段
の
急

な
階
段
道
、
女
坂
は
な
だ
ら
か
な
ス
ロ
ー

プ
状
の
坂
道
と
な
っ
て
お
り
、
坂
を
登
り

終
え
た
所
に
あ
る
「
ご
ま
ど
こ
ろ
権
現
茶

屋
」（
ご
ま
団
子
や
ソ
フ
ト
ク
リ
ー
ム
が

有
名
な
休
憩
所
）
の
前
で
、
男
坂
と
女
坂

が
合
流
し
ま
す
。

さ
ら
に
歩
を
進
め
、
東
京
都
天
然
記

念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
杉
並
木
を
抜
け

る
と
、
高
尾
山
の
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
も

言
え
る
薬
王
院
に
到
着
。
巨
大
な
山
門
を

く
ぐ
れ
ば
、
高
尾
山
の
シ
ン
ボ
ル
の
天
狗

（
像
）
が
出
迎
え
て
く
れ
ま
す
。
こ
こ
か
ら
、

境
内
の
本
堂
、
本
社
、
奥
之
院
、
と
続

く
階
段
を
ひ
た
す
ら
登
り
、
境
内
を
抜
け
、

ア
ッ
プ
ダ
ウ
ン
す
る
道
を
進
む
と
、
ゴ
ー

ル
は
目
の
前
。
最
後
の
坂
道
を
登
り
切
る

と
、
山
頂
に
到
着
で
す
。

頂
上
に
着
く
と
最
初
に
目
に
飛
び
込
ん

で
来
る
の
は
、
高
尾
山
の
山
頂
標
識
で
す
。

こ
の
標
識
周
り
は
記
念
撮
影
の
ス

ポ
ッ
ト
と
な
っ
て
お
り
、
多
く
の
人

で
賑
わ
い
ま
す
。
ま
た
、
も
う
一
つ

の
ス
ポ
ッ
ト
で
あ
る
山
頂
展
望
台
か

ら
は
、
房
総
半
島
、
江
の
島
、
富
士

山
な
ど
を
一
望
で
き
、
自
然
の
雄
大

さ
や
美
し
さ
を
満
喫
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

今
回
は
「
１
号
路	

表
参
道
コ
ー

ス
」
を
紹
介
し
ま
し
た
が
、
高
尾
山

に
は
他
の
登
山
コ
ー
ス
を
は
じ
め
、

見
ど
こ
ろ
や
グ
ル
メ
ス
ポ
ッ
ト
な
ど

が
、
ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

登
る
季
節
を
変
え
れ
ば
、
楽
し
み
方
が
さ

ら
に
広
が
る
こ
と
、
間
違
い
な
し
で
す
。

皆
さ
ん
も
四
季
折
々
の
自
然
、
歴
史
、

パ
ワ
ー
を
感
じ
な
が
ら
散
策
し
て
み
ま
せ

ん
か
。
き
っ
と
新
し
い

「
高
尾
山
」
を
発
見
で

き
る
と
思
い
ま
す
。

高尾山のパワースポット、高尾山薬王院
（東京都八王子市）

平成27年（2015）に新しくなった山頂標識。記念撮影で人気

（図・写真提供：高尾山マガジン　 
  https://mttakaomagazine.com/）

山頂展望台から見える富士山。秋や冬など
空気が澄んでいる季節はよく見える

〒163-0634
東京都新宿区西新宿1丁目25番1号 新宿センタービル34F
TEL. (03) 3340-2451　FAX. (0120) 027-158

新宿支店

編 集 後 記

2024春号をお届けします。テーマは「あらためる」です。
建設業界では担い手確保に向け、新3K（給与・休日・希望）に「かっ

こいい」を加えた新4Kを掲げた働き方改革に取り組んでいます。
建設業のかっこよさ、どんどん発信していきましょう。

それと同時に発信していきたいのが、Photo Galleryで紹介し
た土木の「かわいい」という一面です。また、建築教育で「美術」の視
点を掲げる共立女子大学 建築・デザイン学部の取材を通して見え
てきたのは、「美しい」という一面です。人材確保が厳しさを増す今、

「かっこいい」「かわいい」「美しい」といったさまざまな角度から建
設業界の魅力を捉え、発信していくことで世間一般の方々の建設
業界に対するイメージを改めるきっかけをつくりたいですね。

弊社ではこの度、現場代理人の育成に取り
組む方を対象にした小冊子『現場代理人の育
成ガイドブック【知識と実践】』を刊行しました。

現場代理人に必要とされる能力や育成ス
テップなどについて、具体例を通してわかりや
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
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建設産業と、ともに歩みつづける
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