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「
絵
」で
解
き
明
か
す

土
木
の
核
心

特
集

視
覚
、聴
覚
、触
覚
、味
覚
、嗅
覚
。

人
間
の
五
感
に
お
い
て
最
も
高
い
知

覚
は
視
覚
と
さ
れ
、そ
の
情
報
判
断

の
割
合
は
八
〇
％
を
超
え
る
と
も
言

わ
れ
て
い
る
。「
見
る
」と
い
う
行
為

は
情
報
を
記
憶
と
し
て
定
着
さ
せ
、

そ
の
先
に
向
け
ら
れ
た
知
識
欲
を
大

き
く
刺
激
す
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

土
木
と
い
う
広
大
な
世
界
を
、イ
ラ

ス
ト
・
絵
を
使
っ
て
広
げ
て
い
く
。
美

し
い
色
と
カ
タ
チ
で
伝
え
る
土
木
の

勇
壮
さ
と
匠
の
技
。
見
る
者
を
土
木

の
入
り
口
に
立
た
せ
る「
絵
」が
持
つ

力
を
確
か
め
て
み
た
。

浮
世
絵
に
描
か
れ
た

江
戸
の
土
木

　

江
戸
期
に
描
か
れ
た
浮
世
絵
の
な
か

に
当
時
の「
土
木
」が
息
づ
い
て
い
る
。

太
田
記
念
美
術
館
学
芸
員
の
渡
邉
晃
氏

が
そ
の
こ
と
に
気
付
い
た
の
は「
東
京
の

凸
凹（
で
こ
ぼ
こ
）」に
つ
い
て
考
察
を

続
け
て
い
た
時
の
こ
と
だ
っ
た
。江
戸
の

地
形
が
浮
世
絵
に
ど
の
よ
う
に
描
か
れ

て
い
る
か
、地
形
図
を
携
え
な
が
ら
葛
飾

北
斎
や
歌
川
広
重
の
視
点
を
探
る
。そ
う

し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
か
ら
二
〇
一
九

年
、江
戸
の
ま
ち
の
高
低
差
を
テ
ー
マ

と
し
た『
江
戸
の
凸
凹
』展
が
開
催
さ
れ

た
。更
に
、江
戸
の
凸
凹
が
土
木
に
よ
っ

て
人
為
的
に
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

着
目
し
た
渡
邉
氏
は
、浮
世
絵
の
モ
チ
ー

フ
を
、埋
立
地
や
橋
梁
、都
市
開
発
と

い
っ
た
土
木
の
視
点
か
ら
改
め
て
見
直
し

て
い
く
。そ
の
成
果
と
し
て
二
〇
二
〇
年

に
開
催
さ
れ
た『
江
戸
の
土
木
展
』は
大

き
な
注
目
を
集
め
た
。

　

渡
邉
氏
に
当
時
の
こ
と
を
振
り
返
っ

て
い
た
だ
い
た
。「
最
初
の
興
味
は
江
戸

の
地
理
で
す
。あ
と
個
人
的
に
は
建
設
現

場
の
写
真
撮
影
が
好
き
で
、都
内
を
訪
ね

歩
い
て
い
ま
し
た
。日
々
、東
京
の
風
景

橋はその形の美しさに加え人々が行き交うという物語性もあり、江戸の土木のモチーフと
して好まれた。この絵の主役は隅田川に架かる両国橋。1657年の明暦の大火の際、
江戸市民が隅田川を渡ることができず多数の死傷者が出たことから架橋されたと言われ
ている。俯瞰の視点で大きなアーチ橋と周辺の様子が詳細に描かれている。

歌川広重「東都名所　両国橋夕涼全図」
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が
変
わ
っ
て
い
く
様
子
が
イ
ン
パ
ク
ト
が

あ
り
な
が
ら
儚
げ
で
そ
こ
に
魅
か
れ
て
い

た
の
で
す
が
、浮
世
絵
に
も
江
戸
の
土
木

事
業
の
跡
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が

付
き
ま
し
た
」。

　

例
え
ば
広
重
の「
名
所
江
戸
百
景 

深

川
洲
崎
十
万
坪
」と
い
う
名
作
が
あ
る
。

空
を
飛
ぶ
大
鷲
が
雪
景
色
を
睥へ

い
げ
い睨

す
る

構
図
だ
が
、そ
の
眼
下
の
寂
寥
た
る
大
地

は
深
川
に
造
成
さ
れ
た
埋
立
地
だ
。「
通

常
は
大
鷲
の
鋭
い
眼
光
や
躍
動
感
が
評

価
さ
れ
る
絵
で
す
が
、実
は
土
木
的
な
視

点
で
見
る
と
地
表
が
浮
か
び
上
が
る
よ

う
で
そ
の
表
現
が
と
て
も
興
味
深
い
。こ

こ
は
人
の
手
に
よ
る
埋
立
地
だ
と
、そ
う

し
た
視
点
も
あ
る
こ
と
を
伝
え
た
い
と

思
い
ま
し
た
」と
渡
邉
氏
は
話
す
。

浮
世
絵
は

情
報
メ
デ
ィ
ア
の
原
点

　

北
斎
や
広
重
が
土
木
に
興
味
を
抱
い

て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、残
さ
れ
た
作
品
に
は
結
果
と
し

て
広
大
な
埋
立
地
や
橋
、水
路
と
い
っ
た

江
戸
期
の
土
木
の
成
果
が
ふ
ん
だ
ん
に

描
か
れ
て
い
る
。渡
邉
氏
に
よ
る
と
、背

景
に
は
浮
世
絵
が
果
た
し
て
い
た
媒
体

と
し
て
の
存
在
意
義
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　

浮
世
絵
が
登
場
し
た
の
は
一
六
〇
〇

年
代
後
半
だ
が
、当
時
は
役
者
絵
と
美
人

絵
が
二
大
ジ
ャ
ン
ル
だ
っ
た
。一
七
〇
〇

年
代
に
遠
近
法
を
取
り
入
れ
た
風
景
画

が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、人
気
を

集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。渡
邉
氏
は
こ
う

説
明
す
る
。「
一
八
三
〇
年
代
、北
斎
の

『
冨
嶽
三
十
六
景
』の
富
士
山
シ
リ
ー
ズ

が
大
ヒ
ッ
ト
し
て
風
景
画
の
需
要
が
喚

起
さ
れ
ま
し
た
。版
元
が
盛
ん
に
発
注

し
、浮
世
絵
師
も
意
欲
的
に
取
り
組
む

よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。加
え
て
、舶
来

の
顔
料
で
繊
細
な
青
色
を
表
現
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
の
も
大
き
な
要
因
と
な

り
ま
し
た
」。何
よ
り
も
遠
く
離
れ
た
場

所
の
風
景
を
見
た
い
と
い
う
人
々
の
欲

求
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。「
浮

世
絵
は
現
代
の
テ
レ
ビ
や
雑
誌
、Ｓ
Ｎ
Ｓ

を
統
合
し
た
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
そ
の
も渡邉 晃　Akira Watanabe

太田記念美術館
上席学芸員

の
と
し
て
、多
様
な
役
割
を
果
た
し
て
い

ま
し
た
。歌
舞
伎
の
興
行
が
あ
れ
ば
ポ
ス

タ
ー
、双
六（
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
）も
浮
世

絵
の
技
術
で
摺
ら
れ
、大
地
震
の
際
に
は

そ
の
原
因
を
ち
ゃ
か
し
た
鯰
の
絵
で
表

現
す
る
、そ
う
し
た
瞬
発
力
も
あ
っ
た
。

人
が
集
ま
る
と
こ
ろ
に
情
報
を
伝
播
さ

せ
る
メ
デ
ィ
ア
、情
報
媒
体
だ
っ
た
の
で

す
」と
渡
邉
氏
は
話
す
。か
つ
て
の
黒
部

ダ
ム
、そ
し
て
海
底
を
貫
く
東
京
湾
横
断

道
、更
に
は
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
な
ど
、

壮
大
な
社
会
基
盤
や
構
造
物
が
登
場
す

る
た
び
に
人
は
無
条
件
に
惹
き
付
け
ら

れ
て
し
ま
う
。そ
う
し
た
性
は
今
も
昔
も

あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
と
渡
邉
氏
は
笑
う
。

時
空
を
越
え
て

景
観
を
想
像
さ
せ
る
絵

　

浮
世
絵
が
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
な
ら
ば
、

絵
師
は
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
あ
る
と
同
時

に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
視
点
も

有
し
て
い
た
は
ず
だ
。そ
の
意
味
で
、北

斎
と
広
重
の
風
景
の
捉
え
方
と
差
異
が

興
味
深
い
と
言
う
。「『
深
川
十
万
坪
』

も
そ
う
で
す
が
、広
重
は
写
実
を
基
本
に

し
つ
つ
、ト
リ
ッ
キ
ー
な
構
図
も
得
意
と

し
て
い
ま
す
。行
徳
か
ら
江
戸
城
に
塩
を

運
ぶ
た
め
に
直
線
的
に
開
削
さ
れ
た
運

河
を
描
い
た『
小
奈
木
川
五
本
ま
つ
』で

は
あ
え
て
右
に
カ
ー
ブ
す
る
河
流
を
描

き
ま
し
た
。そ
こ
に
は
ち
ょ
っ

と『
嘘
』が
あ
る
。構
図
の
美
し

さ
を
優
先
し
た
結
果
だ
と
思
わ

れ
ま
す
が
、そ
れ
も
見
る
人
に

し
て
み
れ
ば
了
解
済
み
の
こ
と

で
す
。一
方
、北
斎
は
構
造
物

そ
の
も
の
に
興
味
を
示
し
ま
し

た
。橋
の
ト
ラ
ス
や
付
属
構
造

物
も
省
略
せ
ず
精
緻
に
記
録
し

て
い
ま
す
。広
重
は
ス
ト
リ
ー

ト
ス
ナ
ッ
プ
の
カ
メ
ラ
マ
ン
、北

斎
は
写
生
の
人
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
」。

　

ア
ー
テ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
姿
勢
を
旨

と
す
る
広
重
と
構
造
物
の
正
確
な
描
写

に
固
執
す
る
北
斎
。そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
が

あ
っ
た
。し
か
し
い
ず
れ
の
視
点
に
も
、

江
戸
の
空
気
感
や
構
造
物
の
存
在
感
を

人
々
に
知
ら
し
め
よ
う
と
す
る
意
欲
が

満
ち
て
い
る
。時
を
経
て
そ
の
絵
に
向
か

い
合
う
我
々
現
代
人
に
は
、変
わ
る
こ
と

の
な
い
技
術
者
た
ち
の
土
木
魂
も
同
時

に
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

凸
凹
を
探
し
な
が
ら
東
京
中
を
歩
い

て
い
て
気
付
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
、渡

邉
氏
は
最
後
に
こ
う
明
か
し
て
く
れ
た
。

「
東
京
は
ビ
ル
に
覆
わ
れ
て
し
ま
っ
て
、

原
地
形
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。か

つ
て
の
景
観
を
想
像
さ
せ
て
く
れ
る
の
が

浮
世
絵
で
す
。井
の
頭
池
か
ら
神
田
上
水

を
開
削
す
る
た
め
に
削
ら
れ
た
神
田
山

や
、隅
田
川
を
埋
め
立
て
て
造
成
し
た
幻

の
繁
華
街
…
浮
世
絵
に
は
当
時
の
土
木

や
都
市
開
発
の
気
配
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
息
遣
い
を
感
じ
取
る
こ
と
も
で
き
る

は
ず
で
す
」。

江戸の発展は、常に埋め立てとともにあったと言っても過言ではない。この
絵に描かれた深川の「十万坪」という土地もかつては浅瀬や湿地だったが、
1723年から3年かけて埋め立てが行われ10万坪におよぶ新田の開発
が行われた場所だという。雪に覆われ荒涼と広がる江戸の埋立地の空気
が伝わってくる。

亀戸天神の太鼓橋。激しい傾斜を古写真と照合すると実物のアーチとかなり近い角度
で描かれているという。実際の景色をリアルにスケッチして表現する北斎の絵の特徴が
わかる。

1600年代に行われたのが、神田山を真っ二つに分断して掘削し神田川を通すという
大工事。御茶ノ水付近から水道橋方面を見たこの絵にはその地形がよく表れている。
右手に見える昌平坂の側面に荒 し々い崖が描写されている。

徳川家康が江戸に入府してすぐに行徳から江戸へ塩を運ぶために開削した運
河・小名木川。多様な物資に加え、成田山詣でをする江戸の住民たちも舟に乗っ
て行き来したという。ほぼ一直線に流れるこの運河を、広重は絵画的演出を込めて
湾曲した姿で描いた。

隅田川の中流にかつて存在した幻の繁華街「中洲新地」。1771
年からの埋め立てにより市街地が形成され多くの茶屋が立ち並び賑
わったが、諸々の理由から1789年には取り壊されてしまう。たった十
数年しか存在しなかった開発エリアの姿が浮世絵に残されている。

歌川広重「名所江戸百景　深川洲崎十万坪」

昇亭北寿「東都　御茶之水風景」

葛飾北斎「諸国名橋奇覧　かめいど天神たいこばし」

歌川広重「名所江戸百景　小奈木川五本まつ」

歌川豊春「浮絵　和国景夕中洲新地納涼之図」

太田記念美術館
東京都渋谷区にある浮世絵専門美術
館。肉筆画と版画など、総計15,000点
を超えるコレクションを有している。月ごと
に様々なテーマを設け、それに沿った浮世
絵作品を展示している。
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学
生
も
対
象
と
し
て
考
え
る
よ
う
に
し

ま
し
た
。土
木
に
つ
い
て
多
少
の
知
識
は

あ
る
が
、深
く
は
理
解
が
お
よ
ん
で
い
な

い
、そ
う
し
た
読
者
層
を
想
定
し
て
い
ま

す
。

森
屋　

業
界
の
人
手
不
足
が
深
刻
な
課

題
と
な
る
な
か
、大
学
生
や
高
校
生
が
こ

の
本
を
手
に
取
っ
て
も
の
づ
く
り
の
面
白

さ
を
少
し
で
も
感
じ
、土
木
へ
の
興
味
を

深
め
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
と
い
う
狙
い

も
あ
り
ま
す
。

春
日　
一
方
で
橋
梁
の
専
門
家
が
ト
ン

ネ
ル
や
ダ
ム
に
つ
い
て
は
知
ら
な
い
と
い

う
こ
と
も
意
外
と
多
く
あ
り
ま
す
。そ
う

し
た
意
味
で
は
ベ
テ
ラ
ン
が
読
ん
で
も
専

門
外
の
工
種
に
つ
い
て
十
分
関
心
を
惹

け
る
、そ
ん
な
一
冊
に
な
っ
て
い
る
。幅

広
い
方
々
か
ら
支
持
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
内
容
に
な
っ
た
と
確
信
し
て
い
ま
す
。

北
内　
こ
う
し
た
目
的
を
達
成
す
る
た

め
に
、出
版
社
に
は
様
々
な
要
望
を
伝
え

ま
し
た
が
、既
に
建
築
編
の
編
集
を
経
験

さ
れ
て
い
た
大
塚
さ
ん
の
意
見
は
非
常

に
鋭
く
、時
に
は
も
う
、し
つ
こ
い
ぐ
ら

い
こ
だ
わ
り
が
あ
っ
て（
笑
）。

　

同
時
に
土
木
の
プ
ロ
で
は
な
い
編
集

者
と
し
て
の
ご
意
見
は
と
て
も
貴
重
な

も
の
で
、「
こ
う
し
な
い
と
読
者
に
は
伝

わ
り
ま
せ
ん
！
」「
売
れ
ま
せ
ん
！
」と

は
っ
き
り
指
摘
が
入
る
ん
で
す
。そ
の
視

点
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
発
刊
で
き
た
本
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。

一
同　
笑
顔
に
。

―
―
出
版
社
と
し
て
は
ど
の
よ
う
に
応

え
て
い
こ
う
と
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

大
塚　
や
は
り
建
築
編
を
編
集
し
た
際

の
経
験
が
大
き
か
っ
た
で
す
ね
。建
築
の

場
合
、工
程
ご
と
の
施
工
を
説
明
す
る
も

の
は
あ
る
け
れ
ど
も
全
体

の
流
れ
を
示
す
資
料
が
少

な
く
、建
物
が
つ
く
ら
れ
る

「
プ
ロ
セ
ス
」を
イ
メ
ー
ジ

す
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う

声
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、イ

ラ
ス
ト
を
採
用
す
る
に
至

り
ま
し
た
。写
真
は
精
緻
な

の
で
す
が
情
報
量
が
多
す

ぎ
て
的
を
絞
り
に
く
い
。イ

ラ
ス
ト
な
ら
ば
集
中
的
に

表
現
す
る
こ
と
が
可
能
で
、

建
物
が
ど
の
よ
う
に
つ
く

ら
れ
て
い
く
の
か
が
わ
か
り

や
す
い
の
で
は
、と
い
う
発

想
が
あ
り
ま
し
た
。今
回
の

土
木
編
に
お
い
て
も
そ
の

方
向
性
は
踏
襲
さ
れ
て
い

ま
す
。広
く
て
も
浅
く
て
も

土
木
の
プ
ロ
が
読
ん
で
も

納
得
で
き
る
入
門
編
を「
絵
」で

―
―
そ
も
そ
も
な
ぜ
イ
ラ
ス
ト
で
土
木

を
伝
え
よ
う
と
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う

か
？
想
定
し
た
読
者
層
や
本
書
の
狙
い

も
あ
わ
せ
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

春
日　

既
に
建
築
編
の『
イ
ラ
ス
ト
建

築
生
産
入
門
』が
出
版
さ
れ
て
い
る
の
で

す
が
、そ
の
完
成
度
が
非
常
に
高
か
っ
た

こ
と
か
ら
土
木
も
と
な
り
、同
じ
よ
う
に

イ
ラ
ス
ト
に
こ
だ
わ
っ
た
本
に
し
よ
う
と

考
え
ま
し
た
。そ
う
す
れ
ば
、姉
妹
本
と

し
て
書
店
に
並
ぶ
と
い
っ
た
効
果
も
出
る

た
め
で
す
。

　

イ
ラ
ス
ト
で
伝
え
る
に
あ
た
り
、土
木

の
現
場
は
ス
ケ
ー
ル
が
大
き
く
て
解
説
の

た
め
に
は
鳥
瞰
図
が
必
須
に
な
り
ま
し

た
。加
え
て
現
実
に
は
あ
り
得
な
い
こ
と

で
す
が
、そ
の
鳥
瞰
図
の
な
か
で
施
工
開

始
か
ら
完
了
ま
で
の
時
間
軸
が
一
緒
に

表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。つ
ま
り
一
枚
の
絵

の
な
か
で
施
工
の
プ
ロ
セ
ス
を
視
覚
的
、

直
感
的
に
説
明
で
き
る
。こ
れ
は
イ
ラ
ス

ト
だ
か
ら
こ
そ
可
能
な
表
現
で
す
。

関
本　

タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
当
初
想
定

し
た
の
は
、建
設
業
界
に
就
業
し
て
数

年
の
若
手
職
員
で
し
た
が
、更
に
広
げ
て

土木技術の扉を
イラストで開く

「
ツ
ル
っ
」と
し
た
表
現
と
は

―
―
執
筆
者
の
数
も
さ
る
こ
と
な
が
ら

イ
ラ
ス
ト
も
、総
数
は
八
〇
〇
以
上
に

な
っ
た
と
伺
い
ま
し
た
。ど
の
よ
う
な
手

法
で
描
か
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

岩
山　

実
際
の
現
場
の
資
料
や
写
真
を

パ
ソ
コ
ン
に
取
り
込
ん
で
イ
ラ
ス
ト
に
し

て
い
く
の
で
す
が
、紙
と
ペ
ン
が
マ
ウ
ス

と
キ
ー
ボ
ー
ド
に
変
わ
っ
た
だ
け
で
、基

土
木
の
全
体
像
を
把
握
で

き
る
、こ
の
分
野
の「
入
り

口
」に
な
る
よ
う
な
本
に

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
し

た
。

――
と
は
い
う
も
の
の
建

築
と
土
木
の
分
野
的
な
違

い
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

大
塚　

建
築
は
一
つ
の
建

物
を
つ
く
る
と
い
う
テ
ー

マ
設
定
が
し
や
す
か
っ
た

の
で
す
が
、土
木
は
ト
ン

ネ
ル
と
か
、橋
と
か
、ダ
ム

と
か
、そ
の
構
造
物
一
つ

ひ
と
つ
の
世
界
が
あ
る
こ

と
を
知
り
ま
し
た
。そ
の

た
め
執
筆
に
関
し
て
は
約

一
〇
〇
名
も
の
方
々
が
担
当
さ
れ
ま
し

た
。最
初
は
何
か
の
間
違
い
か
と
思
っ
た

ほ
ど
で
す（
笑
）。

橋は参考になるいい材料がほとんどないので、手書きの元図を作りました。三枚の鳥瞰図にいかに建設の全容を
取り込むかに苦労しました。（春日）

港湾の施設のうち、防波堤と護岸の工事を取り上げました。作業船の動きも含めた工事の流れの表現や、
水中の様子の可視化などイラストの特徴を生かしたものとなっています。（関本）

（提供：和泉市）

春日 昭夫　Akio Kasuga

三井住友建設株式会社
執行役員副社長 技術部門担当 

関本 恒浩　Tsunehiro Sekimoto

五洋建設株式会社
ICT推進室 ICT推進室長

橋：柱頭部工事・張出し架設工事

港：港の工事

「 施工がわかる イラスト土木入門 」編集 WG コアメンバー座談会

昨年、日建連が刊行した『 施工がわかる イラスト土木入門 』。現場の迫力を伝え
る図版の美しさとわかりやすい文章・構成が高く評価され、栄えある令和4年度
土木学会出版文化賞を受賞しました。制作期間4年、執筆者約100名の「 難工
事 」を完工に導いた WG のコアメンバーと事務局、制作者の皆さんにお集まりい
ただき「 絵 」で伝える意義、更には土木の現状と未来を展望していただきました。

施工がわかる
イラスト土木入門
出版社：株式会社彰国社
編者： 一般社団法人日本

建設業連合会
イラスト：岩山　仁
価格：3,520円（税込）
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本
的
に
自
分
の
手
で
線
を
描
い
て
い
ま

す
。

関
本　
ベ
ー
ス
と
な
る
現
場
の
写
真
は
、

我
々
か
ら
提
供
し
ま
し
た
。

岩
山　

そ
れ
ら
の
写
真
に
対
し
て
、単

な
る
ト
レ
ー
ス
で
は
な
く
、か
と
い
っ
て

漫
画
に
は
な
ら
な
い
よ
う
、そ
の
方
針
に

則
っ
て
四
年
近
く
ひ
た
す
ら
線
を
描
き

続
け
ま
し
た
。イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
の
は

図
鑑
で
す
。図
鑑
で
あ
る
限
り
美
し
い
こ

と
が
前
提
で
す
か
ら
色
合
い
な
ど
に
か

な
り
力
を
入
れ
ま
し
た
。そ
れ
で
も
時
に

は
大
事
な
も
の
を
外
し
て
し
ま
っ
た
こ
と

も
あ
り
ま
す
。注
意
喚
起
す
る
看
板
の
向

き
と
作
業
員
の
動
線
、視
線
が
合
っ
て
い

な
い
な
ど
細
部
に
わ
た
る
指
摘
を
参
考

に
し
な
が
ら
、何
度
も
修
正
し
ま
し
た
。

北
内　

安
全
管
理
面
に
お
い
て
も
そ
う

で
し
た
ね
。

一
同　
う
な
ず
く
。

関
本　

安
全
上
あ
り
得
な
い
イ
ラ
ス
ト

に
な
っ
て
い
る
と
、ど
う
し
て
も
描
き
直

し
を
お
願
い
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
。執
筆
者
も
安
全
面
は
相

当
重
視
し
て
い
た
の
で
特
に
気
を
使
い
ま

し
た
ね
。更
に
、写
真
に
は
カ
ラ
ー
コ
ー

ン
や
山
積
み
さ
れ
た
鉄
筋
な
ど
が
映
り

込
ん
で
い
る
。説
明
に
は
関
係
な
い
ノ
イ

ズ
の
よ
う
な
も
の
で
す
が
、そ
う
判
断
す

る
こ
と
は
岩
山
さ
ん
に
し
て
み
れ
ば
難
し

か
っ
た
で
し
ょ
う
。せ
っ
か
く
描
か
れ
た

イ
ラ
ス
ト
で
も
、消
し
て
ほ
し
い
と
リ
ク

エ
ス
ト
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

岩
山　

例
え
ば
橋
の
場
合
は
、上
部
に

何
も
存
在
し
な
い
真
っ
平
な
状
態
は
リ

ア
ル
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。本

物
ら
し
く
表
現
す
る
た
め
に
あ
る
程
度

散
ら
か
っ
た
状
態
を
描
き
こ
ん
で
し
ま
っ

た
。そ
の
ノ
イ
ズ
の
要
不
要
の
区
別
は
と

て
も
難
し
か
っ
た
で
す
ね
。

大
塚　

指
摘
や
修
正
の
指
示
が
素
人
の

私
や
岩
山
さ
ん
に
は
な
か
な
か
把
握
で

き
な
い
こ
と
も
多
く
て
、コ
ア
メ
ン
バ
ー

や
執
筆
者
に
一
つ
ひ
と
つ
直
に
確
認
し

な
が
ら
進
め
ま
し
た
。「
こ
こ
は
ツ
ル
っ

と
し
た
感
じ
で
」と
い
う
ご
指
示
が
あ
っ

た
時
は
、こ
の「
ツ
ル
っ
」と
い
う
の
は
ど

う
い
う
表
現
に
す
れ
ば
い
い
の
か
と
悩
み

杉山 律　Ritsu Sugiyama

株式会社安藤・間
経営戦略本部 副本部長

森屋 陽一　Yoichi Moriya

五洋建設株式会社
土木部門 洋上風力事業本部 
浮体プロジェクト部 浮体プロジェクト部長

岩山 仁　Hitoshi Iwayama

イラストレーター

ま
し
た
ね（
笑
）。

春
日　

少
し
で
も

現
場
の
空
気
感
を

伝
え
た
い
と
思
い
、

岩
山
さ
ん
に
は
橋

の
現
場
な
ど
に
も

何
度
か
足
を
運
ん

で
い
た
だ
き
ま
し

た
。

岩
山　

実
際
に
拝

見
で
き
た
こ
と
は
と

て
も
参
考
に
な
り

ま
し
た
。目
で
見
て

初
め
て
理
解
で
き

る
こ
と
が
た
く
さ
ん

あ
り
ま
し
た
ね
。

イ
ラ
ス
ト
と
テ
キ
ス
ト
の

整
合
性
を
追
求
す
る

―
―
一
〇
〇
名
の
執
筆
者
と
の
調
整
も

相
当
ご
苦
労
さ
れ
た
か
と
思
い
ま
す
。

北
内　

最
初
に
全
一
〇
章
を
土
木
工
事

技
術
委
員
会
の
六
つ
の
部
会
に
割
り
振

り
ま
し
た
。更
に
章
ご
と
に
リ
ー
ダ
ー
を

設
定
し
て
そ
の
リ
ー
ダ
ー
が
執
筆
者
を

決
め
て
書
き
起
こ
し
を
依
頼
す
る
と
い

う
手
順
で
す
。

関
本　

と
こ
ろ
が
章
に
よ
っ
て
は
執
筆

者
の
文
章
量
が
想
定
よ
り
も
か
な
り
多

く
て
、極
端
な
場
合
は
三
分
の
一
ぐ
ら
い

に
し
な
い
と
収
ま
ら
な
い
章
も
あ
り
ま
し

た
。リ
ラ
イ
ト
を
お
願
い
す
る
と「
い
や
、

こ
こ
は
や
は
り
こ
の
く
ら
い
は
必
要
」と

い
う
返
答
も
あ
り
、執
筆
者
も
納
得
で

き
る
ボ
リ
ュ
ー
ム
調
整
に
は
腐
心
し
ま
し

た
。ま
た
、全
体
と
し
て
の
統
一
感
も
重

要
で
す
か
ら
、執
筆
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
ど

の
よ
う
に
イ
ラ
ス
ト
化
す
る
か
も
ポ
イ
ン

海上空港の広い工事エリアとそこで活躍する作業船をイラスト化しています。工事の進捗状況もわかるように、
試行錯誤しながらこのレイアウトになりました。（森屋）

土木構造物は、人がつくるもののなかで最も大きいものと言えますが、現場で日々繰り返される
地道で確実な作業の積み重ねが、それを支えています。（杉山）

ト
で
し
た
。こ
れ
ら
の
検
討
と
調
整
の
た

め
に
合
同
ワ
ー
キ
ン
グ
を
五
〇
回
近
く

開
催
し
ま
し
た
。

春
日　
コ
ア
メ
ン
バ
ー
と
部
会
、執
筆
者

の
間
で
は
バ
ト
ル
の
よ
う
な
や
り
と
り
も

あ
り
ま
し
た（
笑
）。苦
労
は
多
か
っ
た

の
で
す
が
、結
果
と
し
て
出
来
上
が
っ
た

も
の
は
建
設
業
界
の
誰
が
見
て
も「
こ
の

現
場
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
こ
の
配
置

は
な
い
よ
ね
」と
い
っ
た
指
摘
は
な
い
は

ず
で
す
。文
章
も
イ
ラ
ス
ト
も
、細
部
に

わ
た
っ
て
整
合
性
と
合
理
性
が
保
た
れ

て
い
る
と
自
負
し
て
い
ま
す
。

杉
山　

発
注
者
と
受
注
者
の
関
係
、技

術
者
や
技
能
者
の
役
割
な
ど
は
、例
え
ば

学
生
か
ら
す
れ
ば
未
知
の
要
素
が
多
い

は
ず
で
す
。そ
こ
で
、施
工
の
詳
細
だ
け

で
は
な
く
受
発
注
の
フ
ロ
ー
や
施
工
体

制
、管
理
の
手
順
な
ど
に
つ
い
て
も
第
一

章
で
丁
寧
に
説
明
し
ま
し
た
。土
木
は
普

段
目
に
つ
か
な
い
け
れ
ど
人
の
命
を
守

り
、生
活
を
豊
か
に
し
て
い
る
、そ
の
背

景
に
多
く
の
関
係
者
が
い
て
、施
工
を
確

実
な
も
の
と
す
る
仕
組
み
が
あ
る
こ
と

を
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
。

大
塚　
一
冊
を
通
し
て
用
語
の
統
一
に

も
と
て
も
配
慮
し
ま
し
た
よ
ね
。

杉
山　
工
種
に
よ
っ
て
も
、ま
た
公
的
、

慣
用
的
な
取
り
扱
い
に
し
て
も
用
語
は

ま
ち
ま
ち
で
、例
え

ば「
鉄
筋
工
」と
い

う
言
葉
に
は
鉄
筋
を

組
む
工
事
と
、こ
れ

を
施
工
す
る
技
能
者

を
指
す
場
合
が
あ
り

ま
す
。
今
回
は
、
施

工
は「
鉄
筋
工
事
」

に
統
一
し
よ
う
と
決

め
ま
し
た
。大
塚
さ

ん
か
ら
も
、読
者
か

ら
し
た
ら
用
語
が
揺

ら
い
で
い
る
こ
と
は

あ
っ
て
は
な
ら
な
い

と
厳
し
い
指
摘
も
い

た
だ
い
た（
笑
）。そ

う
し
た
数
多
く
の
用

語
の
統
一
は
と
て
も

難
し
か
っ
た
で
す
ね
。

春
日　

施
工
方
法
に
つ
い
て
も
絞
り
込

み
ま
し
た
。例
え
ば
橋
梁
は
つ
く
り
方
が

何
十
種
類
も
あ
り
ま
す
が
、そ
れ
を
紹
介

し
よ
う
と
す
る
と
ペ
ー
ジ
数
が
全
く
足

り
な
い
。今
回
は
最
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
張

り
出
し
工
法
に
絞
っ
て
、他
の
こ
と
は
一

切
言
わ
な
い
と
覚
悟
を
決
め
ま
し
た
。

北
内　

ダ
ム
に
つ
い
て
も
同
様
で
す
。

ア
ー
チ
式
ダ
ム
、ロ
ッ
ク
フ
ィ
ル
ダ
ム
と

工
種
が
あ
り
ま
す
が
今
回
は
一
般
的
な

重
力
式
ダ
ム
で
い
こ
う
と
腹
を
く
く
り

ま
し
た
。

春
日　
工
法
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
知
る

よ
り
、一
つ
の
構
造
物
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し

て
、準
備
工
か
ら
竣
工
ま
で
そ
の
施
工
手

順
を
つ
か
ん
で
も
ら
う
こ
と
を
ポ
イ
ン
ト

と
し
て
い
た
の
で
、そ
こ
は
ブ
レ
な
い
よ

う
常
に
心
掛
け
て
い
ま
し
た
。

―
―
事
務
局
は
膨
大
な
情
報
量
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
大
変
だ
っ
た
の
で

は
な
い
で
す
か
。

北
浦　
二
〇
一
九
年
か
ら
四
年
近
く
黒

子
と
し
て
携
わ
っ
て
き
ま
し
た
。キ
ッ
ク

オ
フ
直
後
、コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
対
面
の

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
が
難
し
く
な
り
ま
し
た
。

急
き
ょ
Ｗ
ｅ
ｂ
会
議
に
切
り
替
え
、以

降
、Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
に
よ
る
会
議
を
重
ね
ま
し

た
。配
布
資
料
も
ク
ラ
ウ
ド
に
よ
る
共
有

方
法
を
活
用
す
る
な
ど
工
夫
し
ま
し
た

土木工事のしくみ：工事現場の一日

海上空港：海上空港の工事
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北内 正彦　Masahiko Kitauchi

一般社団法人日本建設業連合会
常務執行役

大塚 由希子　Yukiko Otsuka

株式会社彰国社
出版局 編集部1課 課長

北浦 あずさ　Azusa Kitaura

一般社団法人日本建設業連合会
土木グループ 参事

が
、意
外
と
ス
ム
ー
ズ
に
移
行
で
き
た
こ

と
は
成
果
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

北
内　

黒
子
と
言
い
つ
つ
要
所
要
所
で

き
ち
ん
と
仕
切
っ
て
い
ま
し
た
よ
ね
。大

塚
さ
ん
と
北
浦
さ
ん
の
意
見
は
的
を
射

て
い
て
結
構
厳
し
か
っ
た（
笑
）。

北
浦　
Ｗ
ｅ
ｂ
会
議
は
画
面
共
有
な
ど

効
率
的
な
面
も
あ
り
ま
す
が
、こ
う
し
て

直
に
お
会
い
し
て
話
を
す
る
こ
と
も
や
は

り
重
要
で
、そ
れ
ぞ
れ
に
良
さ
が
あ
る
と

認
識
し
ま
し
た
。い
ず
れ
に
し
て
も
皆
さ

ん
の
や
り
と
り
を
通
し
て
真
剣
さ
が
伝

わ
っ
て
き
て
私
自
身
が
大
変
勉
強
に
な

り
ま
し
た
こ
と
を
、感
謝
し
て
い
ま
す
。

伝
え
た
い

土
木
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

―
―『
イ
ラ
ス
ト
土
木
入
門
』の
発
刊
の

背
景
に
は
、土
木
と
は
な
に
か
、現
状
と

未
来
を
見
据
え
な
が
ら
そ
の
本
質
を
読

者
に
伝
え
よ
う
と
す
る
一
貫
し
た
志
が

あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。改
め
て
、土
木

へ
の
想
い
、読
者
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お

聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

森
屋　

私
が
建
設
業
界
に
入
職
し
た
の

は
二
十
数
年
前
の
こ
と
で
す
が
、当
時
の

土
木
業
界
は
も
う
少
し
シ
ン
プ
ル
だ
っ

た
印
象
が
あ
り
ま
す
。い
ま
や
建
設
業
界

は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
進
展
へ
の
対
応
や
環
境
へ

の
配
慮
、担
い
手
の
確
保
を
は
じ
め
い
く

つ
も
の
課
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。人
材
育

成
に
し
て
も
自
分
で
見
て
、勉
強
し
て
覚

え
る
と
い
う
時
代
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。私

自
身
、模
索
し
な
が
ら
日
々
の
仕
事
を
し

て
い
る
よ
う
な
感
覚
も
あ
り
ま
す
。そ
の

よ
う
な
な
か
、『
イ
ラ
ス
ト
土
木
入
門
』

の
編
集
を
通
し
て
、ま
だ
ま
だ
私
が
知
ら

な
か
っ
た
土
木
の
世
界
を
知
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。新
入
社
員
の
頃
に
こ
の
本

が
あ
っ
た
ら
ど
ん
な
に
助
け
に
な
っ
た
か

と
、改
め
て
感
じ
て
い
ま
す
。

―
―
最
終
章「
未
来
の
土
木
エ
ン
ジ
ニ

ア
」で
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
施
工
に
ペ
ー
ジ
を
割
い

て
い
ま
す
ね
。

森
屋　
こ
の
部
分
は
か
な
り
議
論
を
重

ね
ま
し
た
が
、最
終
的
に
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
が
進

展
し
て
も
主
役
は
技
術
者
、エ
ン
ジ
ニ
ア

で
あ
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
込
め
ま
し

た
。

関
本　
い
ま
や
Ｉ
Ｃ
Ｔ
は
現
場
で
は
常

識
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。進
化
も
加
速

し
て
い
る
。た
だ
森
屋
さ
ん
が
指
摘
す
る

よ
う
に
重
要
な
の
は
こ
れ
を
使
い
こ
な

す
の
は「
人
」と
い
う
こ
と
。こ
の
本
の

各
章
の
執
筆
者
も
技
術
者
と
し
て
プ
ラ

イ
ド
を
持
っ
て
取
り
組
ま
れ
た
こ
と
は

間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。そ
の
部
分
を
読
み

取
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

―
―
確
か
に
全
編
に
わ
た
っ
て
技
術
を
、

土
木
を
伝
え
よ
う
と
す
る
真
摯
な
姿
勢

が
あ
り
ま
す
。

杉
山　
土
木
に
携
わ
る
人
間
は
、今
日
こ

こ
に
い
る
方
々
も
そ
う
で
す
が
、奥
ゆ
か

し
い
人
が
多
い
ん
で
す（
笑
）。

一
同　
笑
い
。

杉
山　
自
ら
の
ア
ピ
ー
ル
が
苦
手
で
す
。

ダ
ム
や
港
湾
も
山
奥
や
海
岸
エ
リ
ア
で

目
立
ち
ま
せ
ん
し
、日
常
的
に
使
っ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
あ
り
が
た
み
が

感
じ
に
く
い
。そ
れ
で
も
世
の
中
の
役
に

立
つ
巨
大
な
構
造
物
を
つ
く
っ
て
み
た
い

と
、そ
ん
な
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
次
世
代

の
担
い
手
た
ち
に
絵
を
通
し
て
与
え
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
、こ
の
本
を
編
ん
だ
意
義

が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

大
塚　

当
社
は
多
く
の
教
科
書
を
発
行

し
て
い
ま
す
が
、そ
の
読
者
対
象
で
あ
る

学
生
の
書
籍
離
れ
は
顕
著
で
、教
育
の

場
で
の
課
題
を
日
頃
か
ら
実
感
し
て
い

ま
す
。そ
の
な
か
で
、就
職
を
考
え
る
学

生
た
ち
の
、目
指
す
べ
き
業
界
の
選
択
肢

と
な
る
よ
う
な
書
籍
を
発
行
す
る
こ
と

も
編
集
者
の
使
命
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

四
年
余
り
を
か
け
た『
イ
ラ
ス
ト
土
木
入

門
』の
仕
事
は
正
直
と
て
も
大
変
で
し

た
が
、だ
か
ら
こ
そ
読
者
に
響
く
一
冊
に

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
自
負
し
て
い
ま

す
。

岩
山　

実
は
私
の
父
親
が
か
つ
て
土
木

関
係
の
仕
事
に
就
い
て
い
て
、ダ
ム
の
現

場
や
重
機
は
子
ど
も
の
頃
か
ら
身
近
な

存
在
で
し
た
。現
場
の
匂
い
、雰
囲
気
が

頭
の
片
隅
に
あ
っ
た
の
で
建
設
関
係
の

イ
ラ
ス
ト
に
は
違
和
感
が
全
く
あ
り
ま

せ
ん
。今
回
、制
作
に
当
た
っ
て
勉
強
を

す
れ
ば
す
る
ほ
ど
土
木
技
術
が
我
々
の

生
活
の
礎
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
改
め
て

気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。私
事
で
す
が
こ
の

四
年
の
間
に
娘
が
結
婚
し
、孫
も
生
ま

れ
、な
お
の
こ
と
次
世
代
の
日
本
人
が
安

心
、安
全
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
日
常

を
支
え
る
土
木
業
界
で
あ
り
続
け
て
ほ

し
い
と
。そ
の
一
助
に
な
る
こ
と
が
で
き

た
と
す
れ
ば
光
栄
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。

―
―
技
術
的
な
課
題
、展
望
以
外
に
も
解

決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
が
あ
る

よ
う
で
す
。『
イ
ラ
ス
ト
土
木
入
門
』に

は
次
世
代
の
担
い
手
に
向
け
た
様
々
な

メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で

す
ね
。

北
内　
土
木
業
界
の
課
題
は
様
々
で
す
。

公
共
事
業
に
お
い
て
は
個
社
が
競
争
領

域
で
独
自
に
開
発
し
た
技
術
を
根
拠
と

し
た
発
注
が
さ
れ
に
く
い
と
い
う
制
度

的
な
実
情
も
あ
り
ま
す
。発
注
者
の
理
解

も
進
み
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、協
調
領
域
を

尊
重
す
る
あ
ま
り
、優
れ
た
新
技
術
の
現

場
実
装
が
停
滞
す
る
傾
向
は
是
正
す
る

必
要
が
あ
る
。更
に
、働
き
方
改
革
や
週

休
二
日
の
実
現
、生
産
性
の
向
上
は
、技

術
の
進
化
な
く
し
て
実
現
が
難
し
い
こ

と
も
明
ら
か
で
す
。こ
の
本
が
技
術
の
先

に
あ
る
そ
う
し
た
土
木
の
現
状
と
未
来

を
垣
間
見
よ
う
と
す
る
契
機
、入

り
口
と
な
れ
ば
嬉
し
い
で
す
ね
。

春
日　
担
い
手
の
確
保
育
成
は
業

界
最
大
の
課
題
と
い
っ
て
も
い
い

で
し
ょ
う
。そ
う
し
た
背
景
か
ら

Ｉ
Ｃ
Ｔ
や
ロ
ボ
テ
ィ
ク
ス
が
今
後

も
加
速
度
的
に
進
化
し
て
一
〇
年

後
、二
〇
年
後
の
現
場
は
現
在
と

は
ガ
ラ
ッ
と
変
わ
っ
て
い
る
可
能

性
が
あ
る
。一
方
で
橋
の
張
り
出

し
工
法
は
六
、七
〇
年
前
に
開
発

さ
れ
た
架
橋
技
術
で
す
。ト
ン
ネ

ル
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ
工
法
も
同
様
に
歴

史
の
あ
る
施
工
法
。そ
れ
が
現
在

で
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
工
法
の
一
つ

に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る

よ
う
に
、土
木
の
技
術
は
色
あ
せ

な
い
ん
で
す
。イ
タ
リ
ア
に
あ
る

二
〇
〇
〇
年
前
の
ド
ー
ム
の
建
築
や
土

木
に
関
わ
る
資
料
や
絵
に
触
れ
た
時
に

大
き
な
感
動
が
あ
る
。建
設
技
術
の
素
晴

ら
し
い
と
こ
ろ
は
そ
こ
な
ん
で
す
。図
版

と
解
説
を
駆
使
し
て
古
び
る
こ
と
の
な

い
そ
の
面
白
さ
を
詰
め
込
ん
だ
こ
の
本
が

若
手
技
術
者
の
座
右
の
一
冊
と
な
り
、時

を
経
て
ベ
テ
ラ
ン
に
な
っ
た
将
来
に
お
い

て
も
読
み
続
け
ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
や

み
ま
せ
ん
。

地下駅の躯体工事を土留め工の地山側から可視化したもので、イラストの左側は床付け、右側は躯体
工事が最終段階という、イラストだからこそ可能な表現となりました。（北内）
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