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建
設
業
の
最
大
の
特
徴
と
し
て
「
規
模
の
経
済
」
が

あ
る
。
大
型
の
建
設
機
械
と
細
か
い
職
種
に
分
か
れ
た

分
業
制
で
あ
る
た
め
、
複
数
の
工
事
を
ま
と
め
る
ほ
ど

コ
ス
ト
効
率
が
高
く
な
る
う
え
、
大
規
模
化
は
高
ま
る

リ
ス
ク
を
分
散
す
る
効
果
も
高
い
。
し
か
し
、
協
業
・

合
併
な
ど
大
規
模
化
へ
の
業
者
間
の
連
携
は
弱
い
。
こ

れ
ま
で
の
建
設
業
に
か
か
わ
る
政
策
は
、
規
模
を
生
か

し
て
競
争
力
を
高
め
る
視
点
が
弱
か
っ
た
。

　

さ
ら
に
自
ら
情
報
発
信
す
る
よ
う
意
識
を
改
革
す
る

必
要
が
あ
る
。
人
口
減
少
地
域
の
建
設
業
者
へ
の
ヒ
ア

リ
ン
グ
で
必
ず
聞
か
れ
る
言
葉
は
、「
建
設
業
の
イ
メ

ー
ジ
が
悪
す
ぎ
る
」。
談
合
、
偽
装
に
は
じ
ま
っ
て
、
暗

い
イ
メ
ー
ジ
を
表
す
表
現
は
事
欠
か
な
い
。
し
か
し

３
・
11
の
東
日
本
大
震
災
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、

安
全
に
住
み
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
持
続
可
能
な
地
域

社
会
を
支
え
る
た
め
に
は
建
設
業
者
の
力
が
不
可
欠
で

あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
大
震
災
以
降
の
建
設
業
者
の
努

力
に
世
間
の
注
目
は
ほ
と
ん
ど
集
ま
っ
て
い
な
い
。

「
良
い
仕
事
を
し
て
い
れ
ば
評
価
は
後
か
ら
付
い
て
く

る
」
時
代
は
す
で
に
終
わ
り
、
若
者
に
そ
の
仕
事
の
将

来
像
と
誇
り
を
明
確
に
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
二
に
、
地
域
と
連
携
し
て
幅
広
い
業
務
内
容
を
検

討
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

現
在
、
様
々
な
と
こ
ろ
で
、
地
域
社
会
の
視
点
か
ら
、

入
札
方
法
の
見
直
し
や
人
材
育
成
の
具
体
案
が
検
討
さ

れ
は
じ
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
建
設
業
者
の
意
識
改
革

と
あ
い
ま
っ
て
、
競
争
力
あ
る
産
業
育
成
と
地
域
社
会

の
発
展
に
つ
な
が
る
こ
と
を
心
よ
り
願
っ
て
い
る
。

設
業
を
と
り
ま
く
環
境
は
、
劇
的
に
変
化
し
て

い
る
。
ハ
ー
ド
面
で
は
、
先
進
諸
国
同
様
日
本

で
も
少
子
高
齢
化
が
進
み
、
老
朽
化
し
た
建
築
物
の
ス

ト
ッ
ク
が
急
増
し
て
い
る
。
ソ
フ
ト
面
で
は
、
建
築
物

の
技
術
水
準
が
大
幅
に
向
上
し
た
半
面
、
大
量
の
建
築

物
を
維
持
管
理
す
る
人
材
の
育
成
が
急
務
で
あ
る
。
そ

し
て
最
も
重
要
な
こ
と
に
、
建
設
業
に
求
め
ら
れ
る
役

割
が
変
化
し
て
い
る
。

　

国
土
交
通
省
の
社
会
資
本
整
備
審
議
会
で
は
、
限
ら

れ
た
資
金
を
効
率
的
・
戦
略
的
に
利
用
す
る
た
め
「
選

択
と
集
中
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
ま
で
の
建
設
業
に
か
か
わ
る
政
策
な
ど
は
国
土
の

安
全
と
選
択
と
い
う
一
見
相
反
す
る
政
策
の
方
向
性
が

見
え
な
い
な
か
で
、
公
共
工
事
の
削
減
と
規
制
の
強
化

が
先
行
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
打
開
す
る
た

め
に
何
が
必
要
だ
ろ
う
か
。
第
一
に
、
建
設
業
者
に
よ

る
自
助
努
力
と
情
報
発
信
で
あ
る
。
第
二
に
、
地
域
住

民
や
行
政
と
の
理
解
と
協
調
で
あ
ろ
う
。

　

業
者
の
自
助
努
力
が
必
要
な
こ
と
は
、
九
〇
年
代
当

初
か
ら
バ
ブ
ル
崩
壊
後
、
公
共
事
業
が
削
減
さ
れ
る
中

で
、
何
度
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
で
は
具
体
的
に

ど
ん
な
努
力
を
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
自

ら
の
持
つ
情
報
を
積
極
的
に
開
示
し
て
現
状
認
識
を
業

者
間
で
共
有
し
、
市
場
の
評
価
を
受
け
る
こ
と
で
あ
る
。

建
設
業
の
売
り
上
げ
減
少
幅
に
対
し
業
者
数
の
減
り
幅

が
小
さ
い
こ
と
か
ら
「
供
給
過
剰
構
造
」
と
批
判
さ
れ

る
が
、
建
設
業
は
許
可
業
種
な
が
ら
実
態
は
あ
い
ま
い

で
、
ど
の
程
度
、
過
剰
な
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
。

建

ストック時代における
地域建設業のあり方
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