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こ
の
プ
ラ
ン
は
３
つ
の
柱
で
出

来
て
い
る
。

第
１
の
柱
は
入
札
不
調
・
不
落

へ
の
対
策
。
こ
れ
に
は
、
建
設
業

者
の
方
の
根
本
的
な
課
題
に
対
応

す
る
こ
と
が
必
要
と
思
っ
て
い
る
。

公
共
事
業
が
平
成
10
年
と
比
べ
て

平
成
24
年
ま
で
３
分
の
１
ほ
ど
に

減
り
、
建
設
業
者
と
し
て
の
体
力

が
小
さ
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ

の
た
め
、
平
成
25
年
度
は
公
共
事

業
が
増
加
し
た
が
、
建
設
業
者
が

そ
れ
を
受
け
き
れ
な
か
っ
た
。
こ

う
い
っ
た
根
本
的
な
こ
と
が
、
入

札
の
不
調
・
不
落
の
原
因
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
課
題
へ
の
取
組
み

と
し
て
、
ま
ず
１
つ
目
に
、
実
勢

価
格
が
十
分
に
予
定
価
格
に
反
映

さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、

と
い
っ
た
実
勢
価
格
と
積
算
価
格

の
乖
離
の
問
題
を
解
消
す
る
た
め

に
、
建
築
資
材
の
価
格
動
向
を
継

続
的
に
把
握
し
、
工
事
価
格
に
迅

速
に
反
映
さ
せ
て
い
き
た
い
。
２

つ
目
は
、
新
た
な
積
算
方
式
。
施

工
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
の
積
算
方
式
を

国
が
導
入
し
て
い
る
の
で
、
今
後
、

そ
ち
ら
へ
シ
フ
ト
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
積

算
方
式
に
基
づ
く
施
工
単
価
の
収

集
や
分
析
を
行
う
こ
と
で
、
実
勢

価
格
の
速
や
か
な
把
握
が
可
能
に

な
る
と
考
え
て
い
る
。
３
つ
目
と

し
て
、
現
場
に
応
じ
た
適
切
な
設

計
・
積
算
の
実
施
等
が
あ
る
。
発

注
者
と
し
て
標
準
工
法
で
現
場
の

設
計
・
積
算
を
し
て
い
く
と
き
に
、

現
場
条
件
に
合
っ
て
い
な
い
積
算

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
を
受

け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
大
き

な
課
題
意
識
と
し
て
持
っ
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
具
体
的
に

は
、
若
手
技
術
職
員
の
現
場
を
読

み
解
く
技
術
の
指
導
強
化
や
設
計

図
書
の
組
織
と
し
て
の
チ
ェ
ッ
ク

体
制
の
強
化
、
受
発
注
者
間
の
工

事
内
容
の
共
有
促
進
及
び
設
計
変

更
手
続
き
の
透
明
化
、
あ
る
い
は

設
計
変
更
事
案
等
の
情
報
共
有
が

あ
る
。
ま
た
、
不
調
・
不
落
の
原

因
と
し
て
、
人
材
不
足
も
あ
る
。

昨
年
行
っ
た
、
高
知
県
土
木
部
と

建
設
業
協
会
各
支
部
と
の
意
見
交

換
会
で
、
建
設
業
者
の
方
か
ら
言

わ
れ
た
端
境
期
の
問
題
が
一
番
大

き
い
。
そ
れ
が
あ
る
か
ら
、
ど
う

し
て
も
建
設
業
者
の
方
も
従
業
員

の
常
用
雇
用
が
出
来
な
い
。
工
事

の
平
準
化
は
会
計
年
度
の
問
題
が

あ
る
こ
と
か
ら
完
全
に
無
く
す
こ

と
は
無
理
だ
が
、
で
き
る
だ
け
翌

債
制
度
な
ど
を
活
用
し
て
、
工
期

を
画
一
的
に
３
月
末
と
せ
ず
、
資

材
や
人
員
の
調
達
に
必
要
な
期
間

を
加
え
る
な
ど
適
切
な
工
期
で
、

そ
し
て
、
４
月
以
降
も
工
事
が
あ

る
よ
う
な
形
に
し
て
い
け
れ
ば
、

と
思
っ
て
い
る
。
様
々
な
課
題
に

真
正
面
か
ら
取
り
組
み
を
進
め
て

い
き
た
い
。

第
２
の
柱
は
、
技
術
力
や
経
営

力
の
向
上
へ
の
積
極
的
な
サ
ポ
ー

ト
で
、
支
援
策
と
し
て
主
に
４
つ
。

１
つ
目
は
、
県
土
木
部
に
常
設
の

支
援
窓
口
を
設
置
。
こ
れ
は
建
設

業
者
個
々
の
課
題
を
受
け
付
け
、

解
決
へ
の
支
援
を
行
う
。
２
つ
目

は
、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
制
度
の
創
設
。

県
内
建
設
業
者
の
新
技
術
開
発
や

経
営
改
善
な
ど
の
課
題
に
対
し
、

専
門
家
に
よ
る
指
導
及
び
助
言
等

を
行
う
。
３
つ
目
は
、
技
術
研
修

の
充
実
・
拡
大
。
４
つ
目
に
、
建

設
業
の
魅
力
発
信
へ
の
支
援
。
一

昨
年
の
談
合
事
案
を
契
機
と
し
て
、

県
内
建
設
業
は
、
県
民
か
ら
の
信

頼
が
低
下
し
て
い
る
が
、
信
頼
回

復
に
向
け
て
情
報
を
発
信
し
て
も

ら
い
た
い
。
例
え
ば
、
建
設
業
の

南
海
ト
ラ
フ
地
震
な
ど
地
域
防
災

で
担
っ
て
い
る
役
割
は
、
県
民
の
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方
々
に
知
っ
て
も
ら
わ
な
い
と
い

け
な
い
。
ま
た
、
建
設
業
は
地
図

に
残
る

｢

や
り
が
い｣

を
感
じ
る

仕
事
と
い
っ
た
点
も
発
信
し
て
い

き
た
い
。
補
助
金
等
で
支
援
し
て

い
く
の
で
、
建
設
業
協
会
で
も
積

極
的
に
建
設
業
の
Ｐ
Ｒ
を
し
て
ほ

し
い
。
さ
ら
に
、
技
術
開
発
を
行

う
建
設
業
者
へ
の
支
援
施
策
と
し

て
は
、
検
討
段
階
、
技
術
の
開
発

段
階
、
そ
し
て
実
用
段
階
の
そ
れ

ぞ
れ
に
応
じ
た
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の

支
援
、
あ
る
い
は
、
実
用
段
階
ま

で
行
っ
て
い
れ
ば
県
の
事
業
の
中

で
使
っ
て
み
る
と
い
っ
た
実
績
作

り
、
そ
の
技
術
を
売
込
む
支
援
な

ど
各
段
階
に
応
じ
た
こ
と
を
や
っ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ

う
し
た
取
組
み
に
よ
り
、
新
技
術

開
発
の
促
進
や
、
施
工
力
、
経
営

力
な
ど
企
業
全
体
の
ベ
ー
ス
を
引

き
上
げ
て
い
き
た
い
。

第
３
の
柱
は
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
の
確
立
。
こ
れ
に
は
、
建
設

業
協
会
も
重
大
な
こ
と
と
受
け
止

め
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
も
う
二

度
と
、
一
昨
年
の
よ
う
な
事
案
は

起
こ
し
て
は
い
け
な
い
。
そ
の
た

め
の
建
設
業
界
だ
け
で
な
く
、
発

注
者
側
も
対
象
と
し
て
、
研
修
な

ど
を
繰
り
返
し
進
め
て
い
く
。
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ま
ず
、
契
約
に
関
し
て
県
と
各

市
町
村
が
協
議
を
す
る
場

(

公
契

連)

で
、
工
事
の
平
準
化
や
入
札

結
果
の
透
明
化
、
歩
切
り
の
禁
止

な
ど
を
働
き
か
け
て
行
き
た
い
。

そ
の
他
、
各
市
町
村
と
の
協
議
す

る
場
で
い
ろ
い
ろ
な
形
で
働
き
か

け
を
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い

る
。
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各
市
町
村
、
入
札
契
約
の
原
理

原
則
は
一
緒
だ
と
思
う
。
例
え
ば
、

公
平
な
入
札
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
し
、
請
負
契
約
は
各
市
町
村

独
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
基
準

は
一
緒
な
の
で
、
県
と
し
て
各
市

町
村
と
情
報
共
有
し
て
い
く
チ
ャ

ン
ス
は
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
そ

の
場
で
、
少
し
で
も
い
い
方
向
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て

い
る
。
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25
年
度
の
秋
ぐ
ら
い
か
ら
極
端

に
入
札
不
調
・
不
落
が
出
て
き
て
、

状
況
が
大
き
く
変
わ
っ
て
き
た
。

建
設
業
が
縮
小
傾
向
に
あ
っ
た
中

で
、
昨
年
、
事
業
量
が
増
え
て
人

手
不
足
な
ど
不
調
・
不
落
に
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
建
設
業
の
根

本
的
な
問
題
が
あ
る
こ
と
か
ら
そ

の
よ
う
な
事
態
に
な
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
、
活
性
化
に
向
け
た
取
組

み
を
し
な
い
と
い
け
な
い
と
動
き

出
し
た
。
そ
れ
と
、
南
海
ト
ラ
フ

地
震
対
策
と
い
っ
た
地
域
防
災
力

と
い
う
観
点
で
も
建
設
業
者
が
こ

れ
以
上
、
力
が
弱
く
な
っ
て
、
い

ざ
何
か
が
あ
っ
た
時
に
、
対
応
が

出
来
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の

為
に
は
、
地
域
を
よ
く
知
る
建
設

業
者
が
、
地
域
で
し
っ
か
り
と
核

と
な
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
地
域

防
災
力
の
点
で
大
事
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
が
立
ち
上
が
っ
た
。
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発
注
者
自
身
も
業
界
を
活
性
化

さ
せ
る
た
め
様
々
な
課
題
に
取
組

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
建
設

業
者
の
意
識
改
革
も
大
切
だ
と
考

え
て
い
る
。
例
え
ば
、
農
業
生
産

者
、
あ
る
い
は
農
業
食
品
加
工
業

者
が
県
の
産
業
振
興
計
画
に
よ
り

刺
激
を
受
け
て
、
新
し
い
取
組
み

を
し
て
い
こ
う
と
い
う
機
運
が
出

て
き
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
製

造
業
、
林
業
に
も
広
が
っ
て
い
る
。

そ
う
し
た
機
運
を
建
設
業
者
の
方
々

に
も
広
げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
る
。
従
来
ど
お
り
の
手
法
だ
け

で
な
く
、
新
し
い
技
術
研
修
な
ど

に
積
極
的
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
、

効
率
的
な
技
術
で
利
益
を
上
げ
て

い
く
こ
と
に
も
取
組
ん
で
い
た
だ

き
た
い
。
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プ
ラ
ン
自
体
が
出
来
て
か
ら
ス

タ
ー
ト
を
切
っ
た
ば
か
り
。
一
番

の
課
題
点
と
し
て
は
、
こ
の
プ
ラ

ン
を
知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
。
こ

れ
を
知
っ
て
も
ら
わ
な
い
と
県
だ

け
で
の
話
に
な
っ
て
し
ま
う
。
新

し
い
支
援
の
取
組
み
を
ま
ず
知
っ

て
も
ら
う
こ
と
が
大
切
。
ま
た
、

活
性
化
プ
ラ
ン
も
現
状
で
１
０
０

点
で
は
な
い
。
足
り
て
い
な
い
支

援
策
な
ど
が
も
っ
と
あ
る
と
思
う
。

い
ろ
ん
な
意
見
交
換
の
場
を
設
け

て
活
性
化
プ
ラ
ン
を
バ
ー
ジ
ョ
ン

ア
ッ
プ
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
っ
て
い
る
。
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協
会
へ
の
期
待
は
大
き
い
も
の

が
あ
る
。
１
つ
と
し
て
、
協
会
自

体
の
ま
と
ま
り
が
あ
る
と
い
う
こ

と
。
例
え
ば
、
災
害
が
起
こ
っ
た

と
き
な
ど
協
会
自
身
で
対
応
し
て

い
た
だ
く
部
分
も
あ
る
。
協
会
自

体
を
活
性
化
す
る
こ
と
は
地
域
防

災
力
を
確
保
し
て
い
く
う
え
で
も

大
切
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
。

も
う
１
つ
は
、
県
が
活
性
化
プ
ラ

ン
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
わ
け
だ
が
、

建
設
業
協
会
も
県
と
一
緒
に
建
設

業
者
の
方
の
活
性
化
に
向
け
て
足

並
み
を
揃
え
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
っ
て
い
る
。
な
か
な
か
県
だ
け

で
は
対
応
し
き
れ
な
い
部
分
も
あ

る
し
、
県
だ
け
で
独
善
的
に
行
っ

た
と
し
て
も
全
然
意
味
の
な
い
と

こ
ろ
も
あ
る
。
や
は
り
、
そ
の
時

に
は
建
設
業
協
会
か
ら
の
ア
ド
バ

イ
ス
や
意
見
と
い
っ
た
も
の
に
も

期
待
し
て
い
る
。
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や
は
り
、
建
設
業
者
に
プ
ラ
ン

を
知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
。
そ
れ

ぞ
れ
の
建
設
業
者
の
技
術
面
や
経

営
面
、
い
ろ
い
ろ
な
相
談
へ
の
対

応
の
準
備
を
し
て
い
る
の
で
、
ま

ず
は
、
建
設
業
者
の
方
が
専
用
電

話
や
、
直
接
窓
口
で
相
談
し
て
も

ら
い
た
い
。
こ
ち
ら
も
初
め
て
の

こ
と
な
の
で
、
専
門
家
に
取
次
ぎ
、

と
も
に
勉
強
し
て
い
く
こ
と
が
出

来
る
。
ま
ず
は
知
っ
て
い
た
だ
く

こ
と
と
、
そ
し
て
、
支
援
窓
口
に

連
絡
し
て
頂
き
た
い
と
い
う
こ
と
。
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受
注
産
業
な
の
で
、
今
後
の
発

注
事
業
量
に
注
目
を
し
て
し
ま
う

こ
と
も
や
む
を
得
な
い
と
思
う
。

た
だ
、
そ
う
い
う
産
業
構
造
で
は

あ
る
が
、
や
は
り
、
単
に
受
注
だ

け
で
な
く
、
建
設
業
者
自
身
の
企

業
力
の
強
化
へ
一
層
目
を
向
け
て

も
ら
い
た
い
。
建
設
業
者
そ
れ
ぞ

れ
が
技
術
力
や
経
営
力
を
高
め
て

い
く
こ
と
で
人
も
安
定
的
に
雇
っ

て
い
け
る
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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１
６
０
０

(

慶
長
５)

年
９
月
15
日
、
関
ヶ
原
の
役

を
制
し
た
徳
川
家
康
は
、
早
く
も
同
月
27
日
に
は
大
阪

城
に
入
り
戦
後
処
理
を
開
始
し
た
。
家
康
は
、
西
軍
側

の
大
名
90
家
を
取
り
つ
ぶ
し
、
４
家
の
所
領
を
削
り
、

合
わ
せ
て
６
６
０
万
石
を
没
収
し
、
味
方
し
た
大
名
へ

の
加
増
や
徳
川
一
門
、
譜
代
家
臣
の
大
名
へ
の
取
り
立

て
、
直
轄
領
の
拡
大
な
ど
に
当
て
た
。
土
佐
は
、
前
章

で
述
べ
た
通
り
、
西
軍
に
味
方
し
た
長
宗
我
部
盛
親
か

ら
取
り
上
げ
ら
れ
、
山
内
一
豊
に
与
え
ら
れ
た
。
遠
州

掛
川
６
万
石
か
ら
一
躍
、
４
倍
の
石
高
の
土
佐
国
主
へ

の
栄
進
で
あ
る
。

家
康
は
、
ま
た
、
親
藩
や
譜
代
大
名
を
江
戸
周
辺
、

全
国
の
要
地
に
置
き
、
外
様
大
名
は
遠
隔
地
に
移
し
、

支
配
体
制
を
固
め
た
。
１
６
０
３
年
に
は
征
夷
大
将
軍

に
任
じ
ら
れ
、
江
戸
幕
府
を
開
き
、
名
実
と
も
に
武
家

の
最
高
権
力
者
と
な
っ
た
。
し
か
し
大
坂
城
に
は
豊
臣

家
の
嫡
流
秀
頼
が
い
た
。
摂
津
、
河
内
、
和
泉
３
カ
国

65
万
７
０
０
０
石
の
一
大
名
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
い
た

と
は
い
え
、
父
太
閤
秀
吉
か
ら
受
け
継
い
だ
莫
大
な
金

銀
を
擁
し
、
反
徳
川
勢
力
の
求
心
点
と
し
て
厄
介
な
存

在
と
な
っ
て
い
た
。
家
康
は
２
年
後
、
将
軍
職
を
長
男

秀
忠
に
譲
っ
た
が
、
大
御
所
と
し
て
徳
川
政
権
の
基
礎

固
め
に
采
配
を
振
る
い
、
秀
頼
が
寄
進
し
た
方
広
寺
の

鐘
銘
に
言
い
が
か
り
を
つ
け
挑
発
、
１
６
１
４
、
翌
15

(

元
和
元)

年
に
大
坂
冬
の
陣
、
夏
の
陣
を
起
こ
し
て
豊

臣
家
を
滅
ぼ
し
た
。

陣
後
間
も
な
い
閏
６
月
に
は
、｢

一
国
一
城
令｣

を
発

し
、
諸
大
名
に
居
城
以
外
の
城
す
べ
て
を
破
却
さ
せ
、

翌
７
月
に
は

｢

武
家
諸
法
度｣

を
制
定
す
る
な
ど
幕
藩

体
制
を
確
立
し
た
。

長
宗
我
部
家
取
り
つ
ぶ
し
に
、
同
家
の
遺
臣
・
一
領

具
足
た
ち
は
、｢

土
佐
半
国
、
そ
れ
が
許
さ
れ
な
い
な
ら
、

せ
め
て
二
群
か
一
群
は
、
長
宗
我
部
家
に
残
し
て
ほ
し

い｣

と
訴
え
、
徳
川
方
の
接
収
に
抵
抗
し
、
１
６
０
０

(

慶
長
５)

年
12
月
上
旬
、
浦
戸
城
に
籠
城
し
た
。｢

浦

戸
一
揆｣

で
あ
る
。
そ
の
結
末
は
悲
惨
だ
っ
た
。
策
略

に
乗
せ
ら
れ
城
外
に
出
た
一
領
具
足
た
ち
が
、｢

謀
ら
れ

た｣

と
気
付
い
た
時
は
既
に
遅
く
、
２
７
３
人
が
各
所

で
討
ち
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

�
�
�
�
�
�
�
�

一
揆
の
平
定
さ
れ
る
の
を
大
坂
で
待
っ
て
い
た
一
豊

は
、
明
け
て
１
６
０
１
年
正
月
、
浦
戸
城
に
入
っ
た
。

長
宗
我
部
氏
最
後
の
居
城
と
な
っ
た
浦
戸
城
は
、
海
辺

に
突
出
し
た
台
地
の
上
に
あ
り
、
三
方
を
海
に
囲
ま
れ

た
堅
城
で
あ
っ
た
。
し
か
し
土
地
が
狭
く
、
将
来
、
城

下
町
の
発
展
す
る
余
地
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
新
国

主
と
し
て
の
権
威
を
示
す
と
と
も
に
人
心
一
新
を
図
る

た
め
か
ら
も
、
大
高
坂
山
に
新
城
を
築
造
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。

大
高
坂
山
は
、
前
述
の
通
り
、
南
北
朝
の
こ
ろ
、
南

朝
方
の
松
王
丸
の
居
城
が
あ
っ
た
地
で
あ
り
、
長
宗
我
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部
元
親
も
１
５
８
８

(

天
正
16)

年
岡
豊
か
ら
こ
こ
に

移
り
、
数
年
間
、
居
城
に
し
て
い
た
。
高
知
平
野
の
ほ

ぼ
中
央
に
位
置
し
、
背
後
に
豊
か
な
生
産
地
帯
を
ひ
か

え
、
東
南
、
さ
ほ
ど
遠
く
な
く
浦
戸
湾
が
あ
っ
て
海
運

の
便
も
良
い
。
さ
ら
に
周
辺
を
と
り
ま
く
丘
陵
は
自
然

に
防
衛
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
た
だ
周
囲
は
、
鏡

川
と
江
の
口
川
に
挾
ま
れ
た
低
湿
地
で
、
長
宗
我
部
元

親
が
同
地
を
捨
て
再
び
浦
戸
へ
移
っ
た
の
も
、
再
三
、

水
害
に
悩
ま
さ
れ
城
下
町
の
経
営
が
困
難
で
あ
っ
た
た

め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
治
水
工
事
さ
え
で
き
れ
ば
、

領
国
の
首
都
と
し
て
は
最
も
適
当
な
地
で
あ
っ
た
。

一
豊
は
、
１
６
０
１

(

慶
長
６)
年
８
月
、
築
城
総

奉
行
を
百
々
越
前
守
安
行
に
命
じ
、
築
城
工
事
一
切
を

任
せ
、
そ
の
子
供
の
出
雲
に
補
佐
さ
せ
た
。
越
前
は
近

江
国
犬
上
群
百
々
村
の
人
で
、
は
じ
め
織
田
信
長
に
仕

え
た
が
、
浪
人
し
京
都
に
住
ん
で
い
た
と
こ
ろ
を
、
そ

の
築
城
技
術
を
見
込
ま
れ
７
０
０
０
石
で
召
し
抱
え
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。

越
前
の
下
に
は
、
普
請
奉
行
に
木
部
茂
兵
衛
、
山
田

久
兵
衛
、
山
川
比
五
左
衛
門
、
作
事
奉
行
に
麻
田
忠
左

衛
門
、
太
田
喜
平
次
、
由
比
又
之
丞
、
竹
島
伝
次
を
配

し
た
。
ま
た
、
大
工
頭
に
は
加
藤
六
兵
衛
、
鍛
冶
奉
行

に
森
下
左
馬
丞
、
鍛
冶
頭
に
木
原
作
左
衛
門
を
当
て
、

石
垣
の
築
造
は
北
川
豊
後
に
担
当
さ
せ
た
。
豊
後
は
近

江
の
穴
納
の
人
で
、
石
工
に
す
ぐ
れ
、
穴
納
役
の
職
名

を
与
え
ら
れ
た
。

９
月
に
鍬
初
め
の
式
を
あ
げ
家
中
一
丸
と
な
っ
て
工

事
を
急
い
だ
結
果
、
１
６
０
３
年
、
本
丸
、
二
の
丸
が

完
成
し
、
８
月
に
入
城
式
が
行
わ
れ
た
。
新
城
の
地
名

は
、
大
高
坂
山
の
名
を
改
め
て
河
中
山
と
命
名
さ
れ
た
。

な
お
、
三
の
丸
工
事
は
地
盤
が
悪
く
土
地
も
狭
か
っ
た

の
で
難
工
事
と
な
り
、
一
豊
は
、
総
仕
上
げ
を
見
る
こ

と
な
く
１
６
０
５
年
９
月
、
61
歳
で
死
去
し
た
。

跡
目
は
、
弟
康
豊
の
子
忠
義
が
継
ぎ
、
三
の
丸
の
工

事
を
急
が
せ
、
大
高
坂
山
と
小
高
坂
山
と
の
間
に
あ
っ

た
中
高
坂
山
を
崩
し
て
、
こ
れ
で
土
盛
り
を
し
、
１
６

１
１
年
完
工
し
た
。
そ
の
前
年
、
忠
義
は
、
河
中
山
を

竹
林
寺
の
空
鏡
上
人
の
撰
に
よ
り
高
智
山

(

の
ち
高
知

と
改
め
る)

と
再
び
改
名
し
た
。
度
々
、
水
害
に
悩
ま

さ
れ
た
の
で
河
中
の
字
を
嫌
っ
た
の
で
あ
る
。

一
豊
が
築
い
た
城
は
、
１
７
２
７

(

享
保
12)

年
２

月
の
大
火
で
、
大
手
門
の
ほ
か
二
、
三
の
建
物
を
残
し

て
、
主
要
建
築
物
は
す
べ
て
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
。
伝

え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
掛
川
城
に
則
っ
て
築
か
れ
、

天
守
閣
は
４
層
６
階
で
、
掛
川
城
と
同
様
に
回
縁
・
高

欄
を
め
ぐ
ら
し
て
い
た
。
内
郭
は
東
西
４
町
25
間
、
南

北
４
町
30
間
で
、
８
棟
の
城
楼
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ

の
う
ち
の
１
棟
は
三
重
で
、
浦
戸
城
の
天
守
閣
を
移
し

た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。

な
お
、
現
在
の
城
は
、
後
述
す
る
通
り
、
１
７
２
９

年
か
ら
１
７
５
３

(
宝
暦
３)

年
に
至
る
ま
で
の
間
に
、

順
次
再
建
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

�
�
�
�
�
�

築
城
と
と
も
に
城
下
町
の
建
設
も
行
わ
れ
た
。
城
下

町
は
、
戦
国
大
名
の
領
国
支
配
が
進
む
に
伴
い
形
成
さ

れ
始
め
、
特
に
豊
臣
政
権
の
こ
ろ
か
ら
徳
川
政
権
の
確

立
期
に
か
け
て
急
速
に
発
展
し
た
。
諸
大
名
の
配
置
替

え
が
大
規
模
に
行
わ
れ
、
ま
た
１
６
１
５

(

元
和
元)

年
に
一
国
一
城
令
が
出
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
全
国

各
地
に
領
国
経
営
の
拠
点
と
し
て
新
し
い
城
下
町
が
数

多
く
造
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
の
城
下
町
は
、
軍
事
的
条
件
よ
り
も
交
通
・

経
済
条
件
を
重
視
し
、
城
郭
を
中
心
と
し
て
、
周
囲
に

上
級
家
臣
の
、
そ
の
外
側
に
中
、
下
級
家
臣
の
屋
敷
地

を
配
置
、
さ
ら
に
そ
の
外
側
に
商
人
、
職
人
町
、
お
よ

び
城
下
町
の
防
衛
を
も
兼
ね
て
足
軽
の
屋
敷
や
寺
社
地

を
設
け
る
と
い
う
、
同
心
円
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
が

多
い
。

高
知
城
下
町
も
同
じ
で
、
城
を
中
心
と
し
て
、
南
は

鏡
川
、
北
は
江
ノ
口
川
を
境
に
、
東
は
廿
代
筋
か
ら
堀

詰
・
松
渕
に
至
る
線
、
西
は
江
ノ
口
川
か
ら
川
岸
端
を

経
て
金
子
橋
に
至
る
線
で
囲
ん
だ
区
域
を
郭
中
と
し
、

上
士
を
住
ま
わ
せ
た
。
そ
の
西
側
に
上
町
、
東
側
に
下

町
を
造
営
、
上
町
は
下
士
、
奉
公
人
、
足
軽
た
ち
の
町

と
し
、
下
町
は
商
人
た
ち
や
職
人
の
町
と
し
た
。
町
は

時
代
が
下
が
る
に
つ
れ
興
廃
を
重
ね
た
が
、
こ
の
町
割

は
藩
政
時
代
を
通
じ
て
、
ほ
と
ん
ど
変
更
が
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
の
町
は
、
住
民
の
職
業
に
よ
り
紺
屋
町
、
材

木
町
、
細
工
町
、
出
身
地
に
よ
り
山
田
町
、
新
市
町
、

朝
倉
町
、
種
崎
町
、
浦
戸
町
な
ど
と
名
付
け
ら
れ
た
。

国
外
か
ら
来
た
人
々
の
住
ん
だ
町
も
、
出
身
地
に
よ
り

掛
川
町
、
堺
町
、
越
前
町
、
京
町
な
ど
と
呼
ば
れ
た
。

２
代
目
藩
主
忠
義
治
下
の
１
６
６
１

(

寛
文
元)

年
に

は
、
町
数
は
28
を
数
え
、
戸
数
２
１
８
５
軒
、
人
口
１

万
７
０
５
４
人
に
発
達
し
た
。
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一
豊
、
忠
義
に
よ
っ
て
領
国
支
配
体
制
が
着
々
進
め

ら
れ
て
い
る
間
、
家
康
は
、
１
６
０
６

(

慶
長
11)

年
、

諸
大
名
に
手
伝
普
請
を
命
じ
、
江
戸
城
の
大
増
築
工
事

を
行
っ
た
。
家
康
は
豊
臣
家
を
滅
ぼ
し
た
翌
１
６
１
６

年
に
死
去
し
た
が
、
江
戸
城
増
築
は
引
き
継
が
れ
、
１

６
３
２

(

寛
永
６)

年
、
１
６
３
６
年
の
２
回
の
工
事

で
完
成
し
た
。
ま
た
、
攻
め
落
と
し
た
大
坂
城
の
再
建

工
事
も
１
６
２
０

(

元
和
６)
年
か
ら
１
６
２
８

(

寛

永
５)

年
に
か
け
て
行
っ
た
。
い
ず
れ
も
手
伝
普
請
で

行
わ
れ
土
佐
藩
も
当
然
、
課
役
さ
れ
た
。

土
佐
藩
は
、
そ
の
ほ
か
に
も
名
古
屋
城(

１
６
０
４
・

慶
長
９
年
完
工)

、
駿
府
城

(

１
６
０
８
年
完
工)
な
ど

の
手
伝
普
請
も
課
せ
ら
れ
た
。

高
知
城
築
造
に
続
く
そ
れ
ら
の
手
伝
普
請
、
大
坂
冬
、

夏
の
陣
出
兵
な
ど
の
出
費
、
藩
主
忠
義
の
浪
費
が
、
藩

主
交
代
に
伴
う
経
済
的
混
乱
か
ら
脱
出
し
よ
う
と
し
て

い
た
藩
財
政
を
圧
迫
し
た
。
上
方
の
豪
商
か
ら
借
金
を

重
ね
、
や
り
く
り
し
て
き
た
が
、
借
金
額
は
２
０
０
０

〜
３
０
０
０
貫
に
達
し
た
。
蔵
入
米
を
丸
々
返
済
に
当

て
て
も
数
年
は
か
か
る
と
い
う
額
で
あ
る
。
藩
主
忠
義

も
、
さ
す
が
に
財
政
立
て
直
し
の
必
要
を
痛
感
、
１
６

２
１

(

元
和
７)

年
、
仕
置
き
役
福
岡
丹
波
に
藩
政
改

革
を
命
じ
た
。
丹
波
は
山
内
壱
岐
、
野
中
玄
蕃
ら
と
と

も
に
借
金
の
延
べ
払
い
、
利
子
切
り
捨
て
、
藩
士
か
ら

の
上
米
、
借
り
上
げ
な
ど
を
行
い
、
�
村
上
改
め
�
と

い
わ
れ
た
厳
し
い
検
地
に
よ
り
増
収
を
図
っ
た
。
さ
ら

に
白
髪
山
、
魚
梁
瀬
な
ど
の
檜
や
杉
の
美
材
を
切
り
出

し
上
方
で
売
り
、
借
金
返
済
に
当
て
、
幕
府
に
課
役
の

代
わ
り
に
納
め
た
。
そ
の
た
め
、
領
民
に
料
木
料
を
課

し
、
年
間
２
カ
月
間
、
藩
の
定
め
た
伐
採
作
業
に
出
る

こ
と
を
義
務
づ
け
た
。
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改
革
は
成
功
、
１
６
３
５

(

寛
永
12)

年
に
は
、
借

金
生
活
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
た
が
、
藩
経
済
の

振
興
に
は
、
安
定
的
な
財
源
確
保
が
必
要
で
あ
っ
た
。

そ
の
大
役
を
果
た
し
た
の
が
、
�
名
宰
相
�
で
あ
り

�
悲
劇
の
宰
相
�
と
し
て
有
名
な
野
中
兼
山
で
あ
っ
た
。

兼
山
に
つ
い
て
は
、
松
野
尾
章
行
が
、
明
治
時
代
に

手
に
入
る
限
り
の
史
料
を
求
め

｢

皆
山
集｣

に
収
め
た

の
を
は
じ
め
、
本
県
関
係
の
通
史
、
時
代
史
、
産
業
史

な
ど
で
兼
山
に
つ
い
て
書
き
漏
ら
し
て
い
る
も
の
は
皆

無
で
あ
る
。

さ
ら
に
兼
山
は
、
殖
産
振
興
の
た
め
、
社
会
資
本
整

備
を
積
極
的
に
進
め
た
江
戸
時
代
に
お
け
る
土
木
事
業

の
第
一
人
者
と
し
て
、
土
木
学
会
刊

｢

明
治
以
前
日
本

土
木
史｣

、
日
本
学
士
院
刊｢

日
本
土
木
史

明
治
以
前｣

な
ど
土
木
関
係
歴
史
書
も
必
ず
取
り
上
げ
て
い
る
。
さ

ら
に

｢

土
木
学
会
誌｣

、｢

農
業
土
木
学
会
誌｣

そ
の
他

の
学
術
誌
に
発
表
さ
れ
た
論
考
も
多
く
、
数
多
く
の
伝

記
、
小
説
な
ど
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
本
書
も
ま
た

｢

人
物
編｣

で

｢

藩
政
立
て
直
し
に
大
土
木
事
業｣

と
題

し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
従
っ
て
新
し
く
書
き
加
え
る

も
の
は
な
く
屋
上
屋
を
架
す
る
感
が
あ
る
が
、
土
佐
が

生
ん
だ
土
木
界
の
大
先
達
・
野
中
兼
山
に
つ
い
て
筆
を

省
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
以
下
そ
の
水
利
開
発
、
港

湾
整
備
の
遺
業
を
述
べ
て
い
く
。

�
�
�
 
�
!
�
"
#
$
%

兼
山
が
最
初
に
手
が
け
た
の
は
、
領
地
本
山
郷
の
水

利
開
発
で
あ
っ
た
。
１
６
３
８

(

寛
永
15)

年
に
、
吉

野
川
に
注
ぐ
樫
の
川
に
下
津
野
、
下
麦
山
、
ト
ド
ロ
の

３
堰
を
、
ま
た
木
能
津
川
に
ノ
ボ
リ
立
、
カ
タ
シ
山
の

２
堰
、
行
川
に
井
口
堰
を
築
い
た
。
さ
ら
に
森
川
に
新

井
、
井
口
の
２
堰
、
相
川
の
下
流
に
も
南
泉
と
高
須
の

２
堰
を
設
け
、
堰
き
止
め
た
水
で
田
畑
を
灌
漑
、
新
田

も
開
拓
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
平
尾
道
雄
著

｢

野

中
兼
山
と
そ
の
時
代｣

で
は
、
西
内
青
藍
著

｢

偉
人
野

中
兼
山｣

を
参
考
に
南
泉
、
高
須
の
２
堰
を
除
い
た
８

堰
の
諸
元
を
表
に
ま
と
め
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
用

水
路
の
総
延
長
は
約
26
・
１
㎞
、
灌
漑
面
積
は
約
１
３

５
・
５
ha
に
達
し
て
い
る
。
ま
た
同
じ
１
６
３
８
年
、

川
村
又
兵
衛
の
願
い
を
聞
き
届
け
、
箕
浦
佐
左
右
衛
門

を
総
作
配
役
と
し
て
森
村
溜
井
か
ら
宮
古
野
ま
で
延
長

約
１
・
５
㎞
、
約
14
・
６
ha
を
潤
す
宮
古
野
溝
を
完
成

さ
せ
た
と
い
わ
れ
る
。

�
&
�
'
&
�
(
&
�
)
*
+
,
-

本
山
領
内
の
水
利
事
業
を
完
工
し
た
兼
山
は
、
翌
１

６
３
９
年
、
物
部
川
の
水
利
開
発
、
新
田
開
発
に
着
手

し
た
。
物
部
川
両
岸
の
河
岸
段
丘
に
は
原
野
が
広
が
っ

て
い
た
が
、
河
床
と
の
標
高
差
が
３
〜
５
ｍ
あ
っ
て
水
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が
引
け
ず
、
周
辺
の
郷
村
が
採
草
地
、
林
地
と
し
て
利

用
す
る
程
度
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
兼
山
は
、
現
在
の
香
美
郡
土
佐
山
田
町
神い

母げ

ノ
木
に
山
田
堰
、
下
流
に
野
市
上
堰
、
同
下
堰
を
築
造
、

山
田
堰
か
ら
は
右
岸
に
上
井
、
中
井
、
舟
入
川
、
左
岸

に
父
養
寺
井
、
野
市
上
堰
か
ら
は
野
市
上
井
川
、
同
下

堰
か
ら
は
同
下
井
川
の
各
用
水
路
を
張
り
め
ぐ
ら
し
、

堰
き
止
め
た
水
を
送
り
込
ん
で
、
両
原
野
を
潤
し
穀
倉

地
帯
に
変
え
る
こ
と
と
し
た
。
山
田
堰
一
つ
と
っ
て
も

長
さ
３
２
４
ｍ
、
幅
10
・
６
ｍ
、
高
さ
１
・
５
ｍ
も
あ

り
、
使
用
し
た
松
材
14
万
本
、
大
石
６
６
７
２
�
に
上
っ

た
。
当
時
の
土
木
技
術
に
と
っ
て
は
大
工
事
と
あ
っ
て
、

完
成
し
た
の
は
１
６
６
４

(

寛
文
４)
年
、
25
年
後
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
物
部
川
流
域
に
設
け
た
溝
渠
数
は
７
、

延
長
約
13
・
９
㎞
と
い
わ
れ
る
。

�
�
�
�
�
�
�
	


�

山
田
堰
な
ど
の
工
事
を
進
め
る
一
方
、
兼
山
は
、
１

６
４
８

(

慶
安
元)

年
、
仁
淀
川
の
水
利
開
発
事
業
も

始
め
た
。
仁
淀
川
下
流
も
河
床
が
低
く
、
両
岸
一
帯
の

広
野
は
取
水
で
き
ず
荒
れ
る
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
。
兼

山
は
、
物
部
川
と
同
様
に
堰
に
よ
っ
て
灌
漑
を
行
う
こ

と
に
し
、
１
６
５
２

(

承
応
元)

年
、
八
田
堰
に
よ
っ

て
左
岸
吾
南
平
野
、
１
６
５
４
年
に
鎌
田
堰
に
よ
っ
て

右
岸
高
岡
平
野
を
灌
漑
す
る
井
筋

(

用
水
路)

網
を
作

り
上
げ
た
。

吾
川
郡
八
田
か
ら
対
岸
の
高
岡
郡
大
内
に
向
け
築
い

た
八
田
堰
は
、
延
長
４
１
０
ｍ
、
幅
19
ｍ
、
高
さ
３
ｍ

も
あ
り
、
山
田
堰
を
上
回
っ
た
。
堰
き
止
め
た
用
水
は
、

八
田
閘

(

高
さ
３
ｍ
、
幅
２
・
７
ｍ
、
長
さ
20
ｍ)

か

ら
弘
岡
井
筋
に
取
り
入
れ
る
。
閘
は
大
石
を
積
み
重
ね

ク
ス
の
大
木
を
樋
体
と
し
、
さ
ら
に
大
石
を
重
ね
て
造
っ

た
。弘

岡
井
筋
は
南
東
に
流
れ
て
、
八
田
の
南
端
に
張
り

出
し
た
岩
山
を
長
さ
36
ｍ
、
幅
２
・
７
ｍ
に
わ
た
り
開

削
し
た

｢

八
田

(
行
当)

の
切
抜｣

、
弘
岡
上
ノ
村
を
経

て
森
山
村
新
川
へ
。
途
中
、
諸
木
井
筋
、
川
窪
井
筋
を

分
派
、
新
川
で
、
旧
仁
淀
川
の
分
流
・
新
川
川
に
落
と

す
。
新
川
川
は
弘
岡
中
、
同
下
、
秋
山
、
諸
木
の
諸
村

を
経
て
長
浜
村
へ
と
流
れ
浦
戸
湾
に
達
す
る
。
新
川
川

に
つ
い
て
も
浚
渫
を
行
い
、
東
諸
木
と
長
浜
の
境
に
あ

る
唐
音
の
山
を
長
さ
29
ｍ
、
幅
11
ｍ
に
切
り
抜
い
た
。

こ
れ
に
よ
り
八
田
〜
長
浜
間
は
、
幅
１
・
８
ｍ
、
深
さ

は
１
・
８
〜
３
・
６
ｍ
の
水
路
で
結
ば
れ
、
浦
戸
湾
を

渡
り
舟
入
川
を
遡
り
物
部
川
へ
と
、
太
平
洋
の
荒
波
を

避
け
、
舟
運
が
可
能
と
な
っ
た
。
道
路
交
通
の
発
達
し

て
い
な
か
っ
た
時
代
に
あ
っ
て
、
地
域
に
も
た
ら
し
た

恩
恵
に
は
大
き
い
も
の
が
あ
っ
た
。

弘
岡
井
筋
か
ら
は
、
ほ
か
に
南
川
井
筋(

２
・
７
㎞)

、

北
川
井
筋

(

２
・
６
㎞)

な
ど
が
分
か
れ
、
さ
ら
に
細

流
と
な
る
。
松
野
尾
儀
行
著

｢

南
海
之
偉
業｣

は

｢

細

条
分
水
甚
だ
多
し｣

と
表
現
し
て
い
る
。
八
田
堰
を
起

点
と
す
る
、
八
田
川
ま
た
は
吾
南
用
水
と
総
称
さ
れ
る
、

こ
れ
ら
井
筋
の
総
延
長
は
25
㎞
余
、
灌
漑
総
面
積
は
８

５
４
ha
と
な
る
。

鎌
田
堰
は
、
八
田
堰
の
上
流
約
２
㎞
、
高
岡
郡
川
内

村
鎌
田
の
御
茶
屋
床
よ
り
北
東
、
対
岸
の
吾
川
郡
伊
野

に
向
け
築
き
、
長
さ
５
４
０
ｍ
、
幅
18
ｍ
、
高
さ
12
・

６
ｍ
と
、
兼
山
が
築
い
た
堰
の
う
ち
で
最
も
大
き
い
。

中
央
部
に
は
、
長
さ
７
ｍ
、
幅
５
ｍ
の
凹
字
形
を
し
た

筏
越
を
、
松
、
ク
ス
の
巨
材
を
用
い
設
け
た
。

堰
き
止
め
た
用
水
は
鎌
田
閘

(

長
さ
16
ｍ
、
幅
２
・

７
ｍ
、
高
さ
３
・
６
ｍ)

か
ら
鎌
田
井
筋
へ
。
同
井
筋

は
、
深
さ
２
・
７
ｍ
〜
３
ｍ
、
幅
２
・
７
ｍ
。
大
内
、

高
岡
、
中
島
を
経
て
新
居
に
至
り
、
再
び
仁
淀
川
に
入

る
。
延
長
は
約
12
㎞
で
あ
る
。

こ
の
鎌
田
井
筋
か
ら
西
へ
蓮
池
井
筋

(

延
長
５
・
２

㎞)

、
東
南
へ
中
島
井
筋

(

延
長
３
・
３
㎞)

が
分
派
す

る
。
蓮
池
井
筋
は
蓮
池
一
帯
を
、
中
島
井
筋
は
中
島
一

帯
の
灌
漑
を
行
う
も
の
で
、
本
、
支
井
筋
の
総
延
長
は

22
・
３
㎞
、
灌
漑
区
域
は
６
８
１
ha
で
あ
っ
た
。

(

次
号
に
続
く)

｢

高
知
縣
土
木
史｣

(

１
９
９
８
年

社
団
法
人
高
知
県
建
設
業
協
会
発
行)

よ
り
引
用

山田堰公園に復元保存された取水門
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１
８
４
８

(

嘉
永
元)

年
７
月
長
岡
郡
大
篠
村

(

現
南
国
市)

に
生
ま
れ
る
。
幼

名
を
啓
太
郎
、
１
８
７
１

(

明
治
４)

年
10
月
工
部
省
鉄
道
寮
の
技
術
見
習
い
と
な

り
、
外
人
に
つ
い
て
大
阪
・
神
戸
間
の
線
路
建
設
に
従
事
し
た
後
、
１
８
７
７
年
創

設
の
工
技
生
養
成
所
第
１
期
生
と
し
て
入
所
、
研
修
し
た
。
そ
の
間
、
神
戸
〜
大
阪

間
の
鉄
道
が
１
８
７
４
年
５
月
、
大
阪
〜
京
都

(

大
宮
仮
駅)

間
が
１
８
７
６
年
９

月
開
業
し
て
い
る
。
次
い
で
、
京
都
〜
大
津
間
線
路
建
設
が
１
８
７
８
年
８
月
着
工

さ
れ
た
が
、
こ
の
ル
ー
ト
は
、
現
在
の
奈
良
線
の
ル
ー
ト
に
沿
っ
て
京
都
駅
よ
り
南

下
し
て
、
深
草
に
至
り
、
こ
こ
で
左
折
、
東
山
三
十
六
峰
の
南
端
を
横
断
し
て
山
科

に
入
り
、
京
都
・
滋
賀
県
境
の
逢
坂
山
に
向
か
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
現
在
の

東
海
道
本
線
の
ル
ー
ト
＝
京
都
〜

(

東
山
ト
ン
ネ
ル)

〜
山
科
〜

(

逢
坂
山
ト
ン
ネ

ル)

〜
大
津
＝
と
異
な
っ
て
い
る
。
当
時
の
土
木
技
術
の
水
準
か
ら
、
東
山
に
ト
ン

ネ
ル
を
掘
る
こ
と
を
回
避
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
逢
坂
山
ト
ン
ネ
ル
は
、

地
形
上
、
掘
ら
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。

こ
の
京
都
〜
大
津
の
新
線
建
設
に
当
た
っ
て
、
当
時
の
鉄
道
局
長
井
上
勝
は
、
外

国
人
に
よ
ら
ず
、
工
技
生
養
成
所
卒
業
生
の
活
躍
を
期
待
し
た
。
１
区：

京
都
〜
深

草
間
は
、
７
等
技
手
・
武
者
満
歌
、
２
区：

深
草
〜
山
科
間
は
７
等
技
手
・
千
島
九

一
と
９
等
技
手
長
谷
川
謹
介
、
３
区：

山
科
〜
逢
坂
山
間
は
８
等
技
手
国
沢
能
長
と

９
等
技
手
島
田
延
武
、
４
区：

逢
坂
山
〜
大
津
間
は
８
等
技
手
佐
武
正
章
が
担
当
し

た
。
こ
れ
ら
６
名
の
上
に
養
成
所
長
飯
田
俊
徳

(

オ
ラ
ン
ダ
の
Ｄ
ｅ
ｌ
ｆ
ｔ
工
科
大

学
に
学
ん
だ)

が
座
っ
て
、
工
事
全
体
を
監
督
し
た
。

大
阪
〜
神
戸
間
に
は
石
屋
川

(

天
井
川)

下
を
く
ぐ
る
石
屋
川
ト
ン
ネ
ル

(

長
さ

61
メ
ー
ト
ル
、
幅
４
・
６
ｍ
、
高
さ
訳
４
・
６
ｍ)

の
ほ
か
、
住
吉
川
、
芦
屋
川
と

計
３
つ
の
河
底
ト
ン
ネ
ル
が
掘
ら
れ
た
。
日
本
人
が
掘
削
し
た
鉄
道
・
山
岳
ト
ン
ネ

ル
の
第
１
号
は
逢
坂
山
ト
ン
ネ
ル
で
あ
っ
た
。

国
沢
は
工
技
生
の
中
で
、
ト
ン
ネ
ル
工
事
に
定
評
が
あ
り
、
井
上
勝
が
特
に
任
命

し
た
。
大
津
側
よ
り
１
８
７
８

(

明
治
11)

年
10
月
、
京
都
側
よ
り
同
年
12
月
、
掘
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削
を
開
始
、
６
６
４
・
８
ｍ
が
翌
１
８
７
９
年
９
月

(
起
工
以
来
11
カ
月
目)

に
貫
通
、
１
８
８
０
年
６
月

ト
ン
ネ
ル
工
事
す
べ
て
が
竣
工
、
こ
こ
に
、
日
本
人

だ
け
で
手
が
け
た
京
都
〜
大
津
間
の
鉄
道
が
完
成
し

た
。
当
時
は
銀
山
の
坑
夫
を
募
集
し
、
カ
ン
テ
ラ
と

た
が
ね
で
掘
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
の
晩
に
英
語

の
参
考
書
を
読
ん
で
工
事
方
法
を
知
り
、
翌
日
は
ト

ン
ネ
ル
を
掘
る
と
い
う
苦
心
の
連
続
で
あ
っ
た
と
い

う
。
18
・
２
㎞
の
工
事
費
は
69
万
５
３
０
０
円
で
、

従
来
の
外
人
指
揮
に
よ
る
予
算
額
に
比
較
し
て
10
％

節
減
し
、
工
期
も
予
定
よ
り
短
縮
す
る
と
い
う
成
果

を
挙
げ
た
。

井
上
勝
は
、
工
技
生
養
成
所
卒
業
生
の
活
躍
を
大

い
に
期
待
し
な
が
ら
も
、
初
の
試
み
だ
け
に
、
い
さ

さ
か
心
許
な
い
思
い
を
し
て
い
た
が
、
国
沢
ら
少
壮

技
術
者
ら
の
献
身
的
努
力
の
賜
に
よ
っ
て
、
そ
の
心

配
は
見
事
吹
き
飛
ば
さ
れ
た
。

逢
坂
山
ト
ン
ネ
ル
開
通
に
当
た
っ
て
は

｢

楽
成
頼

功｣

の
４
字
を
刻
ん
だ
石
額
が
掲
げ
ら
れ
た
。
快
挙

を
祝
っ
て
太
政
大
臣
三
条
実
美
が
筆
を
振
る
っ
た
も

の
で
あ
り
、
現
在
で
も
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
記
念
す
べ
き
ト
ン
ネ
ル
は
１
９
６
０

(

昭
和
35)

年
10
月
鉄
道
記
念
物
に
指
定
さ
れ
保
存
さ
れ
て
い
る
。

国
沢
は
、
こ
の
工
事
後
、
二
等
技
手
に
任
じ
ら
れ

神
戸
本
局
詰
め
と
な
っ
た
が
、
間
も
な
く
局
長
に
随

行
し
て
東
京
に
転
じ
、
日
本
鉄
道
会
社
の
設
立
に
際

し
、
高
崎
〜
前
橋
間
お
よ
び
品
川
線

(

赤
羽
〜
池
袋

〜
新
宿
〜
品
川)

の
測
量
、
つ
い
で
王
子
〜
熊
谷
間

の
工
事
を
監
督
し
１
等
技
手
に
進
ん
だ
。
１
８
８
５

年
直
江
津
線
の
建
設
に
当
た
り
、
ま
た
、
東
海
道
線

の
敷
設
に
従
い
、
静
岡
〜
金
谷
間
の
建
築
主
任
と
な
っ

て
ト
ン
ネ
ル
工
事
を
担
当
し
た
。
開
通
の
後
、
１
８

９
０
年
４
月
求
職
、
日
本
鉄
道
会
社
の
技
術
主
管
と

な
り
、
１
８
９
２
年
８
月
小
山
建
築
課
長
、
翌
１
８

９
３
年
４
月
総
武
鉄
道
の
建
設
に
際
し
て
そ
の
技
師

長
と
し
て
、
線
路
選
定
お
よ
び
工
事
設
計
を
統
括
し

た
。
12
月
日
本
鉄
道
に
復
帰
し
て
保
線
課
長
に
就
任
、

１
８
９
７

(

明
治
30)

年
海
外
に
出
張
し
て
保
線
お

よ
び
建
設
作
業
を
視
察
し
て
帰
朝
し
た
。

１
８
９
９
年
退
職
、
翌
年
北
海
道
庁
鉄
道
技
師
に

任
じ
ら
れ
鉄
道
部
長
と
し
て
鋭
意
北
方
の
開
発
に
努

め
た
。
１
９
０
５
年
鉄
道
部
の
廃
止
と
と
も
に
退
き
、

１
９
０
８
年
８
月
札
幌
の
自
宅
で
死
去
し
た
。
61
歳
。

帝
国
鉄
道
協
会
創
立
の
初
め
か
ら
評
議
員
と
し
て
貢

献
。
国
沢
の
生
涯
は
日
本
の
鉄
道
の
発
展
と
と
も
に
あ

り
、
西
か
ら
東
に
さ
ら
に
北
へ
と
、
国
中
に
そ
の
足
跡

が
残
さ
れ
て
い
る
。
技
術
的
に
は
、
お
雇
い
外
人
か
ら

知
識
技
術
を
吸
収
し
、
い
ち
早
く
独
力
で
建
設
を
可
能

と
し
、
実
績
を
挙
げ
た
こ
と
は
特
筆
に
価
す
る
。
鉄
道

創
業
期
に
お
け
る
ト
ン
ネ
ル
の
第
一
人
者
が
、
そ
の
後
、

保
線
の
仕
事
に
回
り
、
保
守
管
理
に
つ
い
て
も
意
を
注

い
だ
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

〈
注
〉
工
技
生
養
成
所

鉄
道
に
お
け
る
最
初
の
職
員
教
育

機
関
で
、
明
治
初
年
早
く
も
技
術
独
立
を
目
指
し
た
も
の
と

し
て
重
要
で
あ
る
。
１
８
７
０
年
来
朝
し
た
建
築
師
長
モ
レ

ル

(

英
人)

は
、
着
任
早
々
、
伊
藤
博
文
大
蔵
小
輔
に
、
鉄

道
職
員
養
成
の
急
務
な
る
こ
と
を
建
言
し
た
が
、
維
新
に
至

る
ま
で
、
お
傭
外
国
人
の
指
導
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
し
か
し
だ
ん
だ
ん
鉄
道
も
整
備
さ
れ
る
に
つ
れ
、
鉄
道

独
立
の
必
要
を
痛
感
し
、
大
阪
〜
神
戸
間
開
業
の
後
、
１
８

７
７
年
５
月
技
術
官
養
成
の
目
的
で
、
大
阪
停
車
場
構
内
に

工
技
生
養
成
所
を
設
置
し
た
。
教
官
に
は
少
書
記
官
飯
田
俊

徳
、
建
築
師
長
セ
ル
ピ
ン
ト
ン

(

英)

、
建
築
師
ホ
ル
サ
ム

(

英)

が
当
た
り
、
中
学
卒
程
度
の
試
験
を
行
っ
て
入
所
者

を
選
定
し
た
。
教
授
科
目
は
、
数
学
、
測
量
、
製
図
、
力
学
、

土
木
工
学
一
般
、
機
関
工
学
大
要
、
鉄
道
運
輸
大
要
の
７
科

目
で
あ
っ
た
。
工
技
生
養
成
所
開
校
の
日
、
井
上
鉄
道
局
長

は
要
旨
次
の
よ
う
な
訓
辞
を
行
っ
た
。

｢

当
局
に
技
手
を
置
く
趣
意
は
、
各
員
が
本
来
の
技
術
を

修
得
し
、
そ
の
職
務
に
つ
く
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、

各
員
を
し
て
わ
が
国
の
技
術
独
立
の
先
駆
と
な
さ
ん
こ
と
が

目
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
目
的
達
成
の
道
は
各
員
の
努
力

如
何
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
京
神
建
築
師
長

に
図
り
諸
子
を
選
ん
だ
も
の
で
あ
っ
て
、
諸
子
に
期
待
す
る

も
の
は
学
術
技
芸
に
長
じ
、
国
家
有
用
の
材
と
な
る
こ
と
で

あ
る
。
各
員
よ
く
こ
の
趣
旨
を
解
し
、
一
層
努
力
奮
励
さ
れ

た
い｣

。
工
技
生
養
成
所
出
身
の
技
術
者
は
、
そ
の
後
長
く
国
有
鉄

道
技
術
の
根
幹
と
な
っ
た
が
、
１
８
８
２
年
工
部
大
学
校
の

第
１
回
卒
業
生
が
出
る
こ
と
と
な
っ
て
、
技
術
基
幹
要
員
を

こ
の
人
た
ち
に
移
し
て
養
成
所
は
廃
さ
れ
た
。
こ
の
間
の
卒

業
者
は
国
沢
を
は
じ
め
24
名
で
あ
る
。

｢

高
知
縣
土
木
史｣

(

１
９
９
８
年

社
団
法
人
高
知
県
建
設
業
協
会
発
行)よ

り
引
用
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混
和
材
料(Admixture)

は
、

作
業
の
し
や
す
さ(Workability)

の
改
善
や
強
度
・
耐
久
性
の
向

上
、
凝
結
速
度
の
調
整
な
ど
を

目
的
と
し
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に

混
和
さ
れ
る
薬
剤
の
総
称
で
あ

る
。混

和
剤

(Chemical
admix

ture)

は
、
添
加
す
る
量
が
少

量
で
、
そ
れ
自
体
の
容
積
を
コ

ン
ク
リ
ー
ト
の
練
り
上
が
り
容

積
と
し
て
算
入
す
る(

含
め
る)

必
要
の
な
い
微
量
の
薬
剤
を
い

う
。混

和
材
は
、
セ
メ
ン
ト
を
節

減
し
て
、
そ
の
分
を
シ
リ
カ
質

粉
末
等
で
代
替
し
た
も
の
で
あ

り
、
添
加
す
る
量
が
多
く
、
コ

ン
ク
リ
ー
ト
の
練
り
上
が
り
容

積
の
一
部
に
算
入
す
る

(

含
め

る)

必
要
の
あ
る
も
の
を
い
う
。

1.

混
和
剤

主
た
る
混
和
剤
で
あ
る
Ａ
Ｅ

剤
、
減
水
剤
、
Ａ
Ｅ
減
水
剤
、

お
よ
び
高
性
能
Ａ
Ｅ
減
水
剤
は
、

Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
に
よ
り
品
質
基
準

が
制
定
さ
れ
て
い
る(JIS

A
6204)

。

流
動
化
剤
は
、
予
め
練
り
混

ぜ
ら
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
添

加
し
、
こ
れ
を
撹
拌
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
そ
の
流
動
性
を
増
大

さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

る

(JSCE-D101)

。

分
離
低
減
剤
は
、
セ
メ
ン
ト

粒
子
と
水
分
、
ま
た
骨
材
と
セ

メ
ン
ト
と
の
分
離
を
抑
制
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る(JSCE-D

104)

。
防
錆
剤
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
の
錆
を
抑
制
す
る
。
海
砂
を

骨
材
と
し
て
利
用
す
る
場
合
に

添
加
さ
れ
る
が
、
水
洗
い
に
よ

り
砂
に
含
ま
れ
て
い
る
塩
分
を

除
去
す
る
よ
う
に
な
り
需
要
が

減
少
し
て
い
る(JIS

A
6205)

。

上
記
以
外
の
混
和
剤
に
つ
い

て
は
、
そ
の
品
質
を
確
か
め
、

使
用
方
法
を
十
分
検
討
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

2.

混
和
材

混
和
材
と
し
て
用
い
る
フ
ラ

イ
ア
ッ
シ
ュ
は(JIS

A
6201)

、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
膨
張
材
は(JIS

A
6202)

、
高
炉
ス
ラ
グ
微
粉

末
は

(JIS
A
6206)

、
シ
リ

カ
フ
ュ
ー
ム
は

(JSCE-D106)

に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
他
の
混
和
材
に
つ
い
て

は
、
そ
の
品
質
を
確
か
め
、
使

用
方
法
を
検
討
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

超
微
粉
末
は
、
主
と
し
て
、

シ
リ
カ
質
粉
末
や
高
炉
ス
ラ
グ
、

フ
ラ
イ
ア
ッ
シ
ュ
な
ど
が
添
加

さ
れ
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
強
度

促
進
と
と
も
に
製
鉄
所
や
石
炭

火
力
発
電
所
の
産
業
廃
棄
物
の

リ
サ
イ
ク
ル
の
役
割
を
果
た
し

て
い
る
。
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耐
久
性
は
、
想
定
さ
れ
る
作

用
の
も
と
で
構
造
物
中
の
材
料

の
劣
化
に
よ
り
生
ず
る
性
能
の

経
時
的
な
低
下
に
対
し
て
、
構

造
物
が
有
す
る
抵
抗
性
で
あ
る

と
い
わ
れ
て
い
る
。

構
造
物
の
劣
化
と
は
、
コ
ン

ク
リ
ー
ト
や
鉄
筋
な
ど
の
補
強

材
料
が
供
用
中

(

使
っ
て
い
る

間)
に
品
質
・
性
能
が
低
下
す

る
こ
と
で
あ
る
。

���
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�
�コ

ン
ク
リ
ー
ト
の
中
性
化
は
、

セ
メ
ン
ト
の
水
和
生
成
物
で
あ

る
水
酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム
が
、
何

ら
か
の
作
用
に
よ
っ
て
変
質
し

て
強
ア
ル
カ
リ
性(

Ｐ
Ｈ
＝
12
・

５
前
後)

を
失
う
現
象
で
あ
る

と
い
わ
れ
て
い
る
。

１�

炭
酸
ガ
ス

(CO
2 )

に

よ
る
場
合

２�

そ
の
他
の
ガ
ス(SO

2

亜

硫
酸
ガ
ス
な
ど)

に
よ
る

場
合

３�

熱

(

火
災
な
ど
に
あ
っ

て
高
温
に
な
る
な
ど)

に

よ
る
場
合

中
性
化
は
、
空
気
中
の
炭
酸

ガ
ス
と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
中
の
水

酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム
と
が
反
応
す

る
こ
と
に
よ
り
変
質
し
、
そ
の

結
果
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
は
ア
ル

カ
リ
性
を
失
う
。
そ
し
て
、
鉄

筋
を
守
る

｢

不
動
体
被
膜｣

も

消
え
て
い
き
、
炭
酸
ガ
ス
は
コ
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ン
ク
リ
ー
ト
に
あ
る
空
隙
や
ひ

び
割
れ
を
伝
っ
て
内
部
へ
浸
透

し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
は
、｢

か
ぶ

り｣

と
呼
ば
れ
る
コ
ン
ク
リ
ー

ト
で
中
性
化
か
ら
守
ら
れ
て
い

る
。コ

ン
ク
リ
ー
ト
が
中
性
化
さ

れ
る
と
、
ア
ル
カ
リ
性
の
と
き

と
違
っ
て
、
そ
の
コ
ン
ク
リ
ー

ト
は
、
鋼
材
に
対
す
る
防
錆
力

が
な
く
な
る
の
で
、
鋼
材
が
錆

び
る
。
鋼
材
が
錆
び
れ
ば
、
そ

の
錆
の
体
積
は
次
第
に
大
き
く

な
り
、
こ
れ
に
伴
っ
て
コ
ン
ク

リ
ー
ト
表
面
に
ひ
び
割
れ
が
発

生
し
、
そ
の
ひ
び
割
れ
面
か
ら

水
や
空
気
の
侵
入
が
激
し
く
な

り
鋼
材
の
腐
食
を
加
速
し
、
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
の
剥

離
・
剥
脱
が
進
み
、
耐
荷
力
の

低
下
し
て
い
く
劣
化
で
あ
る
。

���

�
�

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
塩
害
と
は
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
そ
の
も
の
に
塩

分
が
侵
入
し
て
も
ほ
と
ん
ど
影

響
が
な
い
が
、
種
々
の
要
因
で

コ
ン
ク
リ
ー
ト
中
に
混
入
し
た

塩
化
物
イ
オ
ン
に
よ
っ
て
、
構

造
物
の
鋼
材
が
腐
食
し
、
そ
の

生
成
物
と
な
る
〈
錆
〉
の
影
響

に
よ
っ
て
鋼
材
に
体
積
変
化
を

生
じ
、
そ
の
膨
張
圧
で
表
面
の

コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
ひ
び
割
れ
、

剥
離
・
剥
落
が
お
こ
り
、
部
材

体
に
耐
力
の
低
下
を
生
じ
さ
せ

る
現
象
を
い
う
。

コ
ン
ク
リ
ー
ト
中
に
は
、
セ

メ
ン
ト
の
水
和
反
応
に
使
わ
れ

な
か
っ
た
空
隙
水
中
に
は
セ
メ

ン
ト
水
和
物
と
平
衡
を
保
っ
て

い
るCa

2+

イ
オ
ン
やOH

-

イ
オ
ン
、

主
と
し
て
セ
メ
ン
ト
の
ア
ル
カ

リ
に
起
因
す
るNa

+

イ
オ
ン
やK

+

イ
オ
ン
、
石
膏
由
来
のS0

4
2

、

そ
の
他
微
量
のSi

に
か
か
わ
る

イ
オ
ン
な
ど
が
存
在
す
る
細
孔

溶
液
と
い
わ
れ
る
も
の
で
充
た

さ
れ
て
い
る
。

���

�
�
�
�
�

前
述
の
中
性
化
、
塩
害
は
、

い
ず
れ
も
鋼
材
の
腐
食
と
い
う

材
料
の
劣
化
を
扱
っ
て
き
た
。

こ
こ
で
は
劣
化
す
る
材
料
が
コ

ン
ク
リ
ー
ト
の
場
合
を
扱
う
。

化
学
的
侵
食
の
劣
化
機
構
を

大
き
く
２
つ
に
分
け
る
。
１
つ

は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
セ
メ
ン

ト
水
和
物
が
侵
入
し
て
き
た
物

質
と
反
応
し
て
変
質
し
、
組
織

構
造
が
維
持
で
き
な
く
な
る
機

構
で
あ
る
。
も
う
１
つ
は
、
セ

メ
ン
ト
水
和
物
と
侵
入
し
て
き

た
物
質
が
反
応
し
て
、
膨
張
性

の
物
質
を
生
成
し
、
コ
ン
ク
リ
ー

ト
に
ひ
び
割
れ
を
生
じ
る
機
構

で
あ
る
。

想
定
さ
れ
る
侵
入
し
て
く
る

物
質
は
、
酸
、
無
機
塩
類
な
ど

で
あ
る
。
材
料
の
組
織
機
構
が

変
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
強
度
、

耐
荷
力
、
水
密
性
な
ど
の
安
全

性
の
低
下
が
考
え
ら
れ
る
。
例

え
ば
交
通
ス
モ
グ
、
酸
性
雨
な

ど
に
含
ま
れ
る
硫
黄
酸
化
物
、

窒
素
酸
化
物
な
ど
が
化
学
的
侵

食
の
一
因
と
な
る
。

下水環境におけるコンクリートの劣化
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協会では新しいシンボルマークを募集中です｡ 募集要項等は当協会ホームページに掲載しております｡ 又､ ポス
ターを17ページに掲載しております｡ 皆様のご応募をお待ちしております｡
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工事発注時の当初設計において､ 施工が不可能か困難､ あるいは安全上問題がある､ 等により､ 施工時に受注者
側が負担を強いられる事案があり､ 経営の大きな圧迫要因となっていることから､ 当協会で１月９日に要望活動を
行いました｡ 要望は､ 県庁土木部長室で当協会山中会長より高知県奥谷土木部長へ行いました｡

��������� !"#$%

建産連と高知県の協議懇談会が２月24日に開催されました｡
今年度も尾�知事をはじめ､ 奥谷土木部長､ 田所副部長､ 平田副部長など土木部幹部の方に出席頂き､ 業界のコ

ンプライアンス推進やその他要望について協議しました｡
当日の内容は次の通りです｡
１. コンプライアンス確立に向けた取組みについて
２. 高知県建設業活性化プランについて
３. 要望についての協議懇談
1� 一般社団法人高知県測量設計業協会
①中長期的な展望に立った公共投資計画について
2� 一般社団法人日本造園建設業協会 高知県支部
①災害時における公園緑地等の機能の確認と適正な設備保全について
3� 一般社団法人高知県建設業協会
①魅力ある建設産業の構築と市町村発注工事における歩切の根絶について
4� 一般社団法人高知県建設業協会 下水道部会
①宿毛湾を活用した本県振興策について

������������	
�� NEWS TOPICS 
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(平成17年 歯科疾患実態調査より)
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一般社団法人高知県建設業協会の概要



(

キ
リ
ト
リ
線)
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二重枠の文字を組み合わせて言
葉を完成させてください｡

問

������
� 	 


(ヨコのヒント)
① 小説家｡ 代表作に､ 『1Q84』､ 『ノルウェ
イの森』 がある｡
② これといって決まった話題のない､ とり
とめない話｡
③ 静岡県静岡市葵区出身のプロサッカー選
手｡ Ｊリーグ発足当時からプレイを続ける
唯一の現役選手
④ スズキ目サバ科マグロ族に分類される魚
の総称｡
⑤ 信条が科学､ 論理､ 理性に基づいて形成
されなければならず､ 権威､ 伝統や様々な
ドグマによってはならないと考える思想的
な立場｡
⑥ モルソン・クアーズ・ジャパン株式会社
が販売しているアルコール飲料｡ 果実酒が
ベースのリキュール｡
⑦ 穀物の脱穀や製粉､ 餅つきなどに用いる
道具｡

(タテのヒント)
① 幕末から明治時代の武士､ 政治家､ 外交
官｡ カミソリ大臣と呼ばれ､ 伊藤内閣の外

務大臣として不平等条約の改正に辣腕を振
るった｡
⑧ 首の後ろ部分｡ 襟首・首筋とも言う｡
⑨ 二枚貝の閉殻筋の通称名｡
⑩ 恥ずべきことをして平気でいること｡ 厚
顔であること｡
⑪ ○○大柴｡ 本名､ 大柴 亨｡
⑫ ＮＨＫのテレビドラマ ｢少年ドラマシリー
ズ｣ の作品のひとつ｡ 完全犯罪を企てる推
理作家と素人探偵の駆け引き｡ 原作者は星
新一｡
⑬ 中国後漢末期の将軍｡ 蜀漢の創始者であ
る劉備に仕え､ その人並み外れた武勇や義
理を重んじる人物は敵の曹操や多くの同時
代人から称賛された｡
⑭ 元素記号は I｡ 小学校､ 中学校の理科実
験において､ デンプンを簡易的に検出でき
る試薬としてヨウ化カリウム水溶液に溶か
したものが多用されている｡

1 9 10 11 12

6

2

8 13 143

4 7

5
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昨年､ ｢おめでたいニュース｣ でご紹介 (県民スポーツフェスティバル自由形と背泳ぎの２種優勝) した高橋理さ

んからとびっきりの ｢おめでたいニュース｣ が届きました｡

高橋さんからのコメントです｡

｢2013年の新春号 『おめでたいニュース』 に出させていただいた香美市役所防災対策課の高橋と申します｡ 掲載さ

れてから数か月後に知り合った愛媛県在住の女性と､ 今年３月に結婚しました｡ 当時､ 婚活の真っ最中であった私に

とって､ 何よりのおめでたいニュースとなりました｡ 高建に掲載されてから運が向いてきたものと大変感謝しており

ます｡ 現在､ ４月から着任した防災対策課で交通安全係として一から勉強しているところであり､ また５月から新居

での生活が始まるということで､ 公私とも慌ただしい日々が続いております｡

今後は､ 家庭を持つという責任感をひしひしと感じながら､ 仕事を頑張るとともに､ 何事

も夫婦で協力し合って､ 楽しい家庭を築けるように努力していきたいと考えています｡｣

ご結婚おめでとうございます！

高建掲載で運が向いたとは､ ありがたいかぎりです｡

公私ともに新しい一歩を踏みだした高橋さん｡

仕事も家庭も二人三脚で協力しあい幸せな家庭を築いてください！

そして､ ぜひお子様が生まれた際には､ おめでたニュースへの掲載をお待ちしております！

末永い幸せをお祈り申し上げます！
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高知県防災キャラクターＣ◯やなせたかし
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〒780-0870　高知県高知市本町 4丁目 2-15

五台山展望台五台山展望台（高知市高知市）
桜やツツジの名所、五台山の山頂近くにあり、高知の市街
地や浦戸湾を一望できる市内有数の展望スポット。夜間も
開放され昼間とは一味違うロマンティックな夜景を楽しむ
ことができます。近くには四国霊場 31 番札所の竹林寺や、
高知県立牧野植物園もあります。

（高知県ホームページより）
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　( 写真提供：高知県 )


