
─
ま
ず
初
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か

ら
ど
の
よ
う
に
横
浜
港
の
整
備
に
携
わ
っ

て
い
る
の
か
教
え
て
く
だ
さ
い
。

御
沓

─
私
は
、
国
内
最
大
の
水
深
の
コ

ン
テ
ナ
タ
ー
ミ
ナ
ル
と
な
る
横
浜
港
南
本

牧
地
区
の
建
設
を
長
年
担
当
し
て
き
ま
し

た
。
そ
の
中
で
も
外
周
護
岸
や
コ
ン
テ
ナ

ク
レ
ー
ン
基
礎
の
上
部
工
、
耐
震
補
強
工

事
等
、
日
本
初
の
取
組
み
も
あ
る
非
常
に

大
が
か
り
な
工
事
を
担
当
し
て
き
ま
し
た
。

現
在
は
営
業
所
で
施
工
検
討
や
施
工
支
援
、

技
術
営
業
な
ど
、
現
場
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

を
行
っ
て
い
ま
す
。

厨
川

─
横
浜
市
港
湾
局
は
、
横
浜
港
に

関
す
る
計
画
・
整
備
・
管
理
・
運
営
と
い
っ

た
業
務
全
般
の
調
整
役
を
担
っ
て
い
ま
す
。

私
は
今
ま
で
横
浜
港
の
建
設
に
か
か
わ
る

設
計
・
監
督
や
事
業
推
進
、
維
持
管
理
・

修
繕
、
港
湾
計
画
策
定
な
ど
を
行
っ
て
き

ま
し
た
。現
在
は
、国
際
港
湾
で
あ
る
横
浜

港
の
港
湾
計
画
改
訂
作
業
を
管
理
者
で
あ

る
わ
れ
わ
れ
地
方
自
治
体
が
主
体
と
な
っ

て
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

─
港
湾
の
整
備
に
携
わ
る
中
で
苦
労
し

た
経
験
は
あ
り
ま
す
か
。

厨
川

─
行
政
は
非
常
に
多
く
の
方
々
と

連
携
し
ま
す
。
工
事
を
円
滑
に
進
め
る
上

で
は
、
国
の
関
係
機
関
や
発
注
先
の
建
設

会
社
、
設
計
す
る
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
の

調
整
を
は
じ
め
、
横
浜
港
を
運
営
す
る
埠

頭
株
式
会
社
や
埠
頭
の
利
用
者
、
水
域
の

利
用
者
な
ど
多
様
な
関
係
者
と
の
調
整
が

必
要
で
す
。ま
た
、港
湾
計
画
を
策
定
す
る

場
合
に
も
、港
湾
関
係
者
や
市
民
、学
識
経

験
者
、
国
な
ど
と
意
見
交
換
を
行
い
つ
つ

将
来
の
あ
る
べ
き
姿
を
決
め
て
い
き
ま
す

の
で
、
多
岐
に
わ
た
る
調
整
・
連
携
が
欠

か
せ
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を

経
て
物
流
や
賑
わ
い
、防
災
、環
境
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
計
画
を
策
定

し
ま
す
。と
て
も
苦
労
し
ま
す
が
、計
画
が

策
定
さ
れ
た
後
の
達
成
感
を
皆
と
共
有
す

土木のお仕事学生が行く！

学生記事［連 載］

写真1　厨川氏（中央右）と御沓氏（中央左）

山下優輔  学生編集委員

相沢圭俊  学生編集委員

港
湾
を
支
え
る
土
木
技
術
者
の
想
い

第
10
回

 

【
神
奈
川
県
】
横
浜
港（
人
物
編
）

前
回
は
横
浜
港
が
国
際
競
争
に
打
ち
勝
つ
た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
紹
介
し
た
が
、
港
湾
を
支
え
る
土
木
の
お
仕
事
は

そ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。
今
回
は
、
日
本
の
拠
点
港
湾
の
一
つ
で
あ
る
横
浜
港
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
整
備
す
る

土
木
技
術
者
を
紹
介
。
横
浜
港
に
携
わ
る
横
浜
市
港
湾
局
の
厨
川
氏
と
、
東
亜
建
設
工
業
の
御
沓
氏
に
「
港
湾
土
木
の

お
仕
事
の
魅
力
」
を
伺
っ
た
。

［
取
材
協
力
者
］�

厨
川�

研
二
氏�

横
浜
市
港
湾
局
企
画
調
整
課 

課
長

御
沓�

英
剛
氏�

東
亜
建
設
工
業
（
株
） 

横
浜
営
業
所 

所
長
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る
時
は
、
や
っ
て
良
か
っ
た
と
思
え
ま
す

ね
。

御
沓

─
海
上
の
土
木
工
事
で
一
番
苦
労

す
る
の
は
気
象
・
海
象
条
件
で
す
。
海
上

の
天
候
は
陸
上
と
違
い
、
急
変
し
や
す
く
、

最
近
で
は
爆
弾
低
気
圧
な
ど
が
短
時
間
で

急
速
に
発
達
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
安

全
の
た
め
に
工
事
を
中
断
し
、
早
め
に
船

舶
を
避
難
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
全
体

的
な
工
程
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
た
め
、
遅

れ
を
取
り
戻
す
こ
と
に
も
苦
労
し
ま
す
。

ま
た
、
現
在
建
設
中
の
南
本
牧
コ
ン
テ
ナ

タ
ー
ミ
ナ
ル
は
、
対
岸
の
岸
壁
が
供
用
中

の
た
め
、
航
行
・
停
泊
中
の
船
舶
に
注
意

し
な
が
ら
施
工
を
行
う
の
は
大
変
で
す
ね
。

─
港
湾
だ
か
ら
こ
そ
の
「
土
木
の
仕
事
」

の
面
白
さ
は
あ
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

御
沓

─
海
上
工
事
は
周
辺
環
境
に
よ
っ

て
工
法
が
変
わ
る
の
で
す
が
、
気
象
・
海

象
は
地
域
ご
と
に
異
な
り
ま
す
。
東
京
湾

で
も
外
洋
と
内
洋
で
は
波
の
高
さ
な
ど

ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。そ
の
た
め
、海
上
工

事
は
難
し
い
の
で
す
が
、
逆
に
そ
れ
が
面

白
さ
で
も
あ
り
ま
す
ね
。ま
た
、港
湾
の
整

備
を
行
う
際
、
直
接
海
の
中
は
見
え
ま
せ

ん
。港
湾
の
建
設
が
大
規
模
に
な
る
中
、海

の
中
が
見
え
な
く
て
も
安
全
に
し
っ
か
り

と
施
工
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
考
え
る
の
は
、

港
湾
土
木
な
ら
で
は
の
面
白
さ
で
す
。

厨
川

─
港
湾
独
特
の
事
業
と
し
て
、
埋

め
立
て
に
よ
り″
新
た
な
土
地
を
つ
く
る
”

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
埋
め
立
て
た
土

地
を
ど
の
よ
う
に
利
用
し
整
備
す
る
か
を

考
え
る
。そ
れ
に
加
え
、周
り
の
道
路
や
橋

梁
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
も
港
湾
と
セ
ッ
ト
で

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
大
き
な
魅
力

だ
と
感
じ
ま
す
。ま
た
、港
は
物
流
だ
け
で

な
く
、
賑
わ
い
づ
く
り
に
も
貢
献
し
て
い

ま
す
。市
民
か
ら
見
る
と
、横
浜
港
は
物
流

よ
り
も
み
な
と
み
ら
い
地
区
な
ど
の
賑
わ

い
を
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
臨

港
パ
ー
ク
、
大
さ
ん
橋
な
ど
の
整
備
に
よ

り
、
土
木
技
術
者
と
し
て
賑
わ
い
を
演
出

す
る
仕
事
が
で
き
る
こ
と
も
面
白
さ
の
一

つ
で
す
。

─
最
後
に
、
読
者
の
学
生
へ
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

厨
川

─
私
は
横
浜
港
を
物
流
の
面
で
も

賑
わ
い
の
面
で
も
日
本
一
の
港
に
し
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
港
湾
の
発
展
を
考
え

る
と
き
、
海
運
動
向
や
物
流
動
向
を
的
確

に
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
横
浜

港
で
も
国
内
初
の
マ
イ
ナ
ス
16
m
大
水
深

岸
壁
が
完
成
し
た
時
に
は
、
さ
ら
に
大
型

の
船
が
造
船
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
。
港
は
競
争
力
が
大
事
な
の
で
、
先

見
性
や
幅
広
い
視
野
を
必
要
と
し
ま
す
が
、

大
き
な
目
標
に
向
か
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
経

験
が
で
き
る
の
は
、
土
木
行
政
の
魅
力
で

す
。

御
沓

─
土
木
建
築
の
も
の
づ
く
り
は
1

人
で
は
で
き
ま
せ
ん
。
発
注
者
、
設
計
者
、

現
場
な
ど
が
一
緒
に
知
恵
を
絞
り
、
汗
を

か
き
、
苦
労
を
分
か
ち
合
っ
て
い
い
も
の

が
で
き
る
も
の
で
す
。
場
合
に
よ
っ
て
数

年
間
の
工
期
を
要
す
る
も
の
も
あ
り
ま
す

が
、
苦
労
を
重
ね
た
分
そ
の
喜
び
は
ひ
と

し
お
で
す
。ま
た
、地
図
に
残
る
工
事
が
で

き
る
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
や
り
が
い
が

あ
り
ま
す
。
土
木
事
業
を
取
り
組
ん
で
い

く
中
で
、
苦
労
す
る
と
い
う
こ
と
は
プ
ラ

ス
に
な
る
こ
と
を
身
に
感
じ
な
が
ら
、
土

木
工
学
を
専
攻
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思

い
ま
す
。

写真2　横浜港の航空写真

「港湾」という巨大な社会基盤は、多
くの土木技術者がさまざまな方向から
アプローチして成り立っていることが
印象的だった。土地土地の環境に
対応しながら一つの大きな構造物を
協力・連携しながらつくり、その喜び
を分かち合う。そんな土木の世界に、
改めて魅力を感じた取材であった。

取材を終えて
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1967年大分県生まれ。1988年大分工業高等専門学
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