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最近の橋やトンネルの老朽化について思うこと
東京小諸会副会長

田 沢  雄 二 郎

((社 )日 本コンクリー ト診断士会 。理事)

２
０
１
２
年
暮
れ
の
、
中
央

自
動
車
道
笹
子
ト
ン
ネ
ル
の
天

井
板
崩
落
に
よ
り
、
多
く
の
人

が
死
亡
し
た
り
け
が
を
し
た
事

故
は
、
長
年
そ
の
分
野
に
携

わ
っ
て
き
た
技
術
者
と
い
う
よ

り
も
一
市
民
と
し
て
言
葉
に
表

せ
な
い
恐
怖
を
感
じ
ま
し
た
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
山
梨
に
娘
が
住

ん
で
い
る
こ
と
や
故
郷
の
小
諸

に
帰
る
の
に
い
つ
も
こ
の
ト
ン

ネ
ル
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
な

ど
か
ら
、
い
つ
こ
の
事
故
に
巻

き
込
ま
れ
て
も
お
か
し
く
な

か
っ
た
と
い
う
現
実
を
思
い
浮

か
べ
た
か
ら
で
す
。

特
に
最
近
は
、
テ
レ
ビ
や
新

聞
な
ど
の
マ
ス
コ
ミ
で
、
橋
や

ト
ン
ネ
ル
な
ど
の
公
共
施
設

（イ
ン
フ
ラ
施
設
）
の
損
傷
し

て
い
る
現
状
を
映
像
で
映
し
出

し
、
補
修
や
補
強
の
必
要
性
や

実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
修
繕
工

事
の
紹
介
が
多
い
の
は
皆
さ
ん

も
ご
存
じ
の
と
お
り
で
す
。

そ
う
考
え
る
と
、
全
国
に
あ

る
た
く
さ
ん
の
公
共
施
設
は
ど

う
な
っ
て
い
る
の
か
と
不
安
を

感
じ
る
の
は
私
だ
け
で
は
な
い

と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
わ
れ

わ
れ
の
故
郷
小
諸
市
や
長
野
県

の
施
設
は
ど
う
だ
ろ
う
か
と
心

配
し
て
い
る
方
も
多
い
と
思
い

ま
す
。
以
下
に
、
公
共
施
設
の

中
で
も
代
表
的
な
橋
梁
を
中
心

に
、
公
表
さ
れ
て
い
る
資
料
か

ら
現
状
を
紹
介
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

現
在
、
日
本
全
国
に
あ
る
１５

ｍ
以
上
の
長
さ
の
橋
は
約
１５
万

橋
以
上
で
、
こ
れ
ら
の
橋
の
う

ち
、
国
が
直
轄
管
理
し
て
い
る

も
の
が
２
．
７
万
橋
、
都
道
府
県
・

政
令
都
市
の
管
理
が
５
．
７
万
橋
、

市
区
町
村
の
管
理
が
８
．
６
万
橋
あ

り
、
こ
れ
ら
の
橋
梁
の
う
ち
、

建
設
後
５。
年
以
上
経
過
し
て
い

る
も
の
だ
け
で
も
そ
の
１
／
３

以
上
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

一
方
、
全
国
の
自
治
体
が
管

理
す
る
道
路
橋
の
う
ち
、
修
繕

が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
橋
梁
の

数
は
都
道
府
県
。
政
令
都
市
で

約
３
．
２
万
橋
、
市
区
町
村
で
３
．
７
万

橋
あ
り
、
そ
の
う
ち
既
に
修
繕

が
終
わ
っ
て
い
る
も
の
は
前
者

が
２６
％
、
後
者
が
５
％
と
、
市

区
町
村
で
の
修
繕
が
大
き
く
遅

れ
て
い
る
こ
と
が
今
年
７
月
に

国
交
省
か
ら
報
告
さ
れ
て
い
ま

す
。一

方
、
こ
れ
ら
の
橋
梁
な
ど

の
構
造
物
に
は
寿
命
が
あ
る
の

は
誰
で
も
知
っ
て
い
ま
す
が
、

で
は
ど
の
く
ら
い
の
期
間
な
ら

大
文
夫
な
の
か
と
い
う
と
、
な

か
な
か
は
っ
き
り
し
た
数
字
で

言
え
な
い
の
が
実
際
で
あ
り
ま

す
が
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物

の
場
合
で
、
基
本
的
に
は
５。
年

程
度
が
一
つ
の
目
安
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
当
然
、
こ
れ
ら
の
寿

命
は
、
構
造
物
の
種
類
や
形
、

そ
の
構
造
物
が
置
か
れ
た
自
然

環
境
、
使
用
材
料
、
施
工
方
法
、

橋
に
架
か
る
車
の
荷
重
や
頻
度
、

等
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
最

近
造
ら
れ
る
新
し
い
構
造
物
で

は
、
最
初
か
ら
そ
の
後
の
メ
ン

テ
ナ
ン
ス
を
考
え
た
設
計
が
行

わ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま

す
が
既
存
の
構
造
物
は
、
や
は

り
現
状
を
観
察
し
な
が
ら
補
修

し
て
使
用
す
る
と
い
う
ケ
ー
ス

が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

最
近
、
こ
れ
ら
の
公
共
施
設

特
に
そ
の
代
表
で
あ
る
橋
梁
の

維
持
管
理
に
関
し
て
、
国
や
都

道
府
県
は
も
ち
ろ
ん
各
市
町
村

単
位
で
一
つ
一
つ
の
橋
の
寿
命

を
延
長
さ
せ
る
計
画
に
つ
い
て
、

真
剣
に
取
り
組
み
始
め
て
お
り

ま
す
。
橋
の
寿
命
を
少
し
で
も

延
ば
す
た
め
に
最
も
大
切
な
こ

と
は
、
常
に
そ
の
構
造
物
の
状

態
を
把
握
し
、
早
め
早
め
に
対

応
を
す
る
こ
と
に
尽
き
る
と
い

わ
れ
て
お
り
ま
す
。
例
え
ば
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
の
寿
命

に
大
き
く
悪
影
響
を
与
え
る
も

の
は
、
海
岸
地
域
で
の
塩
分
に

よ
る
鉄
筋
の
腐
食
、
寒
冷
地
で

の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
凍
結
や
道

路
に
散
布
す
る
防
凍
剤
や
融
雪

剤
に
よ
る
鉄
筋
の
腐
食
、
空
気

中
の
炭
酸
ガ
ス
に
よ
る
コ
ン
ク

リ
ー
ト
の
変
質
に
よ
る
鉄
筋
の

腐
食
、
使
用
し
て
い
る
砂
や
砂

利
の
セ
メ
ン
ト
と
の
反
応
に
よ

る
異
常
膨
張
な
ど
で
す
が
、
こ

れ
ら
が
単
独
で
あ
る
い
は
複
合

し
て
構
造
物
を
劣
化
さ
せ
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
少
子
高
齢

化
と
と
も
に
イ
ン
フ
ラ
施
設
の

高
齢
化
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に

向
き
合
っ
て
い
く
か
は
今
後
の

大
き
な
課
題
で
あ
り
ま
す
。

小
諸
市
の
橋
の
現
状

次
に
、
小
諸
市
で
の
橋
の
状

況
を
見
ま
す
と
、
市
の
公
式
サ

イ
ト
の
資
料

（小
諸
市
橋
梁
長

寿
命
化
修
繕
計
画
、
平
成
２５
年

度
制
定
）
に
よ
り
ま
す
と
、
市

が
管
理
す
る
道
路
橋
は
約
２
２

０
橋
あ
り
、
Ю
年
後
に
は
４３
％

程
度
が
、

２０
年
後
に
は
７２
％
程

度
が
５０
年
を
経
過
す
る
た
め
、

高
齢
化
橋
梁
が
急
速
に
増
大
す

る
こ
と
が
現
実
の
問
題
と
し
て

取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

市
の
建
設
課
の
話
で
す
と
、
現

在
で
も
補
修
・
補
強
が
必
要
な

構
造
物
が
多
い
の
で
、
順
次
耐

震
補
強
な
ど
も
含
め
て
、
年
に

２
橋
程
度
の
修
繕
を
実
施
す
る

予
定
と
の
こ
と
で
す
。
具
体
的

な
橋
梁
名
は
公
表
さ
れ
て
お
り

ま
せ
ん
が
、
や
は
り
昭
和
０
年

代
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
建
設

さ
れ
た
橋
が
ま
ず
は
対
象
に
な

る
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

な
お
、
小
諸
市
で
の
橋
な
ど

が
劣
化
す
る
原
因
は
、
海
か
ら

の
塩
分
の
影
響
は
受
け
ま
せ
ん

が
、
逆
に
冬
場
の
厳
し
い
寒
さ

に
よ
る
凍
結
や
路
面
の
凍
結
防

止
剤
や
融
雪
剤
か
ら
の
塩
分
の

影
響
な
ど
を
大
き
く
受
け
ま
す
。

都
会
の
施
設
で
す
と
、
空
気
中
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の
炭
酸
ガ
ス
の
影
響
に
よ
る
劣

化
も
大
き
な
原
因
と
も
な
り
ま

す
が
、
小
諸
で
は
こ
の
よ
う
な

影
響
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
な

い
と
思
い
ま
す
。

私
は
小
諸
を
離
れ
て
既
に
５０

年
以
上
た
ち
ま
す
が
、
当
時
、

蛇
堀
川
（与
良
町
）、中
沢
川
金
ハ

供
）、
松
井
川

（相
生
町
、
赤
坂
）

な
ど
市
内
の
河
川
に
も
多
く
の

橋
が
架
け
ら
れ
て
お
り
ま
し
た

が
、
そ
れ
ら
の
橋
も
既
に
相
当

年
が
経
過
し
て
お
り
、
適
宜
修

繕
な
ど
も
施
さ
れ
て
い
る
と
は

思
い
ま
す
が
、
現
在
ど
う
い
う

状
態
か
機
会
が
あ
っ
た
ら
一
度

調
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

市
内
を
歩
い
て
、
日
に
つ
い
た

劣
化
の
進
ん
で
い
る
橋
を
２
例

ほ
ど
紹
介
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の

橋
が
先
述
の
寿
命
化
計
画
で
対

象
に
挙
げ
て
い
る
橋
か
ど
う
か

は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
橋
の
名

盤
に
示
さ
れ
て
い
る
橋
名
と
一

緒
に
示
し
ま
す
。

長
野
県
の
橋
の
現
状

一
方
、
長
野
県
全
体
の
橋
梁

の
長
寿
命
化
計
画
に
つ
い
て
簡

単
に
説
明
し
ま
す
と
、
県
と
し

て
の
橋
梁
の
長
寿
命
化
修
繕
計

画
を
平
成
２０
年
に
最
初
に
公
表

し
た
後
、
本
年
６
月
に
第
２
期

計
画
を
発
表
し
ま
し
た
。
第
２

期
計
画
に
よ
り
ま
す
と
、
県
と

し
て
管
理
し
て
い
る
橋
梁
は
３

８
２
９
橋
あ
り
、
そ
の
う
ち
平

成
２４
年
度
末
で
、
建
設
後
５。
年

を
経
過
す
る
も
の
が
１
０
８
８

橋

（２８
％
）
あ
り
、

１０
年
後
に

は
５０
％
を
超
え
ま
す
。
現
在
、

損
傷
が
確
認
さ
れ
、
架
替
え
や

修
繕
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
橋

は
１
０
１
３
橋

（２６
％
）
あ
り
、

こ
れ
ら
の
橋
の
名
前
は
す
べ
て

公
表
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
具
体

的
な
修
繕
の
時
期
な
ど
に
つ
い

て
も
橋
の
重
要
度
や
損
傷
の
程

度
を
考
慮
し
、
架
け
替
え
る
も

の
、
５
年
以
内
、

１０
年
以
内
、

・５
年
以
内
に
修
繕
す
る
も
の
な

ど
と
し
、
き
め
の
細
か
い
修
繕

計
画
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ

の
長
寿
命
化
計
画
に
よ
り
、
経

済
的
で
し
か
も
効
率
的
な
維
持

管
理
が
行
わ
れ
る
も
の
と
期
待

さ
れ
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
そ
の
計
画
に
示
さ
れ

て
い
る
具
体
的
な
橋
の
所
在
地

か
ら
見
る
限
り
で
は
、
小
諸
市

内
の
橋
は
１０
数
橋
で
県
中
で
は

ほ
か
の
地
域
に
比
べ
て
比
較
的

少
な
い
方
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

ご
興
味
の
あ
る
方
は
、
是
非
一

度
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

に
な
ら
れ
た
ら
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
公
共
施
設
に
は
橋
梁

以
外
に
も
ト
ン
ネ
ル
や
ダ
ム
そ

の
他
下
水
処
理
施
設
等
が
あ
り

ま
す
。
小
諸
市
で
は
、
同
建
設

弁慶橋 (S48年建設、鉄道跨線橋 )

赤坂橋高欄部 (S.5年建設、赤坂の松井川に架かる橋 )

部
の
話
で
す
と
今
年
度
内
に
１

本
の
ト
ン
ネ
ル
に
つ
い
て
内
部

の
鉄
筋
の
腐
食
の
有
無
や
コ
ン

ク
リ
ー
ト
の
強
度
な
ど
を
調
べ

る
本
格
的
な
調
査
を
す
る
予
定

と
の
こ
と
で
す
。

以
上
、
最
近
全
国
的
に
話
題

と
な
っ
て
い
る
、
イ
ン
フ
ラ
施

設
の
老
朽
化
に
つ
い
て
橋
を
中

心
に
小
諸
市
や
長
野
県
の
場
合

も
含
め
て
概
説
し
ま
し
た
が
、

限
ら
れ
た
財
政
の
中
で
、
年
々

高
齢
化
す
る
橋
梁
を
は
じ
め
多

く
の
公
共
施
設
を
維
持
管
理
す

る
こ
と
は
大
変
で
す
。

小
諸
市
の
皆
さ
ん
、
特
に
そ

れ
ら
を
管
理
す
る
立
場
の
皆
さ

ん
、
市
民
の
生
活
に
欠
く
こ
と

の
で
き
な
い
大
切
な
イ
ン
フ
ラ

施
設
を
少
し
で
も
長
持
ち
さ
せ

る
よ
う
に
頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
。
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山
仕
事
に
携
わ
っ
た
経
緯

森
林
ボ
ラ
ン
テ
イ
ア

「そ
ら
あ
け
の
会
」
に
参

加
し
て
四
年
半
に
な
り
ま
す
。

六
二
歳
で
退
職
し
て
、
中
山
道

一
人
歩
き
の
旅

（日
本
橋
～
京
都
三
条
大
橋
）
を
敢
行
し
た
際
に
、

極
力
古
い
道
を
調
べ
て
歩
き
ま
し
た
。

そ
の
古
道
の
荒
れ
方
も
然
る
こ
と
な
が
ら
街
道

沿
い
の
森
林
の
荒
れ
方
に
は
か
な
り
の
シ
ョ
ツ
ク

を
受
け
ま
し
た
。

そ
の
印
象
を
友
人
達
に
語
っ
た
と
こ
ろ
環
境
Ｉ

Ｓ
Ｏ
審
査
の
仕
事
を
し
な
が
ら
森
林
ボ
ラ
ン
テ
イ

ア
を
や
っ
て
い
た
一
人
の
友
人
が

「そ
ら
あ
け
の

会
」
に
誘
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

こ
れ
が

「そ
ら
あ
け
の
会
」
と
の
出
会
い
で
し

た
。こ

の
会
は
、　
一
九
九
九
年
に
女
性
四
人
だ
け
で

立
上
げ
、
自
分
が
入
会
し
た
二
〇
〇
九
年
に
は
女

性

一
〇
名
、
男
性
七
名
に
増
え
、
毎
月
、
第

一
。

第
三
月
曜
日
に
活
動
し
て
い
ま
し
た
。

現
在
は
女
性
が
一
二
名
、
男
性

一
〇
名
で
す
が
、

女
性
が
主
力
と
な
っ
て
活
動
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ

で
す
。

会
を
立
ち
上
げ
た
女
性
代
表
者
は
東
京
近
郊
の

山
林
で
実
施
さ
れ
た

「傷
だ
ら
け
の
森
見
学
」
と

云
う
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
、
荒
れ
た
森
に
衝
撃
を

受
け
涙
が
出
た
と
云
い
ま
す
。

自
分
に
何
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
？
何
と
か
し
な

け
れ
ば
と
い
う
思
い
で
森
林
ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
を

立
ち
上
げ
た
と
聞
き
ま
し
た
。

女
性
が
立
ち
上
げ
た
こ
と
で
、
他
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
に
比
べ
い
く
つ
か
の
特
長
が
あ
り
ま
す
。

①
　
作
業
は
安
全
第
一
で
無
理
を
し
な
い
こ
と
。

②
　
動
力
機
械
は
一
切
使
用
せ
ず
全
て
を
手
作

業
で
行
う
こ
と
。

③
　
昼
食
は
手
弁
当
で
す
が
必
ず
現
場
で
み
そ

汁
を
作
っ
て
く
れ
ま
す
。
そ
の
他
に
も
メ

ン
バ
ー
が
副
菜
を
作
っ
て
持
ち
寄
る
の
で

い
つ
も
賑
や
か
で
豪
華
な
昼
食
と
な
り
ま

す
。

④
　
活
動
の
場
は
、
あ
き
る
野
市
に
一
八
〇
町

歩
の
山
を
持
つ
女
性
山
主
の
山
林
に
限
定

し
て
い
る
事
な
ど
で
す
。

よ
う
ぎ
わ
が
わ

こ
の
山
林
が
多
摩
川
の
支
流
の
養
沢
川
沿
い
に

あ
っ
た
こ
と
も
私
が
入
会
し
た
一
因
で
す
。

た
ま
た
ま
我
家
の
水
道
水
は
多
摩
川
の
羽
村
か

ら
取
水
し
て
お
り
、
自
分
達
の
水
源
を
守
る
こ
と

に
も
繋
が
る
の
で
は
Ｐ
と
思
っ
た
次
第
で
す
。

山

⌒森
林
）
の
現
状

″
い
ま
日
本
は
有
史
以
来
の
緑
に
満
ち
て
い
る
″

と
云
う
専
門
家
が
い
ま
す
。
確
か
に
地
方
へ
旅
行

に
出
掛
け
る
と
緑
に
覆
わ
れ
た
山
々
の
風
景
に
心

が
和
み
ま
す
。

一
見
す
る
と
緑
豊
か
な
国
に
見
え
ま
す
が
、
日

本
の
山

（森
林
）
は
孤
独
死
寸
前
だ
と
云
う
専
門

家
も
い
ま
す
。

昭
和
二
〇
年
～
三
〇
年
代
に
戦
災
復
興
で
大
量

の
木
材
が
使
わ
れ
国
を
挙
げ
て
の
植
林
運
動
が
興

り
ま
し
た
。
私
も
「お
山
の
杉
の
子
」
の
唄
を
歌
っ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

然
し
な
が
ら
こ
れ
ら
の
樹
木
が
成
長
し
き
る
前

に
輸
入
材
ブ
ー
ム
が
来
て
、
材
木
価
格
は
大
暴
落

枝打ち前の檜林 (A)(A)の現場で下草刈り枝打ち終了
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し
、
木
材
と
し
て
の
伐
採
は
も
と
よ
り
、
手
入
れ

さ
え
さ
れ
ず
に
放
置
林
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

森
は
水
を
洒
養
す
る
役
割
も
果
た
し
て
い
る
と

云
わ
れ
ま
す
が
、
植
林
さ
れ
た
針
葉
樹
は
手
入
れ

が
さ
れ
て
い
な
い
限
り
涵
養
能
力
は
殆
ど
あ
り
ま

せ
ん
。

枝
打
ち
・
間
伐
と
云
っ
た
手
入
れ
を
し
な
い
と

太
陽
光
が
土
壌
に
届
か
な
い
為
、
下
草
が
生
え
ず

土
が
剥
き
出
し
の
森
と
な
り
ま
す
。

こ
う
な
る
と
雨
水
は
泌
み
込
む
の
で
は
無
く
表

面
を
流
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

一
見
し
て
緑
の
森
も
、
中
に
入
る
と
暗
闇
の
空

間
と
な
っ
て
お
り
木
の
育
成
度
も
極
め
て
悪
く
、

細
い
木
が
隙
間
な
く
林
立
し
た
そ
の
様
子
は
森
が

死
ん
で
い
る
か
の
様
で
す
。

こ
の
様
な
森
を
お
線
香
に
例
え

「線
香
林
」
と

椰
楡
す
る
言
葉
も
あ
り
ま
す
。

原
生
林
は
自
然
の
中
で
木
々
が
育
ち
、
淘
汰
さ

れ
維
持
さ
れ
て
行
き
ま
す
。　
一
方
、
人
が
植
林
し

た
人
工
林
は
最
後
ま
で
人
手
に
よ
る
手
入
れ
を
し

な
い
と
育
ち
ま
せ
ん
。

東
日
本
大
震
災
の
あ
と
、
草
刈
り
や
瓦
礫
の
処

理
で
陸
前
高
田
ヘ
ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
に
行
っ
た
折
り

も
、

」ゝう
し
た
手
入
れ
の
出
来
て
い
な
か
っ
た
森

林
が
地
震
で
山
崩
れ
を
起
こ
し
て
い
る
現
場
を
数

多
く
見
て
き
ま
し
た
。

近
年
あ
ち
こ
ち
で
集
中
豪
雨
に
よ
る
土
砂
災
害

や
山
崩
れ
の
ニ
ュ
ー
ス
に
接
す
る
こ
と
が
少
な
か

ら
ず
あ
り
ま
す
。

そ
の
多
く
は
放
置
さ
れ
手
入
れ
の
行
き
届
か
な

い
山

（森
林
）
が
崩
れ
て
い
ま
す
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
内
容

活
動
の
目
的
は

「森
の
大
切
さ
と
暮
ら
し
を
学

び
森
を
守
っ
て
行
く
」
こ
と
で
す
。

具
体
的
な
活
動
内
容
と
し
て
の
作
業
は
、

①
枝
打
ち
。
間
伐
に
よ
る
材
の
育
成
。

②
下
草
刈
り
な
ど
森
の
手
入
れ
・
整
備
。

③
子
供
た
ち
を
招
き
、
森
に
親
し
ん
で
貰
う
イ

ベ
ン
ト
の
実
施
と
ミ
ニ
教
育
。

④
森
の
中
を
安
全
に
移
動
す
る
林
道
作
り
。

こ
の
結
果
と
し
て
、
森
に
よ
る
水
の
涵
養
能
力

を
高
め
、
豊
か
な
水
源
を
維
持
す
る
こ
と
が
出
来

ま
す
。

メ
ン
バ
ー
が
最
も
好
む
仕
事
は
、
枝
打
ち
と
間

伐
で
す
。
別
掲
の
写
真
で
も
お
解
り
頂
け
る
と
思

い
ま
す
が
、
枝
を
打
つ
前
と
打
っ
た
後
で
は
森
の

中
の
見
通
し
や
明
る
さ
が
極
端
に
変
り
ま
す
。
ま

る
で
空
が
開
け
た
様
な
違
い
を
見
た
時
の
達
成
感
。

こ
れ
が
会
の
名
称
で
あ
る
「そ
ら
あ
け
」
に
繋
が
っ

て
い
ま
す
。

枝
打
ち
は
植
林
後
、
八
年
～
一
〇
年
で
行
な
う

根
払
い
と
云
う
枝
払
い
に
始
ま
り
、
そ
の
後
一
二

年
～
一
三
年
毎
に
三
～
四
回
の
枝
打
ち
を
行
な
い
、

商
品
と
し
て
通
用
す
る
木
材
に
な
り
ま
す
。
植
林

か
ら
木
材
に
な
る
ま
で
約
六
〇
年
を
要
し
ま
す
。

残
念
な
こ
と
に
私
達
が
手
入
れ
を
し
た
材
が
、
ど

ん
な
良
材
に
仕
上
る
の
か
は
本
人
に
は
ほ
と
ん
ど

確
認
で
き
な
い
年
月
の
長
さ
で
す
。

こ
う
し
て
育
成
し
た
木
材
も
今
市
場
に
出
す
と

信
じ
ら
れ
な
い
安
さ
で
す
。
私
達
が
や
っ
て
い
る

枝
打
ち
は
、
も
し
時
給
に
換
算
す
る
と
し
て
、
八

〇
円
程
度
で
な
い
と
採
算
が
と
れ
な
い
そ
う
で
す
。

放
置
林
が
増
え
る
の
も
止
む
を
得
な
い
こ
と
な

の
で
し
ょ
う
か
？

枝打ち 高 6～ 7m 左は女性です

道づくりの作業現場

枝
打
ち
の
良
否
で
節
の
無
い
良
材
か
否
か
が
決

ま
る
の
で
す
。
女
性
で
も
高
さ
六
層
位
ま
で
登
っ

て
枝
を
打
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
写
真
で
ご
紹
介
し

て
お
き
ま
す
。

枝
打
ち
は
本
が
休
眠
し
て
い
る
秋
日
か
ら
春
先

ま
で
の
寒
い
時
期
に
行
い
ま
す
。
夏
場
に
や
る
と

切
口
か
ら
菌
が
入
り
材
木
に
欠
陥
を
生
じ
さ
せ
易

い
の
で
す
。

夏
場
は
も
っ
ぱ
ら
下
草
刈
り
や
林
道
作
り
等
、

又
は
子
供
等
を
山
に
招
き
、
山
の
大
切
さ
や
手
入

れ
の
仕
方
、
間
伐
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
等

を
行
い
ま
す
。

取
り
と
め
無
く
森
林
ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
で
私
が
学

ん
だ
こ
と
を
書
き
綴
り
ま
し
た
。
今
こ
の
仕
事
に

大
変
な
充
実
感
を
覚
え
て
い
ま
す
。

若
い
人
の
参
入
が
少
な
く
メ
ン
バ
ー
は
大
分
高

齢
化
し
て
来
ま
し
た
が
、
体
力
の
続
く
限
り
は
継

続
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

子供達に伐倒 を見せる
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リンゴ畑にて

１
枚
の
古
い
写
真
が
あ
る
。
「
リ
ン
ゴ
取
り
」

を
終
え
た
後
の
集
合
写
真
で
、
戦
後
間
も
な
い
頃
、

お
そ
ら
く
昭
和
２．
年
の
秋
に
撮
影
さ
れ
た
も
の
だ
。

場
所
は
小
諸
の
私
の
生
家
の
リ
ン
ゴ
畑
。
現
在
の

国
道
１８
号
線
バ
イ
パ
ス
沿
い
に
あ
っ
た
旧
小
諸
高

校
の
校
庭
下
の
リ
ン
ゴ
畑
だ
と
思
う
。

２３
人
が
写
っ
て
い
る
。
父
を
筆
頭
に
、
兄
弟
姉

妹
、
長
兄
の
嫁
、
上
田
の
叔
母
さ
ん
と
そ
の
娘
、

し
も
が
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
ま

よ
せ

母
方
の
下
県
の
従
姉
妹
た
ち
、
御
馬
寄
の
従
兄
弟
、

近
所
の
従
兄
弟
姉
妹
、
住
み
込
み
の
手
伝
人

（勝

さ
ん
）、
そ
し
て
こ
の
写
真
を
撮
影
し
た
写
真
屋

（喜
太
郎
さ
ん
）
の
娘
さ
ん
も
一
緒
だ
。

母
は
居
な
い
が
、
家
で
食
事
の
準
備
で
も
し
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
（サ
ツ
マ
イ
モ
を
ふ
か
し
た

り
、
今
日
は
特
別
に
白
い
ご
飯
を
炊
い
て
皆
の
お

に
ぎ
り
を
作
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
）

戦
後
の
食
糧
難
の
と
き
で
あ
り
、
お
腹
は
す
い

て
い
る
は
ず
だ
が
、
そ
ん
な
こ
と
に
は
一
切
お
構

い
な
し
で
、
皆
が
楽
し
そ
う
で
生
き
生
き
と
し
た

笑
顔
で
写
っ
て
い
る
。
こ
れ
と
い
つ
た
娯
楽
は
な

に
も
無
い
時
代
だ
か
ら
、
「リ
ン
ゴ
取
り
」
が
子

供
は
も
ち
ろ
ん
、
大
人
に
と
っ
て
も
楽
し
い
一
大

イ
ベ
ン
ト
で
あ
つ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

戦
後
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
よ
る
民
主
化
政
策
と

い
う
名
の
も
と
に
日
本
解
体
が
始
ま
っ
た
と
は
い

え
、
家
長
制
の
名
残
り
だ
ろ
う
か
、　
一
家
の
長
で

あ
る
父
の
掛
け
声
ひ
と
つ
で
近
隣
の
親
戚
が

「リ

ン
ゴ
取
り
」
に
集
ま
っ
て
き
た
の
だ
。
上
田
の
叔

母
さ
ん
に
は
母
の
弟
が
養
子
に
行

っ
た
が
、

ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
で
戦
死
し
て
し
ま
っ
た
。
御
馬
寄

の
家
に
は
父
の
弟
が
養
子
に
入
っ
た
が
、
病
気
で

亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
父
は
子
供
に
と
っ
て
は

と
て
も
厳
し
い
存
在
だ
っ
た
が
、
ど
う
い
う
わ
け

か
、
戦
争
な
ど
で
父
親
を
亡
く
し
た
子
供
に
は
優

し
か
っ
た
。
そ
の
た
め
上
田
の
従
姉
妹
や
御
馬
寄

の
従
兄
弟
が
家
に
遊
び
に
来
て
騒
い
だ
り
し
て
も
、

特
に
叱
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
大
切
に
扱
わ
れ
て
い

た
。　
一
家
の
長
と
し
て
晩
み
を
利
か
す
だ
け
で
な

く
、
家
族
や
親
戚

・
縁
者
ま
で
含
め
心
配
り
を
す

る
こ
と
も
家
長
の
役
目
だ
つ
た
。

父
は
お
酒
が
大
好
き
で
、
酔
う
と

「嘘
を
つ
か

な
い
」、
「ひ
と
の
振
り
み
て
我
が
振
り
直
せ
」、
「聞

く
は
一
時
の
恥
、
聞
か
ず
は
末
代
の
恥
」、
「己
の

欲
せ
ざ
る
と
こ
ろ
、
人
に
施
す
こ
と
勿
れ
」
な
ど

と
言
っ
て
子
供
逹
や
家
人
に
聞
か
せ
る
こ
と
が
常

で
あ
っ
た
。

ま
た
、
現
代
で
は
希
薄
に
な
っ
た

「我
慢
す
る
」、

「他
人
を
先
に
し
、
自
分
を
後
に
す
る
」、
「弱
い

者
を
助
け
る
」、
「困
っ
た
と
き
は
お
互
い
さ
ま
」

と
か

「家
族
、
親
戚
、
互
い
に
助
け
合
う
」
と
い

う
意
識
が
そ
の
当
時
は
ま
だ
世
の
中
全
般
に
浸
透

し
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
細
々
で
は
あ
る
が
相
互

互
助
の
社
会
が
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

戦
争
に
は
負
け
た
が
、
よ
う
や
く
平
和
が
戻
っ

た
と
い
う
安
堵
感
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ

う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
写
真
の
人
逹
の
な
ん

と
う
れ
し
そ
う
な
表
情
で
あ
る
こ
と
か
。

「
ひ
と
は
パ
ン
の
み
に
て
生
く
る
に
あ
ら
ず
」

あ
か
し

と
い
う
教
え
が
あ
る
が
、
そ
の
証
の
よ
う
に
思
え

る
１
枚
の
写
真
で
あ
る
。


