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国
内
の
主
道
や
三
速
道
産
な
ど
大
≧

土
木
構
造
物
を
主
な
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
杭

打
ち
施
工
を
手
掛
け
る
日
本
ベ
ー
ス
。

中
掘
バ
イ
ブ
ロ
エ
法

「Ｎ
Ｂ
工
法
」
な

ど
独
自
工
法
の
開
発
に
も
取
り
組
み
、

上
流
段
階
の
提
案
営
業
を
通
じ
て
受
注

を
獲
得
す
る
方
法
で
年
商
１８
億
円
程
度

を
確
保
し
て
い
る
。

今
年
１
月
、
哲
学
者
で
国

際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

の
初
代
所
長
を
務
め
た
梅
原

猛
氏
が
亡
く
な
ら
れ
た
。
梅

原
氏
は
日
本
人
論
、
日
本
文

化
論
に
お
い
て
独
特
の
世
界

を
展
開
し
て
、

「梅
原
古
代

学
」

「梅
原
日
本
学
」
を
創

り
上
げ
、
そ
の
言
動
は
常
に

世
間
の
耳
目
を
集
め
た
。

「古
事
記
」
神
話
や
法
隆
寺

建
立
、
さ
ら
に
は
柿
本
人
麻

呂
に
関
す
る
独
特
の
解
釈
を

展
開
し
、
既
存
論
説
層
か
ら

常
に
批
判
の
的
に
も
な
っ

た
。梅

原
氏
は
デ
カ
ル
ト
、
ニ

ー
チ
ェ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
ら
の

西
洋
哲
学
を
人
類
普
遍
の
哲

学
と
し
て
そ
の
ま
ま
日
本
に

適
用
す
る
の
で
は
な
く
、
自

然
と

一
体
的
な
哲
学
、
そ
の

神
髄
と
し
て

「草
本
国
土
悉

皆

（し
っ
か
い
）
成
仏
」
を

根
本
思
想
と
す
る
新
た
な
日

本
哲
学
を
打
ち
た
て
た
。
こ

の
梅
原
哲
学
は
、
わ
が
国
に

お
け
る
社
会
資
本
整
備
や
防

災
の
考
え
方
と

一
脈
通
じ
る

も
の
が
あ
る
と
思
う
。

日
本
の
自
然
観
は
基
本
的

に
縄
文
文
化
か
ら
来
て
い

る
。
縄
文
文
化
は
世
界
の
狩

猟
採
集
文
明
の
中
で
最
も
発

展
し
た
文
明
で
、植
物
文
化
、

農
耕

・
漁
労
採
集
社
会
の
文

化
を
背
景
に
持
つ
。
自
然
と

人
間
と
の
距
離
が
近
く
、
植

物
や
動
物
ば
か
り
で
な
く
山

も
川
も
生
き
物
と
考
え
る
。

特
に
東
北
地
方
に
縄
文
文
化

が
色
濃
く
残
っ
て
い
る
。
柳

田
國
男
の

「遠
野
物
語
」
の

中
で
も
、
自
然
と
動
物
と
人

間
と
が

一
体
化
し
て
い
る
民

話
が
し
ば
し
ば
出
て
く
る
。

縄
文
文
化
の
特
徴
と
し
て

「自
然
へ
の
恐
れ
」

「自
然

へ
の
服
従
」
が
あ
る
。
こ
れ

は
大
災
害
に
対
す
る
防
災
の

あ
り
様
と
も
関
係
す
る
。
西

洋
文
明
は
科
学
を
成
立
さ

せ
、
科
学
を
発
展
さ
せ
る
こ

と
に
よ
り
自
然
を
克
服
で
き

る
と
考
え
る
。
欧
米
の
災
害

対
策
に
お
い
て
は

「自
然
を

克
服
」
す
る
と
い
う
考
え
方

を
取
る
面
が
強
い
が
、
わ
が

学
生
を
愛

大
学
で
育
て
る
活
動
を
“

ら
、
海
外
市
場
へ
の
参
入

れ
た
人
材
面
の
基
盤
づ
く

す
る
。「

一
定
程
度
の
人
数
が

ば
、
現
地
で
一屋
用
し
て
育

確
立
で
き
る
よ
う
に
な
る

駒
澤
社
長
は
期
待
を
込
め

政
府
、

国
で
は
そ
う
い
う
考
え
方
は

薄
い
。
こ
れ
は
地
震
や
津
波
、

水
害
な
ど
、
欧
米
よ
り
も
厳

し
い
日
本
の
自
然

・
地
盤
条

件
も
そ
の
要
因
の
一
つ
を
成

し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
。こ

の

「自
然
災
害
へ
の
諦

め
感
」
は
、
防
災
よ
り
も
復

興
に
重
点
を
置
く
傾
向
が
あ

る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
土

木
技
術
者
の
現
場
か
ら
は

「わ
が
国
の
土
木
工
事
に
お

い
て
は
、
自
然
と
ど
う

『折

り
合
い
を
つ
け
る
』
か
が
重

要
だ
」と
の
声
を
よ
く
聞
く
。

梅
原
思
想
に
お
い
て
欧
米

人
は
人
間
中
心
主
義
、
日
本

は
自
然
主
義
で
あ
る
と
説
か

れ
る
。
日
本
で
は
成
仏
し
た

人
を
生
き
て
い
る
人
よ
り
も

一
段
上
に
見
る
傾
向
が
あ

る
。
大
災
害
時
、
欧
米
で
は

助
か
る
可
能
性
が
あ
る
人
か

ら
救
助
す
る
の
に
比
べ
、
日

本
は
亡
く
な
っ
た
人
や
瀕
死

（ひ
ん
し
）
の
状
態
に
あ
る

人
か
ら
救
助
を
行
う
文
化
が

残
っ
て
い
る
。
東
日
本
大
震

災
の
時
に
、
被
災
者
が

「死

に
そ
う
な
人
、
死
ん
だ
人
か

ら
助
け
て
く
だ
さ
い
」
と
い

っ
た
他
己
的
な
行
動
を
と
っ

た
こ
と
も
、
こ
れ
に
起
因
す

る
の
か
も
し
れ
な
い
。

西
洋
文
明
は
人
間
を
中
心

に
据
え
る
文
化
で
あ
る
が
、

日
本
文
化
は
植
物
中
心
の
文

化
で
あ
る
。
過
去
と
現
在
、

未
来
と
を
混
然

一
体
と
と
ら

え
る
。
時
間
の
う
ご
め
き
の

中
で
、
春
夏
秋
冬
と
い
う
季

節
が
変
化
を
現
出
す
る
。
そ

う
し
た
季
節
感
を
最
も
良
く

表
現
す
る
の
が
植
物
で
あ

り
、
そ
の
植
物
中
心
の
世
界

観
が
梅
原
哲
学
の
基
本
と
な

る
。
そ
こ
か
ら
、
梅
原
氏
が

い
う

「繰
り
返
し
の
美
」
が

出
て
く
る
。
わ
が
国
は
宮
中

の
行
事
な
ど
も
数
百
年
間
、

同
じ
こ
と
を
丁
寧
に
繰
り
返

す
。

「繰
り
返
す
こ
と
に
価

値
を
見
い
だ
す
文
化
」
で
あ

る
。ま
た
、針
葉
樹
よ
り
は
落

葉
樹
を
好
む
傾
向
が
あ
る
。

こ
れ
は
日
本
人
の
自
然
意
識

と
合
致
す
る
。
す
な
わ
ち
同

じ
こ
と
の
繰
り
返
し
で
あ

る
。
四
季
が
あ
る
た
め
、
季

節
感
が
あ
り
、
同
じ
こ
と
を

繰
り
返
す
こ
と
も
単
調
と
は

な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
繰
り

返
す
こ
と
に
よ
り
歴
史
の
重

み
が
加
わ
り
深
み
も
増
す
。

「移
ろ
う
美
」
で
あ
る
。
季

節
変
化
が
な
い
国
で
は
繰
り

返
し
の
文
化
は
見
ら
れ
な

い
。こ

の

「繰
り
返
し
の
美
」

は
都
市
に
お
け
る
建
て
替
え

の
考
え
方
に
も
つ
な
が
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は

一
度
作
っ

た
建
物
を
そ
う
簡
単
に
は
壊

さ
な
い
。
わ
が
国
で
は
、
建

て
替
え
の
中
に
価
値
を
見
い

だ
す
。
こ
れ
も
繰
り
返
し
の

美
の
反
映
で
あ
ろ
う
か
。

技
術
を
紹
介
し
な
が
ら
、
技
術
力
で
市

場
を
切
り
開
く
活
動
に
力
を
入
れ
て
い

夕ヽ
。

回

　

回

　

日

ベ
ト
ナ
ム
市
場
へ
の
進
出
に
向
け
て

Ｍ
Ｏ
Ｕ
締
結
式
Ｈ
５
月
１８
日
、
ハ
ノ
イ

市
の
フ
ェ
コ
ン
社
で

政
府
は
７
日

会
に
提
出
す
ス

域
法
と
構
造
前

一
括
改
正
案
カ

戦
略
特
区
法
市

能

（Ａ
Ｉ
）
も

い
っ
た
最
先
艦

未
来
都
市
を
形

―
シ
テ
ィ
ー
繕

後
押
し
す
る
。

素
化
や
車
の
白

育

。
医
療
、
ド

人
機
）
に
よ
ス

全
般
で
利
便
性

に
高
め
る
狙
ｈ

国
家
戦
略
焼

国
の
新
成
長
職

ス
ー
パ
ー
シ
手

化
す
る
た
め
の

ま
ず
希
望
す
ス

や
民
間
企
業
＞

を
設
け
る
。
み

化
に
向
け
必
要

を
盛
り
込
ん
ぶ

り
、
住
民
の
開

に
申
請
す
る
。

都
市
化
研
究
公
室
理
事
長

梅
原
猛
の
人
類
哲
学
と
国
上


