
最
初
は
土
木
屋
に
な
る
気

は
な
か
っ
た
⁉

　
「
国
鉄
に
入
る
な
ら
、カ
ッコい
い
車
掌
さ
ん

に
な
り
た
い
」。高
校
時
代
に
、「
赤
い
腕
章
」

と
い
う
国
鉄
車
掌
物
語
の
本
に
影
響
さ
れ

た
小
山
内
さ
ん
は
、卒
業
後
、営
業
部
門（
運

転
手
、車
掌
）で
国
鉄
に
入
社
し
た
。入
社
1

年
後
、も
と
も
と
大
学
に
進
学
し
た
か
っ
た

小
山
内
さ
ん
は
、先
輩
の
勧
め
で
日
本
大
学

理
工
学
部
土
木
工
学
科
に
入
学
し
た
。「
平

日
は
上
野
駅
で
仕
事
を
し
て
、土
日
は
4
年

間
休
ま
ず
実
習
に
行
っ
た
よ
」。土
木
屋
人

生
への
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
が
、こ
の
大
学
4

年
間
で
や
っ
て
き
た
の
だ
。「
構
造
力
学
や
土

質
力
学
、水
理
学
の
専
門
知
識
以
外
に
も
、

設
計
・
施
工
技
術
の
実
務
を
神
奈
川
県
庁
や

ゼ
ネ
コ
ン
、コ
ン
サ
ル
の
技
術
屋
に
直
接
教
わ
っ

た
よ
」。大
学
の
講
師
や
周
り
の
学
生
は
、上

は
40
代
、下
は
20
代
で
、あ
ら
ゆ
る
分
野
の
技

術
屋
だ
っ
た
そ
う
だ
。各
分
野
の
土
木
技
術

者
集
団
と
の
出
会
い
に
よ
り
感
化
さ
れ
た
小

山
内
さ
ん
は
、大
学
卒
業
後
、営
業
屋
か
ら

技
術
屋
の
道
に
シ
フ
ト
し
た
の
だ
。そ
の
後
、

1
9
7
3
年
に
国
鉄
本
社
の
保
線
専
門
の

部
署
へ
配
属
さ
れ
る
が
、こ
の
本
社
配
属
が

き
っ
か
け
と
な
り
、小
山
内
さ
ん
の
保
線
屋

人
生
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。「
毎

日
が
工
事
推
進
の
た
め
の
会

議
。忙
し
か
っ
た
け
ど
、配
属

後
3
ヶ
月
間
で
お
も
し
ろ
さ

を
み
つ
け
た
よ
」。当
時
は
新

幹
線
や
在
来
線
な
ど
、鉄
道

建
設
真
っ
た
だ
中
の
時
代
で
、

保
線
課
に
い
た
小
山
内
さ
ん

は
、急
務
を
要
す
る
建
設・改

良
工
事
と
明
治
・
大
正
時
代

に
制
定
さ
れ
た
、時
代
に
合

わ
な
い
古
い
規
則
、規
程
の
運

用
と
そ
の
改
訂
、そ
し
て
実

務
者
と
の
相
談
、協
議
に
明

け
暮
れ
て
い
た
そ
う
だ
。そ

の
業
務
の
傍
ら
2
0
0
1
年

ま
で
に
16
も
の
委
員
会（
軌

道
工
事
標
準
示
方
書
の
研

究
委
員
会
や
本
州
、四
国
連
絡
橋
の
列
車
走

行
に
関
す
る
研
究
委
員
会
な
ど
）に
所
属
し

て
い
た
。線
路
検
査
の
周
期
な
ど
一
つ
の
法

令
、省
令
を
改
訂
す
る
の
に
お
お
よ
そ
20
年

近
い
時
間
を
要
す
る
条
文
も
あ
っ
た
と
小
山

内
さ
ん
は
言
う
。並
大
抵
の
人
間
に
は
で
き

な
い
偉
業
を
成
し
遂
げ
た
小
山
内
さ
ん
を
み

て
、技
術
者
に
は
知
的
ハン
グ
リ
ー
精
神
と
情

熱
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
実

感
し
た
。

現
場
で
起
き
た

問
題
は
己
の
目
で

必
ず
確
認
せ
よ
！

　

現
在
も
頻
繁
に
現
場
へ
行
く
こ
と
が
あ
る

と
い
う
小
山
内
さ
ん
は
、「
現
場
で
問
題
が
発

生
し
た
際
に
、現
場
を
見
ず
に
答
え
を
出
し

保線スペシャリスト編

東京オリンピックを契機に、急ピッチで社会基盤整備が求められた時代に
鉄道技術を支えた技術者がいる。今回は、今なお保線屋人生を歩み続けている

保線のスペシャリスト、小山内政廣さんの技術者人生に迫る。

［登壇者］ 小山内 政廣
（株）日本線路技術

写真1　 北京－天津間の開業前の軌道調査をしている小山内さん（写真中央）

│
第
4
回
│
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た
こ
と
は
一
度
も
な
い
」と
い
う
。過
去
に
は
、

1
日
1
回
は
必
ず
線
路
を
確
認
し
に
行
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
法
令
が
あ
っ
た

そ
う
だ
。現
在
は
そ
の
法
令
は
な
い
が
、現
場

で
問
題
が
発
生
し
た
際
に
解
を
求
め
ら
れ
た

場
合
に
は
、自
ら
の
目
で
見
て
決
断
を
下
す

の
が
小
山
内
さ
ん
の
モッ
ト
ー
だ
。「
ト
ラ
ブ
ル

が
発
生
す
る
ま
で
は
部
下
に
ガ
ン
ガ
ン
言
う

よ
。で
も
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
た
ら
、後
は
俺
の

出
番
だ
。い
い
上
司
と
は
、何
か
問
題
が
発
生

し
た
際
に
、全
責
任
を
負
え
る
覚
悟
が
で
き

て
い
る
人
間
の
こ
と
だ
と
俺
は
思
う
」。部
下

へ
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
つつ
も
、課
さ
れ
た
問
題
は

自
ら
で
責
任
を
持
って
処
理
す
る
の
が
小
山

内
さ
ん
の
指
導
方
法
だ
。そ
し
て
、現
場
で
問

題
が
発
生
し
た
と
き
は
、す
ぐ
に
現
場
に
行

か
せ
る
の
だ
と
い
う
。

仕
事
の
や
り
方
・
考
え
方

　
「
新
技
術
を
導
入
し
た
が
た
め
に
、列
車

を
止
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
や
列
車
が
揺
れ
る

な
ど
の
苦
情
も
多
々
あ
る
。だ
け
ど
、あ
ら
ゆ

る
リ
ス
ク
と
闘
い
な
が
ら
挑
戦
し
続
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
、在
来
線
は
時
速
1
3
0
㎞
化
、

時
速
2
4
0・2
6
0・2
7
5
㎞
の
新
幹
線

を
走
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
た
」。一
度
列
車
が

止
ま
れ
ば
莫
大
な
経
済
損
失
が
発
生
し
、社

会
的
信
頼
を
も
失
って
し
ま
う
。し
か
し
、経

済
発
展
や
景
気
循
環
が
刻
々
と
変
化
す
る
に

従
い
、鉄
道
技
術
に
も
革
新
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。国
鉄
の
分
割
・
民
営
を
機
に
国
を
挙

げ
て
鉄
道
の
技
術
基
準
の
抜
本
的
な
見
直
し

や
変
革
に
小
山
内
さ
ん
は
20
数
年
以
上
参

画
し
て
き
た
。在
来
線
の
リ
ニュ
ー
ア
ル
化
や

時
速
3
0
0
㎞
領
域
の
新
幹
線
の
営
業
運

転
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
。技
術
革
新
を

追
求
し
続
け
て
い
る
小
山
内
さ
ん
の
仕
事
に

対
す
る
考
え
方
は
、「
上
司
か
ら
や
る
な
と
言

わ
れ
た
こ
と
を
ひ
そ
か
に
や
る
」だ
。小
山
内

さ
ん
の
よ
う
な
粘
り
強
く
自
分
の
信
念
を
貫

き
続
け
て
い
る
技
術
者
に
な
る
た
め
に
は
、何

事
に
も
粉
骨
砕
身
す
る
パ
ワ
ー
と
忍
耐
力
が

必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
わ
かっ
た
。

海
外
へ
行
け
！

　

軌
道
を
保
つ
の
に
重
要
な
材
料
で
枕
木
と

い
う
も
の
が
あ
る
。た
と
え
ば
ベ
ト
ナ
ム
の
枕

木
の
価
格
は
日
本
の
3
分
の
1
程
度
に
も
か

か
わ
ら
ず
、品
質
は
日
本
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら

な
い
と
小
山
内
さ
ん
は
言
う
。日
本
と
同
等

レ
ベル
の
品
質
を
保
ち
つつ
日
本
よ
り
も
安
く

モ
ノ
を
つ
く
る
技
術
力
が
ベ
ト
ナ
ム
に
は
あ
る

そ
う
だ
。「
海
外
へ
行
き
、実
物
を
見
て
技
術

を
学
べ
」。建
設
需
要
が
あ
る
他
国
で
は
、自

ず
と
新
技
術
が
開
発
さ
れ
続
け
て
い
る
。メ
ン

テ
ナ
ン
ス
時
代
に
突
入
し
た
日
本
は
、他
国
に

比
べ
て
建
設
技
術
の
劣
る
時
代
が
到
来
す
る

恐
れ
が
あ
る
。技
術
者
を
目
指
す
わ
れ
わ
れ

学
生
は
、そ
の
事
実
を
自
分
の
目
で
確
か
め

に
行
く
必
要
が
あ
る
と
思
っ
た
。

取
材
を
終
え
て

　
「
俺
は
ま
だ
ま
だ
技
術
者
で
は
な
い
。も
っ

と
凄
い
人
た
ち
が
いっ
ぱ
い
い
る
か
ら
」。小
山

内
さ
ん
は
、な
ぜ
こ
こ
ま
で
自
己
研
鑽
す
る
の

だ
ろ
う
か
。「
こ
れ
か
ら
技
術
者
に
な
る
若
い

人
た
ち
に
夢
が
あ
る
よ
う
な
仕
事
を
つ
く
っ

て
あ
げ
た
い
か
ら
」。こ
の
言
葉
を
聞
い
た
と

き
、今
日
の
日
本
が
あ
る
の
は
若
手
技
術
者

の
こ
と
を
想
う
小
山
内
さ
ん
の
よ
う
な
先
輩

技
術
者
が
、若
手
技
術
者
へ
技
術
を
伝
承
し

て
い
る
か
ら
だ
と
思
う
と
同
時
に
、わ
れ
わ
れ

の
世
代
が
次
の
日
本
を
背
負
う
の
だ
と
い
う

使
命
感
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
。

学
生
編
集
委
員
　 

辻
本 

剛
士
、
相
沢 

圭
俊

おさない・まさひろさん
1947年、青森県生まれ。県立弘前高校卒業後、日本国有鉄道に入
社。1987年東日本旅客鉄道（株）に入社。施設電気部保線課課長
代理、調査役、設備部線路設備課担当課長を歴任。その後、（株）日
本線路技術に入社。現在、（株）日本線路技術常務取締役。64歳。写真2　取材風景

　｢毎日建設に携わっている者は腕が上がる。イン

フラが整っている日本では建設の勉強はできないの

で、言葉（特に英語）を覚えて、日本から出ていくという

ことを目標にして欲しい。建設している間に、新たな

論理や技術が出てくる。外へ行かなければ日本は遅

れるよ」と小山内さんは語る。これから技術者を目指

す者は他言語の習得は必須であるため、今から取り

組む努力をしようと思った。

今月のスゴ　技術者からの一言
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