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周
年

昭和60年10月25日
明神トンネル貫通（古屋谷―小川間）

昭和61年３月３日
「全国初鉄橋上の駅」土佐北川駅移転完成・川口大橋完成

昭和62年　新しい時代の幕開け！

昭和63年 「 ’88れいほく高速博」開催　次号で詳しく掲載の予定です。

　高知県における高速道路時代の幕開
けを間近に控えて、高知自動車道「大豊
IC～南国IC」間では最長の「明神トンネ
ル」が貫通しました。
　また同年には、国道439号の「新高須
トンネル」も貫通しました。

　昭和55年から国鉄大阪工事局が取り組んでいた大杉～角茂谷駅間の線路変更工事が無事
完了し、全国初の鉄橋上に設置された駅が完成しました。
　また同日には、吉野川をまたぐ朱鷺色鮮やかな川口大橋が竣工しました。
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阪
神
淡
路
大
震
災
で
は
、

家
族
や
隣
人
に
よ
っ
て
多

く
の
命
が
救
わ
れ
ま
し
た
。

建
物
な
ど
に
閉
じ
込
め
ら

れ
た
人
が
誰
に
救
わ
れ
た

か
を
調
査
し
た
結
果
、多

く
の
人
は
、自
力
ま
た
は
、

家
族
、友
人
、知
人
に
よ
っ

て
救
出
さ
れ
、行
政
を
中

心
と
し
た
救
助
隊
に
よ
っ

て
救
出
さ
れ
た
人
は
ご
く

僅
か
で
し
た
。こ
の
よ
う
な
経
験
を
生
か
し
、阪
神
淡
路
大
震

災
以
降
の
防
災
対
策
で
は
、自
主
防
災
組
織
な
ど
地
域
の
力

を
生
か
し
た
防
災
活
動
へ
の
期
待
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

東
日
本
大
震
災
で
の
自
主
防
災
組
織
の
活
動

　

２
０
１
１
年
に
我
が
国
を
襲
っ
た
東
日
本
大
震
災
で
も
、自

主
防
災
組
織
が
活
躍
し
た
事
例
は
多
く
あ
り
ま
す
。

　

岩
手
県
大
船
渡
市
の
生
形（
お
い
か
た
）自
主
防
災
組
織
は
、

災
害
時
に
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
な
ど
を
支
援
す
る
た
め
に
、

民
生
委
員
と
連
携
し
て
、「
緊
急
時
要
援
護
者
マ
ッ
プ
」を
作
成

し
、災
害
発
生
時
に
は
、住
民
一
人
ひ
と
り
が
高
齢
者
な
ど
の
担

当
と
な
っ
て
、一
緒
に
避
難
す
る
と
決
め
て
い
ま
し
た
。ま
た
防

災
訓
練
で
は
、高
齢
者
な
ど
へ
の
声
か
け
や
避
難
所
で
の
炊
き

出
し
な
ど
の
訓
練
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。

　

東
日
本
大
震
災
当
日
は
、取
り
決
め
ど
お
り
民
生
委
員
と

住
民
が
協
力
し
、高
齢
者
な
ど
の
避
難
誘
導
を
行
い
ま
し
た
。

日
ご
ろ
の
活
動
の
成
果
も
あ
り
、多
く
の
住
民
が
津
波
か
ら

避
難
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。そ
の
後
の
避
難
所
生
活
で

も
、大
き
な
ト
ラ
ブ
ル
も
な
く
生
活
が
で
き
て
い
ま
し
た
。（
出

典
：
総
務
省
消
防
庁「
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
自
主
防
災

組
織
の
活
動
事
例
集
」）

自
主
防
災
組
織
の
役
割

　

災
害
対
策
基
本
法
の
中
で
、自
主
防
災
組
織
は「
住
民
の
隣

保
協
同
の
精
神
に
基
づ
く
自
発
的
な
防
災
組
織
」と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。し
か
し
、具
体
的
な
役
割
は
定
め
ら

れ
て
い
ま
せ
ん
。災
害
の
種
類
や
、地
域
の
社
会
的
環
境（
例
え

ば
、高
齢
者
が
多
い
地
域
、他
地
域
か
ら
の
移
住
者
が
多
く
近

所
付
き
合
い
が
少
な
い
地
域
な
ど
）に
よ
っ
て
、そ
れ
ぞ
れ
の
地

域
で
求
め
ら
れ
る
役
割
が
異
な
る
か
ら
で
す
。

　

一
般
的
に
は
、災
害
時
に
、情
報
収
集
や
住
民
へ
の
情
報
伝

達
、避
難
誘
導
、避
難
所
で
の
被
災
者
支
援
と
い
っ
た
活
動
が

期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
普
段
は
、災
害
対
応
力
を
高
め
る

た
め
の
、防
災
知
識
の
普
及
や
避
難
訓
練
、さ
ま
ざ
ま
な
災
害

対
応
計
画
の
作
成
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

大
豊
町
で
は
ど
の
よ
う
な
活
動
が
求
め
ら
れ
る
で
し
ょ
う

か
。町
内
で
発
生
の
可
能
性
が
あ
る
地
震
や
風
水
害・土
砂
災

害
と
い
っ
た
災
害
で
の
役
割
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

地
震
発
生
時
の
自
主
防
災
組
織
の
役
割

　

大
豊
町
で
は
津
波
の
心
配
は
な
い
も
の
の
、南
海
ト
ラ
フ
巨

大
地
震
に
よ
っ
て
最
大
震
度
７
の
揺
れ
が
想
定
さ
れ
て
い
ま

す
。建
物
の
倒
壊
が
懸
念
さ
れ
、建
物
か
ら
の
救
助
活
動
が
必

要
な
場
面
も
考
え
ら
れ
ま
す
。救
助
活
動
は
時
間
と
の
勝
負

で
す
。阪
神
淡
路
大
震
災
で

は
、三
日
目
以
降（
72
時
間

以
降
）に
救
助
さ
れ
た
人
の

生
存
率
が
大
幅
に
減
少
し
て

い
ま
し
た
。迅
速
な
救
助
活

動
の
た
め
に
は
、住
民
の
安

否
確
認
が
不
可
欠
で
す
。そ

の
よ
う
な
場
面
で
は
、地
域

で
生
活
し
誰
が
ど
こ
に
住
ん

で
い
る
か
を
よ
く
知
る
自
主

防
災
組
織
の
活
躍
が
期
待
さ

れ
ま
す
。ま
た
、土
砂
災
害
の

恐
れ
も
あ
る
た
め
、避
難
所

へ
の
避
難
誘
導
や
、そ
の
後

の
避
難
所
の
運
営
支
援
も
重

要
な
役
割
で
す
。

風
水
害・土
砂
災
害
時
の
自
主
防
災
組
織
の
役
割

　

こ
れ
ま
で
の
連
載
で
も
お
伝
え
し
て
い
る
と
お
り
、

風
水
害
や
土
砂
災
害
時
に
は
、早
め
の
避
難
が
重
要
で

す
。自
主
防
災
組
織
に
は
、災
害
が
発
生
す
る
前
段
階

で
の
、情
報
の
収
集・伝
達
、避
難
の
呼
び
か
け
と
い
っ

た
活
動
が
期
待
さ
れ
ま
す
。ま
た
、高
齢
者
や
障
害
者

へ
の
声
か
け
や
避
難
支
援
と
い
っ
た
活
動
も
期
待
さ
れ

ま
す
。

平
時
の
自
主
防
災
組
織
の
役
割

　

災
害
時
の
自
主
防
災
活
動
は
、安
全
で
あ
る
こ
と
が

何
よ
り
も
重
要
で
す
。ま
た
、円
滑
か
つ
迅
速
に
行
う

こ
と
も
重
要
で
す
。そ
の
た
め
に
は
、普
段
か
ら
災
害

時
の
声
か
け
や
避
難
所
運
営
の
計
画
な
ど
を
考
え
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

災
害
時
に
は
、役
場
な
ど
行
政
の
機
能
は
大
幅
に
低

下
し
ま
す
。役
場
に
頼
り
き
り
に
な
ら
ず
、役
場
や
消

防
団
と
連
携
し
た
計
画
を
考
え
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

計
画
や
普
段
の
取
り
組
み
を
考
え
る
上
で
は
、他
地

域
の
活
動
を
知
る
こ
と
も
参
考
に
な
り
ま
す
。消
防
庁

が
発
行
し
て
い
る「
自
主
防
災
組
織
の
手
引
き
」な
ど

で
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、大
豊
町
内
の
自
主
防
災
組
織
の
活
動
も
参

考
に
な
り
ま
す
。岩
原
地
区
自
主
防
災
会
で
は
、大
豊

町
事
前
防
災
行
動
計
画
と
連
動
し
た
地
区
の
事
前
防

災
行
動
計
画
の
作
成
が
進
め
ら
れ
、避
難
の
呼
び
か
け

方
法
な
ど
が
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

災
害
は
地
域
で
起
こ
り
ま
す
。災
害
か
ら
地
域
を
守

る
に
は
、地
域
で
生
活
し
地
域
を
よ
く
知
る
皆
さ
ま
の

活
動
が
重
要
で
す
。

　

ま
だ
、自
主
防
災
組
織
と
し
て
具
体
的
な
活
動
を
し

て
い
な
い
地
域
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。災
害
時
に
地
域

で
起
こ
り
そ
う
な
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
し
、で
き
る
こ
と

を
普
段
の
生
活
や
活
動
に
取
り
入
れ
る
こ
と
か
ら
始

め
ま
し
ょ
う
。

大
豊
町
民

塾

第
10
回

防
災

「大豊町民防災塾」に関する問い合わせ先　　　　総務課庶務班　　☎ ⑨72－０４５０

　
昭
和
30
年（
１
９
５
５
年
）３
月
31
日
に
誕
生
し
た
大
豊
村
。

　
そ
の
後
、
昭
和
47
年
４
月
１
日
に
町
制
施
行
し
、
現
在
の

「
大
豊
町
」
が
発
足
し
ま
し
た
。

　
先
月
号
で
は
、
昭
和
50
年
代
の
で
き
ご
と
を
掲
載
し
ま
し

た
が
、
今
月
号
で
は
、
合
併
か
ら
30
周
年
を
経
過
し
た
昭
和

60
年
代
の
で
き
ご
と
を
振
り
返
り
ま
す
。

～
想
い
出
を

　
　
　
た
ず
ね
て
～

第
５
回

～
自
主
防
災
の
役
割
～

図1 閉じ込められた人が誰に救出されたのか
（出典：日本火災学会「兵庫県南部地震における
火災に関する調査報告書）

図2　阪神淡路大震災　日別救助人員状況
（出典：神戸市消防局「神戸市消防局の対応」）

明神トンネル古屋谷口

明神トンネル小川口付近

１月23日　四国横断自動車道大豊～川之江着工　起工式

10月4日　高知自動車道開通記念モグラマラソン大会
10月8日　高知自動車道開通大豊～南国間

（人） 地震発生日　1月17日


