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東
日
本
建
設
業
保
証
株
式
会
社

建
設
産
業
図
書
館

江
口
知
秀

吉
川
広
嘉
公
像
と
錦
帯
橋
記

錦
帯
橋
の
碑
　
そ
の
一

広
嘉
は
、「
三
代
目
は
凡
庸
」
と
い
う
ジ
ン
ク
ス
を
覆
し
、
銅

山
の
開
発
や
抄
紙
業
を
興
す
一
方
で
、
文
化
事
業
に
も
尽
力

し
た
。
生
来
身
体
が
弱
く
、
闘
病
に
終
始
し
た
一
生
で
は
あ

っ
た
が
、
こ
の
弱
点
が
錦
帯
橋
誕
生
の
契
機
と
な
る
と
は
、

す
ぐ
れ
た
人
物
は
病
気
も
功
名
と
す
る
運
気
が
あ
る
と
い
う

べ
き
か
。
広
嘉
の
銅
像
は
、
錦
帯
橋
右
岸
橋
詰
に
建
て
ら
れ

て
お
り
、
そ
の
横
に
は
儒
学
者
・
玉た

ま

乃の

九き
ゅ
う

華か

の
錦
帯
橋
記
も

あ
る
。 

（
つ
づ
く
）

第
三
代
領
主
で
あ
る
吉き

っ

川か
わ

広ひ
ろ

嘉よ
し

と
伝
え
ら
れ
る
。
岩
国
吉
川

家
の
始
祖
・
吉
川
広ひ

ろ

家い
え

は
、
西
国
の
雄
・
毛
利
輝
元
と
従
兄

の
間
柄
で
あ
り
、
も
と
も
と
は
出
雲
国
富と

田だ

一
二
万
石
を
治

め
て
い
た
。
慶
長
五
（
一
六
〇
〇
）
年
の
関
ヶ
原
の
戦
い
に

お
い
て
、
家
康
に
つ
ぐ
実
力
者
で
あ
っ
た
毛
利
輝
元
は
、
石

田
三
成
に
よ
っ
て
西
軍
の
大
将
に
か
つ
ぎ
出
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
時
、
外
交
手
腕
に
た
け
た
吉
川
広
家
は
、
東
軍
勝
利
を

確
信
し
て
い
た
た
め
、
家
康
に
内
通
し
て
主
家
で
あ
る
毛
利

家
の
安
堵
を
取
り
付
け
る
一
方
で
、
戦
場
で
は
毛
利
軍
の
動

き
を
封
じ
て
東
軍
勝
利
に
貢
献
し
た
。

　

広
家
の
働
き
で
、
毛
利
家
は
滅
亡
の
危
機
を
ま
ぬ
が
れ
た

も
の
の
、
一
二
〇
万
石
の
大
藩
か
ら
、
周
防
・
長
門
三
七
万

石
に
大
減
封
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
以
後
、
毛
利
家
は
吉

川
家
を
裏
切
り
者
と
恨
み
、
幕
末
に
い
た
る
ま
で
一
国
一
城

の
支
藩
と
し
て
決
し
て
認
め
ぬ
立
場
を
つ
ら
ぬ
い
た
。
こ
う

し
て
出
雲
か
ら
岩
国
三
万
石
へ
減
封
さ
れ
た
広
家
は
、
大
名

格
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
毛
利
家
の
家

臣
と
い
う
屈
辱
的
な
扱
い
を
う
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
逆
境
は
、
得
て
し
て
名
君
を
生
み

出
す
土
壌
と
な
る
よ
う
だ
。
吉
川
家
二
代
目
の
広ひ

ろ

正ま
さ

は
、
新

田
開
発
や
紙
専
売
制
度
を
実
施
し
て
、
領
内
の
財
政
基
盤
を

築
き
上
げ
た
。

　

寛
文
三
（
一
六
六
三
）
年
に
三
代
目
領
主
と
な
っ
た
吉
川

り
や
雨
模
様
で
は
な
く
、
や
は
り
青
空
の
も
と
で
こ
そ
、
山

は
か
か
と
大
い
に
笑
う
。
四
月
下
旬
の
岩
国
は
、
雲
一
つ
な

い
晴
天
に
め
ぐ
ま
れ
た
穏
や
か
な
陽
気
で
、
山
の
み
な
ら
ず

一
つ
ひ
と
つ
の
木
々
も
、
鳥
も
、
虫
も
、
川
も
、
泳
ぐ
魚
も
、

河
原
の
石
も
、
そ
し
て
錦
帯
橋
も
声
を
あ
げ
て
笑
っ
て
い
る

か
の
よ
う
だ
っ
た
。

　

錦
帯
橋
は
ま
っ
た
く
美
し
い
橋
で
、
山
川
草
木
の
大
笑
を

そ
こ
な
う
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
橋
が
あ
る
か
ら
こ
そ
と
思
え
て

し
ま
う
。
三
名
橋
や
三
奇
橋
に
必
ず
数
え
ら
れ
る
日
本
で
最

も
著
名
な
橋
で
あ
り
な
が
ら
、
美
し
さ
や
奇
を
て
ら
っ
て
架

け
ら
れ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。

　

そ
れ
が
証
拠
に
塗
装
も
さ
れ
な
い
白
木
造
り
で
、
橋
台
に

も
欄
干
に
も
余
分
な
装
飾
は
い
っ
さ
い
な
い
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
な
ぜ
こ
ん
な
に
も
美
し
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
こ

の
橋
が
、
叡
智
を
絞
っ
て
造
ら
れ
た
無
駄
の
な
い
構
造
美
の

結
晶
だ
か
ら
に
違
い
な
い
。
同
じ
く
三
奇
矯
で
あ
る
木
曽
の

桟か
け
は
し

や
甲
斐
の
猿さ

る

橋は
し

の
形
も
、
木
や
石
や
土
と
い
っ
た
自
然
の

材
の
み
を
も
っ
て
、
困
難
な
架
橋
条
件
を
克
服
す
る
た
め
の

必
然
的
な
結
果
で
あ
り
、
そ
う
し
た
構
造
物
は
風
土
に
溶
け

込
み
、
自
然
な
美
し
さ
を
醸
し
出
す
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
名
橋
の
生
み
の
親
は
、
こ
の
地
を
治
め
た
岩
国
領
の

笑
う
」
と
い
う
言
葉
は
、
春
の
山
が
新
緑
で
明
る
く

萌
え
る
さ
ま
を
表
し
た
妙
な
る
日
本
語
で
あ
り
、
曇

山

［交通］錦帯橋右岸橋詰広場

※碑文の全文は日建連HPに掲載しています。

吉川広嘉公像（左奥が錦帯橋記）


