
28建設業界 2013.9

（      
　
　
）

Tom
ohide E

guchi

東
日
本
建
設
業
保
証
株
式
会
社

建
設
産
業
図
書
館

江
口
知
秀

出
羽
三
山
巡
礼
を
支
え
た
刎
橋

白
岩
龍り

ゅ
う
せ
き
き
ょ
う

脊
橋
の
碑
と
臥が

り
ゅ
う
き
ょ
う

龍
橋
之
碑

詰
は
岩
盤
を
切
り
通
し
て
い
る
の
で
、
刎
橋
が
架
か
っ
て
い

れ
ば
、
岩
の
裂
け
目
に
も
ぐ
ろ
う
と
す
る
龍
の
背
中
の
よ
う

に
見
え
た
だ
ろ
う
。

　
一
方
、
大
き
い
の
が
、
翌
十
一
年
に
地
元
の
医
師
・
高
橋

如
蘭
の
撰
文
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
臥
龍
橋
之
碑
で
あ
り
、

前
年
の
舌
足
ら
ず
の
碑
を
補
う
か
の
よ
う
に
、
饒
舌
な
碑
文

が
刻
ま
れ
て
い
る
。
臥
龍
橋
の
名
は
こ
の
碑
に
初
め
て
登
場

す
る
が
、
龍
脊
橋
よ
り
も
相
応
し
い
と
受
け
入
れ
ら
れ
て
今

に
至
る
。

床
か
ら
高
く
、
橋
脚
を
立
て
ら
れ
な
い
場
所
に
適
し
て
い
る
。

刎
橋
を
架
け
る
に
は
、
両
岸
に
刎は

ね
木ぎ

と
い
う
木
材
を
差
込

み
、
そ
の
上
に
さ
ら
に
刎
ね
木
を
の
せ
て
川
の
中
央
へ
向
か

っ
て
徐
々
に
伸
ば
し
て
い
き
、
間
隔
が
狭
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
、

上
に
桁
を
渡
し
て
や
れ
ば
よ
い
。
こ
う
し
た
構
造
か
ら
河
幅

が
広
い
と
適
さ
な
い
が
、
河
に
橋
脚
を
立
て
る
必
要
が
な
い

の
で
、
洪
水
に
流
さ
れ
る
リ
ス
ク
は
少
な
い
。
こ
う
し
て
、

文
政
十
（
一
八
二
七
）
年
に
橋
長
四
三
・
六
㍍
、全
幅
員
四
・

五
㍍
の
臥
龍
橋
が
か
け
ら
れ
た
。
ち
な
み
に
現
在
の
臥
龍
橋

は
、
昭
和
十
二
（
一
九
三
七
）
年
に
架
け
ら
れ
た
橋
長
五
三

㍍
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ア
ー
チ
で
、
一
ス
パ
ン
で
渡
し
た
た
め
、

ス
パ
ン
長
は
当
時
日
本
第
三
位
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
寒
河
江
駅
で
タ
ク
シ
ー
を
拾
い
、
国
道
一
一
二
号
線
を
上

流
に
向
か
っ
て
進
む
と
、
一
五
分
く
ら
い
で
臥
龍
橋
の
右
岸

に
つ
い
た
。
お
目
当
て
の
碑
は
、
タ
ク
シ
ー
を
降
り
た
目
の

前
に
二
つ
並
ん
で
建
っ
て
お
り
、
小
さ
い
の
が
臥
龍
橋
の
竣

工
を
記
念
し
て
文
政
十
年
に
建
碑
さ
れ
た
白
岩
龍
脊
橋
の
碑
。

工
事
に
尽
力
し
た
代
官
所
手
代
の
相
澤
大
助
ほ
か
六
名
に
よ

る
も
の
で
、
い
び
つ
な
自
然
石
に
文
字
が
彫
り
付
け
ら
れ
て

い
る
。
も
と
は
架
橋
の
際
に
切
り
通
し
た
左
岸
の
岩
盤
に
は

め
込
ま
れ
て
い
た
が
、
崩
落
の
危
険
が
あ
り
現
在
地
に
移
さ

れ
た
。
当
時
、
相
澤
た
ち
は
、
臥
龍
橋
の
こ
と
を
龍
の
背
骨

に
見
立
て
て
龍
脊
橋
と
呼
ん
だ
ら
し
い
。
た
し
か
に
左
岸
橋

山
郡
西
川
町
の
出
羽
屋
と
い
う
。
こ
こ
は
寒
河
江
ダ
ム
と
、

寒
河
江
川
に
架
か
る
臥
龍
橋
の
ほ
ぼ
中
間
に
あ
た
る
の
で
取

材
に
も
よ
い
。

　
そ
ん
な
皮
算
用
で
電
車
の
窓
を
眺
め
て
い
る
と
、
だ
ん
だ

ん
雲
行
き
が
怪
し
く
な
り
、
寒
河
江
駅
に
着
い
た
頃
に
は
、

け
っ
こ
う
な
降
り
と
な
っ
た
。
寒
河
江
ダ
ム
の
高
さ
一
一
二

㍍
に
達
す
る
大
噴
水
を
見
た
か
っ
た
が
、
ダ
ム
湖
で
雨
に
打

た
れ
る
よ
り
も
、
ゆ
っ
く
り
酒
と
山
菜
を
味
わ
っ
た
ほ
う
が

よ
ろ
し
い
と
、
今
回
は
臥
龍
橋
の
み
に
し
ぼ
る
こ
と
に
し
た
。

　
臥
龍
橋
は
、
左
岸
の
白
岩
一
八
カ
村
か
ら
の
年
貢
を
渡
す

た
め
と
、
月
山
、
湯
殿
山
、
羽
黒
山
の
三
山
詣
で
の
巡
礼
者

の
た
め
に
架
け
ら
れ
た
。
寒
河
江
川
沿
い
の
国
道
一
一
二
号

線
が
、
六ろ

く

十じ
ゅ
う

里り

越ご
え

街
道
と
呼
ば
れ
た
出
羽
三
山
巡
礼
道
と
ほ

ぼ
重
な
る
。
架
橋
の
初
め
は
元
和
八
（
一
六
二
二
）
年
の
こ

と
ら
し
い
が
、
洪
水
で
た
び
た
び
流
さ
れ
、
さ
ら
に
河
の
流

れ
も
変
わ
る
の
で
架
橋
位
置
を
定
め
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
た
と
え
岩
盤
開
削
の
労
と
金
を
費
や
し
て
も
、
河

幅
が
せ
ま
く
、
刎
橋
を
架
け
る
に
は
適
当
な
現
在
の
場
所
が

選
ば
れ
た
。

　
刎は

ね

橋ば
し

と
は
、
有
名
な
甲
斐
の
猿
橋
の
よ
う
な
橋
の
こ
と
で
、

流
れ
の
激
し
い
川
や
、
深
い
渓
谷
の
よ
う
に
架
橋
位
置
が
河

上
川
支
流
の
寒さ

河が

江え

川
畔
に
あ
る
山
菜
料
理
の
有
名

な
旅
館
へ
行
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
山
形
県
西
村

［交通］JR寒河江駅からタクシーで約15分

※碑文の全文は日建連HPに掲載しています。
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