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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

和わ

漢か

ん

洋よ

う

折せ

っ

衷ち

ゅ

う

の
尾お

山や

ま

神
社
神
門だ

こ
れ
ー
！
」
と
同
行
者
が
仰
天
し
た
現
在
の
神
門
な
の
だ
。

　
「
お
も
し
ろ
い
ね
ー
！
」
と
、
同
行
者
は
楽
し
そ
う
に
笑
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
当
時
の
金
沢
市
民
に
と
っ
て
は
笑
い
ご

と
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
長
谷
川
の
意
図
に
反
し
て
度
々

取
壊
し
運
動
が
持
ち
上
が
っ
た
。
な
か
で
も
明
治
三
十
年
に

は
「
取
払
い
見
積
り
書
」
ま
で
作
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、

今
で
は
国
の
重
要
文
化
財
な
の
だ
か
ら
、
ま
こ
と
に
も
っ
て

人
心
と
は
移
り
変
わ
り
の
激
し
い
も
の
で
あ
る
。

神
門
由
来
記
』
に
詳
し
く
、
な
か
な
か
面
白
い
の
で
紹
介
し

た
い
。

　

さ
て
、
多
く
の
藩
士
の
尽
力
に
よ
っ
て
出
来
た
尾
山
神
社

だ
が
、
す
ぐ
に
問
題
が
持
ち
上
が
っ
た
。
当
時
の
祠
官
だ
っ

た
前
田
直
信
が
、
旧
藩
士
で
金
沢
総
区
長
の
長
谷
川
準
也
に

語
っ
た
と
こ
ろ
、「
今
後
永
続
該
社
を
維
持
す
る
の
方
策
に

於
て
甚
だ
困
し
む
処
あ
り
」
と
経
営
困
難
に
陥
っ
て
い
る
と

い
う
。
尾
山
神
社
を
建
て
た
当
初
は
、
旧
藩
士
族
二
万
余
が

そ
の
恩
遇
に
浴
し
た
も
の
で
、
祭
事
の
際
に
は
も
ち
ろ
ん
、

平
時
で
も
多
く
の
寄
付
が
あ
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
が
、
結

果
は
正
反
対
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。「
星
移
り
物
換
ら
ば
、
遂

に
旧
臣
子
の
誠
実
も
お
の
づ
か
ら
湮い

ん

滅め
つ

に
属
し
、
漸
く
旧
恩

を
思
ふ
の
念
勿
る
可
し
」。
悲
し
い
か
な
、
人
心
と
は
移
ろ
い

や
す
い
も
の
ら
し
い
。

　

こ
れ
を
聞
い
て
長
谷
川
は
、「
実
に
痛
嘆
す
る
処
」
と
管
内

の
学
校
な
ど
に
働
き
か
け
、
祭
礼
の
日
に
は
生
徒
な
ど
を
参

拝
に
向
か
わ
せ
て
、
一
時
は
数
千
人
に
達
す
る
勢
い
と
な
っ

た
が
、
や
は
り
長
続
き
は
し
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
長
谷
川
に
は
秘
策
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
一
大

著
明
の
神
門
を
建
築
し
後
来
該
社
の
繁
栄
を
期
し
、
田
夫
野

娘
に
至
る
も
渇
仰
の
信
を
永
久
に
失
す
る
勿
ら
し
め
ん
」
と

し
て
、
田
吾
作
で
も
崇
め
奉
り
た
く
な
る
よ
う
な
門
を
造
ろ

う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
出
来
た
の
が
、「
な
ん

五
〇
〇
㍍
も
歩
け
ば
、
左
手
の
奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
珍
妙
な

建
物
が
見
え
る
。
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
十
一
月
に
完
成

し
た
尾
山
神
社
の
神
門
だ
。
ち
な
み
に
尾
山
神
社
は
旧
加
賀

藩
士
た
ち
に
よ
っ
て
、
藩
祖
で
あ
る
前
田
利
家
を
祭
神
と
し
、

明
治
六
年
に
金
谷
御
殿
と
呼
ば
れ
た
歴
代
藩
主
の
邸
宅
跡
に

建
て
ら
れ
た
。

　

そ
の
神
門
は
と
て
も
神
社
の
門
に
は
見
え
な
い
が
、
決
し

て
嫌
い
な
意
匠
で
は
な
い
。
絵
本
な
ど
に
描
か
れ
た
竜
宮
城

の
門
に
似
て
い
て
、
な
ん
と
な
く
童
心
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
。

　

こ
の
門
に
つ
い
て
諸
資
料
で
は
、
和
漢
洋
折
衷
の
三
階
建

楼
門
な
ど
と
紹
介
さ
れ
、
一
階
は
石
積
み
で
、
三
連
ア
ー
チ

の
下
が
そ
れ
ぞ
れ
通
路
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
上
に
立
方
体

の
二
階
、
三
階
が
階
を
追
う
ご
と
に
小
さ
く
な
っ
て
、
積
み

木
の
よ
う
に
の
っ
て
お
り
、
そ
の
肩
の
部
分
が
丸
み
を
帯
び

て
い
る
か
ら
、
ど
こ
と
な
く
中
国
風
に
見
え
る
の
だ
。

　

そ
し
て
、
こ
の
建
物
を
西
洋
風
に
も
見
せ
る
決
め
手
は
、

一
階
の
石
積
み
ア
ー
チ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
や
は
り
三
階

の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
窓
だ
ろ
う
。
完
成
当
初
は
内
部
で
明

か
り
を
灯
し
て
、
灯
台
の
役
割
も
果
た
し
た
と
い
い
、
屋
根

の
上
に
は
八
㍍
の
避
雷
針
ま
で
建
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
神
門
が
建
設
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
は
、『
尾
山
神
社

Ｒ
金
沢
駅
前
の
大
通
り
を
進
む
と
近
江
町
市
場
に
突

き
当
た
る
。
そ
こ
で
右
に
曲
が
り
、
百
万
石
通
り
を

Ｊ

［交通］ JR金沢駅から徒歩約25分

尾山神社神門


