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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

今
も
残
る
手
掘
の
水
路
ト
ン
ネ
ル

新
倉
掘
抜
記
念
碑

か
二
五
〇
戸
の
村
の
自
普
請
で
成
し
遂
げ
ら
れ
た
と
は
驚
く

べ
き
こ
と
だ
。

　
河
口
湖
の
掘
抜
取
水
口
付
近
に
あ
る
新
倉
掘
抜
史
跡
館
で

は
、
当
時
の
掘
抜
を
五
十
㍍
ほ
ど
見
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
泥
水
が
染
み
出
す
壁
面
に
は
ノ
ミ
や
ツ
ル
ハ

シ
の
跡
が
、
当
時
の
ま
ま
刻
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
史
跡
館
は
、

近
世
の
手
掘
水
路
ト
ン
ネ
ル
を
気
軽
に
見
学
で
き
る
貴
重
な

施
設
で
あ
り
、
史
跡
館
前
の
湖
畔
県
営
駐
車
場
内
に
建
立
さ

れ
た
記
念
碑
と
合
わ
せ
て
、
立
ち
寄
る
価
値
が
十
分
に
あ
る
。

　
そ
れ
か
ら
約
一
五
〇
年
後
の
弘
化
四（
一
八
四
七
）年
、新

倉
掘
抜
の
所
在
は
不
明
と
な
っ
て
い
た
が
、
山
崩
れ
に
よ
っ

て
新
倉
村
側
の
坑
口
が
見
つ
か
っ
た
の
で
、
新
倉
村
民
は
掘

抜
内
を
浚
渫
す
れ
ば
水
が
通
る
と
喜
び
、
祝
い
酒
に
大
い
に

酔
っ
た
。
し
か
し
、
掘
抜
は
崩
落
個
所
が
多
く
、
い
た
る
所

に
新
規
の
堀
廻
し
を
施
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
工
事
と
な

っ
た
。
高
額
に
跳
ね
上
が
っ
た
工
費
に
苦
し
み
な
が
ら
も
、

こ
の
工
事
は
嘉
永
六（
一
八
五
三
）年
に
完
成
し
、東
京
ド
ー

ム
半
分
ほ
ど
の
新
田
を
拓
く
こ
と
が
出
来
た
。

　
し
か
し
、
さ
ら
に
苦
難
は
つ
づ
き
、
完
工
わ
ず
か
一
年
後

に
河
口
湖
が
大
減
水
と
な
り
、
さ
ら
に
掘
抜
の
崩
落
も
起
き

て
改
修
工
事
が
必
要
と
な
っ
た
。工
事
は
文
久
三（
一
八
六
三
）

年
に
着
工
し
、二
年
半
後
の
元
治
二（
一
八
六
五
）年
に
完
成

し
た
。
こ
う
し
て
掘
抜
は
、
新
規
の
堀
廻
し
も
合
わ
せ
て
延

長
約
三
・
六
㌔
に
も
お
よ
ぶ
長
大
な
も
の
と
な
っ
た
。
嘉
永

六
年
に
完
成
し
た
工
事
と
ほ
ぼ
同
額
に
ま
で
膨
ら
ん
だ
工
費

に
つ
い
て
は
、
大
型
の
無
尽
講
を
起
こ
す
な
ど
し
て
工
面
し

た
が
、
二
度
に
お
よ
ん
だ
掘
抜
工
事
に
よ
っ
て
新
倉
村
は
莫

大
な
財
政
負
担
を
抱
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
新
倉
掘
抜
は
、大
正
二（
一
九
一
三
）年
に
山
梨
県
営
の
新

ト
ン
ネ
ル
が
開
通
す
る
と
役
目
を
終
え
、
わ
ず
か
五
十
年
ほ

ど
し
か
機
能
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
大
規
模

な
工
事
が
、
為
政
者
の
直
轄
や
町
人
請
負
で
は
な
く
、
わ
ず

れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
湖
は
溶
岩
流
に
よ
る
堰
止
湖
で
あ
る

た
め
、
天
然
の
排
水
口
が
な
く
、
大
雨
が
降
れ
ば
水
が
あ
ふ

れ
出
し
、
湖
畔
の
村
々
は
度
々
の
水
害
に
苦
し
め
ら
れ
て
い

た
。

　
一
方
、
嘯う

そ
ぶ
き
や
ま

山
を
へ
だ
て
て
河
口
湖
の
南
東
に
位
置
す
る
新あ

ら

倉く
ら

村
は
、
川
か
ら
の
導
水
が
困
難
な
場
所
に
あ
り
、
し
か
も

剣が
し
ま
ろ
び

丸
尾
と
呼
ば
れ
る
透
水
性
の
溶
岩
台
地
で
あ
る
た
め
、
満

足
に
水
田
を
拓
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
両

者
は
、
直
線
距
離
に
し
て
二
㌔
も
離
れ
て
い
な
い
の
に
、
全

く
正
反
対
の
水
問
題
を
抱
え
て
い
た
。

　
今
か
ら
約
三
〇
〇
年
前
、
こ
の
地
方
の
領
主
で
あ
っ
た
秋

元
喬た

か
と
も知
は
、
嘯
山
に
水
路
ト
ン
ネ
ル
を
穿
て
ば
河
口
湖
の
水

を
新
倉
村
に
導
く
こ
と
が
で
き
、
一
挙
両
得
の
解
決
策
に
な

る
と
考
え
、
排
水
と
灌
漑
用
水
を
兼
ね
た
「
新
倉
掘
抜
」
の

工
事
を
計
画
し
た
と
い
う
。
当
時
の
史
料
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、

工
事
が
行
わ
れ
た
時
期
も
諸
説
あ
る
が
、
お
お
よ
そ
延
宝
年

間（
一
六
七
三
〜
一
六
八
一
）に
着
工
さ
れ
、延
長
約
三
㌔
の

ト
ン
ネ
ル
が
、元
禄
年
間（
一
六
八
八
〜
一
七
〇
三
）初
頭
に

完
成
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
河
口
湖
の
水
量

は
一
定
せ
ず
、
さ
ら
に
掘
抜
内
で
は
崩
落
や
漏
れ
水
が
起
こ

っ
た
た
め
、
領
主
の
国
替
え
と
と
も
に
廃
坑
と
な
っ
た
。

梨
県
の
河
口
湖
は
、
富
士
山
を
望
め
る
景
勝
地
と
し

て
、
富
士
五
湖
の
な
か
で
も
早
く
か
ら
観
光
地
化
さ

山

［交通］富士急行　河口湖駅より徒歩約15分
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