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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

秀
吉
の
御お

土ど

居い

史
蹟
御
土
居
の
碑

る
ほ
ど
、
そ
う
考
え
れ
ば
二
二
・
五
㌔
㍍
の
全
長
も
、「
俺
な

ら
ば
こ
の
広
さ
で
も
守
れ
る
」
と
い
う
大
風
呂
敷
だ
と
考
え

ら
れ
る
し
、
治
水
も
都
市
境
界
も
一
手
に
引
き
受
け
る
多
目

的
構
造
物
を
築
い
た
こ
と
も
納
得
が
い
く
。
そ
う
し
た
御
土

居
だ
が
、
明
治
に
な
る
と
破
壊
が
進
み
、
か
つ
て
の
京
都
の

都
市
景
観
を
伝
え
る
貴
重
な
遺
跡
も
、
今
で
は
史
蹟
に
指
定

さ
れ
た
九
箇
所
の
ほ
か
、
わ
ず
か
に
残
る
の
み
と
な
っ
て
い

る
。

っ
た
豊
臣
秀
吉
で
あ
り
、
聚じ

ゅ

楽ら
く

第だ
い

の
建
設
、
天
皇
や
公
家
・

武
家
・
町
人
と
い
っ
た
身
分
に
よ
る
住
分
け
の
実
施
、
寺
社

を
鴨
川
沿
い
に
集
中
さ
せ
て
寺
町
を
つ
く
る
な
ど
、
現
在
の

町
割
り
の
礎
を
築
い
た
。
そ
し
て
天
正
十
九
（
一
五
九
一
）

年
、
秀
吉
は
こ
の
新
し
い
京
都
を
土
塁
と
堀
で
す
っ
か
り
囲

ん
で
し
ま
っ
た
。
こ
れ
が
秀
吉
の
「
御
土
居
」
と
い
う
。

　
御
土
居
は
土
塁
の
外
側
に
堀
を
併
設
し
た
構
造
で
、
規
模

は
場
所
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
の

実
測
図
に
よ
る
と
、
土
塁
の
基
底
部
が
約
二
二
㍍
、
高
さ
が

約
五
㍍
。
堀
は
幅
が
約
一
四
㍍
、
深
さ
が
約
四
㍍
と
な
っ
て

お
り
、
土
塁
の
上
に
は
竹
が
植
え
ら
れ
て
い
た
。
全
長
は
、

な
ん
と
約
二
二
・
五
㌔
㍍
も
あ
り
、
東
は
鴨
川
、
西
は
紙
屋

川
、
南
は
九
条
、
北
は
鷹
峯
を
限
り
と
し
て
市
街
地
の
み
な

ら
ず
、
広
大
な
田
畑
も
囲
ん
で
い
た
。

　
御
土
居
の
建
設
目
的
は
、
実
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。

防
衛
施
設
に
し
て
は
長
す
ぎ
る
し
、
治
水
や
洛
中
の
境
界
と

い
う
役
割
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
に
し
て
は
少
し
大
袈
裟
に

過
ぎ
る
。
天
皇
の
牢
獄
な
ど
と
い
う
珍
説
も
で
る
ぐ
ら
い
、

な
か
な
か
主
た
る
目
的
が
見
え
て
こ
な
い
。

　
そ
の
よ
う
な
中
で
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
教
授
の
仁
木
宏

氏
が
唱
え
た
「
秀
吉
だ
け
が
京
都
全
体
を
守
り
『
平
和
』
を

も
た
ら
し
う
る
こ
と
を
喧
伝
す
る
装
置
」
と
い
う
説
は
、
派

手
好
み
の
秀
吉
の
性
格
を
よ
く
と
ら
え
て
い
て
面
白
い
。
な

涼
み
な
が
ら
ハ
モ
料
理
な
ど
い
た
だ
き
た
い
が
、
た
い
て
い

大
混
雑
し
て
辟
易
す
る
し
、
こ
こ
の
料
理
は
庶
民
の
懐
に
ひ

び
く
。
ど
う
し
た
も
の
か
、
と
考
え
て
い
た
ら
、
同
行
者
が

洛
北
を
流
れ
る
紙
屋
川
で
も
川
床
料
理
が
楽
し
め
る
こ
と
を

突
き
と
め
た
。
鷹た

か
が

峯み
ね

の
「
し
ょ
う
ざ
ん
リ
ゾ
ー
ト
」
と
い
う

ら
し
く
、
値
段
も
手
ご
ろ
だ
。
し
か
も
、
京
都
行
き
に
あ
わ

せ
て
買
っ
た
『
京
都
魔
界
め
ぐ
り
』
と
い
う
本
に
は
、
す
ぐ

近
く
に
秀
吉
の
御
土
居
が
残
さ
れ
て
い
る
と
書
い
て
あ
る
。

　
こ
の
と
お
り
、
お
よ
そ
取
材
と
は
無
関
係
に
行
き
先
を
決

め
て
も
、
た
い
て
い
建
設
関
連
の
遺
跡
や
碑
に
鉢
合
わ
せ
る

か
ら
、
そ
の
た
び
に
私
た
ち
は
脈
々
と
積
み
重
ね
ら
れ
た
建

設
活
動
の
上
で
生
き
て
い
る
こ
と
を
、
つ
く
づ
く
実
感
す
る
。

　
地
下
鉄
烏
丸
線
の
北
大
路
駅
か
ら
一
五
分
ほ
ど
バ
ス
に
揺

ら
れ
る
と
、
土ど

天て
ん
じ
ょ
う井
町ち

ょ
う

の
停
留
場
に
つ
い
た
。
御
土
居
跡
は

バ
ス
通
り
に
沿
っ
て
す
ぐ
近
く
に
あ
り
、
フ
ェ
ン
ス
が
張
り

巡
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
近
寄
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
雑
木

が
茂
っ
た
土
塁
が
こ
ん
も
り
と
見
て
と
れ
る
。
こ
こ
は
御
土

居
の
北
西
の
す
み
に
位
置
し
て
い
る
。

　
応
仁
元
（
一
四
六
七
）
年
に
起
こ
っ
た
応
仁
の
乱
以
降
、

時
代
は
戦
国
の
世
を
迎
え
、
平
安
京
は
戦
乱
に
ま
き
こ
ま
れ

て
荒
れ
果
て
た
。
こ
れ
を
復
興
し
た
の
は
戦
国
の
覇
者
と
な

に
な
る
と
、
温
室
の
よ
う
な
暑
さ
を
味
わ
い
に
京
都

へ
行
き
た
く
な
る
。
あ
わ
せ
て
、
貴
船
川
の
川
床
で
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