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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

日
本
最
古
の
閘こ

う

門も

ん

式
運
河
？

高た

か

梁は

し

川が

わ

の
高
瀬
通
し

存
最
古
の
地
位
に
浮
上
す
る
術
は
な
い
。

　
先
に
倉
敷
美
観
地
区
に
入
っ
て
い
た
同
行
者
と
合
流
す
れ

ば
、
ど
こ
も
混
ん
で
い
て
昼
飯
が
食
え
な
か
っ
た
と
、
グ
ッ

タ
リ
し
て
い
た
。
案
の
定
だ
。
と
り
あ
え
ず
、
店
頭
で
串
揚

げ
と
缶
ビ
ー
ル
を
買
っ
て
与
え
る
と
、
み
る
み
る
元
気
を
取

り
戻
し
て
き
た
。
簡
単
な
人
だ
。
単
純
な
構
造
だ
。
そ
う
だ
、

小
さ
な
子
ど
も
っ
て
こ
ん
な
感
じ
だ
。
う
ま
い
、
う
ま
い
と

喜
ん
で
食
う
同
行
者
は
、
も
は
や
わ
が
子
の
よ
う
だ
っ
た
。

成
し
た
同
県
倉く

ら

安や
す

川が
わ

の
吉
井
水
門
に
な
り
か
わ
り
、
日
本
現

存
最
古
の
閘
門
式
運
河
と
な
る
。

　
さ
て
、
船
穂
橋
を
渡
る
と
、
す
ぐ
に
高
瀬
通
し
の
水
路
に

行
き
あ
っ
た
。
現
在
で
も
灌
漑
用
水
路
と
し
て
は
機
能
し
て

い
る
が
、
川
か
ら
の
取
水
は
サ
イ
フ
ォ
ン
で
一
ノ
口
の
足
元

か
ら
湧
き
出
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
水
門
は
閉
鎖
さ
れ
て

い
る
。
し
か
も
水
路
に
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
小
橋
が
い
く
つ

も
架
か
っ
て
い
る
の
で
、
実
際
に
通
船
し
て
閘
門
式
運
河
と

し
て
の
機
能
を
見
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
し
か
も
、
研
究
者
か
ら
は
否
定
的
な
意
見
が
出
て
い
る
。

た
と
え
ば
一
ノ
口
と
二
ノ
口
の
間
が
約
三
五
〇
㍍
と
長
い
こ

と
か
ら
、
こ
の
区
間
で
水
位
調
整
す
る
と
、
多
量
の
水
が
水

路
を
流
れ
て
危
険
だ
と
い
う
。

　
ま
た
岡
山
大
学
大
学
院
の
馬
場
俊
介
教
授
は
、「
一
種
の

閘
門
で
は
あ
る
が
」
と
し
た
上
で
、
や
は
り
「
長
さ
三
五
〇

㍍
も
あ
る
閘
室
は
あ
ま
り
に
非
現
実
的
で
、
一
ノ
口
と
二
ノ

口
の
交
互
開
閉
で
水
位
調
整
を
行
っ
て
い
た
可
能
性
は
考
え

ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
二
基
の
不
連
続
に
配
置
さ
れ
た
水
門

が
、
京
都
の
高
瀬
川
に
造
ら
れ
た
流
量
調
整
用
の
水
門
の
よ

う
に
、
取
入
口
付
近
の
急
な
流
れ
を
調
整
し
て
い
た
だ
け
の

よ
う
に
思
え
る
」
と
し
て
、
本
格
的
な
閘
門
式
運
河
だ
っ
た

か
確
た
る
証
拠
は
な
い
と
結
ん
で
い
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、

新
し
い
史
料
で
も
発
見
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
高
瀬
通
し
が
現

れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
な
る
ほ
ど
、
同
行
者
の
言
い
分
は
よ
く

わ
か
る
。
よ
っ
て
私
は
同
行
者
を
高
梁
川
沿
い
の
シ
ョ
ッ
ピ

ン
グ
モ
ー
ル
前
に
置
き
去
り
に
し
て
、
対
岸
へ
渡
る
た
め
に

三
㌔
㍍
ほ
ど
離
れ
た
船ふ

な

穂お

橋
へ
向
か
っ
て
走
る
こ
と
に
し
た
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
適
当
な
交
通
機
関
が
な
い
か
ら
で
あ
り
、
急

い
だ
の
は
慣
れ
な
い
土
地
で
同
行
者
を
独
り
に
す
る
か
ら
だ
。

　「
高
瀬
通
し
」
は
、岡
山
県
三
大
河
川
の
一
つ
高
梁
川
の
下

流
域
に
あ
る
堅か

き

盤わ

谷だ
に

か
ら
取
水
し
、
高
梁
川
右
岸
を
玉
島
港

へ
と
通
じ
る
全
長
約
一
〇
㌔
㍍
の
灌
漑
用
水
路
で
あ
り
、
か

つ
て
は
高
瀬
舟
が
通
船
す
る
運
河
で
も
あ
っ
た
。
だ
か
ら

「
高
瀬
通
し
」
と
い
う
。

　
堅
盤
谷
に
あ
る
取
水
口
は
「
一
ノ
口
」
と
い
い
、
高
さ
約

八
・
四
㍍
も
あ
る
巨
大
な
石
造
の
水
門
の
上
に
、
江
戸
時
代

の
も
の
と
伝
わ
る
水
門
小
屋
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
一

ノ
口
の
下
流
約
三
五
〇
㍍
に
「
二
ノ
口
」
水
門
が
あ
り
、
高

瀬
通
し
は
こ
の
二
つ
の
水
門
と
そ
の
間
が
閘
室
だ
っ
た
閘
門

式
運
河
と
地
元
で
は
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
閘
門
と
は
、
二
つ

の
水
門
を
巧
み
に
開
閉
す
る
こ
と
に
よ
り
、
水
位
差
を
調
節

し
て
舟
を
通
す
施
設
の
こ
と
だ
が
、
高
瀬
通
し
が
閘
門
式
運

河
だ
と
す
れ
ば
、
完
成
は
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
頃
と
推

論
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
に
完

敵
な
倉
敷
美
観
地
区
は
す
ぐ
近
く
な
の
に
、
ど
う
し

て
数
㌔
㍍
も
離
れ
た
昔
の
運
河
跡
を
見
に
行
か
な
け

素

［交通］ JR山陽本線 西阿知駅から徒歩約1時間

高瀬通しの一ノ口水門


