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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

金
毘
羅
参
り
の
表
玄
関

瀬
山
登
と
新し

ん

堀ぼ

り

湛た

ん

甫ぽ

無
く
、
見
込
通
り
成
立
す
れ
ば
此
の
上
の
仕
合
せ
は
な
い
」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
苦
労
が
実
を
結
び
、
天
保
四

（
一
八
三
三
）
年
、東
西
八
〇
間
（
約
一
四
四
㍍
）、南
北
四
〇

間
、
西
側
に
一
五
間
の
出
入
り
口
を
設
け
た
新
堀
湛
甫
が
完

成
し
た
。

　
瀬
山
の
努
力
の
結
晶
で
あ
る
新
堀
湛
甫
の
跡
を
出
発
点
と

し
、
江
戸
時
代
の
参
詣
客
に
な
っ
た
つ
も
り
で
、
丸
亀
街
道

を
金
刀
比
羅
宮
ま
で
歩
い
て
み
た
い
と
思
う
。（
つ
づ
く
）

　
当
時
、
江
戸
の
庶
民
に
絶
大
な
人
気
を
誇
っ
た
の
が
、
金

毘
羅
参
り
の
旅
で
あ
り
、
江
戸
後
期
に
は
、
丸
亀
の
港
は
船

が
ひ
し
め
く
有
様
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
増
築
が
行
わ
れ
、
文

化
三
（
一
八
〇
六
）
年
に
福
島
町
の
北
岸
に
福
島
湛
甫
が
造

ら
れ
る
と
、
町
は
大
い
に
賑
わ
い
を
見
せ
た
。
こ
れ
を
み
た

西
平
山
町
は
、
お
ら
が
町
に
も
湛
甫
（
港
）
を
造
り
た
い
と
、

丸
亀
藩
に
陳
情
し
た
と
こ
ろ
、
す
で
に
福
島
湛
甫
で
も
さ
ば

き
切
れ
な
い
状
況
に
あ
っ
た
の
で
許
可
は
降
り
た
。
し
か
し
、

藩
は
財
政
難
で
あ
っ
た
た
め
、
築
港
と
灯
台
の
役
目
を
は
た

す
燈
籠
の
建
造
費
用
は
、「
講
」
を
作
っ
て
資
金
を
集
め
る
こ

と
と
な
り
、
こ
の
組
織
と
運
営
に
尽
力
し
た
の
が
瀬
山
だ
っ

た
。

　
瀬
山
は
出
願
し
た
町
人
の
代
表
を
江
戸
藩
邸
に
集
め
、
金

毘
羅
信
仰
を
利
用
し
た
「
金
毘
羅
千
人
講
」
を
組
織
し
、
江

戸
商
人
な
ど
を
勧
誘
し
て
五
カ
年
で
資
金
を
調
え
る
計
画
を

立
て
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
を
実
現
さ
せ
る
に
は
幕
府
へ
い

ち
い
ち
伺
い
を
立
て
、
煩は

ん
さ瑣
な
交
渉
の
矢
面
に
立
た
ね
ば
な

ら
ず
、
さ
ら
に
度
重
な
る
付
け
届
け
に
多
額
の
金
銭
と
神
経

を
費
や
し
た
。
し
か
も
、丸
亀
藩
内
部
か
ら
も
、「
武
士
の
や

る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
」
な
ど
と
計
画
の
反
対
論
さ
え
出
た

と
い
う
。
ま
た
、
講
の
世
話
人
の
間
に
も
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
る

な
ど
、様
々
な
問
題
が
生
じ
、「
計
画
が
成
立
す
る
こ
と
の
困

難
さ
は
、
天
に
昇
る
よ
う
な
も
の
で
、
五
カ
年
の
間
何
事
も

道
と
鉄
道
の
二
重
構
造
と
な
っ
て
お
り
、
電
車
は
車
道
の
下

を
通
る
の
で
、
ト
ラ
ス
に
組
ま
れ
た
鉄
骨
が
や
や
煩
わ
し
い

も
の
の
、
車
窓
か
ら
は
瀬
戸
内
海
に
う
か
ぶ
島
々
が
見
え
る
。

目
的
地
の
丸
亀
ま
で
、
飛
行
機
を
使
わ
ず
、
船
に
も
乗
ら
ず
、

横
浜
か
ら
四
時
間
ほ
ど
で
着
い
て
し
ま
う
素
晴
ら
し
さ
。
初

め
て
通
っ
た
本
四
橋
は
、
四
国
を
ぐ
っ
と
身
近
な
も
の
に
し

た
と
実
感
し
た
。

　
さ
て
、
丸
亀
駅
を
北
口
か
ら
出
る
と
、
歩
い
て
数
分
で
小

さ
な
波
止
場
に
つ
く
。
海
に
向
か
っ
て
コ
の
字
に
開
い
た
こ

の
波
止
場
は
、
江
戸
後
期
に
新
堀
湛
甫
と
呼
ば
れ
た
金
毘
羅

参
り
の
海
の
玄
関
で
あ
り
、
船
を
降
り
た
参
詣
客
は
、
高
々

と
そ
び
え
る
丸
亀
城
の
石
垣
に
感
嘆
し
つ
つ
、
金
刀
比
羅
宮

ま
で
一
二
㌔
㍍
ほ
ど
続
く
丸
亀
街
道
を
歩
い
て
向
か
っ
た
の

だ
。
し
か
し
、
か
つ
て
の
賑
わ
い
は
「
金
毘
羅
千
人
講
」
が

建
立
し
た
青
銅
製
の
大
き
な
太
助
燈
籠
と
、
そ
の
横
に
座
る

築
港
の
功
労
者
・
瀬
山
登
の
銅
像
の
み
が
伝
え
る
ば
か
り
だ
。

　
瀬
山
登
は
丸
亀
を
治
め
て
い
た
京
極
家
の
家
臣
で
あ
り
、

江
戸
に
あ
る
丸
亀
藩
邸
の
留
守
居
役
を
勤
め
て
い
た
。
よ
っ

て
直
接
築
港
を
指
揮
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
建
設
費
用
の
工

面
と
、
幕
府
と
の
折
衝
な
ど
に
あ
た
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
苦

労
は
並
大
抵
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

幹
線
を
岡
山
駅
で
特
急
に
乗
り
換
え
る
と
、
十
数
分

で
瀬
戸
大
橋
に
差
し
か
か
っ
た
。
瀬
戸
大
橋
は
、
車

新

［交通］ JR丸亀駅より徒歩約3分

瀬山登の銅像


