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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

賢さ

か

木き

門も

ん

事
も
完
璧
に
仕
上
げ
る
の
は
よ
く
な
い
。
…
内
裏
を
造
る
際

に
も
必
ず
造
り
残
し
を
す
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
思
想
に
よ
る
逆
柱
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
賢
木
門
を
過
ぎ
て
、
本
殿
に
た
ど
り
つ
く
と
、
丸
亀
平
野

が
眼
前
に
広
が
っ
て
い
た
。
あ
と
六
〇
〇
段
ほ
ど
登
れ
ば
、

奥
社
に
行
け
る
の
だ
が
、
暗
く
な
っ
た
し
、
明
日
の
満
濃
池

に
向
け
て
体
力
を
温
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
の
機

会
に
持
ち
越
し
て
下
山
す
る
こ
と
に
し
た
。（
つ
づ
く
）

し
く
す
る
と
と
も
に
、
名
称
も
俗
称
の
音
を
踏
襲
し
て
「
賢さ

か

し
い
」
の
字
を
あ
て
た
ら
し
い
。
こ
の
門
に
つ
い
て
は
次
の

よ
う
な
伝
説
が
あ
る
。

　
天
正
年
間
、
長
宗
我
部
元
親
は
四
国
全
土
を
我
が
物
と
す

る
た
め
兵
を
起
し
た
。
そ
の
勢
い
は
す
さ
ま
じ
く
、
諸
州
を

次
々
と
制
圧
し
、
神
社
仏
閣
の
多
く
が
焼
か
れ
た
。
天
正

十
二
年
、
元
親
は
金
刀
比
羅
宮
の
北
隣
大
麻
山
に
陣
を
取
っ

た
が
、
そ
の
夜
、
乱
心
し
た
か
草
木
が
敵
兵
に
見
え
て
大
混

乱
に
お
ち
い
っ
た
。
老
臣
た
ち
は
神
罰
だ
と
思
い
、
賢
木
門

の
前
身
で
あ
る
仁
王
堂
を
建
て
た
が
、
あ
ま
り
に
も
建
築
を

急
い
だ
た
め
に
柱
の
一
本
が
逆
さ
ま
に
な
っ
た
と
い
う
。

　
さ
て
、「
土
佐
史
談
」
四
七
巻
（
一
九
三
四
年
）
に
掲
載
さ

れ
た
郷
土
史
家
・
岡
田
唯
吉
氏
の
論
文
に
よ
る
と
、
元
親
の

寄
進
し
た
仁
王
堂
の
瓦
に
は
、
天
正
十
二
年
正
月
に
鉋
始
め
、

六
月
に
成
就
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
棟
札
に
は
「
上

棟
奉
建
立
・
・
天
正
十
二
年
十
月
九
日
」
と
あ
り
、
上
棟
式

の
日
付
が
わ
か
る
の
で
、
瓦
に
刻
ま
れ
た
「
六
月
成
就
」
と

は
瓦
大
工
が
自
分
の
仕
事
、
つ
ま
り
瓦
造
り
を
終
え
た
日
に

な
ろ
う
か
。
も
し
、
そ
う
な
ら
ば
、
正
月
の
着
工
か
ら
上
棟

式
ま
で
十
カ
月
も
か
か
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
慌
て
て
い

た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

　
古
来
、
日
本
に
は
「
盛
り
を
過
ぎ
れ
ば
、
衰
え
る
の
み
」

と
い
う
考
え
方
が
あ
り
、吉
田
兼
好
の『
徒
然
草
』
で
も「
何

て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
日
没
間
近
で
は
あ
る
が
、
と
り
あ
え

ず
行
け
る
と
こ
ろ
ま
で
石
段
を
登
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

本
殿
ま
で
は
約
八
〇
〇
段
も
あ
る
が
、
登
っ
て
は
、
平
ら
な

道
、
登
っ
て
は
、
平
ら
な
道
な
の
で
大
し
て
き
つ
く
な
い
。

謎
の
回
復
力
を
見
せ
た
同
行
者
も
や
る
気
満
々
だ
。

　
ほ
ぼ
中
間
地
点
の
大
門
前
で
、
後
ろ
を
ふ
り
か
え
る
と
な

か
な
か
の
景
色
だ
。
山
の
中
腹
に
あ
る
の
で
、
樹
木
の
香
り

も
す
が
す
が
し
く
、
神
意
を
感
じ
た
よ
う
な
錯
覚
に
お
ち
い

る
。
金
比
羅
さ
ん
が
こ
の
地
に
鎮
座
し
た
理
由
が
わ
か
る
気

が
し
た
。
昼
間
の
雑
踏
の
中
で
は
、
こ
ん
な
い
い
気
分
に
は

な
ら
な
か
っ
た
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
石
段
を
八
割
が
た
消
化
し
た
あ
た
り
に
、
正
面

に
唐
破
風
、
側
面
に
千
鳥
破
風
を
擁
す
る
桧ひ

わ
だ皮

葺ぶ
き

屋
根
の
門

が
あ
る
。
正
面
に
掲
げ
ら
れ
た
扁
額
に
は
「
賢
木
門
」
と
あ

る
が
、
こ
れ
は
「
さ
か
き
も
ん
」
ま
た
は
「
さ
か
き
の
も
ん
」

と
読
む
。
現
在
の
門
は
、
明
治
十
二
（
一
八
七
九
）
年
に
建

替
え
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
以
前
の
門
は
今
に
残
る
棟
札

に
よ
っ
て
、
四
国
を
制
し
た
戦
国
の
雄
・
長
宗
我
部
元
親
が

天
正
十
二
（
一
五
八
四
）
年
に
寄
進
し
た
も
の
だ
と
わ
か
っ

て
い
る
。
そ
の
門
の
柱
の
一
本
が
「
逆
柱
」
に
な
っ
て
い
た

こ
と
か
ら
、
俗
に
「
逆
木
門
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
門
を
新

毘
羅
さ
ん
の
参
道
に
は
、
驚
く
ほ
ど
人
が
い
な
い
。

そ
ろ
そ
ろ
黄
昏
時
で
、
土
産
屋
が
全
て
店
仕
舞
い
し

金

［交通］ 賢木門は金刀比羅宮の参道石段を642段登ったとこ
ろにある。

賢木門


