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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

矢
延
平
六
の
仁
池

が
残
る
。『
松
平
家
登
仕
録
』
に
よ
る
と
、寛
文
八
（
一
六
六 

八
）
年
に
加
増
さ
れ
る
と
あ
り
、
こ
の
時
す
で
に
五
九
歳
。

そ
の
後
、
年
月
日
は
不
明
だ
が
経
費
節
減
の
折
に
「
御
暇
申

上
願
之
通
…
」
と
あ
り
、
藩
の
財
政
も
逼
迫
し
て
い
る
の
で
、

高
齢
を
理
由
に
自
ら
退
い
た
よ
う
に
思
え
る
。
さ
ら
に
延
宝

七
（
一
六
七
九
）年
、碑
文
の
通
り
に
再
雇
用
さ
れ
る
が
、
な

ん
と
七
〇
歳
だ
っ
た
。
老
人
の
力
を
借
り
な
け
れ
ば
成
就
し

な
い
難
工
事
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。（
つ
づ
く
）

遷
宮
録
」
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
昭
和
六
十
年
の
も

の
。
古
い
碑
の
背
面
に
別
の
碑
文
を
刻
む
と
は
珍
し
い
。
遷

宮
録
を
読
ん
で
み
る
と
、
ど
う
や
ら
こ
の
神
社
は
も
と
も
と

矢
延
の
故
郷
富と

み

熊く
ま

村
に
あ
っ
た
も
の
を
、
没
後
三
百
年
を
記

念
し
て
現
在
地
に
移
し
た
ら
し
い
。

　
矢
延
に
つ
い
て
は
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
わ
か
っ
て
い

な
い
が
、
高
松
藩
の
『
松
平
家
登
仕
録
』
に
そ
の
名
が
あ
り
、

下
級
藩
士
だ
っ
た
こ
と
は
確
認
さ
れ
て
い
る
。
矢
延
の
事
績

に
触
れ
た
「
飛
渡
神
社
碑
」
は
、
こ
の
『
松
平
家
登
仕
録
』

と
、
矢
延
の
孫
の
回
顧
録
に
よ
る
。

　
碑
文
を
か
い
摘
む
と
、
高
松
藩
の
生
駒
家
が
改
易
に
な
り
、

水
戸
徳
川
家
の
血
筋
で
あ
る
松
平
頼よ

り

重し
げ

が
高
松
に
入
封
し
た
。

生
駒
家
時
代
に
、
西
嶋
八
兵
衛
が
多
く
の
溜
池
を
築
い
た
も

の
の
、
ま
だ
十
分
で
は
な
い
。
そ
こ
で
活
躍
し
た
の
が
、
矢

延
平
六
だ
っ
た
。
彼
は
四
〇
年
に
わ
た
り
、
一
〇
〇
に
余
る

た
め
池
の
築
造
、
改
修
を
手
が
け
、
そ
の
中
で
も
仁
池
は
最

も
著
し
い
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
理
不
尽
な
こ
と

が
起
こ
る
。
仁
池
を
必
要
以
上
に
大
き
く
造
り
、
藩
や
百
姓

に
浪
費
さ
せ
た
と
讒
言
し
た
者
が
お
り
、
牢
人
の
憂
き
目
に

あ
う
。
と
こ
ろ
が
、
有
能
な
技
術
者
だ
っ
た
た
め
か
再
登
用

さ
れ
、
七
四
歳
で
病
を
得
る
ま
で
、
再
び
池
溝
の
築
造
に
励

み
、
貞
享
二
（
一
六
八
五
）
年
に
七
六
歳
で
没
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
讒
言
で
禄
を
追
わ
れ
る
話
だ
が
、
疑
問

を
築
造
し
た
人
物
の
中
に
は
、
神
と
し
て
祀
ら
れ
た
者
が
い

る
。
た
と
え
ば
、
綾あ

や

歌う
た

郡
の
仁に

池い
け

を
手
が
け
た
矢や

延の
べ

平へ
い

六ろ
く

も

そ
の
一
人
だ
。

　
満
濃
池
か
ら
自
転
車
で
琴
電
琴
平
駅
に
戻
り
、
電
車
に
乗

っ
て
一
〇
分
ほ
ど
で
栗く

り

熊く
ま

駅
に
つ
い
た
。
同
行
者
は
か
な
り

疲
弊
し
て
い
る
よ
う
だ
。
昨
日
は
金
毘
羅
さ
ん
の
階
段
を
含

め
て
三
五
㌔
㍍
。
今
日
は
自
転
車
で
既
に
二
〇
㌔
㍍
弱
だ
か

ら
無
理
も
な
い
。
う
ど
ん
屋
が
あ
っ
た
の
で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

補
給
を
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
で
い
く
ら
か
回
復
し
て
く

れ
れ
ば
よ
い
の
だ
が
。

　
再
び
歩
き
は
じ
め
て
、
農
道
を
抜
け
る
と
仁
池
に
つ
い
た
。

わ
り
と
大
き
な
池
だ
。
貯
水
量
は
約
一
五
〇
万
立
方
㍍
、
灌

漑
面
積
は
約
三
四
七
㌶
と
い
う
か
ら
、
満
濃
池
の
十
分
の
一

く
ら
い
の
規
模
と
な
る
。
池
の
北
西
隅
に
は
矢
延
を
祀
る
飛ひ

渡わ
た
し

神
社
が
あ
る
の
で
、
池
の
北
べ
り
を
歩
い
て
む
か
う
と
、

道
路
沿
い
に
仁
池
の
改
修
碑
が
四
つ
建
て
ら
れ
て
い
た
。

　
飛
渡
神
社
に
つ
く
と
、
境
内
に
も
三
つ
。
讃
岐
の
溜
池
に

は
、
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
な
ん
ら
か
の
碑
が
建
て
ら
れ

て
い
る
が
、
七
つ
は
多
い
。
神
社
の
表
に
ま
わ
る
と
、
さ
ら

に
「
飛
渡
神
社
碑
」
と
い
う
碑
が
あ
っ
た
。
昭
和
五
（
一
九 

三
〇
）
年
に
建
碑
と
あ
る
が
、
そ
の
背
面
に
は
「
三
百
年
祭

濃
池
の
功
労
者
に
か
ぎ
ら
ず
、
讃
岐
で
は
溜
池
が
文

字
通
り
命
を
つ
な
ぐ
灌
漑
施
設
で
あ
る
た
め
、
そ
れ

満

［交通］ 琴平電鉄琴平線　栗熊駅より徒歩約15分

飛渡神社


