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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

美み

ほ

の保
関せ

き

の
青
石
畳
通
り

徐
々
に
衰
退
し
、
今
は
青
石
畳
通
り
を
ゆ
く
人
も
ほ
と
ん
ど

い
な
い
。
そ
の
通
り
に
面
す
る
老
舗
の
旅
館
に
宿
を
と
っ
た

が
、
果
た
し
て
客
は
私
た
ち
だ
け
だ
っ
た
。

　
夜
が
ふ
け
、
皓
々
と
し
た
月
が
、
海
を
し
ら
じ
ら
と
照
ら

し
て
い
る
。
宿
の
す
ぐ
外
が
港
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
船
は
お

ろ
か
海
が
お
だ
や
か
で
波
の
音
す
ら
し
な
い
。
か
つ
て
数あ

ま

多た

の
酔
客
が
歓
声
を
あ
げ
た
美
保
関
の
名
月
を
、
同
行
者
と
二

人
で
眺
め
て
い
る
。

ら
向
い
の
山
寄
り
の
家
の
二
階
へ
ひ
ょ
い
と
飛
ん
で
渡
る
こ

と
が
出
来
そ
う
な
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
通
り
が
狭
い

だ
け
に
す
こ
ぶ
る
画
趣
に
富
む
」。

　
こ
の
狭
い
町
並
み
が
画
趣
に
富
む
の
は
、
や
は
り
青
石
畳

通
り
の
存
在
が
大
き
い
。
漫
画
家
・
水
木
し
げ
る
は
、
幼
い

頃
に
こ
の
青
石
畳
を
見
て
、「
古
代
に
は
大
変
な
技
術
が
あ

る
。
こ
ん
な
不
思
議
な
も
の
を
皆
は
な
ぜ
不
思
議
と
思
わ
な

い
の
か
」
と
い
ぶ
か
し
ん
だ
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
石

畳
は
古
代
の
も
の
で
は
な
く
、
江
戸
末
期
か
ら
大
正
に
か
け

て
工
事
が
行
わ
れ
、
工
費
は
船
頭
や
廻
船
問
屋
の
寄
進
で
賄

わ
れ
た
。
美
保
関
付
近
で
産
出
す
る
森
山
石
と
、
北
前
船
で

運
ば
れ
て
来
た
福
井
県
の
笏し

ゃ
く

谷だ
に

石い
し

が
、
畳
の
よ
う
に
敷
き
つ

め
ら
れ
て
お
り
、
水
に
濡
れ
る
と
青
み
が
増
し
て
美
し
い
。

　
当
時
の
美
保
関
は
、
夜
と
も
な
れ
ば
「
芸
者
が
打
つ
鼓
の

音
、
女
た
ち
の
切
な
く
甘
い
唄
声
、
三
味
線
を
つ
ま
び
く
音
、

踊
り
に
合
わ
せ
て
打
つ
手
拍
子
、
拳
に
興
じ
る
者
の
あ
た
り

を
構
わ
ぬ
大
き
な
声
や
笑
い
声
。
ど
れ
も
こ
れ
も
船
乗
り
た

ち
が
遊
興
に
耽
る
声
と
そ
の
こ
だ
ま
な
の
だ
」
と
、
小
泉
八

雲
が
言
う
と
こ
ろ
、
西
日
本
で
も
っ
と
も
喧
し
く
賑
や
か
な

港
町
で
あ
り
、
青
く
濡
れ
た
石
畳
が
、
灯
火
に
揺
れ
る
人
々

の
影
を
映
し
出
し
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
海
運
で
栄
え
た
美
保
関
だ
っ
た
が
、
明
治
に

な
る
と
対
岸
の
境
港
が
、
港
湾
と
し
て
発
展
す
る
と
と
も
に

を
送
り
出
し
た
後
に
、
時
々
こ
こ
を
訪
れ
て
い
た
ら
し
い
。

慣
れ
な
い
土
地
に
疲
れ
る
と
、
美
し
い
青
い
石
が
敷
か
れ
た

風
情
の
あ
る
小
さ
な
町
並
み
を
、
一
人
で
見
た
く
な
っ
た
の

だ
と
い
う
。

　
母
の
言
う
青
い
石
の
通
り
と
は
、「
青
石
畳
通
り
」
と
呼
ば

れ
る
美
保
関
町
の
本
通
り
だ
が
、
わ
ず
か
二
六
〇
㍍
ほ
ど
で

幅
は
車
一
台
分
し
か
な
い
。
山
が
ち
な
島
根
半
島
の
小
さ
な

入
江
に
築
か
れ
た
港
町
な
の
で
、
メ
イ
ン
通
り
す
ら
自
ず
と

狭
い
。

　
し
か
し
、
そ
の
規
模
に
よ
ら
ず
美
保
関
は
、
鎌
倉
期
に
は

す
で
に
海
の
関
所
が
お
か
れ
、
中
世
日
本
海
水
運
の
中
継
点

と
し
て
、
さ
ら
に
朝
鮮
半
島
に
も
近
く
、
海
外
貿
易
の
拠
点

と
も
な
っ
て
大
い
に
繁
栄
し
、
莫
大
な
富
を
生
み
出
す
重
要

な
港
だ
っ
た
。
江
戸
時
代
に
な
っ
て
も
、
そ
の
繁
栄
は
衰
え

ず
、
廻
船
問
屋
が
建
ち
並
び
、
最
盛
期
に
は
遊
女
が
一
二
〇

人
を
超
え
た
と
い
う
、
文
字
通
り
の
狭き

ょ
う

斜し
ゃ

で
も
あ
っ
た
。

　
小
泉
八
雲
は
明
治
二
十
三
年
か
ら
翌
年
ま
で
に
こ
こ
を
訪

れ
、
そ
の
町
並
み
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
一
方
は
海

で
他
方
は
山
の
麓
が
ぎ
ゅ
っ
と
迫
っ
て
ひ
ど
く
せ
せ
こ
ま
し

い
の
で
、
通
り
の
余
地
は
本
当
に
一
筋
分
し
か
な
い
。
し
か

も
そ
の
道
幅
の
狭
さ
と
い
っ
た
ら
、
海
寄
り
の
家
の
二
階
か

港
へ
行
く
な
ら
、
美
保
関
に
よ
れ
と
勧
め
て
く
れ
た

の
は
母
だ
っ
た
。
境
港
に
住
ん
で
い
た
頃
、
父
と
私

境

［交通］ JR境港駅からタクシーで約20分

美保関の青石畳通り


