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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

神
通
川
の
治
水
と
富
山
の
都
市
計
画  

そ
の
３

東
岩
瀬
港
の
修
築

の
発
展
へ
と
つ
な
が
っ
た
。

　
富
山
港
の
南
東
角
に
面
し
た
東
岩
瀬
町
の
金
刀
比
羅
社
に

は
、
こ
れ
ら
の
経
緯
が
記
さ
れ
た
「
築
港
紀
念
碑
」
が
あ
る
。

第
二
期
修
築
が
竣
工
し
た
昭
和
十
一
年
に
建
て
ら
れ
た
碑
で
、

篆
額
は
あ
の
青
山
士
が
揮
毫
し
て
い
る
。
青
山
は
東
岩
瀬
港

修
築
中
の
昭
和
二
年
か
ら
同
九
年
ま
で
現
在
の
北
陸
地
方
整

備
局
長
に
相
当
す
る
役
職
に
就
い
て
い
た
た
め
、
そ
の
縁
か

ら
筆
を
と
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

っ
た
。
最
初
の
計
画
で
は
河
口
港
の
ま
ま
で
浚
渫
や
突
堤
築

造
を
行
う
な
ど
し
て
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し

か
し
、
こ
れ
は
大
正
十
一
年
に
大
幅
に
変
更
さ
れ
た
。
そ
れ

は
、
お
お
ざ
っ
ぱ
に
言
え
ば
神
通
川
下
流
域
を
少
し
西
へ
ず

ら
し
て
河
口
部
を
堤
で
縦
に
二
分
し
、
西
を
河
道
、
東
を
港

域
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
変
更
に
よ
っ
て
、
初
め
て
東

岩
瀬
港
が
河
口
か
ら
分
断
さ
れ
る
案
が
提
示
さ
れ
た
。

　
そ
し
て
、
こ
の
計
画
に
も
と
づ
い
て
工
事
が
進
め
ら
れ
る

が
、
大
正
十
四
年
に
ま
た
変
更
さ
れ
た
。
そ
の
中
心
と
な
っ

た
の
が
、
神
通
川
改
修
事
務
所
の
第
三
代
主
任
・
高
橋
嘉
一

郎
と
東
岩
瀬
町
長
の
米
田
元
吉
郎
だ
っ
た
。

　
大
正
十
三
年
に
着
任
し
た
高
橋
は
、
そ
れ
ま
で
の
案
に
対

し
て
港
の
将
来
に
疑
問
を
も
ち
、
い
ま
の
河
口
部
を
全
部
港

域
に
す
れ
ば
「
百
年
の
長
計
」
と
な
る
と
主
張
し
た
。
米
田

も
「
こ
ん
な
チ
ッ
ポ
ケ
な
も
の
で
は
面
白
く
な
い
。
い
っ
そ

の
こ
と
川
の
流
れ
を
西
の
方
に
移
し
、
も
と
の
河
口
を
そ
の

ま
ま
港
に
し
た
ほ
う
が
よ
い
」
と
述
べ
、
内
務
省
に
働
き
か

け
た
。
彼
ら
を
中
心
と
し
た
官
民
両
者
の
努
力
に
よ
り
、
そ

れ
ま
で
の
計
画
は
修
正
さ
れ
て
神
通
川
の
河
口
部
流
末
二
㌔

㍍
区
間
は
従
来
の
左
岸
堤
防
を
右
岸
堤
防
と
し
て
完
全
に
西

へ
移
さ
れ
、
か
つ
て
の
河
口
部
は
す
べ
て
港
域
と
な
っ
た
。

こ
の
修
築
事
業
は
昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
に
竣
工
し
、
続

け
て
翌
年
か
ら
第
二
期
修
築
が
開
始
さ
れ
、
現
在
の
富
山
港

る
神
通
川
の
河
口
港
だ
っ
た
。
現
在
で
も
岩
瀬
地
区
に
は
当

時
の
廻
船
問
屋
の
建
築
物
が
残
り
、
街
並
み
も
昔
の
面
影
が

偲
べ
る
よ
う
に
整
備
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
東
岩
瀬
港
だ
っ
た
が
明
治
の
中

頃
に
な
る
と
、
近
代
化
に
対
応
し
た
近
隣
の
港
に
後
れ
を
取

り
始
め
た
。
さ
ら
に
、
馳は

せ

越こ
し

線せ
ん

の
工
事
が
追
い
打
ち
を
か
け

る
こ
と
に
な
る
。

　
明
治
三
十
四
（
一
九
〇
一
）
年
か
ら
実
施
さ
れ
た
馳
越
線

工
事
は
、
洪
水
の
力
を
利
用
し
て
土
砂
を
押
し
流
し
、
新
水

路
の
拡
幅
を
図
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
最
下
流
に
あ

る
河
口
港
の
東
岩
瀬
港
に
は
土
砂
が
た
ま
り
、
船
が
入
港
で

き
ず
に
艀は

し
け

で
荷
を
運
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
有
様
と
な
っ
た
。

　
馳
越
線
工
事
は
、
神
通
川
第
二
期
改
修
事
業
と
し
て
実
施

さ
れ
た
が
、
そ
の
後
も
大
き
な
洪
水
が
絶
え
る
こ
と
は
な
く
、

大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
度
よ
り
神
通
川
の
河
口
か
ら
上
流

約
二
二
㌔
㍍
を
改
修
す
る
大
規
模
な
第
三
期
改
修
事
業
が
着

手
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
一
環
と
し
て
東

岩
瀬
港
は
神
通
川
の
河
口
か
ら
完
全
に
分
離
さ
れ
、
土
砂
問

題
を
抜
本
的
に
解
決
す
る
と
と
も
に
、
大
型
船
が
着
岸
で
き

る
近
代
港
湾
と
し
て
整
備
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
と
は
い
え
、
そ
の
実
現
ま
で
に
は
二
回
の
計
画
変
更
が
あ

岩
運
河
を
下
っ
て
い
く
と
、
最
後
は
富
山
港
に
出
る
。

か
つ
て
は
東
岩
瀬
港
と
よ
ば
れ
、
北
前
船
が
寄
港
す

富

［交通］ 富山ライトレール 東岩瀬駅より徒歩約10分

築港紀念碑（いちばん右の石碑）


