
23 建設業界 2018.12

Tom
ohide Eguchi

東
日
本
建
設
業
保
証
株
式
会
社

建
設
産
業
図
書
館

江
口
知
秀

津つ

田だ

永な

が

忠た

だ

と
社し

ゃ

倉そ

う

米ま

い

時
代
に
こ
そ
、
永
忠
は
そ
の
実
力
を
発
揮
し
た
。

　
後
楽
園
に
話
を
移
す
前
に
も
う
一
つ
。
永
忠
の
社
倉
米
に

つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
た
い
。
な
に
せ
彼
の
事
業
の
多
く
が
、

こ
の
社
倉
米
を
財
源
に
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

　
さ
て
、
岡
山
藩
の
年
貢
は
他
藩
と
比
べ
て
高
い
と
さ
れ
て

い
た
。
池
田
家
は
姫
路
四
二
万
石
時
代
の
家
臣
全
員
を
、
岡

山
三
二
万
石
に
移
っ
て
も
召
し
抱
え
て
い
た
か
ら
だ
。
当
然

の
ご
と
く
、
慢
性
的
な
赤
字
と
な
り
、
領
民
た
ち
は
高
い
年

貢
を
払
う
た
め
に
高
利
の
借
金
を
し
て
、
苦
し
ん
だ
。

　
そ
こ
で
永
忠
が
考
え
た
の
が
、
彼
自
身
が
管
理
す
る
社
倉

米
と
い
う
制
度
だ
っ
た
。
ま
ず
、
財
源
を
つ
く
る
た
め
、
光

政
の
長
女
が
嫁
い
だ
際
の
持
参
金
銀
千
貫
目
を
借
り
出
し
た
。

ち
な
み
に
銀
千
貫
目
は
米
だ
と
二
万
石
に
あ
た
り
、
小
大
名

な
み
の
石
高
に
相
当
す
る
。
こ
れ
を
年
利
二
割
で
領
民
に
貸

付
け
、
数
年
後
に
は
元
金
を
長
女
に
返
済
し
て
、
残
っ
た
石

高
は
二
万
五
千
石
あ
ま
り
。
こ
れ
を
社
倉
米
の
財
源
と
し
て
、

低
利
も
し
く
は
無
利
子
で
領
民
に
貸
し
、
高
利
の
借
金
か
ら

救
う
と
共
に
、
実
質
的
な
減
税
効
果
を
狙
っ
た
も
の
だ
っ
た
。

　
し
か
し
、
延
宝
五
（
一
六
七
七
）
年
に
社
倉
米
の
本
格
的

な
運
用
が
始
ま
る
と
、
永
忠
の
意
に
反
し
て
藩
か
ら
流
用
を

要
求
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
当
時
の
永
忠
は
前
述
し

た
よ
う
に
光
政
に
よ
っ
て
政
治
の
中
枢
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て

い
た
の
で
、
口
出
し
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。

の
正
門
を
く
ぐ
り
、
左
側
に
あ
る
松
林
の
中
の
小
道
を
い
く

ら
か
進
む
と
、
目
的
の
津
田
永
忠
遺
績
碑
が
あ
っ
た
。
碑
が

濡
れ
る
と
、
刻
ま
れ
た
文
字
が
読
み
に
く
く
な
る
が
、
な
ん

と
か
な
り
そ
う
だ
。
そ
れ
に
書
き
下
し
文
が
書
か
れ
た
看
板

が
建
て
ら
れ
て
い
た
の
で
、
読
み
に
く
い
部
分
を
照
ら
し
合

わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
津
田
永
忠
と
は
誰
か
と
問
わ
れ
て
、
ど
の
く

ら
い
の
方
が
答
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
地
元
岡
山
で
も
少
な
い

か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
碑
が
建
て
ら
れ
た
訳
も
、
そ
の
功
績

に
比
べ
て
彼
の
名
が
、
あ
ま
り
に
も
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

か
ら
だ
。
こ
れ
か
ら
、
そ
の
足
跡
を
追
っ
て
い
く
が
、
手
始

め
が
こ
こ
後
楽
園
と
な
る
。

　
そ
の
前
に
大
雑
把
だ
が
津
田
永
忠
の
人
物
紹
介
を
す
る
と
、

彼
は
岡
山
藩
初
代
藩
主
池
田
光
政
と
二
代
綱
政
の
二
君
に
仕

え
た
能
吏
だ
っ
た
。
主
君
で
あ
る
光
政
を
し
て
「
彼
者
は
、

使
ひ
様
悪
敷
ば
国
に
禍
を
な
す
べ
し
、
才
は
国
中
に
双
び
な

し
」
と
言
わ
し
め
る
ほ
ど
の
人
物
だ
っ
た
。
実
は
、
光
政
が

隠
居
し
た
際
に
永
忠
も
一
度
政
治
の
中
枢
か
ら
退
け
ら
れ
て

い
る
の
だ
が
、
研
究
者
で
あ
る
柴
田
一は

じ
め

氏
は
、
息
子
の
綱
政

で
は
永
忠
を
使
い
こ
な
せ
な
い
と
光
政
が
危
惧
し
た
た
め
と

推
測
し
て
い
る
。
し
か
し
、
阿
呆
あ
つ
か
い
さ
れ
た
綱
政
の

山
は
晴
れ
の
国
だ
と
い
う
が
、
あ
い
に
く
の
小
雨
模

様
と
な
っ
た
。
水
た
ま
り
を
避
け
な
が
ら
、
後
楽
園
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岡

　
そ
こ
で
天
和
二
（
一
六
八
二
）
年
、
綱
政
に
見
出
さ
れ
た

永
忠
が
郡
代
と
な
っ
た
お
り
、
そ
れ
ま
で
領
民
に
施
し
て
い

た
「
お
救
い
米
」
の
半
分
で
あ
る
約
七
千
六
百
石
と
、
藩
士

が
殿
様
に
差
し
出
す
「
御
家
中
御
役
米
」
二
千
百
八
十
石
を

社
倉
米
に
毎
年
繰
り
込
ん
で
財
源
を
増
や
す
こ
と
と
し
た
。

こ
う
し
て
農
民
救
済
だ
け
で
は
な
く
、
藩
に
対
し
て
融
資
で

き
る
よ
う
に
な
り
、
こ
こ
後
楽
園
の
造
園
を
は
じ
め
と
す
る

数
々
の
事
業
が
実
現
す
る
こ
と
と
な
る
。


