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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

津
田
永な

が

忠た

だ

と
百ひ

ゃ

っ

間け

ん

川が

わ

の
河
口
堰

満
潮
時
に
は
逆
流
を
防
ぐ
た
め
に
排
水
樋
門
を
閉
じ
て
、
百

間
川
か
ら
の
水
を
大
水
尾
に
貯
め
込
み
、
干
潮
に
な
っ
て
海

水
が
引
く
の
を
待
っ
て
か
ら
樋
門
を
開
け
、
水
位
差
を
利
用

し
て
排
水
す
る
。

　
い
た
っ
て
簡
単
な
仕
組
み
の
よ
う
だ
が
、
自
然
を
知
り
尽

く
し
、
そ
れ
を
巧
み
に
利
用
し
て
、
当
時
の
限
ら
れ
た
技
術

で
立
派
な
河
口
堰
を
実
現
さ
せ
た
の
だ
。
そ
し
て
元
禄
五

（
一
六
九
二
）
年
の
完
成
か
ら
二
七
〇
年
も
の
長
き
間
、
樋
門

の
改
良
や
増
設
な
ど
が
加
え
ら
れ
、
時
に
は
台
風
に
よ
る
高

潮
の
浸
入
を
許
し
た
も
の
の
、
昭
和
四
十
三
（
一
九
六
八
）

年
に
鋼
製
ロ
ー
ラ
ー
ゲ
ー
ト
の
水
門
に
変
わ
る
ま
で
、
江
戸

時
代
初
期
か
ら
現
役
で
あ
り
続
け
た
。
ち
な
み
に
、
こ
の
時

に
取
り
除
か
れ
た
排
水
樋
門
の
石
材
を
用
い
て
、
現
在
の
岡

山
市
北
区
表
町
二
丁
目
の
市
電
通
り
に
、
永
忠
が
元
禄
四
年

か
ら
宝
永
元
（
一
七
〇
四
）
年
ま
で
住
ん
だ
居
宅
跡
の
碑
が

建
て
ら
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
そ
ろ
そ
ろ
河
口
水
門
へ
と
向
か
お
う
。
た
ぶ
ん
水

門
の
上
は
通
行
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
、

左
岸
に
渡
っ
て
大
水
尾
の
ラ
ッ
パ
の
部
分
を
造
る
た
め
に
積

ん
だ
石
垣
の
遺
構
を
見
物
す
る
こ
と
に
し
た
。

　
現
在
の
河
口
水
門
は
昭
和
四
十
三
年
の
水
門
に
加
え
、
平

成
二
十
七
年
に
は
ラ
イ
ジ
ン
グ
セ
ク
タ
ー
ゲ
ー
ト
の
水
門
が

増
設
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
は
車
道
に
な
っ
て
い
る
が
、
狭

習
を
し
て
い
る
。
神
社
の
す
ぐ
向
こ
う
に
岡
山
大
学
ボ
ー
ト

部
の
建
物
が
あ
っ
た
か
ら
、
そ
こ
の
学
生
か
。
河
原
の
眺
め

と
し
て
は
ち
ょ
う
ど
い
い
し
、
一
服
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
。

　
こ
の
百
間
川
は
、
旭
川
の
洪
水
か
ら
城
下
を
守
る
た
め
の

放
水
路
と
し
て
造
ら
れ
、
沖
新
田
の
開
発
に
と
も
な
い
地
域

の
排
水
機
能
を
一
手
に
担
う
こ
と
と
な
っ
た
。
付
近
の
小
河

川
を
合
流
さ
せ
、
一
、五
四
〇
町
歩
も
の
広
大
な
沖
新
田
を

東
西
に
分
け
て
中
央
を
南
流
し
、
児こ

島じ
ま

湾わ
ん

へ
と
至
る
大
排
水

路
と
な
っ
た
の
だ
。

　
し
か
し
、
ひ
と
つ
大
き
な
問
題
が
あ
っ
た
。
児
島
湾
へ
排

水
す
る
の
は
い
い
が
、
満
潮
時
に
は
海
水
が
逆
流
す
る
し
、

高
潮
が
お
き
れ
ば
新
田
が
潮
で
や
ら
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
を

防
ぐ
た
め
に
は
河
口
堰
で
児
島
湾
か
ら
百
間
川
を
締
め
切
る

必
要
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
生
み
出
さ
れ
た
の
が
、
当
時
の

土
木
技
術
の
粋
を
集
め
た
大お

お

水み

尾お

と
河
口
堰
に
設
け
ら
れ
た

排
水
樋
門
だ
っ
た
。

　
ま
ず
大
水
尾
と
は
百
間
川
の
河
口
付
近
を
広
げ
て
造
ら
れ

た
貯
水
池
の
こ
と
で
あ
り
、
百
間
川
の
水
を
一
時
的
に
貯
め

込
む
役
割
を
す
る
。
な
の
で
、
な
る
べ
く
湛
水
面
積
を
大
き

く
す
る
た
め
に
百
間
川
の
河
口
部
は
ラ
ッ
パ
の
よ
う
に
開
い

て
お
り
、
現
在
の
地
図
で
も
形
を
確
認
で
き
る
。
児
島
湾
の

宮み
や

神
社
の
前
か
ら
再
び
百
間
川
の
堤
防
に
の
ぼ
る
と
、

河
口
水
門
が
遠
く
に
見
え
た
。
川
で
は
ボ
ー
ト
の
練

［交通］ 古宮神社から自転車で約10分

現在の百間川の河口水門
手前がローラーゲート、

向こうがライジングセクターゲート

い
一
車
線
で
信
号
も
な
く
、
対
向
車
同
士
が
確
認
し
合
い
な

が
ら
代
わ
る
代
わ
る
通
行
す
る
の
で
、
対
面
か
ら
来
ら
れ
た

時
は
か
な
り
恐
ろ
し
く
、
ヒ
ヤ
ヒ
ヤ
し
な
が
ら
渡
っ
た
。

　
そ
う
し
て
左
岸
堤
防
の
上
か
ら
石
垣
の
遺
構
を
見
る
こ
と

が
で
き
た
が
、
ほ
と
ん
ど
人
が
通
ら
ず
、
遺
構
も
知
る
人
ぞ

知
る
存
在
だ
。
ま
あ
、
た
と
え
人
通
り
が
多
か
っ
た
と
し
て

も
、
城
の
石
垣
の
よ
う
に
目
立
つ
も
の
で
は
な
い
の
で
、
貴

重
な
遺
構
だ
と
は
思
わ
な
い
だ
ろ
う
が
。

古ふ

る


