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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

日
本
初
の
洋
式
灯
台

観
音
崎
灯
台
点
灯
記
念
碑

向
か
っ
て
い
る
と
、
二
〇
㍍
ほ
ど
先
の
停
車
所
に
バ
ス
が
止

ま
っ
た
。
乗
降
客
は
い
な
い
の
で
、
ど
う
や
ら
私
を
客
と
勘

違
い
し
て
待
っ
て
い
る
ら
し
か
っ
た
。
そ
れ
と
も
炎
天
下
を

歩
く
の
は
馬
鹿
ら
し
い
よ
、
と
気
遣
っ
て
く
れ
た
の
だ
ろ
う

か
。
普
段
な
ら
遠
慮
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、
い
つ
に
な
く
歩
く

の
が
面
倒
に
な
り
、
ご
厚
意
に
甘
え
る
こ
と
に
し
た
。
エ
ア

コ
ン
の
効
い
た
車
内
で
座
席
に
つ
く
と
、
軽
い
疲
れ
を
覚
え

た
。
四
十
歳
を
い
く
ら
か
過
ぎ
て
、
少
し
だ
け
暑
さ
に
弱
く

な
っ
た
ら
し
い
。

い
る
。

　
初
期
の
灯
台
事
業
は
、
対
日
貿
易
に
力
を
入
れ
て
い
た
イ

ギ
リ
ス
の
主
導
で
な
さ
れ
た
が
、
日
本
初
の
洋
式
灯
台
設
置

の
栄
誉
は
フ
ラ
ン
ス
人
に
冠
さ
れ
た
。

　
改
税
約
書
の
調
停
後
、
幕
府
は
イ
ギ
リ
ス
公
使
パ
ー
ク
ス

に
各
国
と
の
調
整
を
求
め
、
八
箇
所
の
灯
台
設
置
場
所
を
選

定
す
る
と
と
も
に
、
機
器
類
の
購
入
を
依
頼
す
る
が
、
こ
れ

に
先
ん
じ
て
横
須
賀
製
鉄
所
の
フ
ラ
ン
ス
人
技
術
者
を
通
じ
、

フ
ラ
ン
ス
製
機
械
三
基
を
発
注
し
て
い
た
。

　
そ
の
後
、
兵
庫
開
港
に
む
け
て
追
加
五
基
の
設
置
も
決
定

す
る
が
、
も
っ
と
も
船
舶
の
往
来
が
激
し
い
江
戸
湾
付
近
が

緊
急
整
備
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
パ
ー
ク
ス
を

通
じ
て
要
請
し
た
イ
ギ
リ
ス
人
技
術
者
チ
ー
ム
は
、
ま
だ
準

備
が
と
と
の
わ
ず
、
そ
の
間
に
事
故
で
も
起
こ
れ
ば
一
大
事

な
の
で
、
さ
き
の
フ
ラ
ン
ス
製
機
械
を
あ
て
る
こ
と
と
な
り
、

横
須
賀
製
鉄
所
の
フ
ラ
ン
ス
人
技
師
ヴ
ェ
ル
ニ
ー
が
首
長
と

な
っ
て
灯
台
建
設
が
急
が
れ
た
。
途
中
、
倒
幕
戦
争
の
勃
発

で
遅
延
す
る
が
、
灯
台
事
業
は
明
治
の
新
政
府
へ
と
引
き
継

が
れ
、
日
本
初
の
洋
式
灯
台
は
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
一

月
一
日
に
観
音
崎
で
点
灯
を
開
始
し
た
。
三
代
目
と
な
っ
た

現
在
の
灯
台
の
足
元
に
は
、
点
灯
年
月
日
を
刻
ん
だ
簡
素
な

記
念
碑
が
あ
る
。

　
灯
台
を
後
に
し
て
、
誰
も
い
な
い
海
岸
沿
い
の
道
を
駅
へ

ば
か
り
は
読
書
三
昧
だ
っ
た
。
今
朝
も
晴
れ
た
り
、
曇
っ
た

り
を
忙
し
く
繰
り
返
し
て
い
た
が
、
雨
は
降
ら
な
い
と
決
め

込
ん
で
、
近
場
の
観
音
崎
灯
台
へ
行
く
こ
と
に
し
た
。
水
平

線
が
見
え
る
絶
景
で
、
旅
に
行
け
な
い
憂
さ
を
晴
ら
し
、
大

海
原
に
渦
巻
き
走
る
台
風
の
雲
を
見
た
か
っ
た
。

　
京
浜
急
行
の
浦
賀
駅
で
降
り
、
ぼ
ち
ぼ
ち
歩
い
て
一
時
間

ほ
ど
で
観
音
崎
灯
台
に
着
い
た
が
、
風
も
な
く
、
陽
が
差
し

は
じ
め
て
酷
暑
と
な
っ
た
。
灯
台
に
登
る
と
確
か
に
眺
め
は

よ
い
が
、
房
総
半
島
が
す
ぐ
目
の
前
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の

で
、
水
平
線
は
望
む
べ
く
も
な
く
、
ど
ん
よ
り
と
し
た
雲
も

期
待
に
は
程
遠
か
っ
た
。
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
た
が
、
こ
こ

は
三
浦
半
島
と
房
総
半
島
が
も
っ
と
も
狭
ま
っ
た
東
京
湾
の

入
口
だ
っ
た
。
だ
か
ら
灯
台
が
建
て
ら
れ
た
の
だ
。

　
日
本
に
お
け
る
洋
式
灯
台
の
設
置
は
、慶
応
二（
一
八
六
六
）

年
に
英
・
米
・
仏
・
蘭
の
四
カ
国
と
調
印
し
た
改
税
約
書
に

始
ま
る
。
こ
の
第
十
一
条
に
、
灯
台
を
は
じ
め
航
路
標
識
の

整
備
が
義
務
付
け
ら
れ
た
。
そ
れ
ま
で
の
灯
明
台
や
常
夜
灯

は
光
が
弱
く
、
し
か
も
体
系
的
に
航
路
整
備
が
な
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
。
㈳
燈
光
会
の
『
日
本
燈
台
史
』
は
、
こ
の
理
由

を
鎖
国
に
よ
る
照
明
技
術
の
停
滞
と
、
各
藩
別
の
分
割
行
政

が
広
域
的
な
公
共
事
業
の
発
達
を
妨
げ
た
か
ら
と
推
測
し
て

っ
か
く
の
夏
休
み
な
の
に
、
歩
み
の
遅
い
台
風
に
翻

弄
さ
れ
て
、
旅
の
計
画
が
立
て
ら
れ
ず
、
こ
こ
二
日

せ
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