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Tom
ohide E

guchi

東
日
本
建
設
業
保
証
株
式
会
社

建
設
産
業
図
書
館

江
口
知
秀

満ま

ん

濃の

う

池い

け  

そ
の
２

池
内
村

ら
れ
た
と
い
う
説
が
あ
る
。

　
た
だ
し
、
そ
の
他
に
も
池
内
村
を
手
放
し
た
領
主
へ
の
特

権
で
あ
る
と
か
、
こ
の
地
域
の
人
々
が
廃
池
時
代
の
旧
池
地

内
に
湧
き
出
て
い
た
天あ

め

真の
ま

名な

井い

の
水
を
桶
樋
で
引
水
し
て
使

用
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
代
替
で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
る
。

私
と
し
て
は
池
内
村
の
人
々
が
、
故
郷
を
失
い
こ
そ
す
れ
、

そ
の
近
く
で
特
権
を
与
え
ら
れ
て
生
活
し
た
と
考
え
た
い
の

だ
が
、
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。

決
壊
し
て
か
ら
は
修
築
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
以
後
な
ん

と
約
四
五
〇
年
も
の
あ
い
だ
廃
池
と
な
り
、
池
の
跡
地
に
は

村
ま
で
で
き
た
。
そ
の
村
は
、
池い

け

内う
ち

村
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
。

　
嘉か

元げ
ん

三
（
一
三
〇
五
）
年
に
亀
山
上
皇
が
皇
女
の
昭
慶
門

院
に
譲
っ
た
荘
園
の
目
録
「
昭
慶
門
院
御
領
目
録
」
の
讃
岐

の
条
に
、「
万
之
池
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
満
濃
池
が

再
開
発
さ
れ
て
荘
園
地
名
と
な
っ
た
も
の
で
、
池
内
村
の
別

名
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
池
内
村
だ
っ
た
が
、
つ
い
に
終
焉
を
迎
え
る

こ
と
と
な
っ
た
。
廃
池
か
ら
約
四
五
〇
年
を
経
た
寛
永
元

（
一
六
二
四
）
年
、続
い
て
同
三
年
に
讃
岐
国
一
円
が
大
干
ば

つ
に
襲
わ
れ
る
と
、
幼
い
高
松
藩
主
の
代
わ
り
に
藩
政
に
当

た
っ
て
い
た
西
嶋
八
兵
衛
に
よ
っ
て
、
満
濃
池
が
再
築
さ
れ

る
こ
と
と
な
り
、寛
永
八（
一
六
三
一
）年
に
完
成
し
た
。西

嶋
八
兵
衛
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
詳
し
く
触
れ
な
い
が
、
卓

越
し
た
土
木
技
術
者
で
あ
り
、
寛
永
十
七
年
ま
で
に
讃
岐
各

地
に
九
〇
カ
所
以
上
の
溜
池
を
築
造
し
た
と
い
う
。

　
さ
て
、
満
濃
池
の
再
築
後
、
池
の
底
に
沈
ん
だ
池
内
村
の

住
民
の
行
方
だ
が
、「
満
濃
池
水
掛
申
候
村
高
之
覚
」
と
い
う

史
料
の
仲
郡
の
項
に
、「
五
拾
石
　
樋ひ

の

外わ
き

村
」
と
い
う
常
時
配

水
を
受
け
る
特
権
を
認
め
ら
れ
た
特
殊
な
地
域
が
あ
り
、
こ

れ
は
現
在
の
満
濃
池
の
堰
堤
北
側
付
近
に
あ
た
る
地
域
で
、

池
内
村
に
住
ん
で
い
た
人
々
が
立
退
き
の
代
償
と
し
て
与
え

て
い
る
。
そ
の
駐
車
場
に
自
転
車
を
と
め
て
、
堰
堤
の
上
へ

登
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
公
園
か
ら
眺
め
る
堰
堤
は
、
け

っ
こ
う
な
大
き
さ
で
、
さ
す
が
満
水
時
の
周
囲
約
二
〇
㌔
㍍

の
溜
池
を
堰
き
止
め
て
い
る
だ
け
の
こ
と
は
あ
る
。
公
園
を

抜
け
て
堰
堤
に
た
ど
り
着
き
、
法
面
に
設
け
ら
れ
た
階
段
を

登
っ
て
天て

ん

端ば

に
で
る
と
、
念
願
の
満
濃
池
を
眺
め
る
こ
と
が

で
き
た
。

　
堰
堤
の
大
き
さ
か
ら
想
像
し
た
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
そ
れ

で
も
や
は
り
湖
と
呼
ん
で
差
し
支
え
な
い
。
湖
面
に
向
か
っ

て
右
手
に
は
、
空
海
が
修
築
工
事
の
成
功
を
祈
願
し
た
場
所

と
し
て
伝
え
ら
れ
る
護
摩
焚
岩
が
あ
る
。
水
量
が
少
な
い
と

き
に
は
、
堰
堤
と
地
続
き
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
が
、
い
ま

は
孤
島
と
化
し
て
い
る
。
先
月
号
に
紹
介
し
た
と
お
り
、
満

濃
池
は
空
海
が
手
が
け
た
と
す
る
弘
仁
十
二
（
八
二
一
）
年

の
修
築
工
事
に
よ
っ
て
、
現
在
の
三
分
の
一
程
度
の
貯
水
量

の
池
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ま
ま
順
調
に

今
日
に
引
き
継
が
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
ま
ず
、修
築
工
事
の
わ
ず
か
三
〇
年
後
、
仁に

ん

寿じ
ゅ

元（
八
五 

一
）
年
に
決
壊
。
そ
の
後
、
天て

ん

暦り
ゃ
く

元（
九
四
七
）年
、
治じ

安あ
ん

二

（
一
〇
二
二
）年
、
長
暦
年
間（
一
〇
三
七
〜
四
〇
）と
決
壊
が

続
き
、元げ

ん

暦り
ゃ
く

元（
一
一
八
四
）年
の
大
洪
水
に
よ
っ
て
堤
防
が

濃
池
の
堰
堤
下
は
、
樋
門
か
ら
流
れ
出
る
水
を
活
か

し
た
「
ほ
た
る
見
公
園
」
と
い
う
親
水
公
園
に
な
っ

満

［交通］ JR琴平駅、琴電琴平駅近辺から自転車で約40分。

満濃池


