
　

建
設
の
専
門
図
書
館
で
あ
る
当
館
に

は
、
土
木
、
建
築
を
問
わ
ず
構
造
物
の

設
計
者
や
施
工
者
を
知
り
た
い
と
い
う

質
問
が
し
ば
し
ば
寄
せ
ら
れ
ま
す
。
し

か
し
、
残
念
な
が
ら
こ
う
し
た
質
問
の

多
く
は
答
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

な
ぜ
な
ら
、
答
え
が
書
か
れ
て
い
る
は

ず
の
資
料
が
現
存
し
な
い
か
ら
で
す
。

比
較
的
近
年
で
も
設
計
図
書
な
ど
の
一

次
資
料
が
焼
失
、
紛
失
、
ま
た
は
破
棄

さ
れ
て
い
る
場
合
が
往
々
に
し
て
あ
る

の
で
す
。

　

昔
の
人
々
も
周
囲
に
あ
る
構
造
物
を

誰
が
つ
く
っ
た
の
か
知
り
た
が
っ
た
よ

う
で
、
手
が
か
り
は
な
く
と
も
何
と
か

答
え
を
求
め
よ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
う

し
て
多
少
荒
唐
無
稽
で
も
、
そ
の
時
代
、

そ
の
土
地
の
人
々
が「
さ
も
あ
ら
ん
」と

受
け
入
れ
れ
ば
、
一
応
の
答
え
と
し
て

伝
説
は
生
れ
ま
す
。

　

山
口
県
の
西
南
部
、
周
防
灘
に
面
し
た

山
陽
小
野
田
市
の
厚
狭
に
は
、「
三
年
寝

太
郎
」が
造
っ
た
と
伝
わ
る
寝
太
郎
堰
が

あ
り
ま
す
。Ｊ
Ｒ
厚
狭
駅
を
挟
ん
だ
広
瀬

と
鴨
ノ
庄
の
南
北
二
つ
の
字
か
ら
な
る
地

域
は「
千
町
ヶ
原
」と
呼
ば
れ
、
東
を
流

れ
る
厚
狭
川
か
ら
寝
太
郎
堰
に
よ
っ
て
取

水
し
た
用
水
で
約
1
0
0
h
a
の
美
田
が

ひ
ら
か
れ
ま
し
た
。

　

昭
和
14
年
に
山
口
県
下
を
襲
っ
た
大
干

ば
つ
で
は
、
厚
狭
郡
内
で
植
付
計
画
面
積

6
万
6
千
反
に
対
し
、
植
付
不
能
面
積
が

7
千
反
、
苗
の
枯
死
が
4
万
8
千
反
に
達

し
、
6
千
戸
の
農
家
に
被
害
が
お
よ
び
ま

し
た
。
し
か
し
、
寝
太
郎
堰
の
灌
漑
地
域

は
干
ば
つ
を
も
の
と
も
せ
ず
、
な
ん
と
2

割
の
増
収
さ
え
記
録
し
ま
し
た
。
地
元
で

は
今
で
も
寝
太
郎
に
深
く
感
謝
し
て
お
り
、

毎
年「
寝
太
郎
ま
つ
り
」を
開
催
す
る
ほ
か
、

人
形
や
餅
や
公
園
な
ど
、
い
た
る
と
こ
ろ

に
寝
太
郎
が
息
づ
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

実
際
に
昔
話
の
主
人
公
が
お
と
ぎ
の
国
か

ら
や
っ
て
き
た
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。

い
っ
た
い
、
寝
太
郎
と
は
何
者
な
の
で

し
ょ
う
か
。
ま
ず
は
地
元
に
伝
わ
る
話
を

見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

庄
屋
の
息
子
の
太
郎
は
、
毎
日
寝
て
ば

か
り
い
て
ゴ
ロ
ゴ
ロ
と
過
ご
し
て
い
た
の

で「
寝
太
郎
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
う
し
て
三
年
と
三
月
が
た
っ
た
あ
る
日

の
こ
と
、
太
郎
は
父
親
に
千
石
船
と
船

い
っ
ぱ
い
の
わ
ら
じ
を
つ
く
っ
て
く
れ
と

い
い
だ
し
ま
し
た
。
な
ん
の
こ
と
や
ら
庄

屋
に
は
見
当
も
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

可
愛
い
息
子
の
た
め
に
願
い
を
か
な
え
て

や
る
と
、
太
郎
は
佐
渡
ヶ
島
を
め
ざ
し
て

大
海
原
へ
と
漕
ぎ
出
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

島
に
着
く
と
、
太
郎
は
積
み
荷
の
わ
ら

じ
を
島
人
た
ち
の
ボ
ロ
ボ
ロ
の
わ
ら
じ
と

交
換
し
て
、
船
い
っ
ぱ
い
に
積
ん
で
帰
っ

て
き
ま
し
た
。
あ
き
れ
る
村
人
を
よ
そ
に
、

太
郎
は
大
き
な
桶
の
な
か
で
、
わ
ら
じ
を

一
つ
一
つ
丁
寧
に
洗
い
は
じ
め
ま
し
た
。

　

数
日
後
、
桶
の
水
を
く
み
出
し
て
み
る

と
、
な
ん
と
底
に
は
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
の

砂
金
が
た
ま
っ
て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。
そ
う
、
太
郎
は
一
握
り
も
持
ち
出
す

こ
と
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
佐
渡
金
山
の
土

を
、
ど
う
し
て
持
ち
帰
る
か
三
年
三
月
も

の
間
、
考
え
続
け
て
い
た
の
で
す
。
こ
う

は
じ
め
に

隣
の
寝
太
郎

厚
狭
の
禰
太
郎

け
ん
せ
つ

で
ん
せ
つ
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厚
狭
の
寝
太
郎
堰

し
て
手
に
入
れ
た
砂
金
で
堰
を
築
き
、
豊

か
な
美
田
が
拓
か
れ
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
怠
け
者
が
、
突
然
知
恵
を
働

か
せ
る
昔
話
は「
隣
の
寝
太
郎
」と
い
う

話
型
に
分
類
さ
れ
、
青
森
か
ら
沖
縄
ま
で

全
国
で
60
話
近
く
採
集
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
話
の
多
く
は
長
者
の
娘
を

娶
る
た
め
の
狡
知
譚
で
あ
り
、
た
と
え
ば

寝
て
い
る
長
者
の
耳
元
で「
隣
の
寝
太
郎

を
聟
に
と
れ
」と
さ
さ
や
く
と
、
長
者
は

神
さ
ま
の
お
告
げ
だ
と
思
い
込
ん
で
し
ま

う
と
か
、
夜
に
長
者
の
庭
の
松
の
木
に
の

ぼ
り
、
神
さ
ま
を
装
っ
て「
寝
太
郎
を
聟

に
と
れ
」と
告
げ
た
あ
と
、
あ
ら
か
じ
め

用
意
し
た
鳩
に
提
灯
を
つ
け
て
飛
ば
し
、

こ
れ
を
見
た
長
者
が
本
物
だ
と
信
じ
て
し

ま
う
な
ど
と
い
っ
た
話
で
す
が
、
厚
狭
で

は
嫁
と
り
の
話
は
な
く
、
他
の
寝
太
郎
と

は
お
も
む
き
が
異
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、

ど
う
し
て
水
田
の
開
削
者
と
な
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

　

千
町
ヶ
原
が
開
削
さ
れ
た
時
期
は
よ
く

わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
既
存
の
文
献
に

よ
れ
ば
文
禄
元
年（
1
5
9
2
）頃
は
、

入
海
の
よ
う
な
沼
沢
地
だ
っ
た
よ
う
に
書

か
れ
て
お
り
、
こ
の
記
述
が
正
し
け
れ
ば

開
拓
は
そ
れ
以
降
と
な
り
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
寛
永
2
年（
1
6
2
5
）

と
貞
享
3
年（
1
6
8
6
）の
千
町
ヶ
原

を
含
む
地
域
の
検
地
帳
を
比
較
し
て
み
る

と
、
1
1
6
町
ほ
ど
水
田
が
増
え
て
お
り
、

千
町
ヶ
原
の
水
田
面
積
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
こ
の
期
間
に
開
削
さ
れ
た

可
能
性
も
示
唆
さ
れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
降
っ
て
寛
保
2
年（
1
7
4
2
）

の『
地
下
上
申
』に
は
、「
厚
狭
之
禰
太
郎

と
申
者
吟
味
ニ
て
田
地
ニ
相
成
候
」と
あ

り
、
字
こ
そ
違
え
ど
も「
禰（
ね
）太
郎
」

が
登
場
し
ま
す
。
こ
れ
が
何
者
か
は
わ
か

り
ま
せ
ん
が
、〝
禰
〞と〝
寝
〞は
音
が
同
じ

で
あ
る
こ
と
が
、
寝
太
郎
が
厚
狭
に
腰
を

据
え
た
重
要
な
要
素
に
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
地
元
に
残
る
古
文
書
に
は
、

寝
太
郎
は
平
家
の
悪
七
兵
衛
景
清
の
子
孫

で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
景
清
は
謡

曲
な
ど
で
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
人
物
で
、

源
平
合
戦
の
あ
と
三
十
七
回
も
源
頼
朝
の

命
を
ね
ら
い
続
け
た
と
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
頼
朝
へ
の
復
讐
心
を
捨
て
る
た
め

に
自
ら
目
玉
を
く
り
ぬ
い
て
盲
目
と
な
っ

た
、
な
ど
と
い
う
話
が
付
き
ま
と
う
の
は
、

景
清
を
祖
先
と
あ
お
ぐ
盲
僧
た
ち
の
存
在

が
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

彼
ら
は
、
平
家
物
語
な
ど
を
弾
き
語
り
な

が
ら
全
国
を
旅
し
て
い
ま
し
た
が
、
多
く

の
昔
話
を
面
白
く
語
り
、
時
に
は
少
し
ず

つ
改
作
し
て
聞
き
手
を
喜
ば
し
て
い
た
と

柳
田
國
男
は
述
べ
て
い
ま
す
。
古
文
書
に

お
け
る
景
清
の
登
場
は
、
厚
狭
の
寝
太
郎

が
誕
生
し
た
背
景
に
盲
僧
た
ち
の
存
在
が

あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思

え
ま
す
。

　

厚
狭
は
旧
山
陽
道
が
通
る
地
域
で
、
都

と
九
州
を
往
来
す
る
多
く
の
旅
人
た
ち
が

行
き
交
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
盲
僧
た
ち

が
厚
狭
に
た
ど
り
つ
き
、
各
地
で
伝
わ
る

寝
太
郎
物
語
を「
禰
太
郎
」と
結
び
付
け

た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
後
、
文
政
元
年（
1
8
1
8
）頃
の

『
寄
題
枕
流
亭
十
二
勝
』に
お
い
て「
寝
太

郎
」は
初
出
し
、
天
保
12
年（
1
8
4
2
）

の『
風
土
注
進
案　

末
益
村
』に
は
、
つ
い

に「
寝
て
ば
か
り
の
寝
太
郎
が
工
夫
を
凝

ら
し
て
千
町
ヶ
原
を
拓
い
た
」と
い
う
物

語
の
原
型
が
文
書
と
し
て
残
さ
れ
る
に
い

た
り
ま
し
た
。
千
石
船
と
佐
渡
ヶ
島
の
砂

金
の
味
付
け
は
、
昭
和
4
年
以
前
に
は
成

さ
れ
て
お
り
、
昭
和
28
年
2
月
2
日
の
朝

日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た「
寝
太
郎
物
語
」

に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

の
で
す
。

　

現
在
の
寝
太
郎
堰
は
、堰
長
8
2.
5
ｍ
、

堰
高
3
ｍ
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
堰
で
あ
り
、

旧
寝
太
郎
堰
が
昭
和
34
年
の
洪
水
で
崩
壊

し
た
後
、
昭
和
38
年
に
完
成
し
ま
し
た
。

旧
寝
太
郎
堰
は「
古
典
的
な
土
木
工
法
の

集
大
成
」と
称
さ
れ
、
土
と
木
と
石
の
み

で
造
ら
れ
た
文
字
通
り
の
土
木
構
造
物
で
、

随
所
に
建
設
者
の
英
知
が
見
ら
れ
た
と
い

い
ま
す
。
明
治
十
年
代
に
造
ら
れ
た
可
能

性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
し
た
が
、
大
洪
水
で
流
さ
れ
て
し

ま
っ
た
今
で
は
、
旧
堰
に
つ
い
て
の
多
く

は
謎
の
ま
ま
と
な
り
ま
し
た
。
旧
堰
以
前

に
つ
い
て
は
言
わ
ず
も
が
な
で
、
人
々
の

命
を
繋
い
で
き
た
大
事
な
構
造
物
の
史
料

が
、
な
ん
ら
残
さ
れ
て
い
な
い
の
は
大
変

残
念
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

現
在
で
も
、
多
く
の
構
造
物
の
設
計
図

書
が
廃
棄
さ
れ
て
お
り
、
識
者
の
間
で
は

懸
念
の
声
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
学
会
な

ど
が
中
心
と
な
っ
て
保
存
の
呼
び
か
け
を

行
う
な
ど
、
後
世
へ
の
貴
重
な
遺
産
と
し

て
何
と
か
残
す
手
立
て
を
講
じ
て
い
た
だ

き
た
い
も
の
で
す
。

（
文
：
江
口
知
秀
）
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狭
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