
け
ん
せ
つ

で
ん
せ
つ

のシ
リ
ー
ズ

建設産業図書館通信 Vol.66

48

は
じ
め
に

　
加
賀
百
万
石
の
金
沢
城
は
、
浅
野
川
と

犀
川
に
挟
ま
れ
た
小
立
野
台
地
の
先
端
に

建
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
城
の
周
り
に
は

百
間
堀
や
内
総
構
堀
、
外
総
構
堀
と
い
っ

た
堀
が
あ
り
ま
し
た
が
、
な
に
ぶ
ん
台
地

の
こ
と
ゆ
え
水
利
が
悪
く
、
水
の
無
い
涸

処
刑
説
を
書
い
た
資
料

　
そ
の
二
次
史
料
の
な
か
で
、
は
っ
き
り

と
板
屋
兵
四
郎
が
藩
に
よ
っ
て
処
刑
さ
れ

た
と
書
か
れ
て
い
る
も
の
は
、
彼
の
菩
提

寺
と
伝
え
ら
れ
る
即
得
寺
の
過
去
帳
の
み

で
、「
金
沢
城
中
江
水
を
上
げ
、
同
城
中

へ
石
を
積
み
奉
る
、
出
来
之
上
御
定
与
而

去
死
に
也
」
と
あ
り
、
藩
の
定
め
に
よ
っ

て
処
刑
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
あ
え
て
、
も
う
一
つ
あ
げ
る
な
ら
ば
、

お
よ
そ
２
０
０
年
後
の
文
政
８
年
（
１
８

２
５
）に
成
立
し
た『
金
城
深
秘
録
』で
す
。

こ
れ
に
は
、「
板
屋
を
は
じ
め
９
人
の
者

が
牢
に
入
れ
ら
れ
、１
人
が
逃
げ
出
し
た
。

そ
の
ま
ま
に
し
て
お
け
ば
他
国
へ
用
水
の

秘
密
が
漏
れ
る
の
で
こ
の
よ
う
な
処
置
を

と
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
８
人
の
者
は
袋
村

の
神
に
祭
り
上
げ
ら
れ
、
開
帳
の
際
に
は

変
事
が
お
こ
る
」
と
し
て
、
い
か
に
も
処

刑
さ
れ
た
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

現
在
の
通
説

　
そ
の
他
の
資
料
は
、
だ
い
た
い
病
死
か

死
因
が
記
さ
れ
て
い
な
い
か
で
、
現
在
で

は
処
刑
説
は
否
定
さ
れ
お
り
、
用
水
完
成

後
も
越
中
新
川
郡
高
原
野
新
田
の
用
水
工

事
に
従
事
す
る
な
ど
、
存
命
し
た
と
す
る

見
方
と
な
っ
て
い
ま
す
。

田
中
正
義
の
手
記

　
で
は
処
刑
説
は
ど
の
よ
う
に
広
ま
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ

た
の
は
、
洋
学
者
で
あ
り
歴
史
家
で
も

あ
っ
た
田
中
正
義
の
手
記
で
し
た
。
そ
れ 小立野通りを流れる辰巳用水（石川県金沢市）

板
屋
兵
四
郎
の
最
後

兼六園の遣水。辰巳用水を引いて造られている（石川県金沢市）

兼六園の辰巳用水沈砂池。辰巳用水の水はここで砂を落として園内に引き入れる
（石川県金沢市）

堀
か
、
そ
れ
に
近
い
状
態
で
し
た
。

　
そ
の
た
め
市
街
は
火
災
に
弱
く
、
寛
永

８
年
（
１
６
３
１
）
４
月
、
犀
川
大
橋
詰

に
あ
る
法
船
寺
門
前
か
ら
の
出
火
に
よ
っ

て
、
金
沢
城
を
は
じ
め
城
下
の
大
半
が
焼

け
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
火

事
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
防
火
対
策
用
の

水
を
ひ
く
こ
と
と
な
り
、
翌
９
年
に
辰
巳

用
水
の
掘
削
工
事
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

辰
巳
用
水
に
つ
い
て

　
辰
巳
用
水
は
金
沢
城
の
東
南
、
つ
ま
り

辰
巳
の
方
角
に
あ
る
上
辰
巳
地
内
か
ら
犀

川
の
水
を
取
水
し
、
約
10
㎞
の
水
路
を
掘

り
上
げ
、
さ
ら
に
城
を
囲
む
堀
の
下
を
潜

ら
せ
て
城
内
へ
水
を
導
き
い
れ
ま
し
た
。

ち
な
み
に
兼
六
園
に
は
、
辰
巳
用
水
を
引

き
入
れ
て
園
内
の
美
し
い
遣
水
が
造
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
江
戸
時
代
初
期
に
開
削
さ
れ
た
用
水
路

の
中
で
も
優
れ
た
技
術
が
導
入
さ
れ
、
例

え
ば
取
水
口
か
ら
小
立
野
台
地
に
至
る
ま

で
は
、
約
３
㎞
に
も
お
よ
ぶ
導
水
ト
ン
ネ

ル
が
掘
ら
れ
て
お
り
、
精
度
の
高
い
測

量
技
術
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。

　
ま
た
、
金
沢
城
を
囲
む
堀
の
下
を
潜
ら

せ
る
際
に
は
、
高
低
差
を
利
用
し
て
逆
サ

イ
フ
ォ
ン
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ

の
よ
う
な
高
度
で
大
規
模
な
工
事
だ
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
１
〜
２
年
ほ
ど
の
短

期
間
で
完
成
さ
せ
て
い
る
な
ど
、
土
木
史

上
で
も
注
目
さ
れ
る
用
水
路
で
す
。

　
そ
の
辰
巳
用
水
を
完
成
に
導
い
た
人
物

は
、
板
屋
兵
四
郎
と
い
う
町
人
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
難
工
事
を
速
成
し
た
功
績
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
工
事
完
成
後
に
加
賀
藩

に
よ
っ
て
処
刑
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

地
元
で
の
伝
説

　
例
え
ば
『
金
沢
市
史
　
資
料
編
14
民

俗
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
話
が
採
録
さ
れ

て
い
ま
す
。「
板
屋
兵
四
郎
は
小
松
の
出

身
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
辰
巳
用
水
の
ト

ン
ネ
ル
工
事
で
は
松
明
を
も
っ
て
高
低
を

測
っ
た
と
い
う
。
辰
巳
用
水
の
完
成
後
、

前
田
の
殿
さ
ん
が
大
事
業
だ
か
ら
褒
美
を

や
ろ
う
と
い
っ
た
。
兵
四
郎
は
『
一
文
銭

を
毎
日
、
三
年
間
倍
返
し
に
し
て
く
れ
』

と
い
っ
た
。
殿
さ
ん
は
そ
れ
で
は
百
万
石

が
な
く
な
る
と
い
っ
て
、
兵
四
郎
を
殺
し

て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
袋
の
在

所
の
神
さ
ん
に
し
た
。
袋
の
中
に
入
れ
て

し
ま
え
ば
外
へ
出
て
こ
れ
な
い
と
い
っ
て

殺
し
、
祀
っ
た
と
い
う
」。

一
次
史
料
の
欠
如

　
実
は
辰
巳
用
水
に
関
す
る
一
次
史
料

は
、
ま
っ
た
く
残
っ
て
お
ら
ず
、
今
日
に

伝
え
ら
れ
て
い
る
史
料
は
、
す
べ
て
後
世

に
書
か
れ
た
二
次
史
料
で
す
。
そ
の
う
ち

最
も
古
い
も
の
で
も
60
年
以
上
後
に
成
立

し
た
『
三
壺
聞
書
』
で
あ
り
、
そ
の
他
は

も
っ
と
後
世
に
書
か
れ
た
も
の
ば
か
り
で

す
。
よ
っ
て
、
板
屋
兵
四
郎
の
事
績
に
つ

い
て
も
、
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
ど
れ
が
信

用
に
足
る
も
の
か
精
査
す
る
こ
と
は
困
難

な
状
況
に
あ
り
ま
す
。

に
よ
る
と
処
刑
説
の
論
拠
は
３
つ
あ
り
ま

す
。
第
一
に
辰
巳
用
水
は
金
沢
城
の
要
害

な
の
で
、
秘
密
が
他
藩
に
漏
れ
な
い
よ
う

に
す
る
た
め
。
第
二
に
辰
巳
用
水
の
開
削

後
に
越
前
の
某
藩
が
ひ
そ
か
に
板
屋
兵
四

郎
を
招
い
て
い
た
の
で
、
辰
巳
用
水
の
秘

密
が
通
じ
る
恐
れ
が
あ
っ
た
た
め
。
第
三

に
辰
巳
用
水
は
侍
で
は
な
く
、
町
人
が
考

え
た
も
の
な
の
で
、
藩
主
の
威
厳
を
損
ね

る
た
め
。

　
こ
の
後
、
田
中
の
説
を
継
承
し
た
和
田

文
次
郎
が
、
大
正
時
代
に
北
国
新
聞
へ
処

刑
説
を
投
書
し
た
こ
と
か
ら
広
ま
っ
た
よ

う
で
す
。
し
か
し
、
田
中
の
処
刑
説
の
論

拠
に
つ
い
て
は
、
証
明
す
る
史
料
は
何
も

な
く
、ま
っ
た
く
の
憶
測
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

『
明
治
以
前
日
本
土
木
史
』

　
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
処
刑
説
は
ず

い
ぶ
ん
と
支
持
さ
れ
る
に
い
た
り
ま
し

た
。
例
え
ば
土
木
学
会
が
昭
和
11
年
（
１

９
３
６
）
に
刊
行
し
た
『
明
治
以
前
日

本
土
木
史
』
の
書
き
ぶ
り
は
、
な
か
な

か
強
烈
で
す
。

　
ま
ず
、
こ
の
本
で
は
板
屋
兵
四
郎
の
子

孫
が
天
明
５
年
（
１
７
８
５
）
に
町
奉
行

所
に
提
出
し
た
由
緒
書
を
あ
げ
て
い
ま

す
。
そ
れ
に
は
、
板
屋
の
最
後
に
つ
い
て

「
其
内
病
死
仕
、
年
号
相
知
不
申
候
」
と
、

は
っ
き
り
病
死
と
書
い
て
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、「
死
去
の
年
月
詳
な
ら
ず
と
な

せ
ど
も
、
田
中
正
義
の
手
記
に
は
寛
永
13

年
（
１
６
３
６
）
10
月
９
日
非
命
に
死

す
と
見
え
（
中
略
）
非
命
に
死
し
た
る
は

従
来
萬
口
一
致
し
て
傳
承
す
る
所
な
り
」

と
し
て
、
前
に
述
べ
た
三
つ
の
論
拠
を
あ

げ
た
後
、「
伝
説
に
多
少
の
相
違
こ
そ
あ

れ
、
兵
四
郎
の
大
功
が
禍
し
て
非
命
に
死

し
た
り
し
は
疑
を
容
れ
ざ
る
な
り
」
と
、

処
刑
さ
れ
た
の
は
間
違
い
な
い
と
し
て
い

ま
す
。

時
代
の
影
響
か

　
わ
ざ
わ
ざ
病
死
と
書
い
て
あ
る
史
料
を

あ
げ
て
な
お
、
処
刑
さ
れ
た
の
だ
と
言
い

切
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
、
執
筆
者
は
処
刑
説

に
固
執
し
て
い
ま
す
。こ
う
し
た
こ
と
は
、

も
ち
ろ
ん
個
人
の
考
え
に
も
よ
り
ま
す

が
、
彼
が
生
き
た
時
代
背
景
も
関
わ
っ
て

く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
ず
、
田
中
正
義
が
処
刑
説
を
唱
え
た

幕
末
・
維
新
の
こ
ろ
は
江
戸
幕
府
が
崩
壊

し
、
新
し
い
明
治
の
時
代
が
始
ま
ろ
う
と

し
て
い
ま
し
た
。田
中
の
挙
げ
た
論
拠
は
、

旧
藩
主
の
過
ち
、
す
な
わ
ち
封
建
制
の
旧

弊
を
糾
弾
し
て
い
る
よ
う
に
も
受
け
取
れ

ま
す
。

　
ま
た
、『
明
治
以
前
日
本
土
木
史
』
が

刊
行
さ
れ
た
１
９
３
０
年
代
初
頭
は
、
昭

和
６
年（
１
９
３
１
）の
満
洲
事
変
に
よ
っ

て
、
第
二
次
大
戦
終
結
ま
で
の
い
わ
ゆ
る

15
年
戦
争
の
口
火
が
切
ら
れ
た
時
代
で
し

た
。
反
体
制
運
動
が
弾
圧
さ
れ
、
思
想
統

制
が
強
め
ら
れ
る
な
か
、
個
人
の
存
在
ま

で
も
が
軽
ん
じ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の

で
す
。
こ
う
し
た
時
代
に
あ
っ
て
、
大
功

あ
る
人
間
も
権
力
者
の
都
合
に
よ
っ
て
抹

消
さ
れ
る
と
い
う
板
屋
兵
四
郎
の
処
刑
説

は
、
執
筆
者
た
ち
に
受
入
れ
ら
れ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

お
わ
り
に

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
処
刑
説
が
唱
え
ら

れ
、
支
持
さ
れ
た
理
由
が
理
解
さ
れ
る
よ

う
に
も
思
え
ま
す
。
ま
た
日
本
人
は
判
官

び
い
き
を
好
み
、「
理
不
尽
な
死
を
強
い

ら
れ
た
立
派
な
人
物
」
を
も
て
は
や
す
傾

向
が
あ
り
ま
す
。『
辰
巳
用
水
を
さ
ぐ
る
』

で
著
者
の
か
つ
お
き
ん
や
氏
が
言
う
よ
う

に
、
も
っ
と
も
い
け
な
い
こ
と
は
土
木
事

業
を
「
個
人
の
業
績
だ
と
考
え
、
そ
の
個

人
を
ス
タ
ー
に
す
る
と
い
う
こ
と
」
で
す

が
、
板
屋
兵
四
郎
以
外
に
も
土
木
史
上
の

創
ら
れ
た
「
悲
劇
の
ス
タ
ー
」
は
存
在
し
、

そ
の
裏
に
は
そ
れ
ぞ
れ
面
白
い
事
実
が
あ

り
ま
す
。
い
ず
れ
、
こ
の
連
載
で
紹
介
し

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。（

文
：
江
口
知
秀
）
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