
　

こ
の
説
明
に
対
し
、「
え
っ
せ
い
」で

指
摘
し
た
事
項
は
、以
下
の
通
り
で

あ
っ
た
。

　

①
土
木
が
利
用
す
る
材
料
は
、こ
こ

に
例
示
さ
れ
た
も
の
ば
か
り
な
の
か
。

近
年
、橋
脚
の
耐
震
補
強
の
た
め
に
炭

素
フ
ァ
イ
バ
ー
シ
ー
ト
で
巻
き
立
て
る
こ

と
が
あ
る
が
、そ
れ
は
土
木
で
は
な
い
の

か
。②
道
路
か
ら
上
下
水
道
ま
で
を
列

挙
し
て
い
る
が
、こ
れ
ら
は
な
ぜ
例
示
さ

れ
て
い
る
の
か
。こ
れ
ら
の
共
通
点
は
何

な
の
か
。③
土
木
と
は
工
事
の
こ
と
な

の
か
。大
学
の「
土
木
工
学
教
室
」は
、工

事
の
や
り
方
を
極
め
る
と
こ
ろ
な
の
か
。

　

何
は
と
も
あ
れ
、画
期
的
な
土
木
の

説
明
を
成
し
遂
げ
て
く
れ
た
三
省
堂『
大

辞
林
改
訂
第
四
版
』の
発
刊
を
心
か
ら

喜
び
た
い
し
、三
省
堂
は
じ
め
改
訂
に
努

力
さ
れ
た
方
々
に
心
か
ら
感
謝
し
た
い
。

　

国
語
辞
典
の
説
明
に
疑
問
が
あ
る
と

い
う
意
味
で
、次
に
国
語
辞
典
の「
峠
」の

説
明
ぶ
り
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。こ
れ

も
、ま
ず
す
べ
て
の
辞
書
が
次
の
よ
う
に

　

こ
の
と
き
、土
木
が
ど
の
よ
う
に
国
語

の
辞
典
で
説
明
さ
れ
て
い
る
の
か
を
、流

布
し
て
い
る
ほ
と
ん
ど
の
辞
典
を
調
べ
て

が
っ
か
り
し
た
経
験
を
こ
の「
え
っ
せ
い
」

に
記
し
た
の
が
、国
語
辞
典
の
土
木
表

記
に
つ
い
て
こ
だ
わ
り
を
持
ち
始
め
た

最
初
だ
っ
た
。

　

そ
の
後
、長
い
年
月
を
経
て
第
一
〇
五

代
の
土
木
学
会
会
長
に
選
任
さ
れ
た
と

き
、辞
典
の
土
木
表
記
を
そ
の
ま
ま
に

し
て
お
い
た
の
で
は
、土
木
の
理
解
を
深

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
、国
語
辞

典
を
発
刊
し
て
い
る
大
手
出
版
社
の
三

省
堂
と
も
う
一
社
と
打
ち
合
わ
せ
を
す

る
機
会
を
持
っ
た
の
だ
。

　

土
木
事
業
の
種
類
や
、そ
れ
ぞ
れ
の

事
業
目
的
、土
木
工
学
の
学
問
的
内
容

な
ど
を
説
明
し
た
と
こ
ろ
、な
ん
と
三

省
堂
は「
次
回
の
改
定
時
に
考
え
て
み

た
い
」と
返
答
し
て
く
れ
た
の
だ
。も
う
一

社
と
は
、筆
者
は
直
接
面
談
で
き
な
か
っ

た
が
、土
木
学
会
の
仲
間
の
熱
心
な
説

明
に
も
か
か
わ
ら
ず
、わ
れ
わ
れ
の
意
見

を
受
け
入
れ
る
考
え
は
な
く
、検
討
す

る
と
の
回
答
は
い
た
だ
け
な
か
っ
た
。

　

そ
れ
か
ら
二
年
ほ
ど
経
っ
た
今
年
の

秋
に
、三
省
堂
の『
大
辞
林
』が
改
訂
第

　

か
つ
て
本
欄
で
、国
語
辞
典
の
土
木
の

説
明
が
土
木
の
実
態
を
踏
ま
え
た
も
の

に
な
っ
て
い
な
い
と
記
し
た
こ
と
が
あ

る
。「
土
と
木
」な
ど
と
土
木
と
い
う
表

記
に
と
ら
わ
れ
た
よ
う
な
説
明
や
、土

木
が
何
の
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
な
の

か
と
い
っ
た
土
木
理
念
を
提
示
し
て
お

ら
ず
、土
木
の
本
質
が
伝
わ
り
に
く
い
、

と
い
う
よ
り
伝
わ
ら
な
い
説
明
ば
か
り

で
あ
る
と
嘆
い
た
の
だ
っ
た
。

　
『
し
び
る
え
ん
じ
に
あ
り
ん
ぐ
え
っ
せ

い
』（
山
海
堂
）を
ペン
ネ
ー
ム・
小
泉
純
一

で
発
表
し
た
の
は
、昭
和
六
十
三（
一
九

八
八
）年
の
こ
と
だ
っ
た
。当
時
も
、証
券

バ
ブ
ル
と
か
に
浮
か
れ
て
い
た
時
代
で
、

「
金
融
さ
え
回
っ
て
い
け
ば
実
物
経
済
な

ど
ど
う
で
も
い
い
」と
い
う
よ
う
な
極
端

な
雰
囲
気
も
あ
っ
た
時
代
だ
っ
た
。

　

地
道
な
土
木
事
業
な
ど
は
、極
め
て

な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
た
報
道
し
か
な
さ

れ
ず
、こ
ん
な
こ
と
で
こ
の
国
は
大
丈

夫
か
と
い
う
思
い
が
、こ
の
エ
ッ
セ
イ
の

出
版
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。
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国
語
辞
典
説
明
の

コペルニ
クス
的
転
換

国
語
辞
典
で
の

「
峠
」の
説
明

説
明
し
て
い
る
。

　

峠
＝「『
手
向
け（
た
む
け
）』の
転
。

通
行
者
が
旅
路
の
安
全
を
祈
っ
て
道
祖

神
に
手
向
け
た
所
の
意
。『
峠
』は
国
字
」

し
か
し
こ
れ
で
は
、異
郷
と
の
境
界
と
い

う
意
味
を「
峠
」が
含
意
す
る
こ
と
を
説

明
で
き
て
い
な
い
。

　

こ
の
説
明
に
あ
る
よ
う
に
、峠
と
い
う

文
字
は
中
国
由
来
で
は
な
く
、日
本
人

が
作
っ
た
漢
字
で
あ
る
。中
国
人
が
こ
の

漢
字
を
作
ら
な
か
っ
た
の
は
、作
る
必
要

が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、つ
ま
り
峠
と

い
う
概
念
が
日
常
の
生
活
に
不
要
で

あ
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。

　

も
し
国
語
辞
典
の
説
明
の
よ
う
に
、

旅
路
の
安
全
を
神
に
祈
る
言
葉
だ
と
い

う
の
な
ら
、中
国
の
人
々
が
あ
の
大
大
陸

の
移
動
に
際
し
て
、安
全
を
祈
願
し
な

か
っ
た
は
ず
が
な
い
。ま
し
て
、昔
は
至

る
所
に
山
賊
や
盗
賊
が
群
れ
を
な
し
て

割
拠
し
て
い
た
の
だ
。祈
り
な
く
し
て
旅

な
ど
で
き
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

そ
れ
で
も
中
国
人
が
峠
の
概
念
を
必

要
と
し
な
か
っ
た
の
は
、旅
の
安
全
を
祈

る
道
祖
神
が
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。

峠
と
説
明
す
べ
き「
地
形
が
身
近
に
な

か
っ
た
」か
ら
な
の
だ
。

　

中
国
人
が
文
明
を
育
ん
だ
中
原
地
帯

は
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
平
原
を
遙
か
に
超
え

る「
大
大
平
原
」だ
っ
た
。こ
こ
に
は
、越

え
る
べ
き
山
な
ど
存
在
し
て
い
な
い
の
で

あ
る
。当
然
な
が
ら
、山
の
鞍
部
で
あ
る

峠
も
な
い
。

　
「
手
向
け
」か
ら
転
じ
た
と
の
説
明
は

い
か
に
も
苦
し
い
。「
た
む
け
」を
何
万

回
言
っ
て
お
れ
ば
、「
と
う
げ
」に
た
ど
り

着
く
の
だ
ろ
う
。「
た
む
け
」と「
と
う

げ
」の
間
の
遷
移
語
は
万
葉
集
か
何
か

に
発
見
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。こ
の

説
明
に
は
無
理
が
あ
る
の
だ
。一
方
、日

本
と
同
じ
よ
う
に
山
が
ち
の
国
土
を
持

つ
朝
鮮
半
島
に
は
、峠
の
概
念
が
あ
り
、

そ
れ
を
朝
鮮
で
は「
こ
げ
」（
ｇ
ｏ
ｇ
ｅ
）と

言
う
と
、あ
る
韓
国
人
か
ら
聞
い
た
の
で

あ
る
。

　

こ
の「
こ
げ
」と
い
う
音
が
日
本
に
移

入
さ
れ
て「
と
う
げ
」と
な
り
、日
本
人

が
該
当
す
る
漢
字
を
作
っ
た
に
違
い
な

い
。ど
の
分
野
に
お
い
て
も
、「
そ
の
説
明

は
正
し
い
の
か
」「
論
拠
と
な
る
事
実
を

し
っ
か
り
踏
ま
え
て
い
る
か
」に
敏
感
で

あ
り
た
い
。で
た
ら
め
な
主
流
派
経
済

学
が
跋
扈
す
る
こ
の
国
で
は
、特
に
注

意
が
必
要
だ
。

四
版
と
し
て
発
刊
さ
れ
た
。な
ん
と
、こ

の
改
訂
第
四
版
の
説
明
は
、大
仰
で
は

な
く
明
治
以
来
の
国
語
辞
典
に
お
け
る

土
木
の
説
明
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
換
を

し
て
い
た
の
だ
。

　

第
四
版
の
説
明
の
ポ
イ
ン
ト
を
抽
出

し
て
記
す
と
、以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

土
木
＝「
道
路
・
橋
梁
・
鉄
道
・
港
湾
・

堤
防
・
河
川
・
上
下
水
道
な
ど
、あ
ら
ゆ

る
産
業
・
経
済
・
社
会
等
人
間
生
活
の
基

盤
と
な
る
イ
ン
フ
ラ
を
造
り
、維
持
・
整

備
し
て
い
く
活
動
」

　

こ
こ
で
は
、イ
ン
フ
ラ（
＝
イ
ン
フ
ラ
ス

ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
）の
意
味
を
キ
チ
ン
と
説

明
し
て
あ
る
し
、そ
れ
は
何
か
ら
構
成
さ

れ
る
の
か
、そ
れ
は
社
会
に
お
い
て
ど
う

機
能
す
る
も
の
な
の
か
が
、ス
ト
レ
ー
ト

に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
『
し
び
る
え
ん
じ
に
あ
り
ん
ぐ
え
っ
せ

い
』以
来
三
〇
年
、こ
れ
を
待
っ
て
い
た

の
だ
。

　

こ
れ
が
い
か
に
画
期
的
な
の
か
、旧
版

の
説
明
ポ
イ
ン
ト
を
記
し
て
み
よ
う
。

　

土
木
＝「
土
石
・
木
材
・
鉄
材
な
ど
を

使
用
し
て
、道
路
・
橋
梁
・
鉄
道
・
港
湾
・

堤
防
・
河
川
・
上
下
水
道
な
ど
を
造
る
建

設
工
事
の
総
称
」
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