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現
代
語
訳
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地
形
並
城
制 

地
形
は
戦
の
助
け
と
な
る
も
の
で
あ
り
、詳
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。明
確
に
険
易
、順
逆
、

遠
近
等
を
知
る
の
が
良
将
の
能
力
で
あ
る
。
こ
こ
で
地
形
が
戦
の
助
け
で
あ
る
と
云
う
の
は
、
我
が

小
勢
で
あ
ỵ
て
も
、
よ
く
険
阻
な
地
形
に
よ
ỵ
て
戦
え
ば
、
大
敵
も
攻
め
た
り
襲
ỵ
た
り
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
又
、
我
が
高
所
に
い
て
敵
を
低
所
に
受
け
れ
ば
、
高
所
か
ら
低
所
へ
は
身
動

き
し
易
く
得
で
あ
る
。
又
、
太
刀
や
鎗
等
も
高
所
か
ら
低
所
へ
は
振
る
い
易
く
て
、
敵
の
胸
以
上
に

当
た
る
の
で
、
自
然
と
利
点
が
多
い
。
こ
の
他
、
左
下
が
り
は
武
器
を
構
え
た
り
用
い
た
り
す
る
姿

勢
か
ら
も
都
合
が
よ
い
の
で
、
順
と
す
る
の
で
あ
る
。
我
は
こ
れ
ら
に
拠
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。 

〇
向
い
上
が
り
と
左
上
が
り
は
逆
で
あ
る
。
我
は
こ
れ
に
拠
ỵ
て
は
な
ら
な
い
。 

〇
八
達
の
地
と
云
う
も
の
が
あ
る
。
は
る
か
遠
く
ま
で
開
け
て
、
四
方
に
道
路
が
よ
く
通
じ
て
い
る

地
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
所
に
陣
を
取
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
中
で
も
小
高
い
所
を
見
つ

け
て
陣
を
取
れ
。
も
し
も
高
い
所
が
二
ἅ
所
あ
り
、
一
つ
は
後
ろ
に
山
や
水
や
藪
等
が
あ
り
、
一
つ

は
こ
う
し
た
物
が
無
け
れ
ば
、
我
は
山
、
水
、
藪
が
あ
る
方
の
丘
を
取
れ
。 

〇
険
と
は
山
坂
、
羊
腸
(
細
⾧
く
曲
が
り
く
ね
ỵ
た
地
)、
高
嶺
、
大
水
、
深
泥
等
を
云
う
の
で
あ
る
。

味
方
が
敵
よ
り
早
く
こ
れ
ら
の
地
に
拠
る
よ
う
に
せ
よ
。 

〇
敵
が
出
て
も
不
利
で
あ
り
、
我
が
出
て
も
不
利
な
所
は
、
進
退
両
難
の
地
で
あ
る
。
敵
か
ら
我
を

誘
き
出
し
て
も
、
出
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
時
、
我
は
陣
を
撤
収
し
て
引
き
去
れ
。
敵
勢
が

追
ỵ
て
来
れ
ば
、
敵
勢
が
そ
の
地
を
出
た
と
こ
ろ
を
反
撃
す
る
か
、
伏
兵
を
設
け
て
討
ち
取
れ
。 

 
 

右
が
地
形
の
大
略
で
あ
る
。
さ
ら
に
細
か
く
研
究
せ
よ
。 

い
く
さ 

つ
ま
び 

わ
れ 



城
制 

 

居
館 

〇
天
之
時
は
地
之
利
に
如
か
ず
と
云
ỵ
て
、
時
日
、
十
二
支
・
十
干
、
旺
相
(
旺
地
・
相
地
・
休
地
・

囚
地
・
死
地
)、
風
雨
等
、
天
の
時
に
お
い
て
は
勝
つ
べ
き 

理 

の
あ
る
時
を
考
え
て
、
軍
を
仕
掛

け
て
も
、
地
の
堅
固
さ
に
は
勝
つ
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
城
を
築
く
に
は

地
形
を
選
ぶ
こ
と
が
第
一
で
あ
る
。
地
形
が
勝
れ
て
良
好
で
あ
る
の
は
、
天
が
造
ỵ
た
普
請
(
土
木

工
事
)
で
あ
る
か
ら
、
別
段
に
人
が
作
る
普
請
を
加
え
な
く
て
も
堅
固
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
地

の
険
を
人
数
の
代
り
に
用
い
る
こ
と
で
あ
り
、
地
形
を
選
ぶ
こ
と
の
大
趣
意
で
あ
る
。
地
形
の
こ
と

は
、
し
ỵ
か
り
と
会
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

〇
『
易
』
に
「
地
険
は
山
川
丘
陵
な
り
。
王
公
険
を
設
け
以
て
其
国
を
守
る
」
と
あ
る
。
そ
の
よ
う

に
地
形
は
国
家
の
宝
で
あ
る
こ
と
を
知
れ
。
こ
れ
ゆ
え
に
魏
の
武
候
も
「
美
な
る
や
山
河
の
固
め
、

こ
れ
魏
國
の
宝
な
り
」
と
云
ỵ
た
の
で
あ
る
。 

〇
城
を
築
く
に
は
、
山
か
水
に
因
る
よ
う
に
せ
よ
。
山
水
二
つ
な
が
ら
に
備
わ
れ
ば
最
良
で
あ
る
。 

〇
城
郭
と
は
、
内
曲
輪
を
城
と
云
い
、
外
曲
輪
を
郭
と
云
う
。
孟
子
に
「
三
里
之
城
、
七
里
之
郭
」

と
云
う
の
も
、
内
曲
輪
と
外
曲
輪
の
こ
と
で
あ
る
。
城
は
そ
れ
に
よ
り
君
主
を
守
る
所
、
郭
は
そ
れ

に
よ
り
民
を
守
る
所
で
あ
る
。
民
と
は
諸
家
中
及
び
百
姓
町
人
ま
で
を
総
じ
て
云
う
言
葉
で
あ
る
。 

〇
城
制
は
日
本
と
異
国
で
そ
の
構
造
が
異
な
る
。
そ
の
構
造
が
異
な
る
の
で
、
籠
城
の
仕
方
も
異
な

る
の
だ
。
先
ず
異
国
の
構
造
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
郭
を
頑
丈
に
構
え
て
こ
れ
に
よ
り
民
を
守
り
、

郭
外
に
人
家
は
無
い
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
籠
城
に
及
ん
で
も
、
城
下
の
地
下
人
(
官
位
を
持
た
な
い

名
主
、
庶
民
)、
商
売
人
等
が
流
浪
し
て
逃
げ
隠
れ
る
こ
と
な
く
、
上
と
共
に
郭
を
守
ỵ
た
。
日
本

流
は
外
曲
輪
と
云
う
も
の
が
無
い
。
た
と
い
郭
が
あ
ỵ
た
と
し
て
も
、
民
を
守
る
こ
と
を
重
視
し
て

い
な
い
の
で
、
城
下
の
町
屋
を
お
び
た
だ
し
く
広
大
に
し
て
、
郭
外
に
人
家
が
多
く
あ
り
、
籠
城
と

附  

こ
と
わ
り 

い
く
さ 

ふ 

し
ん 

く
る
わ 



な
れ
ば
城
下
の
地
下
人
、
商
売
人
の
類
な
ど
は
棄
て
置
か
れ
る
こ
と
か
ら
、
難
を
逃
れ
よ
う
と
す
る

者
が
お
び
た
だ
し
く
出
て
来
て
逃
げ
迷
う
。
そ
の
上
、
天
を
怨
み
、
君
主
を
怨
ん
で
嘆
き
泣
く
声
が

街
に
満
ち
る
。
こ
れ
ら
は
外
曲
輪
が
無
い
か
ら
で
あ
る
と
知
れ
。
さ
て
又
、
異
国
は
大
半
が
民
兵
で

あ
る
か
ら
、
城
下
に
は
六
府
(
宮
中
や
行
幸
啓
の
警
護
の
任
な
ど
に
当
た
る
左
右
の
近
衛
府
・
衛
門
府
・
兵
衛

府
の
総
称
)
の
武
士
が
交
代
で
詰
め
て
い
る
の
で
、
官
人
以
外
に
は
常
住
の
侍
屋
敷
は
多
く
な
い
。

常
住
の
侍
が
多
く
な
い
の
で
、
お
の
ず
か
ら
商
売
も
多
く
な
い
。
こ
の
ゆ
え
に
城
下
も
自
然
と
無
駄

な
く
取
り
ま
と
め
て
、
郭
外
に
人
家
が
無
い
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
は
郭
の
構
え
そ
の

も
の
が
粗
い
上
に
、
武
士
を
残
さ
ず
城
下
に
居
住
さ
せ
て
い
る
の
で
、
商
売
も
次
第
に
お
び
た
だ
し

く
な
ỵ
て
、
町
屋
を
造
り
広
げ
る
の
で
、
城
下
は
段
々
と
広
く
な
り
、
城
は
城
、
城
下
は
城
下
と
別

物
に
な
ỵ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
籠
城
に
な
れ
ば
、
逃
亡
人
が
お
び
た
だ
し
く
出
て
来
て
、
目
も

当
て
ら
れ
ぬ
騒
動
を
生
じ
て
き
た
こ
と
は
、
諸
軍
記
に
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
二
百
年
以

前
、
あ
ら
ゆ
る
物
事
が
不
足
し
て
い
た
時
代
で
さ
え
騒
動
を
生
じ
て
い
た
。
ま
し
て
や
今
の
城
下
で

あ
れ
ば
、
ど
う
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
で
き
る
こ
と
な
ら
ば
、
繰
り
返
し
説
い
て
き
た
よ
う
に
、

衣
食
住
と
音
信
、
贈
答
類
の
無
益
な
奢
侈
を
禁
じ
て
質
朴
を
教
え
、
そ
こ
か
ら
捻
出
で
き
る
経
費
に

よ
り
、
数
年
間
か
け
て
徐
々
に
、
日
本
の
咽
喉
に
あ
た
る
所
の
城
だ
け
で
も
全
て
外
曲
輪
を
建
設
し

た
い
も
の
で
あ
る
。
総
じ
て
こ
の
条
は
、
有
事
に
ど
う
す
べ
き
か
を
工
夫
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
よ

く
よ
く
考
察
し
た
上
で
整
備
す
べ
き
で
あ
る
。 

〇
国
主
の
居
城
は
国
の
根
本
で
あ
り
、
人
民
が
仰
い
で
畏
服
す
る
所
で
あ
る
か
ら
、
地
形
は
も
ち
ろ

ん
、普
請
も
城
門
、及
び
外
か
ら
見
望
す
る
所
は
、大
き
く
立
派
に
造
営
し
て
、壮
観
を
誇
示
せ
よ
。

こ
れ
が
武
徳
を
輝
か
し
て
大
平
を
も
た
ら
す
術
で
あ
る
。 

〇
支
城
並
び
に
居
館
等
は
、
さ
ほ
ど
壮
観
を
示
す
必
要
は
無
い
。
険
に
拠
ỵ
て
攻
撃
や
襲
撃
を
防
ぐ

ち
ま
た 

お
ご
り の

ど
く
び 



こ
と
だ
け
を
主
と
せ
よ
。 

〇
大
昔
か
ら
四
神
相
応
の
地
を
居
城
の
勝
地
(
ữ
勝
利
を
も
た
ら
す
地
)
と
し
て
い
る
。
四
神
と
は

青
龍
、
朱
雀
、
白
虎
、
玄
武
で
あ
る
。
青
龍
は
水
で
あ
る
。
朱
雀
は
田
や
野
が
開
け
た
広
い
平
地
を

云
う
。
白
虎
は
大
道
で
あ
る
。
玄
武
は
山
で
あ
る
。「
前
朱
雀
、
左
青
龍
、
右
白
虎
、
後
玄
武
」
と

云
う
の
は
、
天
神
地
祇
の
輔
け
が
あ
る
地
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
思
う
に
山
を
後
ろ
、
広
い
平
地
を

前
、(
河
川
や
湖
沼
な
ど
の
)
大
水
を
左
、
運
送
の
た
め
の
大
道
を
右
に
し
て
い
れ
ば
、
最
高
の
地

理
で
は
な
い
か
。
よ
ỵ
て
天
神
地
祇
の
輔
け
が
無
く
て
も
な
お
、
有
る
よ
う
な
も
の
だ
。 

〇
平
城
は
四
方
か
ら
敵
を
受
け
て
好
ま
し
く
な
い
。
そ
の
普
請
も
縄
張
(
設
計
)
を
巧
妙
に
し
な
け

れ
ば
損
害
が
多
い
。
そ
れ
で
も
天
下
を
率
い
る
大
城
は
、
広
い
平
地
に
あ
ỵ
て
方
々
か
ら
寄
り
集
ỵ

て
賑
わ
い
、
四
方
の
参
勤
や
運
送
等
の
道
路
も
等
し
く
伸
び
て
い
る
場
所
を
重
視
す
る
の
で
あ
る
。

諸
侯
以
下
は
山
か
水
か
に
拠
ỵ
て
、
片
面
に
築
く
の
が
便
利
で
あ
る
。 

〇
山
城
も
こ
と
の
ほ
か
高
い
山
に
築
い
て
は
な
ら
な
い
。
人
馬
の
駆
け
引
き
が
不
自
由
に
な
る
も

の
で
あ
る
。 

〇
城
の
縄
張
に
様
々
な
習
わ
し
や
伝
授
等
が
あ
る
と
云
え
ど
も
、
基
本
的
に
は
「
こ
の
城
は
高
い

か
、
こ
の
池
は
深
い
か
」
と
云
う
言
葉
を
旨
と
し
て
、
全
て
の
城
制
が
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。 

〇
城
制
は
本
丸
、
二
の
丸
、
三
の
丸
、
外
曲
輪
(
外
堀
)
な
ど
と
、
た
だ
入
子
鉢
の
よ
う
に
構
え
る

だ
け
で
は
な
く
、
と
に
か
く
地
形
に
従
ỵ
て
三
角
に
も
、
入
子
に
も
、
⾧
く
も
、
最
適
な
よ
う
に
築

け
ば
よ
い
。
広
い
平
地
に
城
を
取
る
に
は
、
先
ず
少
し
で
も
高
い
所
を
本
丸
と
し
て
、
二
の
丸
、
三

の
丸
、
外
曲
輪
(
外
堀
)
等
を
構
え
る
の
で
あ
る
。 

〇
全
て
居
城
は
、
国
の
大
小
に
従
ỵ
て
遠
近
に
拘
わ
ら
ず
、
険
を
設
け
よ
。
険
を
設
け
る
と
は
、
あ

る
い
は
関
を
置
き
、
あ
る
い
は
切
通
し
、
あ
る
い
は
登
坂
、
あ
る
い
は
船
渡
し
等
を
造
ỵ
て
、
事
が

た
す 



あ
れ
ば
、
こ
の
難
所
に
お
い
て
一
度
は
敵
を
止
め
て
、
居
城
を
支
え
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と

で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
に
応
じ
て
屏
を
設
け
よ
。
屏
と
は
、
重
要
な
場
所
に
身
分
が
高
く
て
武
功

の
あ
る
者
を
土
着
さ
せ
、
事
あ
る
時
は
本
城
に
押
し
来
る
敵
を
く
い
止
め
さ
せ
、
又
は
後
詰
め
等
を

も
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
広
く
云
う
な
ら
ば
、
諸
侯
の
国
々
は
江
戸
の
屏
で
あ
る
。
箱
根
、
碓
井
、

房
州
、浦
賀
等
は
江
戸
の
険
で
あ
る
。又
、
我
が
藩
に
つ
い
て
云
う
な
ら
ば
、
笹
谷
、
柵
並(
作
並
)、

尿
前
、
相
去
等
は
険
で
あ
る
。
角
田
、
白
石
、
岩
手
、
水
澤
、
宮
戸
等
は
屏
で
あ
る
。
天
下
の
険
屏

と
一
国
の
険
屏
と
で
大
小
異
な
る
と
云
え
ど
も
、
そ
の
本
質
は
差
異
が
な
い
も
の
と
理
解
せ
よ
。 

〇
入
江
や
湖
、
海
中
等
に
突
出
し
て
い
る
城
は
、
水
際
に
塀
を
築
く
も
の
が
あ
り
、
ま
た
水
際
か
ら

十
間
(
約
十
八
・
二
ｍ
)、
二
十
間
(
約
三
六
・
四
ｍ
)
引
き
退
い
て
塀
、
土
居
等
を
設
け
る
も
の

が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
各
城
主
の
方
略
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。 

〇
全
て
城
に
は
烽
火
台
を
設
置
せ
よ
。
危
急
の
時
に
人
数
を
集
め
る
た
め
で
あ
る
。
烽
火
台
を
造
る

に
は
、
山
城
で
あ
れ
ば
山
の
高
所
に
設
け
、
平
城
で
あ
れ
ば
櫓
台
の
よ
う
に
普
請
せ
よ
。
低
い
も
の

で
三
丈
(
約
九
・
一
ｍ
)、
高
い
も
の
で
四
Ộ
五
丈
(
約
十
二
・
一
Ộ
約
十
五
・
二
ｍ
)
で
あ
る
。

台
上
に
約
三
間
(
約
五
・
五
ｍ
)
四
方
、
高
さ
二
丈
(
約
六
・
一
ｍ
)
程
に
上
の
方
を
細
か
く
塗
り

込
ん
だ
室
を
造
り
、
内
側
か
ら
壁
を
厚
く
付
け
よ
。
上
部
は
屋
根
無
し
の
空
穴
と
し
て
お
け
。
そ
の

中
に
藁
、
あ
る
い
は
杉
の
葉
を
込
め
て
上
を
蓋
ỵ
て
お
く
。
危
急
の
時
は
火
を
つ
け
、
煙
を
上
げ
て

人
数
を
集
め
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
平
素
に
も
年
に
一
度
は
不
意
に
煙
を
上
げ
て
人
数
を
集
め
、

烽
火
の
様
子
を
国
人
に
理
解
さ
せ
て
お
け
。
ま
た
、
こ
の
平
素
に
お
け
る
訓
練
の
烽
火
で
は
、
駆
け

付
け
た
二
十
番
目
ま
で
を
称
し
て
褒
美
を
与
え
よ
。
そ
う
は
云
え
ど
も
、
紂
王
の
所
業
に
倣
ỵ
て
は

な
ら
な
い
。(
注
⽇「
殷
の
紂
王
」
は
誤
り
、
正
し
く
は
「
周
の
幽
王
」
で
あ
る
)
又
、
軍
記
を
見
る

と
、
急
な
合
戦
の
時
な
ど
は
、
近
辺
の
在
家
に
火
を
つ
け
て
、
遠
方
の
味
方
に
合
戦
が
あ
る
事
を
知

へ
い 

さ
さ
や 

み
や
こ 

し
と
ま
え 

あ
い
さ
り 

の
ろ
し 

ち
ỷ
う 



ら
せ
た
こ
と
も
数
多
あ
ỵ
た
。
こ
の
よ
う
な
時
に
は
、
数
箇
所
も
火
を
つ
け
る
の
で
あ
る
。 

〇
城
を
取
る
の
に
十
の
習
わ
し
が
あ
る
。
一
に
地
形
、
二
に
塀
、
三
に
堀
、
四
に
土
居
、
五
に
門
、

六
に
馬
出
、
七
に
石
垣
、
八
に
横
矢
の
縄
張
、
九
に
柵
虎
落
、
十
に
水
溜
で
あ
る
。
又
、
そ
れ
ぞ
れ

一
条
毎
に
格
言
が
あ
る
の
で
、
左
に
そ
の
大
略
を
記
す
。 

○
地
形
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
は
載
せ
な
い
。 

〇
堀
に
は
二
種
類
あ
る
。
水
掘
と
乾
堀
で
あ
る
。
水
堀
は
水
面
に
お
い
て
十
間
(
約
十
八
・
二
ｍ
)

か
ら
二
Ộ
三
十
間
(
約
三
六
・
四
Ộ
約
五
四
・
五
ｍ
)
ま
で
に
掘
れ
。
深
さ
は
三
Ộ
四
丈
(
約
九
・

一
Ộ
十
二
・
一
ｍ
)
に
掘
れ
。
岸
の
勾
配
は
一
丈
(
約
三
ｍ
)
に
四
尺
(
約
一
・
二
ｍ
)
の
比
で
見

積
れ
。
た
だ
し
土
の
性
質
が
良
け
れ
ば
、
こ
れ
よ
り
急
に
掘
ỵ
て
よ
い
。 

〇
乾
堀
は
片
薬
研
※
に
掘
る
。
も
ち
ろ
ん
城
の
方
を
深
く
掘
る
の
で
あ
る
。 

 

※
薬
研
ữ
薬
剤
な
ど
を
挽
い
て
粉
末
化
し
た
り
、
磨
り
潰
し
て
汁
を
作
ỵ
た
り
す
る
た
め
の
器
具 

〇
全
て
堀
は
泥
が
深
い
ほ
う
が
よ
い
。
水
が
深
く
か
つ
泥
が
深
い
の
が
最
も
良
い
。 

〇
水
だ
た
き
と
云
ỵ
て
、
水
際
だ
け
を
石
垣
に
す
る
こ
と
が
あ
る
。 

〇
塀
は
土
台
引
き
は
悪
し
く
、
掘
込
み
柱
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
石
の
根
接
ぎ
柱
が
最
も
良

く
、
も
し
も
土
台
引
き
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
に
も
石
土
台
に
せ
よ
。
矢
狭
間
は
⾧
く
切
り
、
筒

狭
間
は
丸
く
切
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
立
狭
間
、
居
狭
間
の
高
低
が
あ
る
。
立
狭
間
は
立
ỵ
た
人
の

乳
の
高
さ
に
切
り
、
居
狭
間
は
居
敷
し
た
人
の
肩
の
高
さ
に
切
る
の
で
あ
る
。
何
れ
も
内
側
に
あ
が

き
を
付
け
る
。
あ
が
き
と
は
、
内
側
を
広
く
塗
る
こ
と
で
あ
る
。
又
、
板
狭
間
が
あ
り
、
こ
れ
は
厚

板
に
狭
間
を
切
ỵ
て
、
壁
中
に
塗
り
込
め
る
の
で
あ
る
。 

〇
控 

柱
の
打
ち
方
に
二
つ
あ
る
。
筋
違
い
に
打
つ
も
の
が
あ
り
、
又
塀
か
ら
四
尺
(
約
一
・
二
ｍ
)

程
内
側
に
退
い
て
、
別
に
柱
を
立
て
、
上
下
二
ἅ
所
に
塀
柱
か
ら
貫
を
通
し
て
固
定
す
る
も
の
が
あ

も
か
り 

や 

げ
ん 

ひ
か
え
は
し
ら 



る
。こ
ち
ら
が
よ
り
良
い
。籠
城
の
時
は
、上
の
貫
に
板
を
渡
し
て
、塀
の
外
に
矢
や
鉄
砲
を
放
ち
、

投
石
等
を
す
る
足
場
に
用
い
る
の
で
あ
る
。 

〇
塀
の
下
に
は
一
面
に
石
を
敷
け
。
又
急
い
で
塀
を
立
て
る
と
き
は
、
壁
の
下
地
の
立
竹
を
土
中
に

七
Ộ
八
寸
(
約
二
一
・
二
Ộ
約
二
四
・
二
㎝
)
ず
つ
差
し
込
め
。 

〇
築
地
と
云
う
の
は
、
良
質
の
土
を
一
片
四
Ộ
五
寸
(
約
十
二
・
一
Ộ
十
四
・
二
㎝
)、
⾧
さ
一
尺

(
三
〇
・
三
㎝
)程
に
打
ち
固
め
、こ
れ
を
段
々
に
積
上
げ
、隙
間
々
々
に
は
煉
土
を
込
め
な
が
ら
、

高
さ
八
Ộ
九
尺
(
約
二
・
四
Ộ
約
二
・
七
ｍ
)
の
壁
に
造
る
も
の
で
あ
る
。 

〇
石
が
多
い
国
で
は
、
大
石
を
重
ね
上
げ
な
が
ら
、
そ
の
隙
間
を
煉
土
に
よ
り
打
ち
固
め
て
塀
に
し

て
い
る
。
こ
れ
も
又
、
堅
固
な
も
の
で
あ
る
が
、
掘
り
崩
し
易
い
と
い
う
弱
点
が
あ
る
。
そ
れ
で
も

大
石
だ
け
を
重
ね
る
の
は
堅
固
で
あ
る
。 

〇
異
国
で
は
磚
と
云
う
物
を
製
造
し
て
、
城
の
塀
、
石
垣
等
に
用
い
て
い
る
。
そ
の
造
り
方
は
、
良

質
の
土
を
煉
ỵ
て
磁
器
の
よ
う
に
火
に
焼
い
て
堅
く
す
る
の
で
あ
る
。
甚
だ
堅
固
な
も
の
で
あ
る
。

『
武
備
志
』
に
も
そ
の
製
法
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
又
『
台
湾
府
志
』
を
見
る
と
、
安
平
城
の
条

文
中
に
「
大 

磚
、
桐
油
灰
、
共
に
搗
い
て
城
を
成
す
。
高
さ
三
丈
五
尺
(
約
一
〇
・
六
ｍ
)、
広
さ

二
百
二
十
七
丈
(
約
六
八
七
・
八
ｍ
)」
と
あ
る
。
又
、
支
那
山
西
省
の
人
が
語
ỵ
た
こ
と
を
聞
い

た
の
で
あ
る
が
、
秦
始
皇
帝
が
築
い
た
と
こ
ろ
の
万
里
⾧
城
は
、
西
は
流
沙
に
起
こ
り
、
東
は
遼
東

に
至
ỵ
て
、
そ
の
⾧
さ
は
九
千
里
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

高
さ
十
丈
(
三
〇
・
三
ｍ
)、
広
さ
二

十
丈
(
六
〇
・
六
ｍ
)
で
あ
り
、
土
手
の
よ
う
な
石
垣
に
し
て
、
そ
の
一
つ
の
磚
の
大
き
さ
は
、
あ

る
い
は
二
Ộ
三
丈
(
約
六
・
一
Ộ
九
・
一
ｍ
)、
又
は
四
Ộ
五
丈
(
約
十
二
・
一
Ộ
十
五
・
二
ｍ
)

に
も
及
ぶ
と
云
う
。
妄
り
に
聞
け
ば
、
山
西
人
の
ほ
ら
話
の
よ
う
で
あ
る
が
、
深
く
大
磚
の
製
造
を

考
え
れ
ば
、
良
質
の
土
を
⾧
城
用
の
寸
法
に
煉
ỵ
て
造
形
し
、
直
に
火
を
か
け
て
焼
い
た
物
に
違
い

即
ち
日
本
道
で
九
百
里
(
ữ

約
三
五
三
四
㎞
)
で
あ
る 

か
わ
ら 

せ
と
も
の 

や
き
も
の
い
し 

つ 

か
わ
ら 



な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
蒙
沾
(
前
二
五
〇
Ộ
前
二
一
〇
年
、
秦
朝
の
名
將
,
斉
国
出
身
)
に
よ
る
造
工

の
妙
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。 

〇
石
垣
に
三
種
類
あ
る
。
野
面
、
打
缺
、
切
合
で
あ
る
。
野
面
と
は
自
然
な
ま
ま
の
石
で
築
き
上
げ

る
も
の
で
あ
る
。
打
缺
と
は
石
の
角
々
を
打
ち
欠
い
て
築
く
も
の
を
云
う
。
切
合
と
は
空
間
が
無
い

よ
う
に
切
り
合
せ
た
も
の
を
云
う
。
野
面
、
打
缺
は
粗
い
も
の
で
あ
り
、
切
合
は
精
密
な
も
の
で
あ

る
。そ
れ
ぞ
れ
そ
の
場
所
に
従
ỵ
て
、精
粗
の
石
垣
を
用
い
よ
。最
も
重
要
な
箇
所
は
切
合
に
し
て
、

そ
の
上
に
石
を
繋
ぐ
こ
と
が
あ
る
と
云
え
ど
も
、
皆
工
人
の
伝
と
な
ỵ
て
、
武
士
で
そ
の
こ
と
を
知

ỵ
て
い
る
者
は
い
な
い
。
石
垣
は
築
城
で
第
一
の
工
事
で
あ
る
か
ら
、
志
あ
る
将
士
は
伝
授
さ
れ
る

べ
き
こ
と
で
あ
る
。
加
藤
清
正
は
石
垣
の
名
人
と
世
に
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
思
え
。 

〇
又
、
石
垣
の
勾
配
に
三
種
類
あ
る
。
下
縄
、
緩
、
槹
出
で
あ
る
。
下
縄
は
垂
直
で
あ
り
、

こ

の
よ
う
な
断
面
で
あ
る
。
緩
は

こ
の
よ
う
な
断
面
で
あ
り
、
垂
直
で
は
な
い
。
槹
出
は

こ
の
よ
う
に
石
垣
の
上
際
に
椽
の
よ
う
に
石
を
は
ね
出
し
た
も
の
を
云
う
の
で
あ
る
。
こ
の
石
垣

は
登
り
難
い
も
の
で
あ
る
と
云
う
。
朝
鮮
国
の
城
に
こ
の
石
垣
が
多
い
と
聞
い
て
い
る
。 

〇
土
居
は
堀
の
土
を
上
げ
て
築
け
。
か
つ
土
居
の
高
さ
は
、
根
張
の
半
分
で
あ
る
と
知
ỵ
て
お
け
。

た
と
え
ば
根
張
十
間
(
約
十
八
・
二
ｍ
)
で
あ
れ
ば
、
高
さ
は
五
間
(
約
九
・
一
ｍ
)
と
理
解
せ
よ
。 

〇
土
居
へ
は
香
附
、
麦
門
冬
、
荒
芝
、
小
笹
の
類
を
植
え
る
の
が
よ
い
。
こ
れ
は
土
止
の
た
め
で
あ

る
。
根
方
に
は
枳
殻
を
植
え
る
の
も
良
い
。 

〇
土
居
に
鉢
巻
と
云
ỵ
て
、
上
の
方
に
だ
け
石
垣
を
築
く
こ
と
が
あ
る
。
土
居
の
大
小
に
も
よ
る

が
、
大
体
六
Ộ
七
尺
(
約
一
・
八
Ộ
約
二
・
一
ｍ
)
内
外
に
築
く
よ
う
に
せ
よ
。 

〇
門
に
楼
門
が
あ
り
、
単
門
が
あ
る
。
楼
門
と
は
櫓
門
で
あ
る
。
全
て
城
門
は
升
形
を
付
け
て
二
重

門
に
造
る
の
が
好
ま
し
い
。 

も
う
て
ん 

の 

づ
ら 

う
ち
か
き 

き
り
あ
わ
せ 

す
き
ま 

さ
げ
な
わ 

た
る
み 

は
ね
だ
し 

た
る
き 

ば
く
も
ん
ど
う 

か
ら
た
ち 



〇
総
て
城
門
に
は
少
し
で
も
坂
を
付
け
よ
。
全
く
の
平
坦
地
で
あ
れ
ば
、
仕
寄
道
具
(
城
攻
め
に
用

い
る
器
材
、
竹
を
大
き
な
束
に
し
た
も
の
や
土
を
詰
め
た
俵
等
)
を
取
り
付
け
易
い
も
の
で
あ
る
。 

〇
二
重
門
は
、
内
側
が
楼
門
、
外
側
が
単
門
と
な
る
よ
う
に
せ
よ
。 

〇
楼
門
の
二
階
を
扉
よ
り
六
Ộ
七
尺
(
約
一
・
八
Ộ
約
二
・
一
ｍ
)
も
突
出
さ
せ
て
造
り
、
か
つ
敷

板
に
格
子
を
設
け
て
お
い
て
、
扉
近
く
の
敵
に
石
を
落
と
し
、
炒
ỵ
た
砂
を
か
け
、
沸
湯
、
糞
尿
等

を
撒
き
散
ら
せ
。
又
、
焼
く
た
め
の
草
を
摘
ん
で
火
を
か
け
る
様
子
が
あ
る
と
き
に
は
、
素
早
く
水

を
そ
そ
ぎ
掛
け
よ
。 

〇
門
の
地
伏(
ữ
門
の
最
下
部
に
、地
面
に
接
し
て
取
り
付
け
る
横
木
)の
下
に
は
、大
石
を
敷
い
て
お
け
。 

〇
馬
出
に
丸
馬
出
、
角
馬
出
、
垜
馬
出
、
馬
出
無
し
の
小
口
、
升
形
向
小
口
等
種
々
の
口
伝
が
あ
る

け
れ
ど
も
、
さ
ほ
ど
秘
訣
の
沙
汰
と
す
る
ま
で
も
な
い
。
馬
出
の
目
的
は
、
た
だ
人
数
の
出
撃
す
る

と
こ
ろ
を
早
く
敵
に
見
ら
れ
な
い
た
め
で
あ
る
。
早
く
に
見
ら
れ
て
し
ま
え
ば
、
射
す
く
め
ら
れ
て

城
か
ら
出
る
の
が
難
し
く
な
る
の
で
、
物
陰
か
ら
ひ
Ỹ
ỵ
と
飛
び
出
せ
る
よ
う
に
す
る
。
こ
れ
が
馬

出
で
あ
る
か
ら
、
あ
ま
り
念
入
り
に
普
請
す
る
こ
と
で
も
な
い
。 

〇
馬
出
は
塀
に
す
る
の
も
あ
り
、
又
土
居
に
も
蔀
に
も
、
当
時
の
状
況
に
応
じ
て
造
れ
ば
よ
い
。 

〇
横
矢
の
縄
張
と
云
う
も
の
が
あ
る
。
全
て
城
の
縄
張
は
直
線
に
⾧
く
取
ỵ
て
は
な
ら
な
い
。
二
十

間
(
約
三
六
・
四
ｍ
)、
三
十
間
(
約
五
四
・
五
ｍ
)
で
折
り
曲
げ
て
相
互
に
横
矢
が
届
く
よ
う
に

構
え
る
の
で
あ
る
。
又
、
地
形
に
よ
り
百
間
(
約
一
八
二
ｍ
)
も
百
五
十
間
(
約
二
七
三
ｍ
)
も
直

線
に
⾧
く
構
え
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
二
Ộ
三
十
間
の
間
隔
で
幾
所
も
張
出
を
構
え
て
お
き
、
横
矢
を

射
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
せ
よ
。
こ
れ
ら
が
全
て
縄
張
の
趣
意
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
あ
れ
こ

れ
と
難
し
い
こ
と
を
談
じ
る
者
も
多
い
が
、
さ
ほ
ど
奇
妙
な
こ
と
で
も
な
い
。
た
だ
横
矢
の
効
果
が

絶
大
で
あ
る
こ
と
を
奇
妙
と
す
る
の
で
あ
る
。 

楼
門
の
階
上
に
、
水
と
石
を
お
び
た
だ
し
く
用
意
し

て
お
け
。
も
ち
ろ
ん
竈
も
多
く
造
ỵ
て
お
く
こ
と
。 

に
え 

ゆ 

し 

よ
せ 

じ 

ふ
く 

あ
づ
て 

く 

で
ん 

ふ 

し
ん 

し
ど
み 



〇
『
ゲ
レ
イ
キ
ス
ブ
ỿ
ク
』
に
は
、
オ
ラ
ン
ダ
を
始
め
と
す
る
ヨ
ổ
ロ
ỿ
パ
諸
国
の
城
郭
の
図
が
多

い
。
そ
の
縄
張
も
横
矢
を
第
一
に
し
て
構
え
て
い
る
。
そ
の
図
の
大
略
を
左
に
写
す
。
よ
く
考
え
な

が
ら
見
よ
。 

 

 
 

右
に
図
示
す
る
と
こ
ろ
の
縄
張
は
、
大
小
城
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
僅
か
な
塁
で
あ
ỵ
て
も
、

こ
れ
を
心
掛
け
て
取
れ
ば
得
る
も
の
が
多
い
。
又
、
極
め
て
巨
大
な
城
と
云
え
ど
も
、
例
外
な

く
こ
の
縄
張
を
用
い
よ
。
エ
ジ
プ
ト
国
の
ハ
ヒ
ラ
ン
と
云
う
城
下
は
、
世
界
最
大
の
都
城
で
あ

り
、
そ
の
広
さ
は
四
方
が
三
日
路
も
あ
り
、
そ
の
総
川
の
周
囲
は
十
日
路
で
あ
る
と
云
わ
れ
て

い
る
。
そ
れ
で
も
そ
の
普
請
は
横
矢
の
構
え
、
あ
る
い
は
石
火
矢
台
、
高
楼
等
が
連
綿
と
し
て

隙
間
な
く
設
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
普
請
は
全
部
で
百
九
十
年
を
か
け
て
成
就
し
た
と
云
う
。 

〇
城
制
は
右
の
よ
う
に
、
総
川
を
広
大
に
設
け
て
、
総
川
の
外
に
は
民
屋
が
一
つ
も
な
い
無
い
よ
う

に
す
る
の
が
極
上
で
あ
る
。
私
見
を
申
せ
ば
、
日
本
の
都
城
も
総
川
を
広
大
に
設
け
て
、
さ
て
そ
の

と
り
で 



守
り
場
に
つ
い
て
は
、
郭
中
の
四
民
及
び
坊
主
、
山
伏
等
に
守
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
方
法
は
、

こ
れ
よ
り
東
に
幾
百
幾
十
間
は
何
々
町
の
守
り
場
、
こ
れ
よ
り
西
に
幾
百
幾
十
間
は
何
々
町
の
守

り
場
と
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
お
く
の
で
あ
る
。
そ
の
守
具
は
弩
弓
、
石
弾
、
ク
ル
リ
の
三
つ
を
用
い

る
。
弩
弓
は
非
力
の
者
及
び
婦
女
、
幼
弱
の
者
等
に
強
い
弓
を
射
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ

る
。
そ
の
取
扱
い
方
は
、
蹶
張
と
云
ỵ
て
両
足
を
弓
に
踏
み
掛
け
て
、
両
手
で
弦
を
引
け
ば
、
強
い

弓
も
婦
女
子
の
類
で
さ
え
射
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
石
弾
は
仕
掛
物
で
あ
る
か
ら
、
弩
よ
り
も
容
易
で

あ
る
。
ク
ル
リ
は
又
一
段
と
扱
い
易
い
も
の
だ
。
稽
古
は
そ
の
町
々
で
稽
古
日
を
定
め
て
お
い
て
、

毎
月
一
度
ず
つ
教
え
る
。
さ
て
こ
れ
ら
三
つ
の
兵
器
の
用
意
は
そ
の
町
々
の
役
割
で
あ
り
、
常
日
頃

か
ら
継
続
的
に
調
べ
て
お
き
、
そ
の
町
々
の
名
主
や
検
断
(
警
察
・
治
安
維
持
・
刑
事
裁
判
に
関
わ

る
職
務
等
)
の
所
に
預
け
て
お
く
。
こ
れ
が
総
川
を
守
る
方
法
で
あ
る
。
本
城
は
武
士
が
守
る
場
所

で
あ
る
。
百
年
を
期
せ
ば
、
こ
う
し
た
普
請
も
成
就
す
る
で
あ
ろ
う
。 

〇
柵
と
は
木
を
一
面
に
並
べ
て
埋
立
て
、
貫
を
通
し
て
お
く
も
の
で
あ
る
。
虎
落
は
竹
を
筋
違
い
に

組
合
せ
て
埋
立
て
、
幾
重
に
も
縄
に
よ
り
結
び
固
め
て
お
く
も
の
で
あ
る
。
蔀
と
は
葉
の
付
い
た
木

枝
に
よ
ỵ
て
垣
を
造
る
も
の
で
あ
る
。
柵
、
虎
落
の
二
つ
は
、
地
形
が
堅
固
で
堀
や
塀
の
必
要
が
な

い
場
所
、
又
は
山
の
尾
崎
、
あ
る
い
は
陣
営
、
又
は
普
請
場
(
工
事
現
場
)
な
ど
に
用
い
る
。
蔀
は

ど
の
方
向
か
ら
も
見
透
け
て
は
ま
ず
い
場
所
に
用
い
る
も
の
で
あ
る
。 

〇
水
溜
め
は
山
城
等
に
お
い
て
水
が
不
自
由
で
あ
れ
ば
、
湧
清
水
等
を
溜
め
て
お
く
た
め
、
あ
る
い

は
池
を
構
え
又
は
水
槽
を
設
け
て
貯
え
よ
。
又
清
水
も
出
て
こ
な
い
所
で
あ
れ
ば
、
水
槽
を
数
多
こ

し
ら
え
て
お
き
、
雨
が
降
る
時
に
簷
庇
あ
る
い
は
地
面
を
流
れ
る
雨
水
を
、
一
滴
も
漏
ら
さ
ず
に
受

け
て
溜
め
よ
。
楠
木
正
成
が
赤
坂
で
設
け
た
よ
う
に
や
る
の
で
あ
る
。 

〇
汚
水
又
は
糞
尿
ま
で
こ
と
ご
と
く
溜
め
て
お
い
て
、
城
に
取
り
付
く
敵
兵
に
沸
か
し
て
打
ち
掛

は
じ
き 

け
つ
は
り 

ぬ
き 
も 
か 

り 
し
と
み 

の
き
ひ
さ
し 



け
よ
。
日
本
の
城
制
は
不
浄
を
流
す
と
云
ỵ
て
、
汚
水
を
全
て
流
し
捨
て
る
が
、
こ
れ
は
よ
ろ
し
く

な
い
。
溜
池
を
設
け
て
溜
め
て
お
き
、
そ
の
余
る
と
こ
ろ
を
流
す
よ
う
に
せ
よ
。 

 
 

右
が
城
制
の
心
得
で
あ
る
と
は
云
え
ど
も
、
こ
の
条
々
だ
け
で
こ
と
が
済
む
と
云
う
の
で
は

な
い
。
異
国
や
日
本
の
城
制
は
、
諸
書
に
詳
し
く
あ
る
。
そ
れ
ら
を
よ
く
読
み
合
わ
せ
て
工
夫

せ
よ
。
こ
こ
に
言
う
と
こ
ろ
は
至
極
の
大
略
で
あ
り
、
そ
の
一
端
を
見
せ
よ
う
と
し
た
に
過
ぎ

な
い
の
で
あ
る
。 

〇
陣
屋
、
塁 

、
居
館
は
皆
城
の
類
で
あ
り
、
堀
を
も
掘
り
、
杭
違
を
も
設
け
、
馬
出
等
を
も
付
け

た
と
し
て
も
、
力
不
足
し
て
普
請
が
粗
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
城
と
は
云
い
難
い
。
さ
て
陣
屋
、
塁
、

居
館
の
三
つ
は
身
分
の
高
い
土
着
の
武
士
が
居
る
場
所
で
あ
る
。
土
着
の
武
士
百
貫
(
三
七
五
㎏
)

以
上
の
者
は
、
家
中
も
多
く
、
百
姓
も
数
多
で
あ
る
か
ら
、
居
館
の
構
え
、
縄
張
等
に
心
配
り
を
し

て
普
請
を
し
て
お
き
、
事
変
に
な
れ
ば
家
中
百
姓
等
の
妻
子
や
家
財
ま
で
収
容
し
て
乱
妨
の
被
害

か
ら
避
け
さ
せ
、
又
は
武
力
を
発
揮
し
て
敵
の
通
過
を
も
く
い
止
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
大
い
に
国
の

屏
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
近
来
一
国
一
城
と
云
う
こ
と
に
な
ỵ
て
、
国
持
大
名
も
僅
か
一
Ộ
二
城
に

過
ぎ
な
い
。
昔
は
和
漢
と
も
に
大
国
の
諸
侯
は
、
城
を
三
十
も
五
十
も
構
え
て
い
た
こ
と
が
諸
史
に

載
ỵ
て
い
る
。
こ
の
ゆ
え
に
事
変
に
際
し
て
は
相
互
に
援
助
し
合
う
こ
と
で
、
持
ち
こ
ら
え
難
い
小

さ
な
国
々
で
も
久
し
く
生
存
で
き
た
と
い
う
事
例
が
数
多
あ
る
の
で
、
読
ん
で
お
く
こ
と
。
元
来
は

溝
を
掘
り
、
柵
を
作
ỵ
た
だ
け
で
も
、
城
と
云
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
国
の
大
小
、
禄
の
多
少
に
よ

ỵ
て
、
普
請
の
精
粗
や
、
大
溝
と
小
溝
の
差
異
が
生
じ
る
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
て
遠
国
の
こ
と

は
知
ら
な
い
が
、
仙
台
藩
の
封
中
で
は
大
昔
か
ら
天
正
(
西
暦
一
五
七
三
Ộ
一
五
九
二
年
)
の
頃
ま
で
の

城
や
館
と
云
わ
れ
る
所
の
跡
が
五
百
三
十
余
ἅ
所
も
あ
る
。
今
そ
の
城
跡
を
見
る
と
、
た
だ
地
形
に

頼
ỵ
て
少
し
ば
か
り
溝
や
堀
等
を
構
え
、
又
は
柵
を
作
り
、
あ
る
い
は
植
木
等
を
し
て
門
に
少
し
ば

千
石
で
あ
る 

か
き
あ
げ 



か
り
杭
違
等
を
設
け
た
だ
け
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
皆
、
古
代
土
着
の
武
士
た
ち
面
々
が

住
む
所
に
心
を
傾
け
て
普
請
を
し
て
お
き
、
事
あ
る
時
に
は
家
中
も
百
姓
も
一
致
団
結
し
て
武
力

を
発
揮
し
た
と
い
う
事
に
他
な
ら
な
い
。
今
も
こ
の
心
持
で
国
法
を
整
備
す
れ
ば
、
武
を
逞
し
く
す

る
こ
と
は
「 

掌 
に
運
ら
す
(
ữ
自
由
に
あ
や
つ
る
、
思
い
の
ま
ま
に
す
る
)」
か
の
よ
う
に
な
る

だ
ろ
う
。
こ
の
「
武
を
逞
し
く
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
聖
人
の
道
で
あ
ỵ
て
、
和
漢
の
差
異
が
あ

る
わ
け
で
も
な
い
。
つ
ま
り
武
を
逞
し
く
す
る
こ
と
は
、
人
を
多
く
す
る
に
あ
る
。
人
を
多
く
す
る

こ
と
は
、
武
士
を
土
着
さ
せ
る
に
あ
る
。
武
士
が
土
着
し
て
人
が
多
く
な
れ
ば
、
塁
も
居
館
も
保
ち

易
く
な
り
、
少
な
か
ら
ず
国
家
の
防
衛
に
も
な
る
。
こ
の
心
持
を
孔
子
も
「
食
足
り
て
、
兵
足
る
」

と
言
い
、
又
「
庶
、
富
、
教
(
人
民
が
繁
殖
し
、
国
が
富
ん
で
も
、
教
え
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
)」
と
も
説
い
て
い
る
。
将
た
る
人
は
よ
く
思
い
を
い
た
せ
。 

附 

全
て
の
城
中
に
は
箆
竹
を
多
く
植
え
て
お
く
こ
と
。
矢
の
材
料
に
用
い
る
た
め
で
あ
る
。

も
ỵ
と
も
弓
工
、
銃
工
、
矢
工
、
鍛
冶
等
を
足
軽
が
兼
務
で
き
る
よ
う
に
習
わ
せ
て
、
用
を
足

す
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
言
ỵ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
よ
く
心
配
り
せ
よ
。 

       

第
十
巻
終 

た
く
ま 

た
な
ご
こ
ろ 
め
ぐ 

か
き
あ
げ 

へ
ら
だ
け 


