
土
の
耐
久
力
を
最
大
限
に
上
げ
る
方

法
は
、
火
の
力
を
借
り
る
こ
と
で
あ

る
。
思
え
ば
人
類
の
文
明
の
歴
史
は
、

土
を
焼
い
て
土
器
を
作
り
、
穀
物
を
調

理
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

始
ま
っ
た
。
そ
し
て
建
築
材
料
と
し
て

の
瓦
は
、
土
を
焼
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

土
壁
や
漆
喰
に
は
な
い
耐
久
性
の
あ
る

建
築
素
材
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
生
ま
れ
た
。
だ
か
ら
建
物
の

中
で
も
最
も
激
し
い
自
然
現
象
に
向
か

い
合
う
場
所
で
あ
る
屋
根
に
は
、
民
家

で
は
あ
る
程
度
の
年
数
で
葺
き
替
え
る

こ
と
を
想
定
し
て
茅
や
割
り
板
な
ど
が

使
わ
れ
る
一
方
で
、
寺
院
な
ど
の
恒
久

的
な
目
的
の
建
物
に
は
瓦
が
使
わ
れ
て

き
た
。

私
が
左
官
修
業
で
お
世
話
に
な
っ
た

親
方
に
よ
る
と
、
田
舎
で
は
左
官
職
人

の
仕
事
に
は
瓦
を
葺
く
こ
と
も
含
ま
れ

て
い
た
。
確
か
に
瓦
を
葺
く
時
に
は
、

屋
根
の
下
地
板
の
上
に
軟
ら
か
く
練
っ

た
土
を
置
い
て
、
瓦
を
並
べ
る
の
が
伝

統
的
な
や
り
方
だ
か
ら
、
土
を
扱
う
左

官
職
人
の
仕
事
の
一
つ
で
あ
っ
て
も
お

か
し
く
な
い
。

土
を
成
形
し
て
乾
燥
さ
せ
、
そ
れ
を

窯
で
焼
く
と
、
素
焼
き
と
呼
ば
れ
る
状

態
に
な
る
。
赤
い
色
は
土
に
含
ま
れ
る

鉄
分
が
酸
化
し
て
赤
く
発
色
し
た
も
の

で
あ
る
。
南
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
沖
縄
な
ど
、

赤
い
瓦
屋
根
が
特
徴
的
な
場
所
は
、
こ

の
素
焼
き
瓦
を
使
っ
て
い
る
。
た
だ
、

素
焼
き
瓦
は
吸
水
性
が
高
い
た
め
に
、

日
本
の
九
州
以
北
の
よ
う
な
冬
の
寒
さ

が
厳
し
い
地
域
で
は
凍
結
に
よ
る
傷
み

が
激
し
い
。
そ
の
た
め
、
日
本
の
屋
根

瓦
は
次
の
２
種
類
の
方
法
で
吸
水
に
よ

る
傷
み
を
防
い
で
い
る
。
一
つ
は
、
焼

成
の
最
終
段
階
で
無
酸
素
状
態
で
加
熱

し
、
表
面
に
炭
素
皮
膜
を
付
着
さ
せ
た

「
い
ぶ
し
瓦
」
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は

素
焼
き
の
瓦
に
釉
薬
を
か
け
て
焼
成

し
、
ガ
ラ
ス
質
の
皮
膜
を
作
っ
て
耐
久

性
を
向
上
さ
せ
た
「
釉
薬
瓦
」
で
あ
る
。

京
都
は
、
い
ぶ
し
瓦
の
街
で
あ
る
。

同
じ
よ
う
に
見
え
る
い
ぶ
し
瓦
で
あ
っ

て
も
、
昔
の
瓦
と
現
代
の
瓦
で
は
焼
成

温
度
の
上
昇
に
伴
っ
て
、
瓦
の
硬
さ
と

耐
久
性
も
向
上
し
、
見
た
目
に
も
変
化

が
あ
る
。
ま
ず
、
古
い
瓦
は
軟
ら
か
く
、

叩
く
と
ボ
ク
ボ
ク
と
い
う
音
が
す
る
。

現
代
の
瓦
は
硬
く
、
キ
ン
キ
ン
と
い
う

乾
い
た
音
が
す
る
。
ま
た
古
い
瓦
は
焼

き
加
減
が
不
均
質
で
、
色
の
違
い
が
激

し
く
、
屋
根
に
葺
い
た
時
に
色
ム
ラ
が

生
じ
、
独
特
の
表
情
を
生
ん
で
い
る
。

現
代
の
瓦
は
大
規
模
な
工
場
で
工
業
製

品
の
よ
う
に
生
産
さ
れ
る
た
め
、
均
質

で
、
色
の
違
い
に
乏
し
い
。

こ
う
し
た
瓦
を
壁
に
使
う
左
官
技
術

に
海
鼠
壁
が
あ
る
。
主
に
土
蔵
に
使
わ

れ
る
技
術
で
、
雨
な
ど
で
傷
み
や
す
い

壁
面
に
平
ら
に
焼
い
た
瓦
を
長
い
鉄
釘

で
固
定
し
、
釘
の
頭
と
瓦
の
目
地
部
分

を
雨
が
浸
入
し
な
い
よ
う
漆
喰
で
覆
っ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
海
鼠
の
よ
う

に
盛
り
上
が
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
海
鼠

壁
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
浮

世
絵
に
描
か
れ
た
土
蔵
の
様

子
に
も
、
海
鼠
壁
は
散
見
さ

れ
、
少
な
く
と
も
江
戸
時
代

に
は
使
わ
れ
て
い
た
技
術
で

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
さ
そ

う
だ
。
正
方
形
の
瓦
を
45
度

傾
け
て
貼
っ
た
模
様
が
一
般

的
だ
が
、
亀
甲
型
だ
と
か
、

七
宝
型
な
ど
凝
っ
た
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
も
あ
る
。

京
都
で
海
鼠
壁
を
見
る
な

ら
、
東
本
願
寺
の
北
側
の
宝

物
蔵
が
好
例
で
あ
る
。
土
蔵

建
築
は
大
工
が
棟
梁
と
な
る

日
本
の
建
築
の
中
で
も
、
唯

一
左
官
職
人
が
棟
梁
と
な
る

こ
と
の
で
き
る
建
築
形
式
で

あ
る
。
設
計
者
の
視
点
か
ら

見
る
と
、
土
蔵
の
壁
を
彩
る

海
鼠
壁
の
漆
喰
は
、
本
来
は
瓦
の
隙
間 

を
風
雨
か
ら
守
る
「
目
地
」
と
し
て
の

役
割
を
果
た
せ
ば
よ
い
。そ
れ
が「
海
鼠
」

の
よ
う
に
肥
大
化
し
た
背
景
に
は
、
土

蔵
の
棟
梁
と
し
て
の
左
官
職
人
の
美
意

識
と
遊
び
心
が
あ
っ
た
の
で
は
、
と 

い

う
の
が
私
の
勝
手
な
想
像
だ
が
、
ど
う

だ
ろ
う
か
? 
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