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本
書
は
古
代
の
十
木
技
術
研
究
の
第
一
人
者
と
し
て
知
ら
れ
る
著
者

が
、
主
に
古
墳
時
代
か
ら
奈
良
時
代
の
土
木
技
術
に
つ
い
て
ま
と
め
た

青

木

敬

著

『
土
木
技
術
の
古
代
史
』

石

橋

宏

な
く
描
い
た
。
そ
の
際
に
彼
ら
の
勝
手
な
思
い
入
れ
が
も
た
ら
し
た
マ

イ
ナ
ス
面
も
描
い
て
い
る
の
だ
が
、
彼
ら
の
持
つ
マ
ー
ジ
ナ
ル
性
や
敗

北
者
的
側
面
に
よ
っ
て
、
悲
劇
の
主
人
公
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ

う
な
感
じ
が
す
る
（
誤
読
で
あ
れ
ば
御
寛
恕
を
乞
う
）
。
こ
れ
は
満
蒙
が

「
無
人
の
荒
野
」
で
あ
れ
ば
、
ま
た
別
な
の
だ
が
、
日
本
が
条
約
上
有
し

て
い
た
満
蒙
権
益
を
越
境
し
て
い
こ
う
と
す
る
動
き
や
、
そ
れ
を
誘
発

す
る
満
蒙
の
持
つ
引
力
（
イ
メ
ー
ジ
）
と
い
う
も
の
が
、
満
洲
国
に
収

敏
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
点
で
、
彼
ら
の
思
い
は
、

あ
る
程
度
実
現
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
四
六
判
、
一
八
四
頁
、
彩
流
杜
、
二

0
一
六
年
五
月
刊
、
定
価
一
八
〇

0
円
＋
税
）

著
作
で
あ
る
。
一
般
向
け
の
著
書
の
た
め
、
平
易
な
表
現
を
使
用
し
て

い
る
が
、
古
墳
時
代
か
ら
の
上
木
技
術
の
推
移
と
そ
の
技
術
が
も
と
め

ら
れ
た
社
会
背
景
、
上
木
技
術
の
系
譜
を
東
ア
ジ
ア
ま
で
見
渡
し
て
追

求
し
た
高
度
な
内
容
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
厳
密
に
区
分
で
き
る
も
の

で
は
な
い
が
、
展
學
院
大
学
在
藉
時
に
古
墳
の
調
査
と
観
察
を
基
に
古

墳
築
造
技
術
の
地
域
性
に
言
及
し
た
学
位
申
請
論
文
了
古
墳
築
造
の
研

究
』
（
六
一
書
一
房
、
—
'
1
0
0
1—一
年
）
を
発
展
さ
せ
た
内
容
と
、
そ
の
後
の

奈
良
文
化
財
研
究
所
で
の
終
木
期
古
墳
、
宮
都
や
古
代
寺
院
の
発
掘
調

査
、
海
外
で
の
調
査
経
験
を
踏
ま
え
て
公
表
し
た
成
果
を
通
時
的
、
体

系
的
に
粒
坪
し
た
も
の
で
、
本
書
は
現
段
階
で
の
著
者
の
到
達
点
と
捉

え
ら
れ
る
。

筆
者
が
考
え
る
本
書
の
特
徴
は
、
著
者
が
古
墳
や
古
代
寺
院
な
ど
の

発
掘
調
杏
に
お
い
て
、
十
の
特
性
を
理
解
し
、
そ
の
土
が
ど
の
よ
う
に
、

ど
の
場
所
に
、
ど
の
順
番
で
積
ま
れ
る
の
か
、
版
築
に
盛
り
込
ま
れ
る

小
礫
に
ま
で
気
を
配
っ
て
技
術
体
系
を
復
元
し
、
そ
の
類
例
を
丹
念
に

調
べ
、
東
ア
ジ
ア
を
視
野
に
入
れ
て
技
術
系
譜
と
社
会
背
景
に
言
及
す

る
点
に
あ
る
。
発
掘
調
査
で
抱
い
た
疑
問
が
ど
の
よ
う
に
解
消
さ
れ
、

そ
れ
が
土
木
技
術
史
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
つ
の
か
、
そ
の

解
き
明
か
し
て
ゆ
く
過
程
は
臨
場
感
に
溢
れ
て
お
り
、
説
者
も
一
気
に

読
み
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
書
は
、
以
下
の
し
つ
の
章
構
成
か
ら
な
っ
て
い
る
。

土
木
技
術
と
古
代
史
ー
プ
ロ
ロ
ー
グ
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列

島

を

二

分

し

た

技

術

古

墳

時

代

前

期

脆
弱
だ
っ
た
東
西
の
融
合
占
墳
時
代
中
期

古

墳

の

転

換

点

古

墳

時

代

後

期

仏

教

寺

院

と

士

木

技

術

飛

鳥

時

代

寺
院
•
宮
都
建
築
の
変
容
奈
良
時
代

十
木
技
術
か
ら
み
た

H
本
占
代
史
ー
エ
ピ
ロ
ー
グ

前
半
部
の
古
墳
時
代
は
、
古
墳
の
築
造
技
術
に
焦
点
を
当
て
る
。
古

墳
の
墳
丘
の
構
築
手
順
や
そ
の
構
築
技
術
の
復
元
を
通
し
て
、
地
域
の

有
力
者
の
連
帯
や
、
遠
隔
地
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
ど
の
よ
う
な
も
の

か
。
さ
ら
に
王
権
が
技
術
者
を
管
理
し
、
各
地
の
有
力
者
と
ど
の
よ
う

な
関
係
を
結
ん
で
い
た
の
か
。
最
先
端
の
技
術
を
持
つ
渡
来
人
を
請
来

し
、
新
し
い
上
木
技
術
が
ど
の
よ
う
な
特
性
を
持
ち
、
古
墳
築
造
に
ど

の
よ
う
に
導
入
さ
れ
、
墳
丘
に
反
映
す
る
の
か
。
こ
の
よ
う
な
間
題
に

ヤ
マ
ト
王
権
側
の
視
点
と
地
域
有
力
者
側
の
視
点
、
さ
ら
に
新
技
術
を

携
え
て
き
た
渡
来
人
の
故
地
で
あ
る
束
ア
ジ
ア
的
視
点
を
バ
ラ
ン
ス
よ

く
組
み
込
み
、
通
時
的
に
考
察
し
て
ゆ
く
（
）

特
に
古
墳
時
代
前
期
の
東
日
本
と
西
日
本
の
鎚
木
造
技
術
の
地
域
性

と
、
そ
の
背
景
の
葬
制
ま
で
踏
み
込
ん
だ
分
析
を
核
に
、
そ
の
後
の
後

期
の
群
集
墳
に
ま
で
及
ん
だ
古
墳
槃
造
技
術
の
変
化
が
、
地
域
有
力
者

や
有
力
農
民
層
と
ヤ
マ
ト
士
権
と
の
関
係
の
変
化
を
鋭
敏
に
反
映
し
て

い
る
こ
と
を
示
さ
れ
た
点
と
、
築
堤
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
新
し
い
土
木

技
術
を
導
入
し
た
中
期
末
以
降
の
墳
丘
占
回
大
化
は
、
東
ア
ジ
ア
の
王
陵

の
動
向
と
も
関
連
し
、
墳
丘
の
転
換
点
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
分
析

は
、
重
要
な
怠
義
が
あ
る

C

古
墳
が
ヤ
マ
ト
王
権
と
地
域
有
力
者
と
の

関
係
を
反
映
す
る
と
と
も
に
、
東
ア
ジ
ア
的
観
点
も
重
要
な
こ
と
は
良

く
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
墳
丘
、
横
穴
式
石
室
、
群
集
墳
、
渡
来

文
物
・
技
術
な
ど
、
個
別
に
言
及
さ
れ
た
視
点
が
、
古
墳
構
築
技
術
と

い
う
視
点
か
ら
包
括
し
て
言
及
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
は
大
ぎ
い
と
感
じ

る。
後
半
部
は
占
墳
築
造
の
時
代
が
変
化
す
る
飛
烏
時
代
か
ら
奈
良
時
代

を
対
象
と
し
て
い
る
。
高
松
塚
古
墳
や
キ
ト
ラ
古
墳
、
飛
鳥
寺
や
藤
原

原
な
ど
の
終
末
期
古
墳
や
宮
都
や
寺
院
が
造
営
さ
れ
、
各
地
に
も
官
術

や
寺
院
の
建
築
が
及
ん
だ
時
代
で
あ
る
。
大
陸
か
ら
寺
院
築
造
技
術
と

と
も
に
導
入
さ
れ
た
、
士
を
交
圧
に
積
ん
で
叩
き
締
め
て
強
度
の
高
い

地
盤
と
す
る
「
版
築
」
技
術
は
、
著
者
の
海
外
で
の
調
査
成
果
を
基
に

東
ア
ジ
ア
的
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
版
築
発
祥
の
地

で
あ
る
中
国
の
南
朝
と
北
朝
の
版
築
の
様
相
と
、
そ
れ
ぞ
れ
朝
貢
を
結

ん
だ
韓
半
島
の
百
済
・
新
羅
へ
の
技
術
の
伝
達
と
確
立
、
そ
し
て
我
が

国
に
時
期
ご
と
の
外
交
関
係
を
反
映
し
た
ル
ー
ト
か
ら
寺
院
築
造
技
術

が
伝
播
し
た
こ
と
を
、
ま
さ
に
版
築
技
術
の
分
析
か
ら
解
き
明
か
し
、

当
時
の
束
ア
ジ
ア
情
勢
に
も
言
及
す
る
。
寺
院
建
立
と
い
う
国
家
規
模

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
、
国
家
間
で
協
業
す
る
様
相
を
考
察
し
、
ま
た
、

日
内
の
各
地
の
寺
院
に
ど
の
国
の
系
譜
を
引
く
技
術
が
使
用
さ
れ
て
い

る
の
か
分
析
が
可
能
で
あ
る
こ
と
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
。
ま
さ
に
技
術
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史
だ
け
で
は
な
く
、
東
ア
ジ
ア
の
外
交
史
で
あ
り
、
版
築
か
ら
東
ア
ジ

ア
を
見
通
し
た
成
果
は
、
寺
院
の
瓦
や
伽
藍
配
置
の
研
究
と
も
合
わ
せ

て
、
寺
院
建
立
の
総
合
的
研
究
が
進
む
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
そ
の
意
義

は
大
苔
い
。

さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
寺
院
に
使
用
さ
れ
た
版
築
技
術
が
、
藤
原
宮
に

ど
の
よ
う
に
採
用
さ
れ
た
の
か
、
地
盤
改
良
技
術
の
「
掘
込
地
業
」
と

建
物
の
格
式
に
着
目
し
た
分
析
は
、
完
成
後
日
に
見
え
な
い
部
分
ま
で

細
部
に
こ
だ
わ
っ
た
土
木
技
術
投
入
の
様
相
を
明
ら
か
に
し
、
藤
原
宮

の
官
術
の
掘
LIL
柱
建
物
の
分
析
で
は
、
掘
立
柱
建
物
の
穴
を
掘
削
し
た

役
夫
の
癖
を
読
み
取
り
、
建
物
造
営
に
関
わ
る
役
夫
の
編
成
体
制
の
復

元
に
ま
で
話
が
及
ぶ
。
こ
の
よ
う
な
技
術
者
集
団
の
編
成
に
つ
い
て

は
、
文
献
史
の
研
究
成
果
を
中
心
に
、
考
古
学
で
は
埴
輪
の
エ
具
痕
跡

の
分
析
や
瓦
の
刻
印
な
ど
、
特
定
の
遺
物
研
究
で
行
わ
れ
て
き
た
。
こ

の
よ
う
な
問
題
に
遺
構
研
究
が
肉
薄
で
き
る
可
能
性
を
鮮
や
か
に
示
す

の
で
あ
る
。

そ
し
て
共
に
国
宝
で
あ
る
東
大
寺
法
華
堂
と
薬
師
寺
束
塔
の
修
理
事

業
に
伴
う
基
壇
の
調
査
で
は
、
使
用
さ
れ
る
上
木
技
術
と
建
物
の
性
格

が
密
接
に
関
連
し
、
合
理
性
だ
け
で
は
導
き
出
せ
な
い
信
仰
に
根
差
し

た
建
築
の
過
程
が
復
元
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
他
に
も
築
堤
や
官
道
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
事
例
か
ら
、
使
用
さ
れ
る
技
術
と
そ
の
管
理
体
制
や
技
術

伝
習
の
在
り
方
が
展
望
さ
れ
る
が
、
技
術
の
分
析
だ
け
に
留
ま
ら
な

い
、
古
代
社
会
の
歴
史
像
の
復
元
に
ま
で
及
ん
で
い
る

本
書
の
魅
力
は
、
著
者
が
遺
跡
で
向
き
合
っ
た
土
木
技
術
の
解
明
の

過
程
と
、
そ
の
技
術
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
た
上
木
技
術
者
の
活
動
と
古

代
社
会
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
土
木
技
術
体
系
を

粋
遍
化
す
る
に
あ
た
り
、
過
去
に
調
奇
さ
れ
た
多
く
の
遺
跡
の
遺
構
情

報
を
再
検
証
し
て
お
り
、
遺
構
研
究
の
可
能
性
と
豊
か
さ
に
も
気
づ
か

せ
て
く
れ
る
点
に
も
あ
る
と
考
え
る
。
本
書
で
示
さ
れ
た
視
点
は
、
さ

ら
に
多
く
の
遺
構
研
究
に
繋
が
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
ぜ
ひ
多
く
の
方

に
直
接
手
に
取
っ
て
確
か
め
て
ほ
し
い
。
箪
者
の
力
鼠
で
は
、
本
書
の

魅
力
や
躍
動
感
あ
ふ
れ
る
成
果
、
今
後
の
遺
構
研
究
の
可
能
性
を
到
底

伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
四
六
判
、
二
し
八
頁
、
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
四
五
三
、
吉
川
弘
文

館、

・
1
0
I
L
年
十
月
、
定
価
一
八

0
0
円
＋
税
）


