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青
木
敬
著
『
土
木
技
術
の
古
代
史
』

（
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
453
）

土
生
田
純
之

　

著
者
は
か
つ
て
古
墳
築
造
技
術
を
分
析
し
て
、
列
島
の
東
西
で
大
き
く

二
分
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
必
ず
し
も
東
西
の
差
異
は
決
定
的
な
も
の
で
は

な
く
相
互
に
影
響
が
認
め
ら
れ
、
双
方
の
構
築
技
術
を
合
わ
せ
て
築
造
さ

れ
た
古
墳
が
存
在
す
る
こ
と
等
を
論
じ
た
研
究
書
を
執
筆
し
て
い
る（『
古

墳
築
造
の
研
究
―
墳
丘
か
ら
み
た
古
墳
の
地
域
性
―
』
六
一
書
房　

二
〇
〇
三
年
）。

　

当
時
評
者
も
同
様
の
研
究
を
進
め
て
い
た
こ
と
や
当
該
書
籍
が
博
士
学

位
論
文
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
そ
の
将
来
性
を
高
く
評
価
し
て
失
礼
な
が

ら
突
如
長
文
の
手
紙
を
送
っ
た
こ
と
を
鮮
明
に
記
憶
し
て
い
る
。
そ
う
し

た
過
去
の
評
者
の
予
感
が
本
書
の
刊
行
に
よ
っ
て
正
鵠
を
得
て
い
た
こ
と

を
実
証
す
る
形
と
な
っ
た
こ
と
を
ま
ず
喜
び
た
い
。
そ
の
後
著
者
は
鎌
倉

市
教
育
委
員
会
を
経
て
奈
良
文
化
財
研
究
所
に
勤
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
発

掘
調
査
に
従
事
し
た
経
験
が
十
分
に
生
か
さ
れ
、
寺
院
建
築
や
宮
殿
建
築

へ
の
展
開
及
び
比
較
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
歴
史
は
連
続
し
て
お
り
、
特
定
の
時
代
を
切
り
取
っ

て
論
じ
て
も
、
そ
の
由
来
や
展
開
過
程
を
論
じ
な
け
れ
ば
研
究
の
意
義
は

半
減
す
る
。
そ
の
意
味
で
前
著
は
詳
細
と
は
い
え
分
析
対
象
が
古
墳
に
限

定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
の
律
令
時
代
に
ま
で
対
象
を
広
げ
た
た
め
、

「
地
域
政
権
」
か
ら
古
代
国
家
成
立
に
至
る
過
程
に
お
い
て
土
木
技
術
の

展
開
と
と
も
に
、
い
や
そ
れ
以
上
に
工
人
集
団
の
把
握
や
組
織
化
な
ど
、

人
の
動
き
を
比
較
検
討
し
て
古
墳
時
代
と
初
期
律
令
時
代
の
差
異
を
具
体

的
な
考
古
資
料
か
ら
復
元
す
る
こ
と
に
成
功
を
収
め
た
。

　

以
下
具
体
的
な
叙
述
に
沿
っ
て
概
観
す
る
。
三
二
頁
に
お
い
て
「
墳
丘

を
つ
く
る
技
術
の
違
い
は
、
埋
葬
方
法
の
ち
が
い
、
す
な
わ
ち
葬
制
の
ち

が
い
も
同
時
に
映
し
出
す
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
指
摘
は
技
術

の
分
析
を
そ
れ
の
み
で
終
わ
ら
せ
ず
技
術
を
用
い
た
人
々
の
心
性
面
の
分

析
の
解
明
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
つ
い
て
い
る
。
近
年
古
墳
研
究
は

政
治
的
分
析
に
偏
重
し
て
い
る
が
、
人
々
の
心
情
は
常
に
政
治
的
思
考
の

み
で
は
な
い
。
様
々
な
面
を
向
い
て
お
り
、
そ
の
分
析
な
く
し
て
実
際
に

生
き
た
人
々
の
評
価
・
再
生
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
前
・
中
期
古
墳
の
時

代
に
も
ヤ
マ
ト
政
権
に
由
来
す
る
古
墳
構
築
技
術
が
導
入
さ
れ
る
例
が
各

〔
書
評
〕
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地
で
検
出
さ
れ
て
い
る
（
著
者
は
技
術
者
の
派
遣
を
想
定
す
る
）
が
、
そ

の
技
術
は
継
続
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
後
期
古
墳
の
場
合
、
各
地
で
近
畿
的

技
術
が
継
続
し
て
用
い
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
「
有
力
者
同
士
の
人
格
的
結

合
と
は
別
の
シ
ス
テ
ム
へ
転
換
し
た
」
と
指
摘
し
て
お
り
（
八
七
頁
）、

個
人
対
個
人
の
人
格
的
結
合
か
ら
「
氏
姓
制
度
」
等
の
新
し
い
政
治
的
枠

組
み
を
示
す
も
の
と
み
た
。先
に
政
治
的
分
析
へ
の
偏
重
を
指
摘
し
た
が
、

当
然
政
治
史
も
重
要
で
あ
る
。
古
墳
築
造
技
法
の
分
析
が
こ
う
し
た
分
野

の
究
明
に
も
有
効
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
六
世
紀
に
な
る
と

墳
丘
の
高
さ
が
増
し
、
い
わ
ゆ
る
高
大
化
現
象
を
見
せ
る
が
高
大
化
を
支

え
た
技
術
と
し
て
土
嚢
・
土
塊
積
み
技
術
（
敷
粗
朶
・
敷
葉
工
法
を
含
む
）

の
導
入
を
指
摘
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
墳
丘
の
高
大
化
は
中
国
の
北
魏
を

始
め
、
高
句
麗
（
中
国
よ
り
も
早
く
高
大
化
し
た
可
能
性
が
高
い
）
や
新

羅
、
そ
し
て
加
耶
の
一
部
な
ど
「
東
ア
ジ
ア
の
各
地
で
連
動
し
た
大
き
な

歴
史
的
潮
流
の
な
か
で
必
然
的
に
お
こ
っ
た
現
象
」（
一
〇
七
頁
）
と
指

摘
す
る
。
本
書
は
政
治
的
分
析
を
は
じ
め
様
々
な
分
野
の
解
明
を
意
識
し

た
書
籍
で
あ
る
が
、
日
本
列
島
に
と
ま
ら
ず
広
く
東
ア
ジ
ア
全
体
を
視
座

に
い
れ
る
、
つ
ま
り
地
理
的
範
囲
を
も
広
げ
て
巨
視
的
に
分
析
す
る
著
者

の
見
識
の
高
さ
が
窺
え
る
。

　

後
の
「
畿
内
」
地
方
で
は
六
世
紀
末
頃
に
前
方
後
円
墳
築
造
が
終
焉
を

迎
え
、
以
後
終
末
期
古
墳
の
時
代
へ
と
進
む
。
こ
の
終
末
期
古
墳
、
特
に

そ
の
後
半
段
階
（
七
世
紀
後
半
～
八
世
紀
初
頭
）
の
古
墳
構
築
に
用
い
ら

れ
た
工
法
は
、
ま
さ
に
寺
院
や
宮
殿
の
建
築
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
。
す

な
わ
ち
版
築
技
術
の
採
用
で
あ
る
。
か
ね
て
飛
鳥
寺
出
土
瓦
の
分
析
等
か

ら
古
代
寺
院
の
建
築
が
百
済
か
ら
の
文
化
伝
播
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
こ
と
に
異
議
は
な
い
が
、
基
壇
の
詳
細
な
分

析
に
よ
っ
て
単
に
百
済
系
の
技
術
に
と
ど
ま
ら
ず
、
中
国
華
北
や
新
羅
の

技
術
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
用
い
る
土
を
特
定
の
地
（
天
香
久
山
）

か
ら
採
取
す
る
な
ど
、
古
代
人
の
心
性
面
に
ま
で
解
明
の
刃
を
向
け
る
。

先
に
み
た
敷
粗
朶
・
敷
葉
工
法
は
古
墳
の
み
な
ら
ず
、
道
路
の
基
礎
部
分

に
も
使
用
さ
れ
て
お
り
、
寺
院
建
築
に
由
来
す
る
版
築
が
古
墳
の
墳
丘
構

築
に
転
用
さ
れ
る
と
と
も
に
、
築
堤
技
術
に
多
く
用
い
ら
れ
た
敷
粗
朶
・

敷
葉
工
法
が
古
墳
や
道
路
に
も
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
（
一
六
八

頁
）。
こ
う
し
て
あ
る
技
術
の
展
開
を
古
墳
や
寺
院
な
ど
特
定
の
資
料
に

限
定
せ
ず
、
対
象
を
大
き
く
広
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
至
極
当
然
の
こ
と
で

は
あ
る
が
、
実
際
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
は
き
わ
め
て
難
し
い
。
著
者
の

貪
欲
な
ま
で
の
積
極
性
が
前
提
と
な
っ
た
一
例
で
あ
る
。

　

一
方
、
分
析
の
手
は
可
視
的
な
分
野
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
寺
院
の
塔
を

始
め
高
層
建
築
は
当
然
地
盤
改
良
を
伴
う
。
こ
の
工
法
は
掘
込
地
業
と
称

し
、
基
壇
直
下
に
掘
り
込
み
を
設
け
、
そ
の
中
を
土
砂
で
埋
め
固
め
る
。

こ
う
し
て
そ
の
上
部
に
基
壇
を
設
け
て
も
基
壇
自
体
が
沈
下
す
る
事
態
を
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避
け
る
工
法
の
こ
と
で
あ
る
が
、
掘
込
地
業
の
厚
さ
と
基
壇
の
高
さ
の
合

計
、
つ
ま
り
地
業
総
高
が
徐
々
に
減
少
す
る
事
実
を
見
出
し
た
。
そ
の
上

で
こ
う
し
た
傾
向
に
は
地
方
差
が
な
い
こ
と
か
ら
、
律
令
時
代
の
特
性
、

中
央
（
都
）
の
工
法
が
少
な
く
と
も
国
分
寺
を
は
じ
め
と
す
る
寺
院
建
築

（
い
ず
れ
も
国
家
権
力
の
関
与
が
想
定
さ
れ
る
）
に
採
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
た
。し
か
し
律
令
体
制
も
時
代
が
進
む
と
合
理
化
が
始
ま
る
。

つ
ま
り
、
礎
石
の
下
部
の
み
を
強
固
に
す
る
壷
地
業
等
の
工
法
が
用
い
ら

れ
る
。
一
般
的
に
新
技
術
の
採
用
時
に
は
不
必
要
な
ま
で
に
丁
寧
な
仕
様

が
な
さ
れ
る
が
、経
験
を
積
む
に
し
た
が
っ
て
や
が
て
合
理
化
が
始
ま
る
。

こ
れ
が
さ
ら
に
進
む
と
「
手
抜
き
工
法
」
に
至
る
の
で
あ
る
が
、
従
来
文

献
史
の
側
か
ら
考
究
さ
れ
て
き
た
律
令
体
制
の
弛
緩
が
、
考
古
学
に
よ
っ

て
も
証
明
さ
れ
る
道
を
開
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
書
で
は
そ
こ
ま
で

の
言
及
は
な
い
が
、
今
後
ぜ
ひ
調
査
し
て
論
及
し
て
も
ら
い
た
い
。

　

以
上
、
本
書
は
古
墳
時
代
か
ら
初
期
律
令
時
代
ま
で
の
古
墳
、
寺
院
、

宮
殿
建
築
等
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
構
築
物
を
対
象
と
し
て
そ
れ
ら
を

個
別
に
み
る
の
で
は
な
く
、
双
方
の
技
術
者
の
交
流
を
見
据
え
た
分
析
を

行
っ
て
い
る
。
ま
た
単
に
技
術
の
分
析
に
と
ま
ら
ず
、
そ
の
背
景
に
あ
る

様
々
な
事
象
に
も
留
意
し
て
分
析
を
行
い
、
政
治
的
展
開
の
解
明
は
も
ち

ろ
ん
、
古
代
人
の
心
性
面
に
も
及
ん
で
い
る
。
も
ち
ろ
ん
研
究
に
終
着
駅

は
な
く
、
今
後
も
精
力
的
な
研
究
を
続
け
ら
れ
る
こ
と
と
思
う
が
、
評
者

が
特
に
解
明
を
願
い
た
い
、
そ
し
て
本
書
に
記
載
が
な
か
っ
た
部
分
を
指

摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
今
回
古
墳
時
代
か
ら
初
期
律
令
時
代
ま
で
を

俯
瞰
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
後
、
す
な
わ
ち
弥
生
後
期
と
律
令
時
代

の
弛
緩
期
に
も
解
明
の
刃
を
向
け
て
も
ら
い
た
い
。
す
べ
て
の
時
代
を
解

明
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
評
者
は
弥
生
時
代
中
期
後
半
以
後
古
墳
時
代

中
期
ま
で
は
基
本
的
に
同
じ
経
済
・
文
化
段
階
で
あ
る
と
考
え
て
い
る（
た

だ
し
、
政
治
的
な
部
分
で
は
古
墳
初
頭
以
後
大
き
く
展
開
す
る
が
）。
こ

う
し
た
観
点
に
立
っ
て
、
上
に
指
摘
し
た
律
令
時
代
の
弛
緩
、
す
な
わ
ち

今
回
対
象
と
し
た
時
代
に
続
く
時
期
の
み
で
は
な
く
、
一
部
に
言
及
は
あ

る
も
の
の
極
め
て
限
定
的
な
弥
生
時
代
の
様
相
に
も
さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ

分
析
が
望
ま
れ
る
。
こ
れ
を
実
際
に
追
究
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
難
解
な

こ
と
で
は
あ
る
が
、
著
者
の
探
究
心
を
も
っ
て
す
れ
ば
必
ず
成
し
遂
げ
ら

れ
る
も
の
と
思
う
。

　

本
書
評
を
閉
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
評
者
が
最
も
印
象
に
残
っ
た
部
分
に

触
れ
て
お
き
た
い
。
藤
原
宮
内
官
衙
建
物
（
掘
立
柱
建
築
）
で
は
柱
の
掘

方
が
、
数
種
類
の
形
態
的
特
徴
に
分
類
で
き
る
。
こ
の
掘
方
は
立
柱
の
後

は
当
然
埋
め
戻
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
見
え
な
い
部
分
に
こ
そ
工
事
に
従
事

し
た
作
業
員
の
「
ク
セ
」
が
現
れ
る
。
そ
の
結
果
、
作
業
員
固
有
の
「
ク

セ
」
の
抽
出
か
ら
律
令
体
制
下
の
労
働
力
編
成
の
あ
り
方
が
見
通
せ
る
よ

う
に
な
る
。
宮
殿
建
築
の
屋
根
に
葺
か
れ
た
瓦
の
分
析
（
瓦
当
面
の
文
様
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や
瓦
調
整
技
術
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
例
え
ば
調
整
技
術
の
一
環
と
し
て

の
ケ
ズ
リ
・
オ
サ
エ
な
ど
の
強
弱
等
は
同
じ
型
式
に
属
す
る
が
、
相
違
が

認
識
で
き
る
。
こ
れ
こ
そ
が
工
人
個
々
の
手
癖
で
あ
る
）
か
ら
工
人
組
織

の
分
析
に
成
功
し
た
上
原
眞
人
の
仕
事
を
継
承
し
て
、
文
献
に
あ
ら
わ
れ

な
い
部
分
の
解
明
に
挑
ん
で
ほ
し
い
。

（
四
六
判
、
二
八
八
頁
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
七
年
九
月
発
行
、
定
価

一
八
〇
〇
円
＋
税
）


