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古
代
遊
牧
民
族
に
於
け
る
土
木
建
造
技
術

1

棒
に
ト
ラ
ン
ス
.バ
イ
カ
り
ア
簡
兄
の
旬
奴
督
島
地
を
中
心
に
I

/

旬
奴
及
び
同
時
代
の
古
代
北
方
遊
牧
諸
民
族
が
■
考
慮
｣
な
る
佳
合

に
住
ん
で
ゐ
た
こ

と
は
史
記
旬
奴
偉
以
下
の
諸
文
献
に
明
記
せ
ら
れ
る
.

周
知
の
草
野
で
あ
る
｡
そ
の
形
態
材
料
等
に
つ
い
て
は
'
村
田
治
郎
博

士
の

｢
束
洋
建
築
系
統
史
論
｣
に
詳
密
な
考
欝
が
あ
-
'
結
論
と
し
て

バ
オ

こ
れ
が
現
在

の
い
わ
ゆ
る
を
I
n
旬

と
同
様
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明

①

に
さ
れ
て
ゐ
る
｡

美

空

政
夫
教
授
の

｢
旬
奴
の
任
鮎

誉

芹

.A_

も
同
じ
-
こ
O
.考
慮
の
性
状
を
種
々
明
確
に
し
た
重
要

な
論
考
で
あ

る
.
夜
ゞ
江
上
教
授
が
そ
の
論
考
に
於
い
て
､
考
慮
を
ば
す
.'(
て
挙
上

I

に
固
着
し
た
も
の
で
地
上
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
は
な

い
と
し
た
の

一
③

は
'
精
々
其
性
状
の
1
両
を
強
調
し
過
ぎ
た
観
が
あ
る
や
う
だ
｡
つ
尊

少
革
上
に
作

か
つ
け
ら
れ
尭
め
も
あ
つ
た
で
あ
ら
う
が
'
普
通
は
や
は

内

田

吟

風

り
地
上
に
建
て
ら
れ
女
の
で
は
な
か
ら
う
か
O
元
凍
t
を
I

h
の
自
然

環
境
'
特
に
そ
の
秋
各
期
の
寒
冷
を
考
慮
す
る
時
､
遊
牧
民
が
常
時
畢

上
生
活
を
す
る
こ
と
は
嘘
そ
の
他
火
の
使
用
の
上
に
も
､
叉
寒
風
を
防

ぐ
保
湿
の
上
に
も
甚
だ
不
合
理
で
あ
-
不
自
然
で
あ
る
｡
む
し
ろ
地
面

ま
た
は
地
表
下
に
生
活
す
る
の
が
計
然
で
あ
る
.
規
に
rJr

カ
ル
繊
巧

ニ
ジ
ネ
ベ
レ
グ
フ
に
於
い
て
1
九
二
五
年
に
儲
見
さ
れ
た
後
期
新
石
冷

暗
代
任
民
-

晩
に
漁
業
及
狩
減
牧
畜
に
従
事
し
て
ゐ
た

-
の
住
居

艶

ヴ
い
て
見
る
に
､
蜜

夏

季
に
晶

枚
に
悪

科
樹
木
の
雷

か
ぶ
せ
た
囲
錐
形
の
草
+
屋
に
住
み
'
冬
季
に
は
約
七
〇
セ
ン
チ
メ
｣

ト
ル
の
深
さ
に
掘
り
下
げ
た
四
角
の
土
小
屋
に
住
ん
で
ゐ
た
と
考
へ
ら

､11r

れ
'
同
じ
-
､
′
一
九
二
九
年

-1
.･,h
ネ
イ
ヴ
オ
ル
ギ
ソ
ス
ク
で
磯
見
せ
ら

れ
た
旬
奴
の
住
居
地

(後
述
)
に
も
ま
た
地
表
下
に
堀
-
さ
げ
ら
れ
な

四
角
め
石
壁
に
と
タ

か
こ
ま
れ

た

且

つ
カ
Lマ
卓
を
も
っ
た
小
屋
が
あ

一一21
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る
､0文

献
上
よ
り
見
る
も
､
キ
ユ
ー
ロ
が
地
上
紅
蓮
設
さ
れ
た
.も
の
で
あ

SJ
必
ず
し
も
革
上
に
の
み
設
け
ら
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
色
々
の

例
か
ら
推
知
し
え
ら
れ
る
｡
た
と
え
ば
漢
の
使
節
が
草
子
の
き

I
p

に
入
鹿
謁
見
す
る
に
は
節
を
去
-
蘇
面
す
る
習
法
や
あ
っ
て
へ
こ
の
習

法
の
食
め
堅

i三
の
事
件
が
起
っ
た
こ
と
は
'
史
漠
旬
奴
侍
に
見
え
る

が
､
そ
の
記
事
の
前
後
よ
り
見
て
､
こ
れ
ら
の
謁
見
が
窮
屈
な
住
専
の

内
で
行
渡
れ
た
と
は
考

へ
に
-
℃

殊

に
李
陵
が
'
軍
手
に
降
っ
て

後
'
漢
よ
-
任
立
政
等
三
人
が
遺
さ
れ
て
陵
の
蹄
朝
を
す
･,
め
た
時
､

『
草
子
は
置
晒
し
て
任
立
政
等
三
人
と
宴
L
t
李
陵
､
衛
律
等
も
皆
侍

座
し
た
』
と
い
ふ
李
陵
侍
の
記
事
や
'
王
葬
が
草
子
の
漢
璽
を
新
印
に

改
め
た
と
き
の
新
朝
の
使
節
と
草
子
及
び
そ
の
左
右
と
の
倉
見
の
轟
件

な
ど

は
､
い
づ
れ
も
狭
い
革
上
で
行
は
れ
tLJ
光
景
と
は
考

へ
ら
れ
ず
'

や
は
り
地
上
の
キ
ユ
ー
ロ
即
ち
包
内
で
行
は
れ
た
も
の
と
考

へ
ね
ぼ
な

る
ま
い
｡

ま
た
次
に
か
1

け
る
諸
事
件
す
な
わ
ち

S

陽
嘉
三
年
'
軍
師
後
部
司
馬
'
北
旬
奴
を
掩
撃
し
'
そ
の
慮
蕗

を
療
-
教
育
級
を
斬
sJ

草
子
の
母
･
季
母
及
び
賂
女
救

急
へ

牛
羊
十
余
方
頭
'
草
千
金
雨
を
獲
た

少
.

(
後
漢
書
西
域
俸
)

こ
れ
は
地
上
に
固
定
し
た
匂
部
落
は
破
壊
し
曳
き
犀
p
得
る
宰
類
は
由
獲
し

た
こ
､と
を
言
っ
て
ゐ
る
も
の
と
息
は
れ
る
｡･

脚

吐
谷
津
園
に
株
屋
字
あ
り
O
ま
じ
ゆ
る
に
育
子
嬢
を
似
て
す
.

即
ち
考
慮
な
耳
｡

(
南
史
､
奥
書
吐
谷
津
停
)

首
手
帳
は
南
斉
書
貌
虜
侍
に

『
紬
を
以
っ
て
相
愛
し
木
枚
を
絡
放
し
覆
ふ
に

青
線
を
以
て
す
.
形
制
卒
園
に
し
て
下
に
盲
人
の
坐
を
容
る
0
こ
れ
を
轍
と

い
ひ
'

T
に
官
手
帳
と
も
い
ふ
』
と
あ
る
も
の
で
あ
る
｡
か

･̂
る大
キ
ュ
I

ロ
が
車
上
の
も
の
と
は
考

(
ら
れ
な
い
.
キ
ュ
I
tl
が
地
上
に
設
け
ら
れ
た

一
詮
｡

㈱

後

魂

の軍..
柔
然
を
急
襲
す
.

柔
然
王
大
鑑
さ
き
に
疾
を
被

-
'

な

す折を
知

ら
ず
.

す
な
わ
ち
考
慮
を
焼
き
へ

科
草
'
1日

載
t
rt数
百
人
を
ひ
き
い
て
山
に
入
-
商
売
す
｡

(
親
書
凝
浩
偉
)

糾

旬
奴
西
達
の
諸
侯
は
考
慮
及
び
革
を
作
る
に
皆
こ
の
山
に
材
木

を
仰
げ
少
.

(
漢
書
旬
奴
停
)

等
の
事
例
は
キ
ユ
ー
ロ
と
事
と
が
別
の
も
の
で
あ

JSJ

キ
ュ
ー
p
が
地

上
の
屋
合
で
あ
っ
た
こ
と
を
不
し
て
ゐ
る
｡
要
す
る
に
古
代
北
方
遊
牧

民
族
は
常
時
､
車
上
生
活
を
し
た
の
で
は
な
く

そ
れ
は
寧
ろ
移
動
の

警

纂

い
て
専
ら
行
つ
雷

の
で
あ
旭

或
る
期
間

】
霊

域
に
甲

る
把
至
れ
ば
地
上
生
活
を
な
し
､
地
上
に
今
の
を
I
n
旬
と
同
様
の
キ
I

ユ
ー
ロ
を
建
て
る
外
'
若
干
の
脅
迫
物
を
も
建
設
し
ね
も
の
と
考

へ
ら

- 22 -
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れ
る
ひ
こ
の
考
を
裏
づ
け
る
も
の

1
一
つ
と
し
て
先
年
と
フ
y
ス
パ
イ

カ
'り
ア
で
襲
見
さ
れ
た
漢
代
旬
奴
の
督
島
地
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
息
ふ
｡

こ

こ
の
ト
ラ
ン
ス
バ
イ
カ
.リ
ア
で
聾
見
き
れ
た
勾
奴
曹
典
故
は
'

7
九
二
尺
､
九

年

ロ
シ
ア
畢
士
院

モ
｣
コ
重
点
骨
が
'

ト
ラ
ン
ス
バ
イ
カ
リ
ア
の
ウ

ヱ
ル
ヒ
ネ
ウ

ヂ
ン
ス
ク
と
ト

B
イ

コ
サ
ウ
ス
ク
附
近

の
襲
堀
を
行

っ
た
際
ゐ
襲
見
に
か

1
少
へ

そ
の
詳
細
は

7
九

三

四

年

P
rob
tem
y
T
BtO
r
ii
d
o
kn
p
ita
titioesk
ich

O
bBCeStV
に
報
告

せ
ら
れ
た
由
で
あ
る
が

'
同
書
は
入
手

し
得
な
か
っ
た
の
で

以
下
は

J
o
ach
im
W
e
rn
er
氏
が

7
九
三
九
年

S
in
i
ca
(X
IV
J
ahrg
.)

誌
上
に

『
ト
ラ
ン
ス
メ
イ
カ
リ

エ
ソ
に
於
け
る
漠
代

の
7
旬
奴
宿
昔
』
と
題

し
て

⑥

紹
介
し
た
も
の
に
よ
っ
た
｡

こ
の
督
亀
地
は
ウ

キ
ル
ヒ
ネ
ウ
ヂ
ン
ス
ク
の
南
西
方

1
二
乃
至

1
三

秤
に
嘗
る
セ
レ
ン
ガ
河
左
岸
の
ス
テ
ッ
プ
地
帯
の

N
izne･Ivotgi
n
sk

附
近
で
'
ブ
ザ
ヤ
ー
下
人
が

K
itajSk
oe

meSb
(中
国
人
の
土
地
)

と
呼
ん
で
ゐ
る

一
つ
の
ゴ
p
-
ヂ
ィ
ッ

シ
ェ
に
見
出
さ
れ
た
も
の
で
'

三
方
は
四
暦
の
厚
い
'
四
五
〇
米
と

1
四
毘
米
及
び

一
七
〇
米
の
直
角

の
三
大
畳
壁
に
固
ま
れ
'

1
万
は
古
い
河
床
に
面
し
て
ゐ
る
｡
壁
の
高

さ
は
〇
･
四
!
〇
･
五
釆
で
あ
る
が
'
幅
望

ハ
弓
七
米
に
及
ぶ
.
ー(
下
園

参
照
)
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か
こ
い
の
内
の
地
面
は
極
め
て
卒
観
で
'
中
央
に
盗
掘
さ
れ
夜
ク
ル

ガ
ン
が
二
つ
あ
る
.
そ
の
北
と
南
に
地
面
に
深
-
つ
き
こ
ま
れ
た
花
尚

岩
牧
で
か
こ
ま
れ
な
三
つ
の
卒
壇
な
隆
起
が
認
め
ら
れ
た
の
で
'
か
ぶ

き
っ
て
ゐ
る
堆
積
物
を
取
除
い
た
と
こ
ろ
各
三

ハ
･
四

〇
×
五
･
六

〇
米

五
･
〇
〇
×
四
･
〇
〇
米
'
五
･
五
〇
×
四
･
〇
〇
米
の
石
の
壁
で
か
こ
ま

れ
た
直
角
の
深
-
掘
下
げ
ら
れ
た
三
つ
の
小
屋
が
で
1
き
た
.
二
つ
の

小
屋
の
床
に
は
石
の
枚
か
工
向
-
つ
ん
だ
カ
マ
ド
が
あ
少
'
ま
た
小
屋
の

掃
き
だ
め
か
ら
は
､
木
表
の
穣
搾
'
土
器
の
か
け
ら
､
糸
環
三
ケ
と
粘

土
製
手
紡
績
の
ラ
セ
y
止
め
の
入
っ
た
容
器
'
幾
ら
か
の
織
鍛
層
｣

1

青
銅
釜
の
二
破
片
'
そ
れ
に
牛
'
馬
'
山
羊
'
犬
の
骨
が
出
て
き
た
｡

建
造
物
の
東
側
ぞ
小
の
古
い
河
岸
に
つ
ゞ
-
急
斜
面
に
も
同
様
の
破
片

'

類
や
軟
骨
や
本
家
凌
包
含
す
る
文
化
早

･卜

こ
れ
は
こ
の
建
造
物
が
長

期
に
わ
た
っ
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
を
不
し
て
ゐ
る

ト
ー
Iが
見
出
さ
れ
'

替
掘
晶
中
に
は
青
銅
釜
の
三
破
片
へ
弦
を
結
び
つ
け
る
た
め
に
年
固
形

,

の
轡
曲
を
附
し
夜
骨
製
弓
端
の
二
つ
の
破
片
や
'
二
つ
の
骨
銀
を
挙
げ

偽
ら
れ
'
且
つ
こ
1
か
ら
出
た
骨
類
は
牛
'
馬
.
山
羊
'
蒐
及
び
種
々
-

の
鳥
と
魚
に
分
類
さ
れ
た
｡

.
ソ
ス
ノ
フ
ス
キ
ー
氏
は
こ
の
ニ
ジ
ネ
イ
ヴ
ォ
ル
単
ソ
ス
ク
.の
ゴ
ロ
ヂ
J,

ィ
シ
ュ
を
'
ノ
イ
ン
ク
ラ
出
土
の
土
器
や
'
同
じ
-
ノ
イ
ン
ウ
ラ
及
び
ヂ

レ
ス
ト
ウ
ィ
ス
ク
出
土
の
青
銅
釜
破
片
そ
の
他
と
の
封
比
に
よ
っ
て
､

湊
代
の
も
の
と
し
'
旬
奴
に
直
結
し
た
が
t
J
.
W

eL･ner
氏
も
叉
こ
れ

を
全
面
的
に
承
認
し
て
ゐ
る
が
我
々
疫
漢
代
の
旬
奴
遺
物
の
輪
廓
が
こ

れ
に
よ
っ
て
一
層
明
確
に
把
捉
し
得
る
や
う
に
な
っ
た
と
云
へ
る
｡
こ

の
ニ
ヂ
ネ
イ
ヴ
ォ

ル
ギ
hJネ
ク
督
基
地
の
畿
鬼
と
同
時
に
'
ト
甘
イ
n

サ
ウ

ス
ク
附
近
砂

Ⅰtm
o
v
o
で
ノ
イ
ソ
ウ
ラ
旬
奴
古
墳
と
査
-
同
型
の

1
ク
ル
ガ
ン
も
蟹
苑
さ
れ
'
こ
1
で
シ
ナ
綿
'
漆
盆
､.･金
銀
具
'
土
井

等
の
外
に
上
述
イ
ヴ
ォ
ル
ギ
ン
ス
々
に
於
け
る
と
同
様
の
骨
製
弓
瑞
が

畿
見
さ
れ
た
｡
と

の
骨
製
弓
矧
は
ノ
イ
ン
ウ
ラ
に
於
て
も
畿
見
さ
れ
て

を
少
'
さ
ら
tに
ま
た
数
世
紀
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
於
け
る
フ
γ
の
墳
墓

別

中
に
も
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
'
サ

ム
ル
ナ
-
氏
は
こ
れ
を
堺
っ

て
旬
奴

フ
ン
の
同

1
堅
不
す
重
要
な

1
事
象
と
考

へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る

⑦が

へ
こ

の
間
題
は
こ
1

で
深
-
煽
れ
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
.

む
し
ろ
ウ
ヰ
ル
ナ
-
氏
も
注
目
し
て
ゐ
る
通
-
t
.
Il
ヂ
ネ
イ
ヴ
ォ

ル

ギ
ン
ス
ク
の
こ
の
ゴ
ロ
去

ィ
.ツ
シ
工
が
吾
人
に
と
っ
て
最
初
に
襲
鬼

さ
れ
夜
旬
奴
の
遊
牧
営
農
及
び
地
上
住
居
の
遺
牡
で
あ
る
新
が
こ
-
で

は
特
に
重
雇
で
あ
る
｡

即
ち
ノ
イ
ン
ウ
ラ
の
豊
富
な
出
土
品
も
速
に
吾

人
に
教
え
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
旬
奴
の
宿
営
棲
任
の
状
態
が
'
こ
れ

把
よ
っ
て
は
じ
め
て
明
か
に
な
つ
な
の
で
あ
る
.
そ
の
圃
廓
O
l形
式
が
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第

1
に
注
目
に
債
す
る
.
三
両
の
低
い
け
れ
ど
も
四
列
に
重
つ
.た
六

Ⅰ

七
米
に
及
ぶ
幅
ひ
ろ
い
壁
の
設
置
は
明
か
に
騎
兵
の
攻
撃
を
防
ぐ
た
め

で
あ
っ
た
と
息
は
れ
る
｡
恐
ら
-
四
盾
の
壁
列
の
間
隙
は
敵
鯨
の
馬
足

を
格
段
さ
す
役
目
を
し
た
に
相
違
な
い
.
同
時
に
轟
壁
中
に
収
容
さ
れ

た
家
畜
群
の
逃
亡
は
こ
の
壁
で
防
止
で
き
た
で
あ
ら
う
L
t
も
し
壁
上

に
サ
ク
'
荊
藻
類
を
附
加
し
て
ゐ
た
と
す
れ
ば
家
畜
を
ね
ら
う
野
獣
の

侵
入
を
防
ぎ
得
て
ゐ
た
こ
と
で
-あ
ら
う
.

ウ

ェ
ル
ナ
ー
氏
が
､
出
土
品
か
ら
見
て
此
の
設
督
物
が
単
な
る
行
放

途
上
の
滞
留
所
で
は
な
-
'
む
し
ろ
長
期
間
の
定
住
乃
至
は
或
る
季
節

間
毎
に
用
ひ
ら
れ
た
宿
皆
の
た
め
に
作
ら
れ
な
恒
久
的
住
居
と
解
し
た

の
は
'
た
し
か
に
安
嘗
で
あ
る
と
息
は
れ
る
｡

.､､

三

こ
の
ト
ラ
ン
ス
"t
イ
カ
リ
ア
に
お
け
る
旬
奴
替
亀
牡
の
蔑
見
は
'
膏

､

吾
に
史
記
旬
奴
俸
以
下
の
古
代
北
方
遊
牧
民
族
に
関
す
る
箆
棒
の
中
に

城
と
し
て
漢
人
よ
ゆ
名
づ
け
ら
れ
た
地
鮎
が
多
数
記
載
さ
れ
て
ゐ
る
こ

と
を
思
ひ
出
き
し
め
る
｡
例
へ
ぼ
ま
づ
第

1
に
旬
奴
の
龍
城
で
あ
る
0
,

草
子
以
下
の
諸
王
長
は
毎
秋
こ
･J
に
合
し
て
祭
詞
を
行
つ
な
が
､
を
の

番
所
は
常
紅
龍
城
或
は
龍
城
と
城
の
字
を
附
し
て
記
さ
れ
て
ゐ
る
O

漠
の
将
軍
衛
青
が
こ
の
龍
城
を
囲
み
大
い
に
旬
奴
を
破
っ
た
こ
と
は

漢
書
韓
安
国
侍
に

『
衛
青
等
旬
奴
を
撃
ち
て
龍
城
を
破
る
』
ま
た
厳
安

侍
に

『
深
-
旬
奴
に
入
っ
て
そ
の
龍
城
を
や
-
鴇
.と
見
ゆ
る
外
'
武
帝

紀

･
穏
勢
志

･
衛
青
侍

･
塵
織
諭
そ
の
他
に
記
載
さ
れ
て
ゐ
る
大
事
件

で
あ
っ
て
'
そ
れ
ら
諸
文
献
の
文
意
に
照
し
て
も
'
卦
た
其
数
年
後
'

有
名
な
漢
婿
李
陵
の
故
障
の
事
件
を
記
る
し
な
李
陵
侍
の
1
節
の

『
李

陳
,
故
龍
城
道
に
し
た
が
ひ
て
行
-
こ
と
四
五
日
云
々
』
.臥
る
記
載
町

徽
し
て
も
'
こ
の
龍
城
が
少
-
と
も
城
の
名
を
つ
-
に
足
る
1
種
の
建

/

造
物
で
あ
つ
な
で
あ
ら
う
こ
と
姦

-
息
は
し
め
る
｡

㍉

二

元
狩
二
年
漢
は
票
騎
将
軍
零
去
病
を
遺
し
て
今
の
甘
州
な
る
旬
奴
の

.
貌

西
城
を
破
ら
し
め
て
ゐ
る
が

(史
実

宛
俸
),

こ
の
城
捻
か
つ
て
幼
年

-

時
代
'
旬
奴
草
子
に
愛
書
せ
ら
れ
た
烏
孫
繭
玉
の
始
風
昆
英
が
壮
年
に

及
ん
で
苧

よ
豊

の
守
備
纂

ぜ
ら
れ
芸

城
の
こ
と
で
あ
る
㌔

衛
)
｡

ま
豊

日
代
遠
州
の
豪
族
張
氏
が
掠
っ
た
臥
龍
城
は
も
と
旬
晩
緑

築
い
た
も
の
を
凍
大
し
た
も
の
で
あ
り
､
武
威
郡
の
姑
戒
城
も
ま
た
鳳

棟
で
あ
る
こ
と
は
王
際
晋
嘗

(永
擬
注
新
刊
)
の
記
す
る
と
こ
ろ
で
あ

る
｡.漢

婿
衛
青
が
外
モ
I
n
に
草
子
を
破

LJ
そ
の
過
信
城
に
至
っ
て
穣

粟
を
得
'
軍
に
食
せ
し
め
滑
降
.一
日
の
後
'
徐
粟
を
焼
却
し
て
勝
っ
た
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衛
青
は
五
高
齢
の
外
に
歩
兵
璃
重
兵
数
十
寓
を
加
へ
た
大
軍
を
率
ゐ
て

ゐ
た
O
.

こ
の
大
軍
の
全
部
が
遭
倍
城
に
滞
陣
し
た
か
香
か
は
疑
ひ
得
や

う
が
､
と
に
か
-
衛
青
の
本
隊
が
其
積
粟
を
食

し

て
▲
一
日
滞
降
し
た

.

上
'
な
曙
焼
却
す
る
ほ
ど
飴
粟
が
あ
っ
た
こ
と
は
'
こ
の
旬
奴
城
に
於

け
る
食
糧
畜
積
の
量
､
城
そ
の
も
の
1
規
模
を
推
察
せ
し
め
る
に
足
り

る
O
か
つ
て
蘇
武
は
軍
手
に
降
る
こ
と
を
拒
ん
で
絢

へ
ら
れ
､
『
大
審
』

中
に
置
か
れ
て
飲
食
を
絶
た
れ
た
が
'
雪
と
耗
宅
を
か
ん
で
飢
を
し
の

い
だ
こ
と
は
有
名
な
話
で
あ
る
が

(漢
書
蘇
武
偉
)､

唐
の
顔
師
古
は
L

の
大
害
を

『
も
と
米
菓
の
客
に
し
て
重
な
る
も
の
な
-
』
と
注
し
て
ゐ

る
｡
遭
倍
城
に
於
け
る
積
粟
の
事
賢
と
あ
わ
せ
て
考

へ
れ
ば
'
か
1

る

物
資
貯
蔵
用
の
大
穴
倉
が
各
地
に
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
知
ら
れ

る
｡彼

等
が
土
木
器
具
や
披
術
を
ば
相
嘗
混
そ
な
え
て
ゐ
尭
こ
と
払
ノ
イ

ン
ウ
ラ
の
墳
墓
構
蓬
や
上
述
の
A
ラ
ン
ス
パ
イ
カ
り
ア
の
督
垂
吐
か
d

も
､

叉
か
･J
を
超
信
城
'

大
害
の
存
在
か
ら
も
十
分
推
察
さ
れ
や
う

が
､
さ
ら
に
つ
ぎ
の
事
件
へ
す
な
わ
ち
漢
の
式
師
将
軍
と
早
手
の
軍
と

の
合
戦
に
､
彼
等
は
夜
中
､
漢
軍
の
前
に
数
尺
の
聖
を
急
達
し
､
う
し

ろ
よ
り
攻
撃
し
た
の
で
漢
軍
は
大
放
し
季
虞
利
も
輔

へ
ら
れ
る
に
至
つ

.た
事
件
な
ど
も
こ
れ
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
.

(李
虞
利
は
の
ち
草

子
に
刑
殺
さ
れ
た
が
へ
其
時
雨
雪
甚
し
-
農
畜
を
害
し
た
め
で
草
子
は

李
虞
利
の
崇
と
考

へ
｢
嗣
窒
｣
を
立
て
1
こ
れ
を
祭
つ
ガ
と
い
ふ
.
こ

十

の
嗣
堂
も
そ
の
文
字
か
ら
見
て
1
稜
の
地
上
家
屋
で
あ
っ
た
紅
蓮
ひ
な

い
)常

時
'
烏
孫
族
な
ど
も
や
は
り
同
様
或
る
稜
の
城
亀
を
も
っ
て
ゐ
た

や
う
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
そ
の
王
座
は
赤
谷
城
と
呼
ば
れ
た
｡
烏
孫
王

淀

嫁
し
て
赤
谷
城
に
赴
い
な
漢
の
江
都
王
蓮
の
女
細
零
に
つ
い
て

『
自

ら
官
主
を
治
し
て
居
す
鍵
と
侍

へ
ら
れ
､
且
つ
彼
女
の
有
名
な
黄
鶴
の

儲
歌

に

『
考
嘩

豊
海
か
､
.耗
'
措
た
-
』
と
あ
る
の
に
微
す
れ
ば

(西
域
俸
)'
赤
谷
城
内
の
住
居
は
細
君
の
官
宝
校
則
と
し
て
烏
孫
人
本

衆
の
住
居
は
や
は
-
所
謂
を
I
n
旬
で
あ
っ
た
に
相
連
は
な
い
｡
然
し

●

そ
の
城
な
る
各
種
か
ら
見
て
も
'
ま
た
細
君
の
死
後
へ
烏

孫
に
降
癒
し

た
公
主
解
憂
が
内
乱
に
あ
ひ
'
赤
谷
城
を
敷
革
に
包
囲
せ
ら
れ
た
際
'

漢
の
衛
兵
等
と
共
に
数
個
月
に
わ
k
,つ
て
こ
れ
を
防
ぎ
ハ
漢
の
西
域
都

護
の
援
軍
の
束
接
に
よ
っ
て
救
ほ
れ
た
事
賢
か
壷
見
て
も
'
こ
の
赤
谷

城
が
轟
壁
を
有
す
る
城
塞
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
や
う
｡
そ
の
外

鳥
桓
族
の
柳
城
'
凡
城
の
如
き
も
ま
た
金
-
同
株
で
あ
ら
う
｡
漢
の
建

?6
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卒
五
年
の
揚
雄
の
上
言
中
に
見
え
る

`
t
t
..

往
時
か
つ
て
大
宛
の
城
を
屠
り
､
点
在
の
亀

を
踏

む

(旬
奴
俸
下

)

な
る
語
は
'
衰
宏
後
漢
紀
が
引
用
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
は

『
鳥
程
の
壁

を
踏
む
』
と
な
つ
て
を
る
が
､
何
れ
に
せ
よ
漠
軍
が
点
在
族
の
城
亀
を

攻
略
し
な
こ
と
を
言
っ
て
居
る
も
の
に
外
な
ら
取
.
ア
ヴ
ァ
-
ル
族
は

其
住
居
計
三
十
沢
の
高
さ
の
堤
を
以
っ
て
囲
ん
だ
.
こ
の
堤
は
擁
､
山

毛
棒
､
於
の
堆
積
の
二
重
の
列

(
こ
れ
は
二
十
択
離
れ
'
そ
の
重
陽
に

は
石
や
土
が
つ
め
ら
れ
た
)
か
ら
出
来
'
そ
の
表
面
は
芝
士
で
固
め
ら

れ
校
を
拒
馬
棟
に
切
っ
た
木
を
植

へ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
'
東
方
に
於

け
る
郭
支
城
や
赤
谷
城
も
か
上

る
防
壁
を
以
っ
て
囲
ま
れ
た
も
の
と
推

察
さ
れ
る
｡

こ
1

で
′旬
奴
の

｢
取
舵
｣

(馬
腹
)
に
つ
S
て
少
し
-
述
べ
て
見
よ

･
⑩

ラ
.
取
舵
を
棄
地
の
こ
と
･̂
解
す
一る
課
が
あ
る
が
'
こ
れ
は
仝
-
誤
で

あ
る
｡
後
漢
の
服
虜
は
こ
れ
を

『
土
塁
な
-
｡
胡
兄
の
作
る
と
こ
ろ
'

以
て
湊
を
供
ふ
な
り
』
と
註
し
て
を
る
｡
今
'
甑
晩
に
関
す
る
史
軌
は

史
記
'
J漢
書
を
通
じ
て

･r

m
束
胡
､
俵
を
つ
か
は
し
て
胃
頓
に
謂
は
し
め
て
日
-

『
旬
奴
の

我
と
界
す
る
髄
腹
外
の
棄
地
は
旬
奴
よ
-
至
る
能
は
ず
｡
普
こ
れ

を
有
せ
ん
と
欲
す
』
と
｡

こ
れ
は
国
境
防
備
墜
重
な
る
オ
ー
ダ
ツ
外

の
棄
地
を
要
求
し
た
も
の
と
見
浦

-
べ
き
で
あ
る
｡

1

物
漢
兵
'
寵
股
王
を
生
得
す
｡
旬
奴
､
殴
股
王
の
漢
に
あ
る
を
見
'

導
電
な
し
て
之
を
撃
O
/か
と
恐
る
?
人
民
を
覆
し
て
髄
除
に
屯
し

明
年
ま
た
九
千
際
を
遺
し
て
受
降
嫁
に
屯
し
以
て
候
に
備
ふ
.

I

虚
で亀
の
長
を
盈
得
せ
ら
れ
た
旬
奴
が
'
塵
塵
に
人
民
を
増
強
し
て
漠
に
備

(

し
こ
と
を
い
っ
た
も
の
に
相
連
な
い
0

･

㈱

君
長
以
下
数
千
人
'
皆
畜
産
を
騒
-
'
行
く
ゆ
-
'
院
股
と
戦

-

良
.
戦
ひ
て
殺
傷
せ
ら
る
も
の
甚
だ
衆
か
少
し
も
'
速
に
南
し
て

/

漢
に
降
る
｡

き
軒
に
旬
奴
に
靖

(
ら
れ
た
或
種
族
が
国
境
守
備

の
塵
亀
藤
を
突
破
し
て
漠

宣

降
れ
早
事
件
に
外
な
ら
ぬ
.

.

由

郡
支
.
漢
使
永
青
を
殺
す
.
漢
'
膏
の
菅
間
を
知
ら
ず
｡
而
し

⑪

て
旬
奴
の
降
者
言
ふ

『
寵
舵
皆
こ
れ
を
殺
せ
-
と
聞
-
』
と
.

邦
文
が
永
書
を
殺
し
た
の
を
'
降
着
が
誤
っ
て
呼
帝
都
畢
干
側

の
段
股
か
殺

し
た
も
の
と
漠
に
報
告
し
た
事
件

27丁-

㈲

院
脆
'
雲
中
の
生
口
を
掃
得
す
｡

n=u

の
合
計
五
つ
の
み
で
あ
る
｡
こ
の
五
個
の
記
載
に
よ
っ
て
院
政
が
菌
境

防
備
の
壁
亀
で
あ
っ
た
こ
と
は
性
ぼ
明
か
で
あ
る
｡
そ
の
形
状
は
こ
の

五
つ
の
記
載
に
よ
っ
て
は
知
-
得
な
い
が
..I
上
に
揚
げ
た
服
塵
の
注
に
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捻

｢
土
窒
｣
と
見
え
､
ま
た
同
じ
く
後
漢
の
李
膏
の
注
に
は

『
旬
奴
遵

⑫

項
薙
落
守
衛
の
官
也
』
と
あ
る
か
ら
'
恐
ら
-
そ
の
形
態
は
上
述
A
pラ

ン
ス
パ
イ
カ
リ
ア
の
旬
奴
営
農
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
か
ら

ラ
.
香
'
む
し
ろ
ト
ラ
ン
.ス
パ
イ
カ
り
ア
敬
兄
の
替
亀
こ

そ
旬
奴
北
面

の
寵
脱
そ
の
も
の
1
遭
地
と
見
る
べ
き
で
軌
あ
る
ま
い
か
.

な
ほ
甑
腹
や
'
敵
艦
と
畢
千
･
諸
王
座
間
の
静
要
地
に
は
ま
ね
へ
連

絡
や
守
衛
の
目
的
を
以
っ
て

｢
蜂
魅
｣

｢
山
閲
｣

｢
橋
｣
の
類
も
嘗
然

置
か
れ
て
ゐ
た
と
考

へ
ら
れ
る
｡
漢
書
韓
安
国
侍
に
は
'
彼
等
が

『
塵

健
を
置
い
て
然
る
後
敢
て
牧
馬
し
た
』
と
い
ふ
事
賢
に
つ
い
て
の
記
載

が
見
え
る
｡
ま
き
冗
狩
三
年
票
騎
将
軍
雀
去
病
が
外
モ
ー

ゴ
瞥
速
征
し

て
皐
蘭
の
下
に
大
勝
し
た
車
件
に
勤
し
'
魂

(二
面

)
の
聾
者
蘇
林
粒

⑱

『
皐
蘭
は
旬
奴
中
の
山
関
の
名
な
り
』
と
注
し
て
を
る
｡
ま
ね
架
橋
で
/

あ
っ
喪
か
浮
椿
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
､
彼
等
が
軍
隊
の
急
速

移
動
に
蔑
め
そ
な
え
る
た
め
飴
普
水
上
に
槍

し

て
ゐ
た
こ
と
は
先
年

｢
古
代
警

纂

け
る
嘉

交
通
咽

な
る
一
篇
窟

て
指
摘
し
還

り

で
あ
る
｡

■

四

遡
上
ト
ラ
ン
ス
バ
･.Tr
カ
ル
地
方
に
層
見
せ
ら
れ
発
句
奴
薯
塵
牡
を
中

心
に
'
漠
時
代
の
北
方
遊
牧
民
の
住
居
城
塞
等
の
設
営
物
に
関
し
て
現二

在
壌
存
の
僅
少
な
る
文
献
を
捜
薙
し
て
'
そ
の
賢
相
の
若
干
を
明
か
に

し
得
た
か
と
思
ふ
｡
勿
論
上
述
の
避
信
城
如
き
大
規
模
の
城
廓
が
普
偏

的
に
建
設
さ
れ
て
ゐ
た
と
は
考

へ
ら
れ
な
い
｡
そ
れ
は
'
漢
人
出
身
の

衛
律
が
草
子
と
計
っ
て

『
穿
井
数
百
.･
伐
木
数
千
』
を
湖
っ
で
大
域
華

を
塵
設
せ
ん
と
し
奉
が
或
人
が

『
胡
入
よ
-
城
を
守
ら
ず
'
こ
れ
漢
に

糧
を
砂
こ
す
な
盈

土

塁

た
の
で
工
事
を
中
止
し
た
事
件

(旬
奴
侍
)

か
ら
も
十
分
推
察
さ
れ
る
o

i

然
し

一
面
､
彼
等
の
す
べ
て
が
常
に
草
上
馬
背
に
の
み
あ
つ
た
の

S

J

は
な
-
'
少
-
と
も
支
配
的
階
級
の
も
の
は
各
種
の
目
的
の
た
め
に
地

上
に
諸
種
の
営
造
物
を
建
設
し
た
こ
と
は
上
述
し
た
と
こ

ろ
に
て
明
か

～

と
思
ふ
o
元
来
､
こ
れ
ま
で
､
こ
れ
ら
古
代
遊
牧
民
の
城
亀
的
設
営
軌

､

の
存
在
が
一
般
に
注
意
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
､
中
歯
の
古
文
献
が
概
し
-

て
彼
等
に
つ
い
て

『
城
郭
'
常
宿
耕
田
の
業
無
し
』
(旬
奴
偉
)
と
か
､

『
獣
を
途
ひ
草
に
随
ひ
'
居
鹿
骨
無
し
』
_(韓
安
固
俸
)
き
い
ふ
'

そ
の

移
動
性
の
面
を
特
筆
す
る
記
述
を
し
て
ゐ
る
こ
と
に
原
因
し
て
ゐ
る
と

息
は
れ
る
｡
然
し
我
々
は
彼
等
が
政
治
上
軍
事
上
及
び
宗
教
上
に
は
'
′

そ
れ
ぞ
れ

1
定
の
形
勢
便
利
の
地
を
捧
ん
で
各
種
の
営
造
物
を
建
設
し

J

季
節
或
は
戦
季
遊
猟
等
に
於
い
て
随
時
こ

れ
を
去
る
こ
七
が
あ
つ
て
も
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事
止
め
ば
ま
た
そ
の
膏
に
掃
し
た
と
い
ふ
事
賢
を
閑
却
し
て
は
な
ら
な

い
O
中
国
古
文
献
に
於
け
る

『
城
郭
無
し
』
と
i
ふ
語
句
の
如
き
も
.

む
し
ろ
そ
れ
は
中
国
的
大
城
郭
都
市
の
意
味
に
解
す
べ
-
城
塞
類
の
皆

無
を
謂
つ
な
＼も
の
解
す
べ
き
で
は
な
い
｡
か
つ
て
旬
奴
の
郭
支
畢
千
枚

都
頼
河
畔
に
築
城
し
､
望

吾

魂

讐

て
二
年
の
後
､
大
内
'
土

城
'
木
城
に
車
を
め
ぐ
ら
し
た
三
重
の
城
を
完
成
し
た
が
'
常
時
こ
れ

を
攻
撃
せ
ん
と
し
た
漠
婿
陸
揚
の
言
葉
と
し
て

｢
漢
紀
｣
に
記
録
さ
れ

て
ゐ
る
と
こ
ろ
を
み
る
と

翼

(警

)
は
城
新

努
の
守
無
し
,
も
し
雷

の
至

姦

し
烏
孫
の
衆
兵
を
殴
従
し
て
直
ち
に
其
の
城
下
に
い
た
ら
ば
'
彼
亡

ぐ
る
も
ゆ
-
所
な
-
'
守
る
も
自
ら
保
つ
に
足
ら
じ

と
あ
る
｡
以
っ
て
漢
人
の
い
ふ
城
郭
の
意
味
を
さ
と
る
に
足
る
で
あ
ら

ラ
.
ち
な
み
に
陸
揚
が
此
城
を
政
略
す
る
に
雷
久

は
じ
め
彼
は
康
居

族
騎
兵

一
万
飴
を
し
て
へ
十
余
ヶ
所
よ
-
攻
撃
せ
し
め
た
が
不
成
功
に

讐

芸

で
､
後
ち
漠
兵
芭

て
.四
面
よ
.-
新

姦

し

て
突

入
せ

し
め
達
に
こ
れ
を
陥
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
ひ
'
且
つ
此
の
戦
勝
に
於

て
,
斬
首
は
草
子
諸
王
以
下
千
五
官
金
級
'
蝕
虜
百
四
十
五
人
へ
憐
窟

千
余
人
で
あ
っ
た
と
い
ふ
｡
其
城
の
規
模
の
大
腹
は
こ
れ
で
推
察
で
き

る
｡
(了
)

①
泉
洋
建
築
系
雄
史
論

(
英

一
)

(建
築
雑
誌
昭
和
六
年
四
月
餅
)

②
束
亜
撃

一､
及
び
ユ
ウ
ラ
,b
ア
古
代
北
方
文
化

(
昭
和
二
三
年
全
国
書
房
刊
)

所
収
｡
～

⑨
国
論
考
に
あ
げ
ら
れ
て
ゐ
る
後
漠
蕃
及
び
晋
書

の

〔
後
湊
軍
旬
奴
を
破
り
へ
そ
の
〕
キ
ュ
ー
ロ
車
重
千
余
繭
を
え
た
p

O

〔旬
奴
諸
部
､
晋
に
降
る
〕
軍
産
什
物
､
紀
す
る
に
勝

ふ
べ
か
ら
ず
｡

な
る
二
記
事
は
'

(
前
肴
は
キ
ュ
ー
B
を
草

の
単
位

の
南
で
数

へ
て
あ
る

例
'

後
者
は
車
鹿
な
る
熟
字
に
於
い
て
キ
ュ
ー
-ロ
が
革
と
関
係
あ
る
こ
と
を
暗
示
し

て
ゐ
る
と
考

(
得
る
か
ら
)
任
革
と
し
て
の
キ
ュ
ー
B
が
斉
家
し
た
を
操
と
し

て
馨
げ
得
よ
う
.
赦
し
と

の
記
事
か
Lq
r
地
上
の
威
令
は
キ
ュ
ー
B
で
は
な
い

と

い
ふ
紡
諭
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
息
ふ
0
人
な
ほ
此
の
二
記
事

の
解
樺

に
於
い
て
も
,
前
者
は
粧
接
キ
ュ
ー
芸

南
で
数

(
た
の
で
は
な
し

た
ゞ

慮

～

･合
軽
重
類
を
千
余
雨
分
捕
得
し
た
意
と
解
き
れ
得
な
か
ら
う
か
､
ま
た
後
者
の

｢車
慮
｣
も

T庭
草
｣

の
意
味
に
解
す
べ
き
か
'
ま
た
は
革
と
鹿

の
二
物
と
解

す
べ
き
か
必
ず
し
も
に
わ
か
に
断
定
し
得
な
い
や
う
に
も
息
は
れ
る
)
-ま
た
周

蕗
考
エ
･記r:
に

籾

の
弓
事
無
き
や
弓
草
魚
章
に
非
ざ
る
な
Sn
o
そ
れ
人
に
し
て
髄
ぐ
弓
革

を
つ
ぐ
る
な
p
O

/

-

と
あ
る
弓
革
が
氏
の
云
ほ
れ
て
ゐ
る
如
-
キ
ユ
I
B
を
き
し
た
も
の
に
相
違
な

け
れ
ば
､
た
し
か
に
こ
れ
は
ヰ
ユ
ー
ロ
が
屋
串
で
あ
っ
た
｣
詮
と
見
得
る
.
飴

し
鄭
玄
は
こ
れ
を
弓

･iJ.革
Q
二
つ
と
証
し
て
ゐ
ろ
の
で
あ
る
か
も
､
こ
の
鄭
玄

等
の
敦
を
香
定
す
る
に
誓

な
竺

段
有
力
な
反
静
が
必
要
な
の
で
は
あ
る
ま

ヽ
ゝ
O

_hV

カ

④
ソ

ス
ノ
ア
ス
軒
-

『
バ
叫
カ
ル
地
方
に
於
け
る
最
古
の
牧
畜

の
痕
跡
』

1
九
亭

三
年

29-
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⑤
移
動

の
途
中
彼
等
が
或
種

の
屋
革
払
超
臥
し
た
こ
と
は
'
上
端
'
村
田
'
江
上

両
氏
論
考
に
見
ゆ
る
通
り
で
あ
sa
r
自
分
も
嘗
て

｢
上
代
蒙
古
に
於
け
る
宰
輔

交
通
｣

(
東
洋
史
研
究
五
ノ
主
)
に
於
て
煽
れ
た
.
赦
し
キ
ヨ
ー
ド
族
時
代

の

任
事
が
多
数

の
人
員
を
自
由
に
出
入
し
得
る
種

の
大
型
で
あ
っ
た
か
香
か
は
泉

は
し
い
｡
中
古
織
物
族
が
英
高
大
な
る
住
専

の
故
に
特
に

｢高
専
｣
な
る
族
名

を
附
さ
れ
た
串

(
樺
名

『
高
車
と
は
其
至
高
-
立
載

の
草
也
』
)
に
徴
す
れ
ば
寧

ろ
多
人
数
が
自
由
に
出
入
し
得
る
高
大
な
任
草
が
大
量
に
用
い
ら
れ
た
の
は
中

古
以
後
の
こ
と
に
か
1

る
の
で
は
な
か
ら
う
か
O

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
フ
ン
が
西
史

に
警

車
上
竃

誉

し
て
記
録
計

て
ゐ
る
の
は
､
侵
略
空

の
移
動
的

の

面
よ
か
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
.
ブ
リ
ス
ク
ス
に
見
ゆ
る
ア
ッ
チ
ラ
本
管

も
地
上
座
食
と
し
て
記
る
き
れ
て
居
り
､
ま
た
彼
等
の
間
に

｢草
ぶ
き
小
屋
｣

が
散
在
し
て
ゐ
る
き
ま
が
記
る
き
れ
て
居
る
｡

な
ほ

｢美
事
甘
水
す
な
わ
ち
止

り
'
草

つ
き
水

つ
-
れ
ば
す
な
わ
ち
移
る
｣

の
生
活
は
'
恐
ら
-
或
場
合
常
時
馬
背
車
上
に
眠
ら
ざ
る
を
得
ね
こ
と
も
あ
つ

た
で
あ
ら
う
が
'
飴
し
こ
れ
は

7
般
下
層
民
の
こ
と
で
､
被
征
服
民
族
よ
り
多

量
の
茸
約
歳
館
を
受
け
て
生
活
し
て
ゐ
た
草
子
､
諸
王
長
は
軍
に
避
暑
避
寒
的

移
住
を
す
る
の
み
で
､
姶
ど
定
住
生
活
を
し
て
ゐ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
が

あ
る
0

⑥

E
in
H
u
nn
iBChes
ZJag
e
r
d
er
H

an･Zeit
in
T
,anBbai
k.al
ien

(
S
in
ic
a

X
IV
.

H
eft
S
J4
.

Fran
kfurt
A
.岩
.
)939)

⑦

W
e
rner同
上
論
文
及
び

B
o
g
e
n
f
ragm
en
t
auⅧ
C
h
rn
u
n
tum
und

v
o
n
d
e
r
u
n
te
r
n
W
o
tga

(

E
S
A
.
V
t
r
.
)
9
3
2
)

⑧
キ
ヨ
ー
ド
の
西
城

の
位
置
及
び
点
英
が
こ
,ゝ

に
守
長
と
な
っ
た
始
末
等
に
つ
い

て
は
藤
田
豊
八
博
士

｢西
域
研
究
｣
尊
七
回

(
史
車
雑
誌
三
八
′
四
)
及
び
胡

著

｢月
氏

の
パ
ク
ト
リ
ア
遷
移
に
鮪
す
る
地
理
的
年
代
的
考
詮
｣
紫
二
筒
.(
束

,
洋
史
研
究
三
ノ
四
)
参
照

⑨
漢
書
衛
青
賓
去
病
偉
及
同
如
淳
注
｡

⑩
た
と
え
ば
清

の
丁
謙

(
漢
書
匂
奴
偉
地
理
考
撃

沈
欽
韓
､
王
兜
儲
ら
は
早
に

｢連
界
｣

の
意
に
解
し
て
ゐ
尊
が
不
適
首
で
あ
る
｡

⑪

7
記
に

｢
オ
ー
ダ
ツ
に
於
い
て
開
け
る
に
骨
こ
れ
を
殺
す
と
｣
と
諌

む

べ
-し

と
へ
こ
の
場
合
ど
ち
ら
で
も
よ
い
｡

⑫
官
は
室

の
誤
か
と
息
は
れ
る
.
廃
し
官
で
あ
つ
て
も
必
ず
し
も
服
注
と
矛
盾
は

し
な
い
｡
脱
法
は
正
し
-
鐘
亜
0
.7の
も
の
と
し
て
注
し
'
拳
法
は
精
々
樽
じ
て

其

の
人
的
要
素
を
い
つ
た
に
過
ぎ
ぬ
｡
上
鴻
五
記
事
に
も
建
設
物
と
し
て
の
オ

ー
ダ
ツ
'
督
備
考
と
し
て
の
オ
ー
ダ
ツ
の
二
つ
あ

p
O
白
鳥
庫
曽
博
士
は
甑
脆

な
る
語
を
ト
ル
.コ
語
中
の
オ
.ス
マ
ン
語

の

a
a

(
室
)､

チ
ャ
ガ

タ

イ

語

の

o
tak
(任
室
)
チ

ュ
ヴ
ァ
シ
語
の

o
d
a
r

(
草

の
開
場
)
尊
と
連
繋
が
あ
る
と

考

へ
て
ゐ
る

(
西
域
史
上
の
新
研
究
)

⑲
皐
蘭
に
つ
い
て
は
そ
の
他
山
名
､
河
名
と
す
る
注
が
あ
っ
て
'
必
ず
し
も
山
掬

で
あ
る
と
の
性
が
正
し
い
と
は
云
い
難

い
.
飴
し
キ
m.
-
ド
鳥
丸
鮮
卑
等
と
交

渉

の
深
か
ら

た
曹
魂

の
単
著
蘇
林
､
孟
庚
が
こ
れ
を
山
鮪
と
し
て
ゐ
る
こ
と
は

皐
蘭
そ
の
も
の
は
何
で
あ
ら
う
と
､
意
義
が
あ
る
｡
何
故
な
ら
ば
へ
と
に
角
常

時

の
人
々
が
遊
牧
民
中
に
山
掬

の
布
衣
を
認
識
し
て
ゐ
た
こ
と
を
示
す
か
ら
で

あ
る
｡

⑭
東
洋
史
研
究
五
′
三
｡
そ
の
椿

の
規
模
堅
牢
性
は
英
日
的
か
ら
推
察
で
き
る
｡

⑮
宗

正
劉
向

の
上
磯

(陳
湯
倖
引
)
に
は

｢
五
重
城
を
屠
る
｣
と
あ
る
｡

⑯
陳
湯
侍
に
は
金
城
と
あ
る
が
全
線

の
意
義
義
に
於
い
て
は
襲
る
伊
は
な
い
｡

⑰
前
車
紀
｡
随
湯
侍
は
歯
盾
に
作
る
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T甲EGIVILENGINEERINGTECHNIQUEOF

THEANCIENTASIANNOMADS

ByGimpuIUchida

′

"Ch'iung･lu''(考慮)wasthehutmadeoffeltandtwigs. The

AricientAsiannomadsusedtobuiltsuchfelthutsol･tentsOnthe

ground',hutnotonthewag_ons･一Thewagon･tenttheoryheldbysome

orientalistsisuntenable.､ .
t

tInsomeancientChineserecordstherearefoundthenamesofthe

Hiung-nu'scamps,andth'eserecords.alsodescribesuch-civil'engineer･

ingachievementsaSlarge-scaleundergroundcellers,barriers,forto,

beacontowersandbridgesoftheHi樹1g･nu.Theytomb,.pfaHiung･nu r

princeunearthedatNoinUla,OuterMongolia,and､theruinsofthe

Hiung･nu'SdwellingquartersdiscoverednearVerchneudinskbetray

†hattheseancient-nomadswere馨ompetentcivilengineers..The

よuthorthinksthat…ou-te"i.▲eりearthenhutsconstructedby the

Hiung･nuonthe_bordersoftheirtbrritory,hadthesimilarstrucaure

asthesitesdiscoverednearVerchneudinsk.

TheAvars'campswere-surroundedbythe~占arthentwentyfeet

highdikes.Thedikesweremadewithadoublerowofpikやsofoak,-

beech,orpine,～whichyqeretwentyfeetapart,thespacebeingfiIled
!

upwithstonesandloam･ .Thecamps1.OfChih･ChihTan一如 (郵支城)

･andthoseoitheWu-sunpeoplemusthavebeenJalsosurroundedby

suchdikes,Saystheauthor,

_ 2 一.-


