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構
造
は
大
同
小
異
で
、
何
れ
も
堤
岸
の
類
を
以
て
水
逡
の
湯
地

を
園
ん
で
内
を
田
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
中
に
は

北
宋
の
翼
宗
、
仁
宗
頃
か
ら
創
め
ら
れ
た
も
の
’
も
あ
る
が
、
そ

の
多
く
は
徽
宗
の
世
か
ら
盛
ん
に
設
置
を
見
る
に
至
り
、
南
宋

に
入
っ
て
益
々
流
行
し
た
。
こ
れ
ら
は
性
質
上
官
有
地
た
る
べ

き
も
の
で
あ
る
が
、
屡
々
豪
家
及
び
寺
観
に
よ
っ
て
非
法
侵
占

さ
れ
て
私
有
地
と
な
り
、
或
は
官
よ
り
之
を
出
費
し
て
私
有
地

と
さ
れ
ご

豪
家
や
寺
観
に
よ
っ
て
農
併
さ
れ
た
。
叉
園
田
や
坪
田
や
湖
田

に
は
屡
々
荘
園
が
設
置
せ
ら
れ
、
管
荘
、
監
荘
を
置
い
て
之
が

管
理
に
富
ら
し
め
た
。
こ
れ
ら
が
豪
家
や
寺
観
に
よ
っ
て
装
併

せ
ら
れ
た
結
果
江
湖
肢
塘
の
水
利
は
狽
占
せ
ら
れ
、
民
田
は
水

草
の
災
を
被
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
そ
の
害
が
社
會
問
題
と

し
て
取
扱
は
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
朝
廷
は
、
大
服
に
於

て
園
田
及
び
湖
田
に
對
し
て
は
開
掘
を
命
じ
た
が
、
坪
田
に
對

し
て
は
有
害
の
も
の
ｘ
み
開
掘
又
は
改
正
を
命
じ
、
沙
田
蘆
場

に
對
し
て
は
軍
に
納
租
を
命
す
る
に
止
め
た
。
し
か
し
こ
の
取

締
は
充
分
に
徹
底
す
べ
き
も
の
で
は
た
か
っ
た
こ
と
を
説
く
。

こ
の
問
題
に
開
し
て
は
、
さ
き
に
周
藤
吉
之
學
士
が
「
宋
元
時

代
の
佃
戸
に
就
い
て
」
（
史
學
雑
誌
四
四
、
一
〇
・
一
こ
に
於
て
一

庶
論
述
し
て
ゐ
る
が
、
著
者
は
之
を
補
ひ
っ
Ｘ
、
難
解
な
宋
會

要
や
文
集
の
類
を
縦
横
に
援
用
し
て
堅
資
な
論
歩
を
進
め
て
ゐ

る
。
著
者
自
身
も
い
っ
て
ゐ
る
如
く
、
本
篇
に
は
こ
の
種
の
水

利
田
が
宋
代
に
至
っ
て
俄
か
に
硬
達
し
た
原
因
に
就
て
論
じ
て

居
な
い
。
私
は
金
の
座
迫
を
被
っ
て
宋
が
淮
水
以
南
に
退
却
せ

る
以
後
は
、
人
口
の
堵
加
や
財
政
の
窮
迫
に
よ
っ
て
荒
地
開
拓

の
要
に
迫
ら
れ
た
と
い
ふ
こ
と
に
も
こ
の
問
題
を
解
く
鍵
が
見

出
さ
れ
る
で
あ
ら
う
と
い
ふ
著
者
の
推
測
に
左
祖
し
、
著
者
が

　
　
　

一

か
_
>
f
る
方
面
に
開
し
て
精
緻
な
る
論
考
を
も
の
せ
ら
れ
、
未
開

　
　

7
9

拓
の
舷
態
に
残
さ
れ
て
ゐ
る
南
宋
時
代
の
祀
音
経
済
史
研
究
の

　
　
　

一

分
野
に
来
紹
を
下
さ
れ
ん
事
を
望
む
も
の
で
あ
る
（
外
山
軍
治
）

　
　
　
　
　

歴
代
名
書
記

　

小
野
勝
年
評
註

　
　
　
　
　
　
　
　
　

岩
波
文
庫
版

　

三
九
二
頁

　

價
六
十
銭

　

東
洋
史
専
攻
小
野
勝
年
君
の
手
で
張
彦
遠
撰
歴
代
名
書
記
の

邦
謬
が
、
岩
波
文
庫
版
と
し
て
出
版
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
最
近

の
學
界
欣
事
で
あ
る
。
歴
代
名
書
記
は
晩
唐
音
昌
年
間
に
書
か

れ
た
も
の
で
、
支
那
檜
書
史
研
究
の
も
っ
と
も
貴
重
な
文
献
で

あ
り
、
こ
の
書
に
次
い
で
宋
の
郭
若
虚
の
圖
登
見
聞
誌
、
鄙
椿



夕

　

の
書
物
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
三
書
は
給
書
史
に
於
ｔ
殆
ど
正

　
　

史
の
趣
を
も
っ
て
ゐ
る
と
い
は
れ
る
。

　
　
　

歴
代
名
壽
記
が
か
く
も
重
要
な
賃
料
と
詔
め
ら
れ
て
ゐ
る
根

　
　

抹
に
つ
い
て
は
、
私
が
こ
の
書
評
で
殊
更
に
説
き
た
て
る
必
要

　
　

は
な
い
で
あ
ら
う
。
張
彦
遠
の
家
は
代
々
大
収
蔵
家
で
あ
っ
た

　
　

こ
と
、
ま
た
彼
の
際
會
し
た
時
代
が
偶
々
會
昌
年
間
の
唐
武
宗

　
　

の
佛
教
破
壊
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
収
蔵
せ
る
歴
代
名
書
の

　
　

著
録
を
思
０
　
つ
か
せ
、
か
っ
破
壊
せ
ら
れ
、
ま
た
破
壊
せ
ら
れ

　
　

ん
と
す
る
寺
覗
の
書
壁
の
類
の
党
え
が
き
を
作
ら
し
め
た
の
で

　
　

あ
る
。
し
か
も
彼
自
身
は
犀
利
な
る
硯
曼
を
も
て
る
稀
有
の
批

　
　

評
家
で
あ
っ
た
。
彼
は
前
代
ま
で
の
盗
評
に
満
足
し
た
か
っ
た
。

　
　

内
膝
博
士
「
支
那
綸
鑑
史
講
話
」
（
佛
教
美
術
誌
第
十
一
冊
）
に

　
　

は
張
彦
遠
及
び
そ
の
歴
代
名
書
記
に
つ
い
て
懇
切
な
解
明
が
た

　
　

さ
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
問
の
事
情
を
か
う
言
っ
て
ゐ
ら
れ
る
。

　
　
　

「
大
蕨
、
前
代
の
書
評
を
汗
し
て
、
都
て
浅
薄
だ
と
云
っ
て
、

　
　

後
漢
の
孫
暢
之
の
述
書
記
、
梁
武
帝
、
陳
の
姚
最
、
謝
赫
（
賓

「
張
彦
遠
の
批
評
は
綿
密
を
書
し
た
も
の
で
、
歴
代
書
家
の
長

所
短
所
に
就
き
、
例
へ
ば
隋
以
後
に
あ
り
て
は
誰
れ
は
野
外
の

景
に
妙
で
、
誰
れ
は
人
馬
に
巧
に
、
誰
れ
は
朝
廷
の
紺
紳
を
書

く
に
秀
で
ｘ
を
る
と
か
細
か
に
論
じ
て
ゐ
る
。
」

　

ま
た
、
「
（
彼
は
）
書
品
を
次
の
様
に
立
て
る
。
自
然
、
紳
、

妙
、
精
、
謹
細
。
こ
の
五
等
で
、
謝
赫
の
六
法
を
包
括
す
る
つ

も
り
だ
と
い
つ
て
る
。
形
や
彩
色
に
於
て
充
分
に
備
つ
て
ゐ
る

よ
り
も
綸
の
出
来
ば
え
心
自
然
な
方
が
最
よ
い
と
し
て
居
る
。
」

中
國
綸
書
史
（
商
務
印
書
館
良
行
中
國
文
化
史
叢
書
第
一
輯
）

　
　
　

｝

を
著
し
た
兪
剣
華
に
よ
れ
ば
歴
代
名
張
記
は
左
の
如
く
分
類
さ

　
　

8
0

れ
る
と
し
て
ゐ
る
が
、
讃
者
の
參
考
と
な
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　

一

山
寄
史

　　

｜
「‾¬‾つ

別

　　

専

　　

通

史

　　

史

　　

史

　

ｉ

　　

ｌ

　　

ｌ
~-~
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１

　

１

　

１

　

１

　

ｊ

述叙記叙叙叙
斑
之
源
流
…
…

誉
蓉
…
…

｛
一
｛
一１

　

１
一
一
｛
｛
｝

゜
゛
一

箆
笛
人
名
…
…
…
（
作
纒
詞

雨
京
外
州
寺
狭
寄
孕
：
巻
第
三

師
資
傅
授
南
北
時
代
…
巻
第
二

古
之
秘
喪
珍
圖
…
…
…
巻
第
三

は
梁
の
人
）
、
隋
の
沙
門
彦
踪
、
唐
に
て
は
李
嗣
翼
、
劉
整
、
顧

　
　
　
　
　
　

―
理
論
１
論
憲
六
法
一
一
］
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
・
一
＆
］
―
一

況
、
裴
孝
源
（
貞
観
公
私
電
史
の
著
者
）
、
甕
蒙
等
を
あ
げ
、
中

　
　

必
憲
法

ニ

ー
支
術
上
！
論
憲
山
水
樹
石
…
…
…
…

」
巻
第
一

で
も
彦
踪
の
著
を
最
も
謬
が
甚
し
い
と
い
つ
て
ゐ
る
。
」
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　

お
’

　

ｊ
論
顧
陸
墨
俣
用
筆
…
…
…
巻
第
二

べ

心
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上
回
ロ
ド
」
い

㈲
蜜

Ｗ｀Ｗ～〆

　

巻

　

第

　

－

　

－

″
巻
第
三

　

小
野
勝
年
君
の
謬
註
本
は
、
諸
書
に
よ
っ
て
校
合
し
た
こ
と
、

出
来
る
だ
け
支
那
學
開
係
外
の
人
に
も
親
し
ま
し
め
ん
と
し
て

註
を
多
く
し
た
こ
と
、
か
く
て
こ
の
古
典
の
給
金
史
上
、
給
言

史
上
の
、
間
口
奥
行
と
も
に
廣
き
内
容
に
光
あ
ら
し
め
ん
と
意

圖
し
た
こ
と
等
は
、
そ
の
秀
作
の
た
め
高
く
評
價
せ
ね
ば
た
る

奎
い
。
新
し
い
學
問
で
あ
る
支
那
美
術
史
の
部
門
で
は
、
こ
の

種
の
基
本
的
な
仕
事
が
吾
々
の
世
代
の
課
題
で
あ
り
、
出
獲
勘

た
る
べ
き
を
信
す
る
の
で
あ
る
。
（
長
廣
敏
雄
）

　

ヘ
エ
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I
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史
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へ
ご
Ｉ
ツ
シ
ュ
氏
は
已
に
一
九
三
一
年
に
ザ
ク
セ
ン
の
ア
カ

デ
ミ
イ
論
文
集
中
に
て
元
朝
秘
史
考
を
雄
一
表
し
た
が
今
同
は
腿

史
の
全
文
を
羅
馬
字
譚
し
て
出
版
し
た
の
で
あ
る
。
詳
題
が
示

す
如
く
葉
徳
輝
の
刊
本
に
よ
り
支
那
字
を
羅
馬
字
化
し
て
蒙
古

文
に
還
元
し
た
の
で
あ
る
。
漢
字
に
償
れ
な
い
欧
米
の
諸
學
者

は
こ
れ
に
よ
っ
て
古
代
蒙
古
文
献
に
接
す
る
を
得
た
る
を
便
と

し
喜
ぶ
事
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
然
し
蒙
古
文
に
還
元
し
た

と
は
云
へ
、
又
極
め
て
惧
重
な
る
態
度
を
以
て
漢
字
の
痕
波
を

多
分
に
遺
留
せ
し
め
て
鳶
い
た
と
は
云
へ
、
そ
こ
に
却
て
疑
問

を
起
さ
し
め
る
が
如
き
音
譚
も
あ
る
か
ら
、
蒙
古
學
者
に
は
矢

張
り
原
漢
字
本
を
必
要
と
す
る
で
あ
ら
う
。
例
へ
ば
題
名
の
ら

ン
ゴ
ル
を
ワ
ザ
と
マ
ン
ゴ
ル
と
す
る
如
き
で
あ
る
。
余
は
茲
に

は
蒙
文
還
元
の
方
法
に
就
い
て
詳
論
を
試
み
よ
う
と
は
し
た
い

が
、
仮
令
こ
の
古
文
献
を
西
洋
學
者
の
利
用
に
便
す
る
急
務
が

あ
っ
た
と
し
、
完
全
な
る
還
元
に
は
幾
多
の
宵
ほ
研
究
す
べ
き

勁
が
あ
る
か
ら
拙
速
の
方
法
を
取
る
に
し
て
も
、
今
少
し
方
法

を
考
へ
る
ぺ
き
で
あ
っ
た
と
思
ふ
。
こ
れ
も
朧
を
得
て
蜀
を
望

む
の
類
か
も
知
れ
な
い
。
我
國
で
も
諸
學
者
に
よ
っ
て
蒙
文
還

元
の
企
て
の
有
っ
た
事
は
聞
い
て
ゐ
た
が
、
敢
然
と
し
て
第
一
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