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し
て
支
配
の
内
部
梼
造
の
解
明
を
共
通
の
視
点
と
し
て
い
た
の
で
、
国
方
氏

も
、
こ
の
「
宋
金
対
立
」
と
い
う
状
況
を
捨
象
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
が
、
国
方
報
告
の
よ
り
正
確
な
理
解
の
た
め
に
も
、
看
過
さ
れ
て
は
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。

山

　

　

代

　

　

宏

　

　

道

西
洋
史
部
門
で
は
佐
藤
真
典
氏
が
「
イ
タ
リ
ア
中
世
都
市
国
家
形
成
期
に
お

け
る
農
民
支
配
-
古
典
荘
園
制
の
解
体
か
ら
折
半
小
作
制
へ
の
移
行
-
」
と
題

し
て
報
告
さ
れ
た
。
こ
の
報
告
は
さ
ら
に
最
新
の
研
究
を
批
判
的
に
摂
取
さ
れ

て
本
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
詳
細
な
内
容
に
つ
い
て
く
り
返
し
紹

介
す
る
こ
と
は
避
け
、
ま
た
筆
者
自
身
が
質
問
者
と
な
っ
た
と
い
う
事
情
も
あ

り
、
こ
こ
で
は
報
告
後
に
問
題
に
さ
れ
た
二
二
こ
の
点
を
め
ぐ
る
質
疑
応
答
を

再
録
・
紹
介
す
る
こ
と
で
参
加
記
に
代
え
た
い
。

ま
ず
報
告
の
中
で
検
討
さ
れ
た
「
一
二
二
一
年
農
村
に
お
け
る
諾
支
配
権
の

帰
属
」
に
関
し
、
罰
令
権
を
ピ
.
ス
ト
イ
ア
の
司
教
と
都
市
が
そ
の
帰
属
を
め
ぐ

り
競
合
し
て
い
る
例
で
あ
る
と
す
る
報
告
者
の
取
り
扱
い
に
対
し
、
鹿
子
木
幹

雄
氏
(
広
島
修
道
大
学
)
が
そ
の
理
由
を
問
わ
れ
た
。
報
告
者
は
、
諸
支
配
権

の
厳
密
な
区
別
は
困
難
で
あ
り
、
・
罰
令
権
も
初
期
の
段
階
で
は
土
地
に
縛
ら
れ

六
二

た
幾
民
に
対
す
る
パ
ン
権
の
行
使
を
意
味
し
、
領
主
か
ら
の
下
封
は
そ
れ
を
伴

な
う
こ
と
、
具
体
的
事
実
の
中
で
は
そ
れ
を
司
教
に
帰
属
す
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
当
時
の
証
言
内
容
を
検
討
す
れ
ば
、
司
教
と
都
市
が

共
に
自
分
達
の
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
、
一
応
そ
れ
を
競
合
し
て

い
る
も
の
と
考
え
た
、
と
答
え
ら
れ
た
。
つ
づ
い
て
鹿
子
木
氏
は
、
罰
令
権
の

本
源
的
意
味
内
容
は
と
も
か
く
と
し
て
、
紹
介
さ
れ
て
い
る
証
言
数
で
み
る
か

ぎ
り
罰
合
板
を
都
市
コ
ム
ー
ネ
側
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
証
言
が
多
く
、
そ
の

意
味
で
都
市
コ
ム
!
ネ
側
に
帰
属
す
る
権
利
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
理
解
し
や

す
い
の
で
は
な
い
か
、
と
発
言
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
報
告
者
は
そ
れ
に
同

意
し
て
い
る
司
教
側
証
人
が
い
な
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。

っ
ぎ
に
イ
タ
リ
ア
に
特
徴
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
地
代
形
態
の
展
開
の
仕
方
-

金
納
か
ら
現
物
納
へ
の
逆
転
-
が
、
北
・
中
部
イ
タ
リ
ア
の
都
市
の
発
展
と
関

連
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
報
告
に
対
し
、
筆
者
は
さ
ら
に
リ
グ
ェ
ロ
契

約
と
の
関
係
を
も
あ
わ
せ
検
討
し
て
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
の
見
解
を
述

べ
た
。
ま
ず
報
告
で
紹
介
さ
れ
た
「
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
地
方
の
賦
役
、
.
金
納
地

代
、
物
納
地
代
の
比
較
」
に
関
し
、
二
七
八
年
か
ら
〓
云
五
年
頃
ま
で
の

間
に
、
と
り
わ
け
宗
教
団
体
に
よ
っ
て
金
納
か
ら
現
物
納
へ
の
大
幅
な
展
開
が

な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
逆
行
の
原
因
は
何
に
求
め
ら
れ
る
の
か
を
問
う

た
。こ

れ
に
対
し
報
告
者
は
、
こ
の
期
問
に
特
定
の
事
件
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な

く
、
残
存
史
料
に
限
定
さ
れ
な
が
ら
こ
の
時
期
が
取
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
、
ま

た
実
際
の
史
料
分
析
に
よ
り
こ
の
時
期
に
諸
都
市
で
こ
う
し
た
動
向
が
認
め
ら

れ
る
の
で
、
そ
の
典
型
と
し
て
ル
ッ
カ
地
方
と
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
地
方
の
例
を
コ

tosho-seibi-repo
長方形



テ
ル
ニ
コ
ワ
の
研
究
を
採
用
し
な
が
ら
紹
介
し
た
、
と
説
明
さ
れ
た
。
さ
ら
に

都
市
化
の
進
展
と
地
代
形
態
の
変
化
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
都
市
へ
の
人
口

桒
中
が
都
市
に
お
け
る
盈
産
物
需
要
を
増
大
さ
せ
員
産
物
の
取
得
が
大
き
な
利

潤
を
も
た
ら
し
た
こ
と
・
ま
た
貨
幣
の
質
的
悪
化
は
契
約
に
基
づ
く
貨
幣
地
代

の
価
値
を
減
少
さ
せ
る
の
で
、
そ
れ
に
対
す
る
措
置
と
し
て
生
産
物
地
代
化
杭

進
め
ら
れ
た
。
し
か
し
あ
る
特
定
の
時
期
が
ど
う
で
あ
っ
た
、
と
明
言
で
き
る

あ
け
で
は
な
く
、
一
般
的
傾
向
と
し
て
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
地

代
形
態
の
変
化
と
リ
グ
ェ
一
契
約
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
土
地
所
有
者
側
に

と
っ
て
は
リ
グ
言
契
約
に
基
づ
く
金
納
よ
り
も
生
産
物
地
代
で
受
け
取
る
方

が
有
利
で
あ
り
、
そ
の
方
向
へ
の
転
換
を
志
向
す
る
。
さ
ら
に
リ
グ
ェ
ロ
契
約

の
場
合
・
契
約
条
項
や
慣
習
法
な
ど
で
規
制
さ
れ
て
お
り
地
代
の
容
易
な
増
額

は
で
き
ず
・
ゆ
え
に
土
地
所
有
者
は
生
産
物
地
代
に
窄
見
て
い
く
方
向
で
こ
う

し
た
都
市
化
現
象
に
対
応
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
、
と
主
張
さ
れ
た
。

つ
ぎ
に
筆
者
は
、
翌
日
さ
れ
た
「
ト
ス
カ
ー
ナ
地
方
の
主
要
部
市
人
口
記
増

加
に
閑
し
そ
の
顕
著
な
例
で
あ
る
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
場
合
を
と
り
あ
げ
、
∵
三

世
紀
の
初
め
と
終
り
で
都
市
面
積
が
八
倍
近
く
に
増
大
し
て
い
る
こ
と
か
ら

(
も
ち
ろ
ん
人
口
も
四
⊥
ハ
倍
に
増
加
し
て
い
る
が
)
、
都
市
へ
の
人
口
集
中
は

旧
都
市
周
辺
へ
の
移
住
を
意
味
し
た
と
推
測
さ
れ
う
る
の
で
は
な
い
か
と
問
う

た
。
ま
た
幾
村
の
中
間
的
社
会
層
や
世
俗
封
建
層
の
都
市
へ
の
移
住
、
さ
ら
に

「
二
二
二
世
紀
リ
グ
言
契
約
に
み
る
リ
グ
言
借
地
人
と
土
地
所
有
者

の
社
会
構
成
」
を
検
討
す
れ
ば
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
場
合
、
都
市
の
手
工
業

者
、
市
民
、
役
人
、
世
俗
封
建
層
、
教
団
・
聖
職
者
が
借
地
人
の
う
ち
か
な
り

の
割
合
を
占
め
て
い
る
。
都
市
内
あ
る
い
は
都
市
周
辺
に
住
む
こ
う
し
た
人
々
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ン
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ジ
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は
、
借
地
人
で
は
あ
っ
て
も
直
接
生
産
に
携
わ
る
の
で
は
な
く
む
し
ろ
多
く
の

場
合
ま
た
貸
し
す
る
目
的
で
リ
グ
言
契
約
を
結
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
。

し
た
が
っ
て
こ
う
し
た
性
格
を
も
つ
リ
グ
言
契
約
者
が
多
く
な
っ
て
い
れ

ば
、
そ
れ
だ
け
郡
市
の
農
産
物
需
要
の
増
大
に
敏
感
に
反
応
し
て
地
代
の
金
納

か
ら
現
物
納
へ
の
移
行
を
よ
り
強
く
押
し
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
推
測
の
可
能
性
を
問
う
た
。
′

こ
れ
に
対
し
報
告
者
ほ
っ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
た
。
.
同
様
の
予
想
を
も
ち

な
が
ら
も
検
討
さ
れ
た
リ
グ
ェ
ロ
契
約
文
書
数
が
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
く
(
フ

ィ
レ
ン
ツ
ェ
、
二
一
一
〇
枚
)
、
た
だ
ち
に
一
般
的
な
状
態
で
あ
っ
た
と
断
定
す
.
へ

き
で
は
な
い
。
た
し
か
に
大
封
建
領
主
屑
と
中
・
小
領
主
層
と
の
問
の
リ
グ
ェ

ロ
契
約
は
、
前
者
と
幾
民
層
あ
る
い
は
後
者
と
農
民
層
と
の
契
約
と
は
異
な

る
。
そ
う
し
た
視
点
を
も
ち
な
が
ら
も
、
報
告
者
自
身
が
史
料
そ
の
も
の
に
直

接
あ
た
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
そ
こ
ま
で
解
析
で
き
な
い
。
少
く
と
も
初
期

の
リ
ヴ
ェ
ロ
契
約
で
は
借
地
人
は
盈
民
層
が
非
常
に
多
か
っ
た
が
、
し
だ
い
に

都
市
民
が
加
わ
っ
て
ぐ
る
。
ま
た
農
民
層
の
中
に
は
多
く
の
リ
グ
言
契
約
を

結
び
自
分
の
判
断
に
基
づ
く
土
地
経
営
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
上
昇
す
る
部

分
が
現
わ
れ
、
か
れ
ら
は
一
方
で
は
自
己
の
権
益
を
守
る
方
向
で
虔
村
コ
ム
ー

ネ
を
形
成
し
、
他
方
で
は
都
市
内
に
入
っ
て
い
く
傾
向
が
う
か
が
え
る
。
借
地

契
約
は
所
有
者
と
借
地
人
の
立
場
に
よ
っ
て
非
常
に
異
な
る
が
、
と
り
わ
け
借

地
人
が
農
民
層
で
あ
る
場
合
、
契
約
は
か
な
り
封
建
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
で

あ
っ
た
し
」
幾
民
を
契
約
外
で
制
約
す
る
要
素
が
あ
っ
た
こ
と
、
例
え
ば
生
産

物
地
代
化
し
た
場
合
、
現
物
(
多
く
は
粉
に
し
た
も
の
)
を
都
市
内
に
輸
送
す

る
義
務
な
ど
が
存
在
し
た
こ
と
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
。

六
三
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さ
ら
に
日
本
史
の
報
告
と
関
連
し
て
坂
本
賞
≡
氏
(
広
島
大
学
)
が
、
イ
タ

リ
ア
で
は
古
典
荘
園
に
お
け
る
荘
司
は
散
在
所
領
を
ど
の
よ
う
に
支
配
し
て
い

た
の
か
、
と
質
問
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
報
告
答
は
、
二
二
二
世
紀
の
荘

司
に
は
在
地
の
も
の
と
派
遣
さ
れ
た
も
の
と
が
お
り
、
後
者
の
場
合
、
荘
園
を

核
と
す
る
小
額
城
支
配
権
や
城
塞
と
結
び
つ
く
下
級
裁
判
権
な
ら
び
に
地
代
徴

収
権
、
ま
た
司
教
の
巡
行
に
従
う
義
務
を
も
っ
て
い
た
こ
と
、
一
方
そ
う
し
た

支
配
下
で
農
民
は
宿
泊
、
食
事
、
、
痛
の
食
粒
提
供
の
義
務
な
ど
を
も
っ
て
い
た

こ
と
を
説
明
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
質
疑
応
答
は
日
・
兼
・
西
そ
れ
ぞ
れ
の
報
告

を
め
ぐ
る
共
同
討
議
へ
と
巌
開
さ
せ
る
出
発
点
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
っ
た

が
、
十
分
な
時
間
を
も
ち
え
な
か
っ
た
の
は
残
念
で
あ
る
。

総

龍一
九
七
六
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
国
家
論
な
い
し
権
力
構
造
を
視
点

と
し
た
七
二
年
度
来
三
年
間
の
、
及
び
昨
年
度
の
虜
衆
闘
争
諭
の
成
巣
を
併
せ

汲
み
と
る
べ
く
「
中
世
に
お
け
る
盈
民
支
配
の
構
造
」
を
設
定
し
た
。
そ
の
企

図
は
①
一
二
二
三
世
紀
と
い
う
時
期
に
限
っ
て
日
本
史
・
東
洋
史
(
南
宋
)

・
西
洋
史
(
イ
タ
リ
ア
)
に
於
い
て
、
公
権
力
(
国
家
権
力
)
と
在
地
勢
力
と

の
関
連
を
考
慮
し
っ
つ
、
国
家
の
支
配
を
実
現
す
る
諸
権
力
が
如
何
に
し
て
農

民
を
支
配
す
る
か
、
そ
の
「
構
造
」
を
決
し
て
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
に
で
は
な
く
動

的
に
解
明
す
る
に
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
②
日
・
東
・
西
三
報
告
が
近
代
化
論
と

融
合
す
る
こ
と
な
く
、
先
ず
各
々
の
場
に
於
け
る
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
視
角
か
ら

の
中
世
像
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
を
意
図
し
た
。
勿
論
、
こ
の
こ
と
は
、
単
に

六
四

比
較
史
的
に
類
型
を
提
示
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
中
世
の
世

界
史
的
統
一
的
理
解
の
た
め
に
も
、
各
分
野
で
の
実
態
把
膣
が
第
一
で
は
な
い

か
と
考
え
た
所
以
に
由
る
。

上
述
の
企
図
に
基
づ
い
て
、
急
蓮
田
村
氏
に
代
わ
っ
て
報
告
さ
れ
た
錦
織
氏

は
、
中
堅
刑
期
に
於
い
て
、
在
地
領
主
層
が
中
央
貴
族
の
全
国
支
配
を
排
除
し
え

な
か
っ
た
の
は
何
故
か
と
い
う
問
題
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
、
そ
の
理
由
を
、
日

本
の
自
然
的
条
件
、
古
代
国
家
権
力
と
い
う
所
与
の
権
力
関
係
に
よ
っ
て
、
在

地
領
主
の
所
領
の
存
在
形
態
が
、
入
組
関
係
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ

と
、
そ
れ
故
在
地
領
主
は
、
相
互
間
の
牽
制
と
、
農
民
支
配
の
た
め
の
日
代
を

中
心
と
し
た
結
集
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
職
的
支
配
の
枠
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を

え
な
か
っ
た
点
に
求
め
ら
れ
つ
つ
、
中
世
の
在
地
勢
力
の
農
民
支
配
の
実
態
を

明
ら
か
に
さ
れ
た
。

又
、
国
方
氏
は
、
先
ず
生
産
力
の
上
昇
に
伴
う
宋
代
下
層
良
民
の
豊
か
さ
を

強
調
し
、
そ
の
収
奪
・
支
配
を
図
る
諸
権
力
と
し
て
南
宋
朝
(
国
家
)
、
大
土
地

所
有
者
、
在
地
・
中
小
地
主
層
の
三
者
を
設
定
さ
れ
た
。
南
宋
朝
は
官
田
経
営

と
専
売
制
度
の
運
用
に
傾
斜
し
、
大
土
地
所
有
者
は
特
権
に
よ
る
大
土
地
所
有

制
を
展
開
し
た
が
、
直
営
地
経
営
の
欠
如
と
佃
戸
の
一
元
的
支
配
を
貫
徹
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
故
に
甫
宋
朝
に
寄
生
化
し
、
一
方
、
在
地
・
中
小
地

主
層
は
甫
宋
朝
に
対
抗
し
っ
つ
一
元
的
佃
戸
支
配
に
努
め
た
が
、
集
権
国
家
を

圧
倒
・
克
服
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
、
と
さ
れ
た
。

更
に
、
佐
藤
氏
は
、
中
・
北
部
イ
タ
リ
ア
に
於
い
て
商
品
-
貨
幣
経
済
の
発

展
を
背
景
に
興
隆
し
て
き
た
在
地
勢
力
と
し
て
の
都
市
が
、
東
洋
と
柱
対
照
的

に
、
直
接
支
配
を
め
ざ
す
皇
帝
権
力
を
後
退
さ
せ
た
上
、
他
の
在
地
の
大
封
建

tosho-seibi-repo
長方形

tosho-seibi-repo
長方形




