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特別記事

特
別
記
事

唐
亮
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

　
唐
亮
君
提
出
の
博
士
学
位
請
求
論
文
「
現
代
中
国
の
党
政
関
係
－
組

織
、
人
事
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
政
治
過
程
1
」
の
構
成
は
左
記
の
ご
と

く
で
あ
る
。

　第　　　第
第二第第第一序
四部三二一部章よ　　　　 カ　 ユヒ　 ホ
早　　早早早

　
第
五
章

　
第
六
章

第
三
部

　
第
七
章

現
代
中
国
政
治
に
お
け
る
党
政
関
係
研
究

党
と
国
家
の
権
力
構
造
に
関
す
る
制
度
論
的
研
究

　
中
国
の
行
政
機
関
に
お
け
る
党
グ
ル
ー
プ

　
中
国
共
産
党
の
行
政
担
当
機
構

　
「
党
管
幹
部
原
則
」
と
行
政
機
関
の
人
事
管
理

党
と
国
家
の
権
力
構
造
に
関
す
る
事
例
研
究

　
一
九
五
六
～
五
七
年
の
中
国
共
産
党
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

　
管
理

　
大
躍
進
運
動
の
政
治
過
程

　
大
躍
進
運
動
の
権
力
構
造

党
政
関
係
の
改
革
と
そ
の
展
望

　
一
一
期
三
中
全
会
以
後
の
中
国
国
営
企
業
に
お
け
る
党

　
政
関
係
の
改
革

終
章
近
代
化
過
程
と
権
力
体
制

　
本
論
文
は
、
第
一
部
で
中
国
の
党
政
関
係
の
制
度
的
側
面
を
明
ら
か
に

し
、
第
二
部
で
一
九
五
〇
年
代
を
例
に
と
っ
て
党
政
関
係
の
実
態
分
析
を

行
い
、
第
三
部
で
最
近
の
党
政
関
係
の
変
化
と
展
望
を
示
し
て
い
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
中
華
人
民
共
和
国
の
政
治
体
制
は
、
国
家
の
行
政
機

構
と
中
国
共
産
党
組
織
の
二
重
支
配
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
実
態
に
お
い
て
は
、
共
産
党
が
行
政
機
構
を
支
配
し
、
さ

ら
に
そ
れ
を
通
し
て
社
会
全
体
に
そ
の
支
配
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
中
国
に
お
け
る
党
政
関
係
、
あ
る
い
は
党
の
政
府
に
対
す
る
支
配
の

解
明
は
、
現
代
中
国
政
治
を
理
解
す
る
た
め
の
一
つ
の
重
要
な
鍵
で
あ
る

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
、
こ
の
問
題
は
こ
れ
ま
で
現
代

中
国
政
治
研
究
の
な
か
で
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ

の
主
要
な
原
因
は
、
中
共
自
身
が
自
ら
の
権
力
を
解
剖
さ
れ
る
こ
と
を
望

ま
な
か
っ
た
た
め
に
、
党
の
支
配
に
か
ん
す
る
資
料
を
公
開
し
な
か
っ
た

こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
状
況
は
今
日
に
お
い
て
も
基
本
的
に

は
変
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
改
革
と
開
放
の
現
状
に
お
い
て
、
関
連
資

料
が
部
分
的
に
で
は
あ
る
が
、
公
表
さ
れ
て
き
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

こ
の
論
文
は
、
こ
の
よ
う
な
困
難
を
か
か
え
つ
つ
も
、
中
国
に
お
け
る
党

政
関
係
を
体
系
的
に
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
序
章
で
は
、
本
研
究
の
意
義
、
既
存
の
研
究
の
批
判
、
本
論
文
の

構
成
、
そ
こ
で
使
用
さ
れ
る
重
要
概
念
の
説
明
が
行
わ
れ
る
。
特
に
注
目

す
べ
き
点
と
し
て
、
唐
君
は
本
研
究
の
意
義
と
し
て
以
下
の
三
点
を
指
摘
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し
て
い
る
。
e
中
国
社
会
に
お
け
る
中
共
の
「
絶
対
的
指
導
」
を
確
保
す

る
た
め
の
、
行
政
機
構
に
対
す
る
党
の
支
配
を
解
明
す
る
こ
と
。
口
現
代

の
政
党
の
研
究
の
一
環
と
し
て
、
政
治
体
系
に
対
応
し
た
政
党
と
政
府
の

関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
日
中
国
の
改
革
・
開
放
の
将
来
展
望
の
な

か
で
、
党
政
関
係
が
一
つ
の
焦
点
と
な
る
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
本
研
究
の
基
礎
と
し
て
限
ら
れ
た
既
存
の
研
究
の
問
題
点
を

唐
君
は
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
第
一
は
、
組
織
、
人
事
、
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
管
理
の
面
で
党
が
ど
の
よ
う
に
し
て
行
政
組
織
を
支
配
す
る
か

に
関
す
る
研
究
が
欠
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
具
体
的
政
治
事

件
を
通
し
て
、
党
へ
の
高
度
な
集
権
体
制
が
ど
の
よ
う
な
政
治
問
題
を
生

み
だ
し
て
き
た
か
が
十
分
解
明
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
著
者
は
、

か
か
る
観
点
か
ら
第
二
部
で
一
九
五
〇
年
代
後
半
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
。

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
治
過
程
に
従
来
と
は
異
っ
た
解
釈
が
加
え

ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
第
三
は
、
従
来
中
国
の
学
者
が
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
束
縛
か
ら
党
政
関
係
の
問
題
を
正
面
か
ら
と
り
あ
げ
な
か
っ
た
こ

と
、
そ
れ
と
同
時
に
西
側
の
学
者
も
異
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
立
場
か
ら

行
政
組
織
に
対
す
る
党
の
支
配
を
前
提
と
し
、
そ
の
実
態
を
あ
ま
り
分
析

し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
第
一
章
は
、
中
国
の
行
政
機
関
に
お
け
る
党
グ
ル
ー
プ
の
問
題
を
多
面

的
に
扱
っ
て
い
る
。
中
国
共
産
党
は
、
中
国
社
会
に
お
け
る
独
裁
的
指
導

を
確
保
す
る
た
め
に
、
行
政
機
構
、
民
主
諸
党
派
、
一
般
人
民
に
対
す
る

支
配
を
確
実
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
県
級
以
上
の

行
政
機
構
の
な
か
に
少
数
の
党
員
か
ら
な
る
「
党
グ
ル
ー
プ
」
が
設
置
さ

れ
た
。
そ
れ
は
、
中
央
お
よ
び
上
級
の
党
委
員
会
に
責
任
を
負
い
、
各
行

政
機
構
内
の
党
グ
ル
ー
プ
か
ら
相
互
に
独
立
し
た
、
中
共
の
指
導
的
中
核

で
あ
る
。
唐
君
は
、
こ
の
制
度
を
、
選
挙
を
通
し
て
政
権
を
獲
得
す
る
議

会
制
民
主
主
義
下
の
政
党
と
は
異
っ
た
、
中
国
に
特
有
な
政
党
と
行
政
機

構
と
の
関
係
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。

　
本
章
は
か
か
る
党
グ
ル
ー
プ
の
歴
史
、
役
割
、
問
題
点
を
主
と
し
て
制

度
的
な
観
点
か
ら
、
そ
し
て
時
に
は
実
態
と
の
関
連
に
お
い
て
分
析
し
て

い
る
。
そ
れ
ら
の
分
析
を
通
し
て
、
党
グ
ル
ー
プ
が
中
共
中
央
か
ら
与
え

ら
れ
た
行
政
活
動
上
の
意
思
決
定
を
行
う
こ
と
、
重
要
な
行
政
政
策
に
関

し
て
原
案
を
作
成
し
、
党
中
央
に
提
出
す
る
こ
と
、
行
政
機
関
の
最
高
指

導
部
人
事
の
提
案
権
と
そ
れ
以
下
の
人
事
に
対
す
る
任
免
権
の
行
使
、
行

政
機
関
内
の
党
の
基
層
組
織
に
対
す
る
指
導
な
ど
の
役
割
を
果
た
し
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
中
国
社
会
の
近
代
過
程
で
こ
の
党
グ
ル
ー
プ
が
い
ろ
い
ろ
な

問
題
を
生
み
だ
し
て
い
る
こ
と
も
否
定
し
え
な
い
事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
、

党
グ
ル
ー
プ
は
党
規
約
の
な
か
で
設
け
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
法

律
上
の
規
定
の
な
い
、
い
わ
ば
超
法
規
的
な
存
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
れ
は
法
的
制
約
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
そ
こ
で
は
党
の
政
治
的
配
慮
が

行
政
事
務
の
効
率
的
遂
行
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
非
共

産
党
員
の
行
政
幹
部
を
「
有
職
無
権
」
の
立
場
に
お
い
や
る
こ
と
に
な
り
、

彼
ら
の
も
っ
て
い
る
知
識
、
能
力
を
十
分
に
動
員
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
か
か
る
問
題
に
直
面
し
て
中
共
は
、
党
政
分
離
の
原
則
の
下
に
、
一
九

八
七
年
に
行
政
機
関
に
お
け
る
党
グ
ル
ー
プ
廃
止
の
方
針
を
打
ち
出
し
た
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が
、
一
九
八
九
年
の
天
安
門
事
件
以
来
党
の
指
導
の
強
化
を
は
か
る
た
め

に
、
党
グ
ル
ー
プ
の
復
活
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

研
究
は
、
近
年
の
中
国
社
会
・
経
済
の
巨
大
な
変
動
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

政
治
的
に
は
依
然
と
し
て
中
共
が
権
力
を
掌
握
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
。
本
章
は
、
資
料
的
制
約
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
共
の
支
配
の
中

核
た
る
党
グ
ル
ー
プ
を
解
明
し
た
わ
が
国
最
初
の
論
文
と
し
て
、
学
界
に

お
い
て
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
党
グ
ル
ー
プ
が
中
共
の
行
政
機
構
に
対
す

る
支
配
の
中
核
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
増
大
す
る
具
体
的
な
行
政
事
務
を

掌
握
す
る
た
め
に
、
よ
り
大
規
模
な
組
織
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に

各
級
党
委
員
会
に
設
置
さ
れ
た
の
が
党
の
行
政
担
当
機
構
（
「
党
与
政
府

対
口
設
部
」
）
で
あ
る
。
第
二
章
は
こ
の
問
題
を
扱
う
。
そ
れ
は
、
担
当

業
務
に
よ
っ
て
系
統
が
分
れ
る
。
治
安
・
法
律
関
係
の
「
政
法
系
統
」
、
教

育
・
衛
生
関
係
の
「
文
教
系
統
」
、
財
政
・
金
融
関
係
の
「
財
政
系
統
」
、

産
業
関
係
の
「
工
業
系
統
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
唐
君
は
、
極
め
て
限
ら
れ
た
資
料
に
基
づ
い
て
、
こ
の
党
の
行
政
担
当

機
構
の
果
た
す
役
割
を
解
明
し
て
い
る
。
そ
の
権
力
行
使
は
、
間
接
的
に

行
政
機
構
内
の
党
グ
ル
ー
プ
を
通
す
場
合
と
、
直
接
的
に
行
政
機
構
に
対

す
る
場
合
と
に
分
れ
る
。
党
の
行
政
担
当
機
構
が
果
す
第
一
の
役
割
は
、

政
策
指
導
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
所
管
行
政
問
題
に
か
ん
す
る
政
策
草
案
を

ま
と
め
、
所
属
党
委
員
会
に
提
出
す
る
こ
と
、
政
策
決
定
、
政
策
実
施
な

ど
か
ら
な
っ
て
い
る
。
第
二
は
人
事
管
理
で
あ
り
、
党
委
員
会
と
の
協
力

の
下
に
行
わ
れ
る
行
政
機
関
の
重
要
幹
部
の
任
免
、
幹
部
管
理
制
度
の
制

定
な
ど
が
あ
る
。
第
三
は
行
政
機
関
の
部
局
間
調
整
で
あ
り
、
第
四
は
行

政
機
関
内
の
党
グ
ル
ー
プ
と
基
層
組
織
に
対
す
る
政
治
思
想
工
作
の
指
導

で
あ
る
。

　
唐
亮
君
は
か
か
る
党
の
行
政
担
当
機
構
の
役
割
を
明
ら
か
に
し
た
の
ち
、

そ
こ
に
内
在
す
る
問
題
点
を
も
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
党
の
行
政
担

当
機
構
の
存
在
そ
の
も
の
と
そ
の
肥
大
化
は
国
家
財
政
を
圧
迫
し
、
党
政

癒
着
に
よ
る
腐
敗
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
党
と
政
府
の
二
重

支
配
体
制
は
行
政
の
非
効
率
化
を
も
た
ら
し
、
近
年
の
党
政
分
離
の
方
針

に
も
反
す
る
。
か
か
る
矛
盾
に
直
面
し
て
中
共
は
一
九
八
七
年
の
＝
二
全

大
会
に
お
い
て
党
の
行
政
担
当
機
構
の
廃
止
を
決
定
し
た
が
、
党
の
独
裁

的
支
配
を
確
保
す
る
た
め
の
政
法
系
統
の
機
構
が
依
然
と
し
て
残
さ
れ
て

い
る
、
と
い
う
の
が
唐
君
の
結
論
で
あ
る
。

　
本
章
は
、
第
一
章
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
き
、
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
中
共
の
支
配
の
構
造
を
体
系
的
に
解
明
し
た
も
の
と
し

て
、
非
常
に
高
く
評
価
さ
れ
る
。

　
す
で
に
前
二
章
に
お
け
る
行
政
機
関
に
対
す
る
中
共
の
支
配
機
構
の
検

討
の
な
か
で
示
唆
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
支
配
の
重
要
な
機
能
の
一
つ
が

人
事
管
理
に
あ
っ
た
。
唐
君
は
、
中
共
の
行
政
機
関
に
対
す
る
「
支
配
を

実
現
す
る
に
は
、
中
共
が
行
政
人
事
を
完
全
に
掌
握
す
る
こ
と
が
も
っ
と

も
肝
要
で
あ
」
り
、
中
華
人
民
共
和
国
の
歴
史
に
お
い
て
「
中
共
の
行
政

人
事
に
対
す
る
絶
対
的
指
導
権
は
一
度
も
揺
る
が
な
か
っ
た
」
と
考
え
る
。

そ
し
て
、
そ
の
指
導
権
の
中
核
を
な
す
の
が
、
「
党
管
幹
部
原
則
」
（
党
が

幹
部
を
管
理
す
る
と
い
う
原
則
）
で
あ
る
。
第
三
章
は
こ
の
問
題
を
扱
う
。
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中
共
は
、
上
記
の
原
則
を
貫
徹
す
る
た
め
に
、
行
政
人
事
管
理
制
度
と

人
事
政
策
の
完
全
な
決
定
権
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
前
提
に
基
づ
い
て
、

中
共
の
行
政
人
事
管
理
は
、
政
法
、
工
業
、
農
業
、
交
通
・
運
輸
な
ど
の

分
野
別
に
幹
部
を
扱
う
「
分
部
管
理
」
と
、
中
央
か
ら
地
方
に
い
た
る
党

の
各
級
の
事
務
機
構
が
扱
う
「
分
級
管
理
」
か
ら
な
っ
て
い
る
。
著
者
は
、

か
か
る
人
事
管
理
構
造
に
お
け
る
党
の
組
織
部
の
重
要
性
、
お
よ
び
行
政

幹
部
の
政
治
的
忠
誠
を
確
保
す
る
た
め
の
管
理
の
制
度
と
実
態
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。

　
今
日
近
代
化
過
程
に
あ
っ
て
、
中
国
の
行
政
幹
部
は
い
ろ
い
ろ
な
問
題

を
か
か
え
て
い
る
が
、
唐
君
は
そ
の
重
要
な
根
源
が
こ
の
人
事
管
理
制
度

に
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
行
政
幹
部
管
理
に
お
け
る
政
治
的
忠
誠
の

重
視
が
業
務
能
力
の
低
下
を
招
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
中
共
は
、
そ
の
支
配
の
安
定
を
確
保
し
、
官
僚
の
独
立
化

を
阻
止
す
る
た
め
に
、
依
然
と
し
て
こ
の
原
則
を
堅
持
し
て
い
る
、
と
い

う
の
が
著
者
の
結
論
で
あ
る
。
以
上
が
第
三
章
の
論
旨
で
あ
る
が
、
唐
君

は
制
度
と
実
態
の
両
面
か
ら
行
政
機
構
に
対
す
る
党
の
支
配
に
つ
い
て
実

証
的
な
分
析
を
行
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
諸
章
が
行
政
機
関
に
対
す
る
党
の
支
配
を
主
と
し
て
制
度

的
側
面
か
ら
扱
っ
て
き
た
の
に
対
し
、
第
四
章
以
下
は
そ
の
実
態
分
析
に

あ
て
ら
れ
る
。
ま
ず
第
四
章
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
管
理
の
問
題
を
と
り
あ
げ

る
。
党
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
操
作
は
そ
の
行
政
機
関
、
さ
ら
に
は
中
国
社
会

全
体
に
対
す
る
支
配
の
重
要
な
手
段
で
あ
る
こ
と
は
い
う
で
も
な
い
。

　
唐
亮
君
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
「
主
義
、
思
想
と
基
本
的
な
政
治
的

主
張
を
実
現
す
る
実
践
的
綱
領
」
で
あ
る
と
規
定
す
る
。
中
共
は
自
ら
の

支
配
を
維
持
す
る
た
め
に
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
「
拡
大
解
釈
」
し
、
そ

の
「
管
理
」
（
操
作
）
は
「
原
理
・
原
則
と
国
家
の
基
本
制
度
の
域
を
越
え
、

政
策
、
行
政
、
組
織
管
理
お
よ
び
日
常
の
発
言
に
ま
で
及
」
ぶ
の
で
あ
る
。

第
四
章
は
、
か
か
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
管
理
の
観
点
か
ら
、
一
九
五
六
～
五

七
年
の
「
百
花
斉
放
、
百
家
争
鳴
」
（
「
放
鳴
」
）
か
ら
反
右
派
闘
争
へ
の
転

換
過
程
を
分
析
し
て
い
る
、

　
こ
の
自
由
化
か
ら
そ
の
収
束
に
至
る
過
程
に
つ
い
て
、
従
来
大
別
し
て

二
つ
の
見
解
が
存
在
し
て
い
た
。
第
一
は
、
ひ
と
ま
ず
自
由
化
に
よ
っ
て

知
識
人
・
民
主
諸
党
派
の
隠
さ
れ
た
批
判
を
引
き
出
し
、
そ
れ
を
た
た
こ

う
と
し
た
と
い
う
「
陰
謀
説
」
で
あ
る
。
第
二
は
、
新
た
な
社
会
主
義
建

設
の
段
階
に
入
っ
て
中
共
は
知
識
人
の
協
力
を
必
要
と
し
た
た
め
、
自
由

化
政
策
を
実
施
し
た
が
、
予
想
を
越
え
た
党
批
判
に
驚
き
、
ハ
ン
ガ
リ
ー

事
件
の
教
訓
と
相
ま
っ
て
、
知
識
人
・
民
主
諸
党
派
の
弾
圧
に
乗
り
出
し

た
と
す
る
説
明
で
あ
る
。
唐
君
は
、
こ
れ
ら
の
説
が
い
ず
れ
も
こ
の
過
程

を
中
共
指
導
部
と
知
識
人
・
民
主
諸
党
派
と
の
対
立
と
し
て
と
ら
え
、

「
そ
れ
に
連
動
し
て
現
れ
た
大
衆
と
幹
部
と
の
対
立
、
党
内
闘
争
が
反
右

派
闘
争
の
発
動
に
与
え
た
影
響
は
十
分
に
考
慮
さ
れ
て
」
い
な
い
と
批
判

す
る
。
こ
の
問
題
点
の
解
明
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
管
理
の
視
点
が
必
要
に
な

る
の
で
あ
る
。

　
唐
君
は
、
一
九
五
六
～
五
七
年
の
政
治
過
程
の
分
析
か
ら
以
下
の
結
論

を
引
き
出
し
て
い
る
。
中
共
の
提
起
し
た
自
由
化
政
策
は
、
知
識
人
・
民

主
諸
党
派
の
中
共
批
判
を
引
き
出
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
中
共
幹
部
の
官
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僚
主
義
・
セ
ク
ト
主
義
に
対
す
る
労
働
者
、
農
民
、
青
年
学
生
の
様
々
な

形
態
に
お
け
る
異
議
申
立
て
を
生
み
出
し
た
。
毛
沢
東
は
、
一
面
で
は
知

識
人
、
大
衆
の
不
満
を
引
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
協
力
を
獲
得
す
る

と
と
も
に
、
他
面
で
は
こ
れ
ら
の
批
判
を
利
用
し
て
党
員
幹
部
の
作
風
の

改
善
を
意
図
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
党
員
幹
部
の
素
質
、
経
験
不
足

な
ど
の
要
因
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
批
判
は
体
制
の
許
容
し
う
る
範
囲
を
越

え
た
と
感
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
唐
君
は
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
も
中
共

の
権
力
基
盤
は
依
然
と
し
て
強
固
で
あ
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
管
理
に
よ
っ

て
政
治
批
判
を
抑
制
し
、
中
共
幹
部
の
不
満
を
緩
和
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
っ
た
と
考
え
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
毛
沢
東
を
は
じ
め
と
す
る
中

共
中
央
は
反
右
派
闘
争
に
転
じ
、
一
九
五
七
年
五
月
中
旬
か
ら
知
識
人
・

民
主
諸
党
派
を
お
び
き
出
し
、
自
由
に
批
判
さ
せ
て
お
い
て
、
彼
ら
を
た

た
く
と
い
う
政
策
に
転
じ
た
の
で
あ
る
。
反
右
派
闘
争
は
下
部
組
織
の
批

判
者
に
対
す
る
個
人
的
情
報
と
結
び
つ
い
て
、
一
層
拡
大
し
て
い
っ
た
。

そ
の
意
味
で
、
放
鳴
か
ら
反
右
派
闘
争
へ
の
転
換
は
、
硬
直
化
し
た
イ
デ

オ
ロ
ギ
i
管
理
の
結
果
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
唐
君
の
解
釈
は
、

こ
の
時
期
に
関
す
る
従
来
の
見
解
に
新
た
な
光
を
あ
て
た
も
の
と
し
て
高

く
評
価
さ
れ
る
。

　
第
五
章
は
大
躍
進
運
動
期
の
政
治
過
程
を
扱
う
。
大
躍
進
運
動
は
一
九

五
七
年
一
一
月
毛
沢
東
の
呼
び
か
け
の
下
に
開
始
さ
れ
た
、
工
業
、
農
業
、

文
化
、
教
育
、
衛
生
な
ど
の
面
に
お
け
る
飛
躍
的
発
展
を
通
し
て
急
速
な

工
業
化
を
達
成
し
よ
う
と
し
た
運
動
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
運
動
は

高
す
ぎ
る
生
産
指
標
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
経
済
的
混
乱
と
多
大

な
人
的
・
物
的
犠
牲
を
生
み
出
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
一
九
五
九
年
夏
の

盧
山
会
議
に
お
け
る
彰
徳
懐
の
失
脚
を
含
む
、
後
年
の
文
化
大
革
命
に
つ

な
が
る
政
治
的
対
立
を
残
し
て
失
敗
に
終
っ
た
。

　
従
来
、
こ
の
運
動
が
高
い
指
標
を
か
か
げ
、
急
進
的
政
策
を
追
求
し
た

原
因
と
し
て
、
毛
沢
東
を
は
じ
め
と
す
る
党
中
央
指
導
部
の
経
験
不
足
、

幹
部
の
命
令
主
義
、
成
果
の
水
増
し
報
告
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
唐

君
は
こ
れ
ら
の
要
因
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
運
動
失
敗
の
よ
り

本
質
的
な
原
因
が
党
政
関
係
に
お
け
る
党
の
高
度
に
集
権
的
な
権
力
構
造

に
あ
っ
た
と
し
て
、
運
動
の
政
治
過
程
を
分
析
し
た
の
が
こ
の
第
五
章
で

あ
る
。
大
躍
進
運
動
の
中
心
は
鉄
鋼
と
食
糧
の
大
増
産
で
あ
り
、
こ
こ
で

は
鉄
鋼
の
増
産
を
目
指
す
「
大
煉
鉄
鋼
運
動
」
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。

　
か
か
る
視
角
か
ら
分
析
さ
れ
た
大
躍
進
運
動
の
説
明
は
斬
新
で
あ
る
。

鉄
鋼
生
産
の
高
い
指
標
を
達
成
す
る
た
め
に
、
生
産
活
動
は
既
存
の
鉄
鋼

企
業
か
ら
大
衆
を
も
動
員
し
た
全
国
的
な
「
大
煉
鉄
鋼
運
動
」
へ
発
展
し

て
い
っ
た
。
著
者
は
、
一
九
五
八
年
度
の
鉄
鋼
生
産
指
標
の
決
定
過
程
、

そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
大
衆
動
員
、
お
よ
び
一
九
五
九
年
以
降
の
政
策

調
整
の
三
段
階
に
分
け
て
分
析
し
て
い
る
。

　
こ
の
急
進
的
な
鉄
鋼
生
産
政
策
を
追
求
し
た
毛
沢
東
ら
の
党
中
央
指
導

部
に
は
確
か
に
経
験
不
足
や
過
信
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
周
恩
来
、
陳
雲
、

劉
少
奇
ら
の
慎
重
論
も
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
毛
沢
東
の
カ
リ
ス
マ
的
権
威
に
基
づ
い
た
集
権
的
権
力
構
造
の
な

か
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
指
導
者
で
さ
え
ひ
と
度
党
中
央
で
決
定
さ
れ

た
政
策
に
正
面
か
ら
反
対
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
彼
ら
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は
権
力
闘
争
に
ま
き
こ
ま
れ
る
こ
と
を
お
そ
れ
、
沈
黙
を
守
る
か
、
毛
沢

東
に
同
調
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
彰
徳
懐
は
、
一
九
五
九
年
夏
の
慶
山
会
議
で
あ
え
て
毛
沢
東
の
急
進
的

政
策
に
挑
戦
し
た
。
し
か
し
、
毛
沢
東
は
「
大
煉
鋼
鉄
運
動
」
の
急
進
性

を
知
り
つ
つ
も
、
彰
徳
懐
の
批
判
を
自
分
と
党
中
央
に
対
す
る
挑
戦
と
見

な
し
、
彰
を
排
除
し
て
い
っ
た
、
毛
は
こ
の
運
動
の
も
た
ら
す
悪
影
響
を

顧
み
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
唐
君
は
、
「
こ
の
時
点
で
毛
沢
東
に
と
っ
て
、

「
大
煉
鋼
鉄
運
動
』
を
持
続
さ
せ
、
そ
の
正
当
性
を
認
め
さ
せ
る
こ
と
は
、

工
業
化
を
推
進
さ
せ
る
と
い
う
よ
り
自
己
の
『
権
威
』
を
維
持
す
る
た
め

に
必
要
で
あ
っ
た
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　
前
章
は
、
大
躍
進
、
特
に
「
大
煉
鋼
鉄
運
動
」
の
政
治
過
程
を
党
の
高

度
に
集
権
的
な
権
力
構
造
に
よ
っ
て
説
明
し
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て
第

六
章
は
同
じ
分
析
対
象
を
設
定
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
あ
る
権
力
関
係
の
特

徴
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
唐
君
は
、
こ
こ
で
い
う
政
治
権

力
を
「
政
策
の
決
定
権
及
び
そ
れ
に
深
く
関
わ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
解
釈

権
、
人
事
の
支
配
権
」
と
規
定
し
、
党
組
織
と
国
家
機
関
、
国
家
と
社
会
、

中
央
と
地
方
、
毛
沢
東
と
中
央
指
導
部
の
権
力
関
係
を
「
大
煉
鋼
鉄
運
動
」

を
通
し
て
検
討
し
て
い
る
。

　
第
一
の
党
組
織
と
国
家
機
関
の
関
係
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
「
大
煉
鋼
鉄

運
動
」
の
な
か
で
党
の
「
大
権
独
占
」
が
主
張
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
各
級

の
党
組
織
は
】
般
の
政
治
指
導
の
範
囲
を
越
え
、
行
政
に
介
入
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
社
会
全
体
を
掌
握
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
国
家
機
関
の

権
限
は
形
骸
化
さ
れ
、
鉄
鋼
生
産
と
い
う
行
政
・
経
済
の
領
域
に
お
い
て
、

政
治
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
配
慮
が
先
行
し
、
大
き
な
生
産
上
の
損
失
を

も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
の
国
家
と
社
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
大
煉
鋼
鉄
運
動
」
に
お

け
る
大
衆
運
動
方
式
が
検
討
さ
れ
る
。
確
か
に
こ
の
運
動
に
は
多
く
の
大

衆
が
動
員
さ
れ
た
が
、
大
衆
が
自
ら
の
利
益
に
反
す
る
政
策
、
非
現
実
的

な
生
産
目
標
、
非
合
理
的
な
生
産
方
法
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
で
き
な

い
よ
う
な
党
・
国
家
と
大
衆
と
の
権
力
関
係
の
存
在
を
唐
君
は
指
摘
し
て

い
る
。

　
第
三
に
中
央
と
地
方
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
大
煉
鋼
鉄
運
動
」
の

初
期
段
階
に
は
業
務
の
遂
行
の
た
め
に
権
限
を
地
方
に
移
行
し
た
時
期
が

あ
っ
た
。
し
か
し
、
党
中
央
は
常
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
解
釈
権
と
人
事
権
に

よ
っ
て
地
方
指
導
者
の
忠
誠
を
掌
握
す
る
体
制
を
維
持
し
た
。
そ
の
こ
と

が
、
運
動
に
誤
り
が
生
じ
た
時
に
、
地
方
の
現
場
か
ら
中
央
に
修
正
を
求

め
る
動
き
を
阻
害
し
た
の
で
あ
る
。

　
第
四
の
毛
沢
東
と
中
央
の
指
導
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前

章
の
分
析
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
毛
沢
東
思
想
に
象

徴
さ
れ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
解
釈
権
、
人
事
権
、
カ
リ
ス
マ
的
権
威
に
よ
っ

て
、
「
大
煉
鋼
鉄
運
動
」
推
進
の
過
程
で
問
題
が
生
じ
て
も
、
多
く
の
中

央
の
指
導
者
の
反
対
を
許
さ
な
い
よ
う
な
権
力
関
係
が
成
立
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
唐
君
が
、
こ
の
よ
う
に
中
国
の
権
力
構
造
の
特
徴
の
分
析
と

「
大
煉
鋼
鉄
運
動
」
、
ひ
い
て
は
大
躍
進
の
失
敗
と
結
び
つ
け
て
説
明
し
て

い
る
こ
と
は
、
現
代
中
国
政
治
に
対
す
る
政
治
学
的
分
析
の
成
果
と
し
て

高
く
評
価
さ
れ
て
よ
い
。
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第
三
部
第
七
章
以
下
は
、
以
上
の
研
究
に
基
づ
い
て
、
今
日
の
改
革
・

開
放
に
つ
な
が
る
↓
九
七
八
年
の
中
共
三
期
三
中
全
会
以
後
の
党
政
関

係
を
扱
っ
て
い
る
。
第
七
章
は
、
「
社
会
全
体
に
対
す
る
中
共
の
指
導
シ
ス

テ
ム
の
重
要
な
一
環
と
し
て
」
の
国
営
企
業
に
お
け
る
党
政
関
係
を
論
じ

た
も
の
で
あ
る
。

　
毛
沢
東
時
代
に
お
い
て
は
、
政
治
指
導
の
強
化
が
生
産
力
の
発
展
を
促

す
と
考
え
ら
れ
、
高
度
に
集
権
化
さ
れ
た
計
画
経
済
体
制
が
と
ら
れ
た
。

企
業
内
の
党
委
員
会
は
、
企
業
の
経
営
、
人
事
、
政
治
活
動
な
ど
の
一
切

を
指
導
し
よ
う
と
し
た
が
、
十
分
な
生
産
力
の
発
展
を
も
た
ら
さ
な
か
っ

た
。　

一
一
期
三
中
全
会
以
後
の
、
郵
小
平
指
導
下
の
中
共
は
、
市
場
経
済
の

導
入
に
よ
る
生
産
力
の
発
展
に
優
先
順
位
を
与
え
、
そ
の
た
め
に
国
営
企

業
に
対
す
る
党
の
指
導
に
一
定
の
限
界
を
設
定
す
る
政
策
を
と
っ
た
。
そ

れ
は
、
「
党
政
（
企
）
分
離
」
で
あ
り
、
経
済
発
展
と
党
の
指
導
の
均
衡
点

を
模
索
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
唐
亮
君
は
、
一
九
七
八
年
以
来
の
「
党
政

（
企
）
分
離
」
政
策
の
展
開
を
三
段
階
に
分
け
て
分
析
し
て
い
る
。

　
第
一
段
階
は
、
「
党
委
指
導
下
の
工
場
長
責
任
制
」
で
あ
る
。
こ
の
段
階

で
工
場
長
は
、
企
業
の
生
産
・
経
営
に
対
す
る
権
限
を
拡
大
す
る
が
、
党

は
依
然
と
し
て
最
高
意
思
決
定
権
、
人
事
権
、
政
治
思
想
工
作
の
指
導
権

を
保
有
し
て
い
た
。
第
二
の
「
工
場
長
責
任
制
」
の
段
階
に
お
い
て
、
工

場
長
は
経
営
の
最
高
意
思
決
定
権
、
行
政
面
で
の
人
事
権
を
獲
得
し
、
党

に
残
さ
れ
た
主
要
な
権
限
は
政
治
思
想
工
作
の
指
導
権
で
あ
っ
た
。
第
三

段
階
は
「
工
場
長
責
任
制
の
強
化
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
政
治
思
想
工
作

の
指
導
権
さ
え
工
場
長
に
与
え
ら
れ
、
企
業
内
党
委
は
も
っ
ぱ
ら
工
場
長

に
協
力
す
る
立
場
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
三
つ

の
段
階
は
決
し
て
円
滑
に
進
ん
だ
わ
け
で
は
な
く
、
既
得
権
益
を
失
う
党

官
僚
か
ら
の
大
き
な
抵
抗
を
ひ
き
お
こ
し
、
妥
協
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

特
に
、
↓
九
八
九
年
の
天
安
門
事
件
後
の
情
勢
は
政
治
思
想
工
作
の
強
化

を
も
た
ら
し
、
党
政
分
離
を
後
退
さ
せ
た
。
唐
君
は
以
上
の
政
策
の
展
開

過
程
と
決
定
過
程
を
分
析
し
、
長
期
的
に
は
今
日
あ
る
よ
う
な
一
層
の
党

政
分
離
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
終
章
は
、
い
わ
ば
本
論
文
全
体
の
ま
と
め
に
相
当
す
る
。
党
の
中
国
社

会
、
特
に
行
政
組
織
に
対
す
る
支
配
は
、
近
代
化
過
程
に
お
け
る
政
治
的

安
定
性
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
中
国
の
問
題
で
あ
る
と
同

時
に
、
他
の
近
代
化
過
程
の
社
会
に
も
共
通
す
る
問
題
で
あ
る
、
と
い
う

の
が
唐
君
の
問
題
意
識
で
あ
る
。

　
唐
君
は
、
中
華
人
民
共
和
国
の
政
治
構
造
の
特
徴
を
、
「
高
度
な
集
権
体

制
」
と
し
て
と
ら
え
る
。
同
君
は
か
か
る
政
治
体
制
の
中
国
的
起
源
を
論

じ
た
あ
と
、
そ
の
問
題
点
を
以
下
の
四
点
に
ま
と
め
て
い
る
。
e
人
民
の

自
発
的
政
治
参
加
、
言
論
の
自
由
が
制
限
さ
れ
た
た
め
に
、
政
治
的
利
益

の
集
約
と
表
出
が
弱
体
化
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
指
導
者
が
正
確
な
情

報
に
も
と
づ
く
情
況
判
断
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
。
⇔
党
が

国
家
と
人
民
を
統
制
し
よ
う
と
し
た
結
果
、
管
理
の
た
め
の
ぼ
う
大
な
組

織
を
生
み
出
し
、
官
僚
主
義
の
温
床
と
な
っ
た
こ
と
。
日
政
治
的
統
制
と

近
代
化
過
程
が
必
要
と
す
る
政
治
的
・
経
済
的
自
由
と
の
均
衡
点
を
見
出

す
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
。
四
高
度
な
集
権
体
制
は
特
定
の
個
人
の
指
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導
者
の
独
裁
に
帰
着
し
た
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
か
か
る
問
題
点
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
唐
亮
君
は
二
期
三
中
全
会
以

来
の
中
共
の
体
制
改
革
の
努
力
を
評
価
す
る
。
党
中
央
指
導
部
に
お
け
る

集
団
指
導
的
政
策
決
定
へ
の
傾
斜
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
管
理
の
柔
軟
化
、
経

済
に
お
け
る
地
方
分
権
化
と
統
制
の
緩
和
、
党
政
分
離
な
ど
が
そ
れ
で
あ

る
。
し
か
し
、
か
か
る
変
化
を
通
し
て
既
得
権
を
失
う
党
と
国
家
の
幹
部

の
抵
抗
は
依
然
と
し
て
大
き
く
、
経
済
発
展
と
民
主
化
の
均
衡
点
を
ど
こ

に
見
出
す
か
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
き
つ
づ
き
中
国
政
治
の
問
題
点
と
し
て

残
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
が
唐
君
の
結
論
で
あ
る
。

　
以
上
に
お
い
て
、
本
論
文
の
各
章
の
内
容
を
紹
介
し
つ
つ
、
論
評
を
加

え
て
き
た
。
こ
こ
に
お
い
て
改
め
て
論
文
全
体
の
評
価
を
し
て
お
き
た
い

と
思
う
。

　
本
論
文
の
第
一
の
価
値
は
そ
の
着
眼
点
の
良
さ
に
あ
る
。
今
日
大
き
く

変
動
し
つ
つ
あ
る
中
国
の
政
治
に
お
い
て
、
そ
の
核
心
に
あ
る
の
は
中
国

共
産
党
の
中
国
社
会
に
対
す
る
支
配
の
態
様
と
浸
透
力
で
あ
る
。
党
の
支

配
は
人
民
の
心
の
中
に
内
面
化
さ
れ
て
お
り
、
政
治
体
制
の
な
か
で
制
度

化
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
内
面
化
さ
れ
、
制
度
化
さ
れ
た
党
の
支
配
と
、

近
代
化
過
程
か
ら
生
れ
て
く
る
民
主
化
へ
の
要
求
と
の
拮
抗
関
係
を
い
か

に
判
断
す
る
か
が
、
将
来
の
中
国
の
政
治
発
展
の
方
向
を
予
測
す
る
鍵
で

あ
る
。
唐
亮
君
は
、
従
来
の
研
究
を
吸
収
し
つ
つ
、
こ
の
問
題
に
正
面
か

ら
と
り
く
み
、
理
論
的
に
も
実
証
的
に
も
問
題
の
解
明
に
成
功
し
て
い
る
。

中
国
政
治
の
大
き
な
変
動
の
な
か
で
党
の
支
配
は
弛
緩
し
つ
つ
も
、
依
然

と
し
て
一
定
の
拘
束
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
立
証
し
て
い
る
点
は
、
今

日
か
ら
近
い
将
来
の
中
国
政
治
を
予
測
す
る
う
え
で
有
効
で
あ
る
。

　
第
二
の
点
は
、
着
眼
の
良
さ
に
加
え
て
、
本
研
究
が
党
の
行
政
組
織
に

対
す
る
指
導
、
特
に
行
政
機
関
に
お
け
る
党
グ
ル
ー
プ
の
実
態
を
解
明
し

た
わ
が
国
に
お
け
る
最
初
の
研
究
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
研

究
は
党
の
内
部
の
運
営
を
分
析
対
象
と
し
て
い
る
た
め
、
資
料
的
困
難
を

伴
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
唐
君
は
既
存
の
文
書
を
丹
念
に
読
み
こ
む
こ
と

に
よ
っ
て
こ
の
問
題
を
克
服
し
て
い
る
。
論
文
の
形
で
発
表
さ
れ
た
本
論

文
の
一
部
は
、
す
で
に
多
く
の
学
術
書
に
引
用
さ
れ
、
高
い
評
価
を
得
て

い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
諸
章
は
『
ア
ジ
ア
研
究
』
、
『
ア
ジ
ア
経
済
』
な

ど
の
学
術
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
あ
え
て
注
文
を
つ
け
る
と
す
れ
ば
、
唐
亮
君
の
分
析
対
象
が

党
の
行
政
組
織
に
対
す
る
支
配
の
点
で
一
貫
し
て
い
る
が
、
個
々
に
と
り

あ
げ
ら
れ
る
分
析
の
レ
ベ
ル
は
党
グ
ル
ー
プ
、
党
最
高
指
導
層
、
国
営
企

業
な
ど
必
ず
し
も
心
定
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
党
の
支
配
の

重
要
な
局
面
で
あ
る
が
、
個
々
の
章
で
統
一
的
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
望

ま
し
い
。

　
以
上
の
評
価
に
基
づ
き
、
審
査
員
一
同
は
唐
亮
君
の
業
績
に
対
し
博
士

（
法
学
、
慶
慮
義
塾
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と

判
断
す
る
。

　
　
平
成
六
年
一
月
二
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
慶
磨
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

　
　
　
　
　
主
　
査
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
田
　
辰
雄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
科
委
員
法
学
博
士
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