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政
変
以
来
五
カ
月、

華
国
鋒
体
制
の
強

化
が
し
き
り
に
伝
え
ら
れ
る
が、

果
た
し

て
実
情
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か。

「
四
人

組
の
罪
状」

を
あ
ば
け
ば
あ
ば
く
ほ
ど、

義
国
鋒
の
政
権
さ
ん
奪
は
正
当
性
が
見
失

わ
れ
て
い
く
。

か
わ
っ
て
「
郵
小
平
の
影」

が
色
濃
く
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
：
：
：。

見
え
て
き
た
「
中
国
の
内
幕
」

北
京
政
変
に
よ
る
華
国
鋒
体
制
の
発
足
以
来 、
は

や
五
カ
月
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る。
だ
が 、
奉
国
鋒

J僻却はf
い
ま
だ
公
式
に
組
織
的・
政
治
的
な
認
知

毛
沢
東
の
死
に
よ
っ
て
も
集
間
指
導
体
制
が
揺
る
ぎ

な
く
形
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
いっ
た
非
現
実
的
な

主
観
的
見
解
の
誤
謬
と
同
根で
あっ
て 、
まっ
た
く

と
る
に
た
ら
な
い
も
の
で
あ
ろ
う 。

そ
れ
よ
り
も 、
わ
れ
わ
れ
は 、
当
の
中
国
当
局
が

「
四
人
組」
批
判
の
必
要
上 、
次々
に
明
ら
か
に
す

る
「
罪
状」
を
通
じ 、
中
国
自
身
の
公
式
論
調
に
よ

っ
て
最
近
の
「
中
国
の
内
世帯」
を
手
に
と
る
よ
う
に

知
る
こ
と
が
で
き
る。
た
と
え
ば 、
「
上
海
を
根
城

に
党
と
国
家
権
力
の
乗り
取
り
を
企
ん
だ
『
四
人

組』
の
罪状」
ハ『北京周報』一九七七年第六号〉

に
よ
れ
ば 、
ま
ず 、
「
四
人
組」
は
「
毛
沢
東
思
想」

に
か
わっ
て
「『
張
春
橋
思
想』
な
る
も
の
を
デッ

チ
あ
げ 、
党
を
乗っ
取
り

国
家
権
力
を
奪
取
し 、
資

本
主
義
を
復
活
す
る
た
め
の
『
理
論』
に
し
よ
う
と

し
た」
と
い
う 。
そ
し
て 、
「
毛
沢
東
思
想
は
H

時

代
お
く
れH
に
なっ
た
と
ひ
ぼ
う
し
た」
と
い
う

の

だ 。こ
の
よ
う
な
批
判
で
想
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
「
秦

始
皇
帝
の
時
代
は
過
ぎ
去っ
た」
と
い
う
昨
年
四
月

の
天
安
門
事
件
の
際
の
「
反
革
命
分
子」
に
よ
るス

ー
ー
ガ
γ
で
あ
る
が 、
「
毛
沢
東
思
想」
の
絶
対
化
傾

向
か
ら
離
脱
し
よ
う
と
す
る
風
潮
は 、
や
は
り

毛
沢

東
晩
年
に
は
党
中
央
と
い
わ
ず 、
一
般
民
衆
の
あい

だ
と
い
わ
ず 、
共
通
し
て
か
な
万
根
強
かっ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か 。
今
日
で
は 、
「『
張
春
橋
思
想』

はマ
ル
ク
ス
主
義 、
レ
lニ
ン
主
義 、
毛
沢
東
思
想

を
『
発
展
さ
せ
た』
も
の
で
あ
り 、
マ
ル
グ
ス
主
義

発
展
史
上
に
お
け
る寸
ル
ク
ス 、
レ
lニ
γ 、
毛
主

席
に
継
ぐ
『
第
四
の
里
程
標』
で
あ
る、
と
さ
え

『
四
人
組』
は
高
言
し
た」
と 、
と
が
め
ら
れ
て
い

る。
こ
の
辺
の
真
偽
に
な
る
と 、
い
か
に「
四
人
組」

と
い
え
ど
も
そ
の
よ
う
な
「
張
春
橋
忠
惣」
を
「
毛

沢
東
思
想い
以
上
に
鼓
吹
し
た
の
か
ど
う
か
信
じ
が

た
い 。
し
か
し 、
わ
れ
わ
れ
が
文
革
派
上
海
グ
ル
ー

プ
の
私
党
的
機
関
紙
で
は
な
い
か
と
見
な
し
て
い
た

『
学

習
と
批
判』
誌
に
つ
い
て
は 、
や
は
り 、
そ
の
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を
得
て
い
な
い
の
で
あ
る。
つ
ま
り 、
こ
れ
ほ
ど

重
大
な
政
変
が
あっ
た
と
い
う

の
に 、
党
中
央
委

員
会
総
会
さ
え 、
依
然
と
し
て
関
か
れ
て
い
な
い

の
で
あ
り 、
ま
し
て
や
党
大
会
な
い
し
は
全
関
人

民
代
表
大
会
が
関
か
れ
る
は
ず
も
な
く

今
日
に
い

たっ
て
い
る
の
で
あ
る。
ど
う

考
え
て
も
異
常
事

e
態
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い 。

司

に
も
か
か
わ
ら
ず 、
す
で
に
華
国
鋒
体
制
は
安

定
し
た
と
か 、
「
四
人
組」
追
放
に
よ
っ
て 、
中

国
は
すっ
か
り

生
ま
れ
変
わっ
た
と
い
っ

た
観
測

も
あ
る
よ
う
だ
が 、
こ
の
よ
う
な
見
方
は 、
つ
い

先
日
ま
で
毛
沢
東
体
制
に
な
ん
ら

矛
盾
は
な
く 、

華園鋒主席

よ
う
な
雑
誌
で
あっ
た
こ
と
が
暴
露
さ
れ
て
お
り 、

「
彼
ら
が
直
接
牛
耳っ
て
い
た
『

学
習
と
批
判』
誌

は 、
数々
の
反
動
的
論
文
を
掲
載
し
た
刊
行
物
で
あ

っ
た」
（
間
前）
と
さ
れ
る
に
い
たっ
て
い
る。

こ
の
雑
誌
は
昨
年
第
十
号
ま
で
発
行
さ
れ
た
が 、

私
の
よ
う
に
圏
外
で
予
約
し
て
定
期
購
読
し
て
い
る

読
者
に
対
し
て
は 、
第
九
号
ま
で
し
か
届
い
て
い
な

い 。
予
約
金
は
返
還
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か 。
そ
し

て 、
「
四
人
組」
と
く
に
江主円
は 、
こ
の
雑
誌
を
使

っ
て 、
「
自
分
を
呂
后
に
な
ぞ
ら
え 、
現
代
の
『
女

帝』
に
な
る
こ
と
を
夢
見
た」
と
い
う 。
こ
の
点
も

わ
れ
わ
れ
の
考
え
て
い
た
と
お
り
で
あっ
た 。
そ
し

て 、
上
海
で
は
「
あ
る
幹
部
は 、
一
九一ニ
0
年
代
の

江
菅
の
け
が
ら
わ
し
い
行
為
を
熟
知
し
て
い
て 、
一

九
四
0
年
代
と
五
0
年
代
に
江
菅
を
問
題
に
し
た
乙

と
が
あ
る
と
い
う

理
由
だ
け
で 、
張
春
橋
に
投
獄
さ

れ：：： 、
ま
た 、
あ
る
幹
部
は 、
張
主骨
橋
が
林
彪
の

別
荘
用に
二
千
平
方メ
ー
ト

ル
の
土
地
を
流
用
し
よ

う
と
し
た
の
に
異
議
を
申
し
立
て
た
か
ど
で 、
何
年

も
投
獄
さ
れ
た」
と
い
う 。
毛
沢
東
体
制
の「
内
幕」

が
こ
の
よ
う
に
見
え
て
き
た
と
い
わ
ね
ぽ
な
ら
な

い 。
私
は 、
こ
れ
ま
で
に
も
し
ば
し
ば
軍
と
民
兵
と

の
対
立
に
も
触
れ
て
き
た
が 、
「
四
人
組
は 、
軍
隊
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に
も
手
を
伸
ば
し 、

軍
隊
を
分
裂
さ
せ 、
混
乱
に
お

と
し
い
れ
よ
う
と
す
る一
方 、
民
兵
の
隊
列
に
手
を

伸
ば
し 、
人
民
解
放
軍
か
ら
独
立
し
た
『
第二
の
武

力』
を
つ
く
り 、

民
兵
を
か
れ
ら

の
道
具
に
仕
立
て

よ
う
と
し
た」
と
い
う 。

だ
が 、
結
局 、
「
四
人
組」

は
「『
わ
れ
わ
れ
に
あ
る
の
はベ
ン
だ
け
で、
鉄
砲

は
な
い』
と
嘆
い
た 。
王
洪
文
は
『
私
が
い
ま一
番

心
配
し
て
い
る
の
は 、
箪
隊
が
わ
れ
わ
れ
の
手
中
に

な
い
こ
と
で
あ
り 、

軍
隊
の
な
か
に
わ
れ
わ
れ
の
人

間
が
い
な
い
こ
と
だ』
と
述べ
た」
と
い
う 。
こ
れ

は
本
音
で
あ
ろ
う 。

そ
れ
だ
け
に 、
一
挙
に
し
て
華
国
鋒
の
ク
ー

デ
タ

ー
に
出
会っ
た
の
で
あ
り 、

そ
の
こ
と
は 、
北
京
政
変

の
経
緯
を
詳
述
し
た
昨
年
十二
月
十
七
日
付
『
人
民

日
報』
編
集
部
論
文
寸
滅
亡
寸
前
の
狂
気
の
あ
が

き」
を
冷
静
か
つ
丹
念
に
読
め
ば
歴
然
と
す
る 。
た

し
か
に
「
四
人
組」
は 、
毛
沢
東
死
後 、
「
既
定
方

針
ど
お
り

事
を
運
ぶ」
と
の
八
遺
嘱
V
（
そ
れ
自

体、
「
四
人
組」
が
改
叙
し
た
も
の
だ
と
さ
れ
て
い

る）
を 、
お
墨
付
き
と
し
て
急
速 、
党
中
央
を
固
め

よ
う
と
し
た
の
で
あっ
た
が 、
昨
春
来
の「
走
資
派」

批
判
が
い
さ
さ
か
も
根づ
い
て
い
な
かっ
た
こ
と
に

示
さ
れ
る
よ
う
に 、
生
産
点
や
党 、
政
府
お
よ
び
軍

を
強
く
求
め
る
新
し
い
政
治
潮
流
と
なっ
て
中
国
社

会
の
基
底
を
流
れ
は
じ
め
て
い
る 。
こ
う
し
て 、
昨

年
の
天
安
門
事
件
に
際
し
て 、
人
民
英
雄
記
念
碑
に

掲
げ
た
周
恩
来
の
遺
影
に
赤
い
小
さ
な
小
瓶
を
つ
る

し
た
中
国
民
衆
の
知
恵
は
い
ま
よ
う
や
く
実
ろ
う
と

し
て
い
る
の
だ
（「が那〕
は
「付制〕
を
意
味
し 、

つ
ま
り

亡
き
周
恩
来
の
継
承
者
と
し
て
の
郵
小
平へ

の
民
意
の
発
露
を一万
す
も
の
で
あっ
た） 。
「
走
資

派」
批
判
が
大々
的
に
キ
ャ
ソベ
l
ン
さ
れ
て
い
た

昨
年
の
い
ま
頃
に
く
らべ
る
と 、
ま
さ
に
隔
世
の
感

が
あ
る
と
い
え
よ
う 。

だ
が 、
「
四
人
組」
の
打
倒
と
い
う

大
き
な
代
償

に
よっ
て 、
ま
さ
に
十
月
七
日
の
北
京
政
変
当
日
に

党
主
席
兼
党
中
央
軍
事
委
員
会
主
席
の
地
位
に
就い

た
華
国
鋒
に
とっ
て 、
北
京
政
変
の
本
質
は
や
は
り

動酌鈴かれf
ぃJわれJ
い

で
あっ
た
と
い
う

事
実
は
動

か
し
が
た
い
も
の
で
あ
る。
い
か
に
「
四
人
組」
が

「
極
慈
非
道
の
反
革
命
分
子」
で
あっ
た
に
せ
よ 、

い
ず
れ
も
党
大
会
が正
式
に
選
出
し
た
最
高
リ
ー
ダ

ー
で
あっ
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く 、
そ
の
よ
う
な

「
四
人
組」
と
の
角
逐
が
い
か
に
酷
烈
な
状
況
に
あ

っ
た
に
せ
よ 、
一
連
の
諸
事
実
か
ら
す
れ
ば 、
十
月

上
旬
の
極
限
状
況
に
お
け
る
ル
i

ル
違
反
は
む
し
ろ

機
構
の
末
端
な
い
し
は
中
間
の
単
位
を
挙
獲
し
て
い

な
かっ
た
「
四
人
組」
と
し
て
は 、
結
局
の
と
こ

ろ 、
『
人
民
日
報』
そ
の
他
のマ
ス・
メ
ディ
ア
を

動
員
し
て
先
制
攻
撃
的
な
プ
レ
ス・
キ
ャ
ン
ベ
l
γ

を
展
開
す
る
こ
と
ぐ
ら
い
し
か
で
き
な
かっ
た
の
で

あ
る 。
つ
ま
り

王
洪
文
の
告
白
ど
お
り 、
「
わ
れ
わ

れ
に
あ
る
の
はベ
ン
だ
け
で、
鉄
砲
は
な
い」
状
況

だっ
た
の
で
あ
り 、

だ
か
ら
こ
そ
「
四
人
組」
は一

挙
に一
網
打
尽
に
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う 。

中
関
当
局
は 、
「
四
人
組」
が 、
「
武
装
決
起
計

画」
を
も
ち 、
十
月
九
日
に
北
京
で、
翌
十
日
に
上

海
で
決
起
し
て ．
北
京
決
起
が
失
敗
し
た
場
合
は
揚

子
江
を
は
さ
ん
で
護
国
鋒
勢
力
と
徹
底
対
決
す
る
計

画
で
あっ
た
な
ど
の「
武
装
決
起
計
画」
の
存
在
を
外

国
紙
に
リ
ー
ク
し
て
お
り 、

園
内
的
に
も
そ
の
よ
う

に
教
育
し
て
い
る
模
様
で
あ
る
が 、
こ
の
点
は 、
林

彪
事
件
の
と
き
の「
〈
五
七一
工
程
〉
紀
要」
と
同
様

に 、
事
後
に
なっ
て
ど
う
に
で
も
作
成
可
能
な
筋
書

き
で
あ
る 。
と
も
か
く「

四
人
組」
は一
網
打
尽
に
さ

れ
て
し
まっ
た 。
と
こ
ろ
が
中
国
の
公
式
見
解
に
よ

る
と「『
四
人
組』
の
上
海
に
お
け
る
手
下
が 、
撃
主

席
を
は
じ
め
と
す
る
党
中
央
の
『
四
人
組』
粉
砕
の

情
報
を
秘
密ル
i
ト

を
通
じ
て
キ
ャ
ッ

チ
し
な
が
ら

華
国
鋒
の
側
に
あっ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
を

打
ち
消
すこ
と
は
で
き
な
い 。

も
と
よ
り 、
一
四
人
組」
は
こ
れ
ま
で
永一
く
毛
沢

東
の
威
を
借
り
て
勝
手
気
ま
ま
に
猿
舞い 、
毛
沢
東

王
朝
を
牛
耳っ
て
大
衆
に
君
臨
し
て
き
た
が
ゆ
え

に 、
「
四
人
組」
打
倒
は
中
国
民
衆
に
とっ
て
も 、

党
幹
部
に
とっ
て
も 、
い
つ
か
は
来
た
すべ
き
課
題

で
あっ
た
か
ら 、
そ
れ
が一
挙
に
実
現
し
た
こ
と
は

ま
さ
に
歓
喜
すべ
き
援
事
で
あっ
て 、
そ
の
か
ぎ
ワ

＼
で
は 、
禁
固
鋒
は
英
雄
た
り

得
る 。
し
か
し 、
な
ん

と
い
っ
て
も
「
四
人
組」
こ
そ 、
た
ん
に
文
化
大
革

命
の
中
心
的
な
担
い
手
で
あっ
た
ば
か
り

か 、
毛
沢

東
に
もっ
と
も
近い
存
在
で
あ
り 、
こ
れ
ま
で
は
文

革
の
「
新
生
事
物」
の
生
き
証
人
で
あっ
た
は
ず
で

あ
る 。そ

れ
だ
け
に 、
や
が
て
「
四
人
組」
打
倒
の
興
奮

か
ら
覚め
て
み
る
と 、
華
国
鋒
は
な
ぜ
「
批
判
l

問

結
l

批
判」
な
い
し
は
「
闘
争
批
判
1

改
革」
の

「
毛
沢
東
思
想」
方
式
を
実
践
し
な
かっ
た
の
か
と

い
う
当
然
の
疑
念
を
誘
う
で
あ
ろ
う
し 、
華
国
鋒
と

し
て
は 、
こ
う
し
た
疑
念
を
ま
え
に
し
て 、
一
挙
に

彼
ら
を
打
倒
し
た
今
回
の
衝
撃
的
な
処
霞
を
説
得
的

に
正
当
化
す
る
根
拠
に
乏
し
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

な
お 、
上
海
の
新
聞
に
『
既
定
方
針
ど
お
り

事
を
運

ぶ』
こ
と
に
つ
い
て
の
論
文
を
ひ
きつ
づ
き
発
表
す

る
よ
う

指
示
し 、
放
送
局
に
八
永
遠
に
既
定
方
針
ど

お
り

事
を
運
ぼ
う

V
と
い
う

歌
の
放
送
を
つ
づ
け
さ

ぜ
た 。
こ
れ
は
彼
ら

の
反
革
命
武
装
反
乱
計一闘
の一

部
で
あっ
た」
（
前
掲 、
『北京
周
報』〉
と
い
う 。

こ
の
よ
う
な
「
秘密ル
l
ト」

の
存
在
と
い
い 、

党
中
央
の
織
烈
な
権
力
的
角
逐
の
様
子
と
い
い 、
す

べ
て
中
国
の
公
式
報
道
が
語
る
「
中
国
の
内
幕」
に

ほ
か
な
ら
な
い 。
こ
う
し
た
「
内
幕」
が
露
見
せ
ざ

る
を
得
な
い
こ
と
に
よ
っ
て 、
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ

が
描
い
て
き
た
中
国
内
政
に
つ
い
て
の
輪
郭
が
き
わ

め
て
妥
当
で
あっ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ

る 。
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華
国
鋒
の
ジ
レ
ン
マ

そ
れ
に
し
て
も 、
中
国
の
政
治
潮
流
の
変
化
は
大

き
く 、
ま
た
速
い 。
去
る一
月
八
日
の
周
恩
来一
周

忌
前
後
に
は 、
亡
き
周
恩
来
を
追
慕
す
る
民
衆
の
心

の
動
き
が 、
も
は
や
と
め
ど
も
な
い
ほ
ど
に
な
り 、

今
日
で
は
『
人
民
日
報』
な
ど
公
式
紙
誌
は
連
日
の

よ
う
に
周
恩
来
を
最
大
限
に
た
た
え
て
い
る 。
こ
の

よ
う
な
潮
流
は
同
時
は
失
脚
し
た
郵
小
平
の
再
復
権

ぃ 。
つ
ま
り 、
自
己
の
行
為
の
正
当
化
と
自
己
の
地

位
の
正
統
性
の
双
方
の
根
拠
に
苦
慮
せ
ざ
る
を
得
な

い
の
で
あ
る 。
こ
う
し
た
立
場
に
あ
る
翠
国
鋒
に
可

能
な
手
だ
て
は 、
い
き
お
い「
四
人
組」
を
「
党
史
上

最
悪
の
犯
罪
人」
に
仕
立
て ‘
「
四
人
組」
の
「
旧

罪」
を
必
死
に
なっ
て
あ
ば
き 、
他
方
で
は 、
昨
年

四
月
三
十
日
に
毛
沢
東
が
「
あ
な
た
が
や
れ
ば
私
は

安
心
だ
（
惚
締
事 、
我
放
心）」
と
い
っ
て
華
国
鋒

を
後
継
者
に
任
命
し
た
の
だ
と
い
う 、
こ
れ
ま
た

「
四
人
組」
同
様
の
お
墨
付
き
に
依
拠
せ
ざ
る
を

得
ず 、
そ
の
よ
う
な
お
墨
付
き
を
「
四
人
組」
と
競

っ
て
み
ず
か
ら
の
正
統
性
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う 、
き
わ
め
て
前
近
代
的
非
社
会
主
義
的

な
権
力
継
承
劇
を
主
演せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ

る 。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
は
結
局 、
誹中
国
鋒
個
人へ

の
英
雄
崇
拝 、
天
才
論
的
な
礼
讃
を
開
始
す
る
以
外

に
な
く 、
最
近 、
華
国
鋒
の
肖
像
写
真が
毛
沢
東
の

そ
れ
と
並
ん
で
い
た
る
と
こ
ろ
に
氾
激
し
は
じ
め
て

い
る
こ
と
も 、
こ
の
よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
の
反
映
で
あ

る 。

禁固鋒体勢の矛盾

「
四
人
組」
の
「
旧
罪」
暴
露
に
か
ん
し
て
い
え

ば 、
た
ん
に
「
四
人
組」
は
「
蒋
介
石
国
民
党
反
動

派
と
切っ
て
も
切
れ
な
い
数
々
の
つ
な
が
り
を
もっ

197 



学校法人
一阪神学園一

198 

大学受験科
第一本科（昼） 選抜コース

・・選抜試験
3月26日

ザ鍛コーλ
・・・申込瓶入学

第二本科（夜） ー般コース
－・申込順入学

開講日日・…4月18日
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理・社
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科目…・・英・数回

通4B授業
（水・土・日休目）
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募集要項
無料送呈

大
阪
市
北
区
芝
田
町
六
九
（
大
阪
駅
北
五
分）

$
5
3
0

電
話
0
6
1
3
7
2
1
2
1
6
6
附

てい
た」
（
昨
年
十二
月
の
「
農
業は
大
築に
学ぶ」

第二
回
全
国会
議で
の
牽
国
鋒
演
説）
と
か 、
江
青

はコ一
0
年
代か
ら
国
民
党が
送りこ
ん
だ
「
紅
色
女

郎で
あっ
た」
（『
人
民日
報』
一
九七
六
年
十二
月

五
日）
といっ
た
表
現は
ま
だ
ま
だ
上
品
な
方で 、

こ
れが
社
会
主
義
国
家
の
党
の
公
式
報
道か
と
思う

と
傑
然と
する
よ
う
な
度
ぎっ
さで
下
品
な
言
葉を

連ね
て
毎日
報
道さ
れてい
る
ので
ある 。

北
京
政
変
を
思
想
的
・

理
論
的
に

総
括
し

得

ず

に、

こ
う
し
た
言
葉
遣
い
で
の
「
旧
罪」

暴
露
に
終

始し
てい
る
最
近の
状
況と
そ 、
華
国
鋒
体
制の
内

在
的
危
機
の
あ
ら
わ
れで
あ
り 、

一
方 、
中
閣
の
民

衆は 、
時が
たつ
につ
れて 、
そ
れほ
ど 、
「四
人ー

組」が
悪
嫌で
あっ
た
の
な
ら 、
な
ぜ
もっ
と

早
く

処

断で
き
な
かっ
た
のか 。
な
ぜ
彼女
ら
を
党
の
最
高

政
治
的
機
能を
果た
し
得て
い
ない
う
えに 、
同
常

務
委
員
会
副
委
員
長は
も
と
も
と二
十二
名
も
存
在

するポス
ト

で
あっ
て 、
そ
の一
人に
郵
穎
超
女
史

を
加
えるこ
と
は 、
周
恩
来
追
慕へ
と
傾
斜し
てい

る
民
意を
華
国
鋒
体
制へ
と
導
くう
えで
は
大
きな

意
味が
あっ
て
も 、
さ
し
た
る
現
実
的・
政
治
的
意

味は
も
ち
得ない
ので
ある 。
こ
う
し
た
なか
で 、

国
務
院
人
事
の
空
白がつ
づ
い
てい
る
ば
か
りか 、

肝
腎
の
党
中
央
政
治
局
常
務
委
員
会は
依
然とし
て

華国
鋒
と
菜
剣
英
の二
名
のみ
で
あ
り 、
こ
れで
は

正
常な
最
高
政
策
決
定
機
関
と
し
て
の
機
能を
果た

し
得ない
で
あろ
う 。

そ
のよ
う
な
折
し
も 、
各
地で
の
混
乱 、
武
闘な

ど
の
情
報が
相
次い
で
お
り 、
そ
れは一
郊
の
「
友

好
人
士」
が
主
張
する
よ
うに
「四
人
組」
時
代の

リ
ー

ダ
ー

に
選
出し
た
のか 、
なぜ
江
主円は
三
十
年

間
も

毛
沢
東
夫
人で
あ
り

得た
のか 、
こ
のよ
う
な

「
悪
女」 、
「
女
郎」
を
最
愛
の
棄
と
し
て
きた
毛
沢

東
そ
の
人は
な
ん
と尽か
で
あっ
た
こ
と
か 、
毛
沢

東
そ
の
人
の
責
任は一
体
ど
う
なる
のか 、
といっ

た
疑
問を
当
然
感 ．する
で
あろ
う 。
こ
う
し
た
懐
疑

こ
そ 、！
汁四
人
組」
を
打
倒し
て
な
お
「
毛
沢
東
思

想」
と
毛
沢
東
路
線の
継
承を
し
き
りに

強
調
する

華
国
鋒
自
身
の
矛
盾を
白日
の
も
とに
さ
ら
さ
ざ
る

を
得
ない
練
と
な
り 、

矢
と
な
る
も
ので
ある 。
つ

まり 、
「四
人
組」
打
倒 、
「四
人
組」
批
判は
論

理
的
に
は
や
は
り
「
毛
沢
東
批
判」

に
つ
な
が
ら
ざ
，

る
を
得
ない
ので
あり 、
こ
こ
に
華
国
鋒
そ
の
人
の

最
大
のジレ
ソマ
が
あろ
う 。

こ
のよ
う
な
状
況こ
そ 、
北
京政
変
以
後五カ
月

過
去
の
混
乱だ
とば
か
りはい
い
き
れ
ない
状
況を

含ん
で
い
る 。
外
部で
傍
受で
きる
地
方
放
送な
ど

は 、
四
川、
福
建 、
湖
北 、
河
南 、
掘削
江 、
広
東 、

遼
寧
な
ど
諸
省
の
深
刻
な
混
乱を
証
明し
て
お
り 、

こ
のよ
う
な
状
況
の
なか
で 、
今日
の
中
閣は
か
な

り
広
範
聞に
わ
た
る
軍
事
管
制
下に
怪か
れ 、
よ
う

や
く

事
態
の、
こ
れ
以
上
の
深
刻
化を
抑
えた
よ
う

に
思
わ
れる 。

去る一
月五
日
に
『
人
民日
報』
が
報じ
た
国
家

建設
委
員
会
大
批
判
組
執
筆
論
文
「プロ
レ
タ
リ
ア

階
級
の
天
下を
乱
す主
洪
文の
陰
謀
を
あ
ば
く」

は、
「
王
洪
文
は
翁
森
鶴
八
「
新
江
省
の
四
人
組」

の
手

先とい
われる人物
l！引用者〉

のよ
う
な
悪
人を

通じ 、
掘削
江
省
を
混
乱に
陥れた
ば
か
りで
な
く 、

河
北
省
の
保定 、
江
南
省
の
省
部・
鄭州 、
辺
境

学校法人
一阪神学園ー

神
戸
市
生
田
区
楠
町
六
｜
ニ
O

一
⑨
6
5
0

電
話
0
7
8
（
高
速
神
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駅
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1
3
5
1
1
1
5
2
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附

に
近い
とい
う

のに
依
然
と
し
て
党
中
央
委
員
会
総

会
さ
え
閲か
れ
ず 、
華
悶
鋒
体
制は
まだ
制
度的に

認
知さ
れてい
ない
とい
う

異
常
事
態
の
大
きな
背

景
で
あ
ろ
う。

こ
の
間 、
十二
月
上
旬に
は
全
国人
民
代
表
大
会

常
務
委
員
会が
開か
れ 、
下
旬に
は
「
農
業は
大
築

に
学ぶ」
第二
回
全
国代
表
会
議が
開か
れは
し
た

が 、
こ
れ
ら
の
会
議は
そ
れ
な
り

の
社
会
的
な
意
味

は
もっ
た
と
し
て
も 、
ほ
と
ん
ど
政
治
的
意
味を
も

つ
も
ので
は
ない
ので
ある 。
た
と
えば 、
わ
が
国

の
新
聞が
大
き
く

伝
えた 、
全国
人
民
代
表
大
会
常

務
委
員
会で
の
周
恩
来
米亡
人・
郵
穎
超
女
史
の
同 ，

常
務
委
員
会
副
委
員
長
就
任の
件につ
い
て
も 、
そ

も
そ
も
全
国人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会が
全人
代

休会
中
の
常設
機
関
と
は
い
え 、
い
ま
や
さ
し
た
る

地
区 、
湖
南
省お
よ
び
そ
の
他
の
地
方を
も
混
乱に

陥れ
た 。
保定で
は
王
洪
文が
銃
器 、
食
糧 、
倉
庫

の
略
奪を
支
持し
た
ため
武
閥 、
内
戦が ．すっ
と
続

い
た 。
鄭州で
は 、
彼
らは
鉄
道をマ
ヒ
させ ‘
交

通
をス
トッ
プ
させ
て 、
経
済
建設
をぶ
ちこ
わし

た 。
辺
境
地
帯で
は 、
彼
らは
下
心
を
もっ
て
民
族

関
係に
水
を
さし 、
民
族
の
聞を
引
き
裂
き 、
中
華

民
族
の
大
家
庭の
団
結を
切り
崩し
た」
と
述べ
て、

しる 。こ
うし
た
中
国
国
内
の
現
実は 、
北
京や
上
海
の

〈
定
食コ
！ス

〉
を
て
二
週
間
旅
行し
て
きた
だ

けで
は
と
うていつ
か
め
ない
ので
あ
り 、

短
時日

の
中
国
訪
問で
華
国
鋒
政
権は
安
定
など
と
語る
人

び
と
の
中
国
認
識こ
そ倣
慢そ
の
も
のだ
とい
わ
ね

ば
なる
まい 。

華国鋒体勢の矛盾199 
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「
郡
小
平
の
影」

の
増
幅

「
郵
小

平
の
影」
が
ま
す
ま
す
色
濃
く
な
りつ

つ
あ
る。
去

る
二
月
七
日 、
郵
小
平
の
兄
弟
で
武
漢
市
革
命
委
員

会
副
主
任の
郵
墾
が
昨
年
の
天
安
門
事
件
以
来 、
部

小
平
同
様 、
消
息
を
絶っ
て
い
た
の
に 、
武
漢
の
北

京
1

漢
口
鉄
道ゼ
ネ
ス
ト

五
十
四
周
年
記
念
集
会
に

復
活
し
た
と

の
外
電
（二
月八
日
北
京
発A
F
PH
時

事）
は 、

こ
の
よ
う
な
華
国
鋒
体
制
下
に
あっ
て ．

部
小
平
そ
の
人
の
復
活
を
近
い
将
来
に
予

測
さ
せ
る
も

の
か
と
思
わ
せ
た 。
だ
が 、
「
郵
小
平

の
影」
が
色
濃
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど 、
部
小
平
復
活

問
題
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
問
題
で
な
く
な
り

つ
つ
あ

る
よ
う
だ 。
と
く
に
華
国
鋒
に
とっ
て
は 、
昨
年の

天
安
門
事
件
直
後 、
彼
自
身
が
「
党
第一
副
主
席」

と
い
う
異
例

の
ポ
ス
ト

を
手
に
し
た
と
き 、
み ，す
か

ら
加
わっ
た
党
中
央
政
治
局
の、
之

の
決
定
に
お
い

て
都
小
平
を
「
反
革
命
分
子」
と
し
て
断
罪
し
て
い

る
だ
け
に
（
部
小
平
問
題
を
「
敵
対
的
矛
盾」
だ
と

規
定
し
た
の
で
あっ
た
て
郡
小
平
の
全
面
的
復
権

は
華
国
鋒
の
矛
盾
し

た
姿
を 、
さ
ら
に
露
呈
さ
せ
る

こ
と
に
な
ろ
う 。

一
方 、
去
る一
月
初
旬 、
周
恩
来

追
慕
の
潮
流
の
な
か
で、
民
衆
の
あ
い
だ
か
ら 、
郵

上
海
グ
ル
ー
プ
文
革
派
と
し
て
は 、
こ

の
問
題
で

中
間
的
な
動
揺
し
た
立
場
を
とっ
た
で
あ
ろ
う
し 、

李
先
念 、
葉
剣
英
ら

の、
い
わ

ゆ
る
実
務
派
リ
ー
ダ

ー
や
朱
徳
ら

の
長
老
は 、
お
そ
ら
く
郵
小
平
の
党
籍

制
奪
に
反
対
で
あっ
て 、
結
局 、
党
籍
剥
奪
に
ま
で

は
歪
ら
な
かっ
た
も

の
と
推
測
せ
ざ
る
を
得
な
い
の

で
あ
る。

こ
の
よ
う
な
不
透
明
な
経
緯
が 、
郵
小
平
失
脚
に

際
し
て
も
あっ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
が 、
や
が
て
北

京
政
変
を
経
て
今
日
に
至っ
て
み
る
と 、
「
四
人

組」
が
指
弾
し
た
郵
小
平
こ
そ 、
論
理
的
に
は 、
悪

者
と
た
た
かっ
た
英
雄
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で

あ
る。そ

し
て 、
中
国
民
衆
は 、
天
安
門
事
件
が
明
白
に

示
し
て
い
た
よ
う
に 、
周
恩
来
路
線
の
遂
行
者
と
し

て
の
郵
小
平
に
並々
な
ら
ぬ
期
待
を
寄
せ
て
い
る

の

で
あ
る。
こ

の
よ
う
な
民
意
を
党
中
央
も
無
視
で
き

な
い
だ
け
に 事
最
近
で
は
す
で
に
「
都
小
平
同
志」

と
い
う
呼
称
が
復
活
し 、
郵
小
平
問
題
は
「
敵
対
的

矛
盾」
で
は
な
く
「
人
民
内
部
の
矛
盾」
で
あっ
た

と
い
う
論
理
上
の
重
大
な
修
正
が
ほ
ど
こ
さ
れ
た
の

で
あっ
た 。

だ
が一
方 、
都
小
平
は 、
す
で
に
「
党
第一
副
主

小
平
の一丹
復
活
を
求
め
る
声
が
壁
新
聞
と
し
て
表
明

さ
れ
た
事
実
は 、
そ
れ
が一
方
で
華
国
鋒
崇
拝
が
鼓

吹
さ
れつ
つ
あ
る
な
か
で
の
出
来
事
で
あっ
た
だ
け

に 、
き
わ
め
て
注
目
すべ
き
事
実
で
あっ
た 。

い
ず
れ
に
せ
よ 、
郷
小
平
問
題
は ‘
当
面
の
中
国

内
政
の
最
重
要
課
題
に
な
り

つ
つ
あ
る

の
だ
が 、
ま

っ
た
く 、
郵
小
平
そ
の
人
の
か
く
も
蓬
し
く 、
し
た

た
か
な
政
治
生
命
力
に
は
驚
嘆
せ
ざ
る
を
得
な
い 。

だ
が 、
こ
こ一 、
二
年
の
中
国
内
政
の
潮
流
を
冷

静
に
見
き
わ
め 、
と
く
に
昨
春
の「
走
資
派」
批
判
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン

の
理
不
尽
な
状
況
と
天
安
門
事
件
に
発

露
し
た
中
国
民
衆
の
自
覚
的
な
政
治
選
択
の
方
向
性

を
辰
り

返
り 、
そ
し
て 、
部
小
平
の
こ
れ
ま
で
の
キ

ャ
リ
ア
（
彼
は 、
た
ん
に
党
官
僚
と
し
て
卓
越
し
た

組
織
能
力
を
もつ
ば
か
り

か
行
政一面
で
も
き
わ
め
て

有
力
な
指
導
者
で
あ
り 、
同
時に
寧
の
な
か
に
も
根

強
い
基
盤
を
もっ
て
い
る。
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
を
敢

行
し
た一
九
五
六
年
の
ソ
連
共
産
党
第二
十
回
大
会

に
出
席
し
た
り 、

一
九
七
四
年
の
国
述
資
源
特
別
総

会
に
出
席
す
る
な
ど
国
際
面
で
も
活
躍
の
幅
は
広
か

っ
た）
と
当
面
の
中
国
共
産
党
の
人
材
欠
如
の
内
部

事
情
を
考
慮
す
れ
ば 、
毛
沢
東
以
後
の
時
期
に 、
再

び
郡
小
平
問
題
が
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ

プ
さ
れ
る
で
あ
ゐ

席」
に
就
任
し
て
い
る
と
か 、
政
治
局
の
「
顧
問」

に
就
任
し
て
い
る
と
か
の一
部
の
報
道
に
た
い
し
て

は 、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ 、
中
国
当
局
は
そ
の
都
度

否
定
し
て
お
り 、
実
際
に
は 、
都
小
平
一符
復
活
問
題

が
そ
う

単
純
な
問
題
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る。
4 

す
べ
て
の
鍵
は
郡
小
平
に

も
と
よ
り 、
北
京
政
変
に
か
ん
し
て
も 、
そ
の
背

後
に
「
即刻
小
平
の
影」
を
大
き
く
感
じ
て
き
た
私
と

し
て
は 、
郡
小
平
一再
復
活
問
題
で
の
華
国
鋒
に
とっ

て
の
最
大
の
苛
立
ち
は 、
こ

の
ま
ま
民
衆
の
支
持
に

迎
え
ら
れ
て
郵
小
平
が
復
活
す
る
こ
と
は 、
み
ず
か

ら
が
事
件
の
た
ん
な
る
「
下
手
人」
に
堕
し
て
し
ま

う
か
も
し
れ
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う 、
と
考
え
て
い

る。そ
し
て 、
す
で
に
天
安
門
事
件
の「
反
革
命
分
子」

が
名
誉
回
復
さ
れ 、
事
件
を
鎮
圧
し
た
「
功
労
者」

が
「
極
悪
非
道
の
反
革
命
分
子」
と
し
て
断
罪
さ
れ

て
い
る
今
日 、
路
線
的
に
は
郡
小
平
は
完
全
に
勝
利

し
た
も

の
と
い
え
よ
う 。
部
小
平
の
勝
利
は
同
時
に

周
怒
来
の
勝
利
で
あ
り 、
周
恩
来
日

郵
小
平
路
線
の

勝
利
で
あ
り 、
「
走
資
派」
路
線
の
勝
利
で
あ
り 、
い

う
こ
と
は
十
分
に
予
測
で
き
た
こ
と
で
あっ
た ＠

そ
し
て
郵
小
平
自
身 、
こ
れ
ま
で
私
が
本
誌
で
も

し
ば
し
ば
述べ
て
き
た
よ
う
に 、
毛
沢
東
以
後
の
時

代
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
時
期
の
再
来
を
確
信
し
て

い
た
が

ゆ
え
に 、
「
四
人
組」
に
よ
る
「
走
資
派」

批
判
に
際
し
て
も 、
「
最
後
ま
で
悔い
改
め
な
かっ

た」
の
で
あ
る。
天
安
門
事
件
直
後
の
中
央
政
治
局

会
議
で
「
反
革
命
分
子」
と
規
定
さ
れ
て
彼
の
すべ

て
の
職
務
が
剥
奪
さ
れ
た
の
に 、
彼
の
党
籍
だ
け
が

残
さ
れ
た
の
は 、
ま
さ
に
来
るべ
き
毛
沢
東
以
後
の

時
代へ
の
「
捨
て
石」
と
し
て

の
措
置だっ
た
の
で

200 

あ
り、

い
ま 、
そ
の
「
捨
て
石」
は
た
ち
ま
ち
活
き

て
き
た
の
で
あ
る。

つ
ま
り 、
天
安
門
事
件
に
お
い
て 、
今
日

の
華
国

鋒
政
権
に
よ
る
「
四
人
組L
批
判
よ
り
も
は
や
く
に

痛
烈
な
江
育 、
銚
文
元
批
判
が
大
衆
的
に
お
こ
な
わ

「
四
人
組」
と
し
て
は
（
な

お 、
天
安
門
事
件
の
そ
の
よ
う
な
実
像
に
つ
い
て

は 、
拙
稿
「
再
構
成・
天
安
門
事
件」『
中
央
公
論』一

九
七
六
年
九
月
号
参
照） 、
是
非
と
も
郡
小
平
の
党

籍
ま
で
剥
奪
し
た
かっ
た
で
あ
ろ
う
し 、
「
四
人
組」

か
ら
離
反
し
な
け
れ
ば
自
ら

の
将
来
も
危
な
い
こ
と

を 、
天
安
門
事
件
に
よ
っ
て
感
じ
た
禁
固
鋒
ら

の
非

れ
た
こ
と
に
驚
い
た

で 科 わ
あ 学ゆ
る 技 る。 術 「の 四

現つ
代 の
化 現） 代
路 化
線」

露 喜芳IJ ""' 
Tご 守 T

t奏
号 国ω 防の

こ
う
し
て
み
て
く
る
と 、
郵
小
平
と
し
て
は 、
路

線
的
に
も
は
や
勝
利
し 、
状
況
が
すっ
か
り

逆
転
し

た
以
上 、
争え
て
み
ず
か
ら

の
地
位
の
明
示

的可
復

権
を
求
め
な
く
て
も
い
い
立
場
に
あ
る 。
こ
れ
ま
で

の
郡
小
平
の
言
動
か
ら
し
て 、
た
と
え
ば
「
鼠
を
捕

る
な
ら
白
い
獄
で
も 、
黒
い
猫
で
も
い
い
で
は
な
い

か」
と
諮っ
た
り 、
「
毎
日

の
よ
う
に
階
級
闘
争
な

ど
と
い
っ
て
い
ら
れ
る
か」
と
諮
る
な
ど 、
毛
沢
東

在
世
中
に
あ
え
て
こ

の
よ
う
な
大
胆
な
発
言
ーを
し
た

ゆ
え
ん
は 、
た
ん
に
彼
が
党
の
長
老
だ
と
か 、
四
川

省
出
身
のやや伊か
で
き
わ
め
て
強
靭
な
個
性
を
もっ
て

い
る
と
いっ
た
こ
と
だ
け
で
は
な
く 、
彼
は
路
線
上

の
使
命
感
に
は
燃
え
て
い
て
も 、
彼
個
人
の
地
位
や

ポ
ス
ト

に
は 、
意
外
に
虚
心
で
あっ
た
か
ら
で
は
な

かっ
た
か
と
思
わ
れ
る。

一
部
に
は 、
部
小
平
が
再
復
活
に
際
し
て 、
党
副

主
席 、
国
務
院
（
筆頭〉
副
総
理 、
人
民
解
放
写総

参
謀
長
と
い
っ
た
失
脚
前
の
すべ
て
の
要
職
な
い
し

は
文
革
期
ま
で
そ
の
地
位
に
あっ
た
党
総
書
記
と
い

っ
た
ポ
ス
ト

を
要
求
し
て
お
り 、
こ
う
し
た
ポ
ス
ト

主審国鋒体勢の矛盾201 



p軍司
�軍司圃

豊富な住宅実例で
住まいづくりにすぐ役立つ

4月号／650円

問
機一
引
の
穂町丸山均一日
影
響流
お
闘
翻
一一

一っと役立つ公庫向きなど配置と間取町の実践研究一一

狩川判明
AM
Em
万
円
か
ら
の
充
実
し
た
家
げ
例一

。
総
特
集
。住
まいづ
くりの出
発
点のあり
方

の
問
題
で
彼
の
復
活
が
遅
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
の
見
方
も
あ
る
よ
う
だ
が、

私
は
必
ず
し
も
そ
の

よう
な
ポλ
ト
の
問
題
だ
け
で
は
な
い
よ
う
な
気
が

す
る
。む

し
ろ
私
は、
今
回、

郵
小
平
復
活
の
時
期、
そ

の
ポ
ス
ト、

公
式
に
も、

再
復
活
し
た
方
が
よ
い
の

か、
当
分
は
「
郡
小
一千
の
影」
と
し
て
存
在
し
た
方

が
よ
い
の
か、

と
い
っ
た
重
要
な
決
断
の
す
べ
て
の

キ
ー
を
撮
っ
て
い
る
の
は
郵
小
平
そ
の
人
で
は
ない

か
と
さ
え
考
え
て
い
る
J

郡
小
平
と
し
て
は、

「
さ

ん
ざ
ん
も
み
く
ち
ゃ
に
し
て
お
い
て
、

い
ま
さ
ら
な

ん
だ
」

と
い
っ
た
気
持
も
当
然
あ
る
で
あ
ろ
う。

そ
れ
ほ
ど
ま
で
に、

今
日
の
中
国
内
政
に
お
け
る

都
小
平
の
存
在
の
意
味
は
大
き
い
と
い
え
よ
う
が、

こ
の
こ
と
は、
ま
さ
に
郊
小
平
問
題
と
し
て
処
理
さ

れ
た
天
安
門
事
件
以
降、

急
濠
「
四
人
組
」
か
ら
隊

反
し
て
い
っ
た
華
岡
鋒
そ
の
人
の
た
ど
っ
た
道
程
に

も
き
わ
め
て
問
題
が
多
い
こ
と
を
同
時
に
物
語
っ
て

い
γ90

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で、

昨
年
末、

毛
沢
東

の
一

九
六
五
年
当
時
の
論
文
「
十
大
関
係
論」

が
初

め
て
中
国
で
公
表
さ
れ
た
こ
と
に
も、

部
小
平
の
存

在
が
あ
ず
か
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
年

元
旦
の
門
人
民
日
報
』

な
ど
三
紙
誌
共
同
社
説
は、

こ
の「
十
大
関
係
論」
の
なか
の「
党
内お
よ
び
党

外
の、

国
内
お
よ
び
国
外
の
す
べ
て
の
積
極
的
な
要

素、

直
按
ま
た
は
間
接
的
な
績
極
的
な
要
素
は
こ
れ

を
す
べ
て
動
同封
し、

わ
が
問
を
銀
大
な
社
会
主
義
国

家
に
建
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
個
所
を

と
く
に
強
調
し
て
い
た
が、
こ
の
よ
う
な
方
向
こ
そ、
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式か造り
付けか日三つの台
所づくり・流し

台 、ガスレンジなどメーカー同社の台所機器

い
明一
①
イ
ン
テ
リ
ア
効
果
を
考
え
疋
床
材

総
轄一
②
塩
ピ・
木
質
系
床
材
の
果
だ
す
役
割

い
わ
ゆ
る
「
四
つ
の
現
代
化
」

路
線、

「
走
資
派」

路
線、

実
務
派
路
線、

ひ
い
て
は
実
権
派
路
線
に
ほ

か
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て、

ま
さ
に
内
政
の
方
向
が

一

九
五
六
年
当
時
の
状
況
へ
回
帰
し
よ
う
と
す
る
こ

と
を
示
し
て
お
り、
そ
れ
は
同
時
に
文
革
路
線、
ひ

い
て
は
「
毛
沢
東
路
線」

の
否
定
へ
と
赴
か
ざ
る
な

得
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る。

わ
れ
わ
れ
と
し
て
は、

来
る
べ
き
四
月
上
旬
の
清

明
節、

つ
ま
り、

天
安
門
家
件
一

周
年
に
最
大
の
注

視
を
向
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て、

明
示
的
に
も

郡
小
平
が
復
活
し、

彼
が
再
び
大
き
な
リ
ー
ダ
ー
シ

ッ
プ
を
発
揮
す
る
よ
う
な
時
が
く
れ
ば、

そ
の
時
に

は、

中
国
の
国
際
関
係
に
も、

大
き
な
変
化
が
招
来

さ
れ
よ
う
。

こ
の
問
題
は
改
め
て
論
ぜ
ね
ば
な
る
ま

hv
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