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小

今
回
取
り
上
げ
た
本
書
は
、

政
治
学
、

国
際
関
係
論
、

東

南
ア
ジ
ア
地
域
研
究
等
の
分
野
で
優
れ
た
業
績
を
残
し
て
お

ら
れ
る
京
大
教
授
矢
野
暢
さ
ん
の
評
論
集
で
す
。

い
ま
変
貌

し
続
け
る
現
代
日
本
の
本
質
を
フ
ロ
ー
の
文
明
と
ス
ト

ッ
ク

の
文
明
の
対
比
と
い
う

ユ
ニ
ー
ク
な
視
点
か
ら
と
ら
え
直
し
、

日
本
の
将
来
の
在
り
方
を
鋭
く
見
据
え
た
も
の
で
す
。
『
日
本

に
は
今
、

注
目
す

べ
き
文
明
が
生
ま
れ
よ
う
と
し
て
お
り
、

そ
れ
は
フ
ロ
ー
の
文
明
と
い
う
新
し
い
文
明
の
形
成
で
あ
る
。

民
主
化
と
非
軍
事
化
と
い
う
戦
後
の
二
大
選
択
が
そ
の
基
礎

と
な

っ
て
い
る
。

ス
ト

ッ
ク
を
重
視
す
る
欧
米
世
界
に
比
べ

る
時
、

今
日
の
日
本
は
か
な
り
異
質
な
特
徴
を
み
せ
て
い
る
。

今
日
の
日
本
の
み
せ
る
文
明
的
側
面
を

フ
ロ
ー
の
文
明
と
呼

ん
で
は
ど
う
か
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
本
は
私
な
り
の
日
本

文
明
論
で
あ
り
、　

一
種
の
国
際
化
論
で
あ
る
』

近
年
、

国
際
収
支
の
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
が
引
き
金
に
な

っ
て
、

日
本
と
欧
米
の
間
に
様

々
な
摩
擦
や
軋
蝶
が
生
じ
て
い
ま
す

が
、

こ
れ
は
単
に
経
済
や
政
治
の
面
に
と
ど
ま
ら
ず
、

い
わ

ゆ
る
文
化
摩
擦
の
問
題
に
ま
で
発
展
し
て
い
ま
す
。
「
日
本
と

は

一
体
ど
う
い
う
国
な
の
か
」
「
日
本
文
化
と
は
、

欧
米
の
そ

れ
と
全
く
異
質
な
の
で
は
な

い
か
」
云
々
で
す
。

そ
の
事
も

あ

っ
て
、

最
近
、
「
日
本
文
化
と
は
」
「
日
本
人
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
と
は
」
が
盛
ん
に
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

埋
蔵
文

化
財
の
調
査
も
日
本
文
化
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
探
る

こ
と
に
深
く
拘
わ

っ
て
い
る
と
も
言
え
ま
す
。

近
年
益
々
国
際
化
が
求
め
ら
れ
る
中
で
本
書
は
改
め
て
今

後
の
日
本
の
在
り
方
、

進
路
を
考
え
る
上
で
私
共
に
貴
重
な

示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
考
え
ま
す
。

,
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今
―‐・―
紹
介
す
る
Ｎｏ
２‐‐

．
９３

・

９３‐
遺
跡
は
、

町
田
市
小
出
町
に

所
在
し
、

調
査
の
結
果
、

出
城

跡

（仮
称

・
小
山
城
）
で
あ
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
遺
跡
で
す
。

こ
の

一
部
は
、

多
摩
の
よ
こ

や
ま
‐７
号
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。

前
回
の
調
査
で
は
、

高

・
北

郭
と
上
坑

・
焼
ｉ
跡
、

ビ
ッ
ト

が
検
出
さ
れ
ま
し
た
。

今
―‐・―
の

調
査
は
、

こ
れ
ら
を
受
け
て
南

側
郭
の
全
容
と
東
側
に
お
け
る

城
跡
の
範
囲
確
認
を
中
心
に
行

い
ま
し
た
。

南
側
郭
は
、

二
重
の
空
堀
を

も

つ
郭
で
、

内
部
の
規
模
は
束

西
幅
約
４０
ｍ

。
南
北
幅
約
６０
ｍ

を
測
り
、

前
―ロー
の
調
査
よ
り
も

多
少
拡
が
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

し
た
。

ま
た
、

空
堀
を
掘

っ
た
■
で

内
郭
平
担
両
や
空
明
に
そ

っ
た

形
で
認
め
ら
れ
る
土
墨
状
の
高

ま
り
を
盛
上
し
、

有
効
な
活
動

面
を
確
保
し
て
い
る
様
子
が
よ

り

一
層
は

っ
き
り
し
ま
し
た
。

堀
は
、

内

・
外
堀
と
も
西
側

で
大
き
ぐ
鍵
状
に
曲
が
り
、

西

南
隅
で
は
内
堀
と
外
堀
が

一
本

に
つ
な
が
り
、

こ
の
方
面
の
防

御
に
特
に
力
を
入
れ
た
様
子
が

う
か
が
え
ま
す
。

北
側
の
外
堀

は
、

尾
根
を
束
西
に
は
ぼ

一
高

線
に
走
ら
せ
て
郭
城
を
画
す
る

手
法
を
用
い
て
い
ま
す
。

内
明

は
、

束
側
の
中
間
部
ま
で
鍵
状

に
曲
が
ら
せ
、

一
層
防
御
に
努

め
て
い
ま
す
。

南
側
は
、

西
南

隅
で

一
本
に
な

っ
た
堀
と
南
束

隅
で
Ｌ
字
状
に
出
張
り
に
な

っ

た
堀
の
間
に
土
橋
が
認
め
ら
れ

ま
し
た
。

こ
れ
は
、

郭
内
部
に

入
る
日

（虎
日
）
と
思
れ
ま
す
。

東
側
は
、

急
崖

・
崩
落
地
形
を

示
し
て
い
る
た
め
堀
や
城
域
の

確
認
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

今
回
の
調
査
で
も
、

城
の
年

代
を
把
握
で
き
る
遺
物
は
出
ｌｉ

し
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、

堀
を
屈
曲
さ
せ
る
形
態
や
虎
Ｈ

部
で
喰

い
違

い
の
形
を
と

っ
て

い
る
状
況
か
ら
後
北
条
氏
関
連

の
城
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

チ
ン
ギ
ス

・
ハ
ー
ン
陵
墓

を
探
る
　
　
３

チ
ン
ギ
ス

・
ハ
ー
ン
は

一
二

二
七
年
、

西
夏

へ
の
懲
罰
軍
と

共
に
遠
征
し
た
際
、

中
□

・
責

河
支
流
の
ほ
と
り
六
盤
山
で
亡

く
な
り
、

今
の
モ
ン
ゴ
ル
人
民

共
和
国
北
束
部
の
ヘ
ル
レ
ン
河

土
流
部
に
埋
葬
さ
れ
た
と

一
般

的
に
は
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

当
時
の
モ
ン
ゴ
ル
社
会
が
無
文

字
の
世
界
で
あ

っ
た
た
め
か
、

そ
の
死
か
ら
理
非
に
〓
る
ま
で

の
文
献
記
載
は
少
な
く
、

住
か

に
問
接
的
な
文
献
資
料
が
残

っ

て
い
る
の
み
で
す
。

そ
れ
は
主

に
十
三
世
紀
に
は
無
文
字
の
Ｈ

承
文
芸
の
世
界
を
表
し
、

モ
ン

ゴ
ル
人
自
ら
の
吉
葉
に
よ

っ
て

記
録
さ
れ
た
「
元
朝
秘
史
」
、

常

撲
の
元
代
に
つ
い
て
の
歴
史
書

で
あ
る
「
元
史
」
、

西
ア
ジ
ア
の

イ
ル
汗
国
の
ラ
シ
ッ
ド

・
ウ

ッ

デ
イ

ン
に
よ
る

「集
史
」
の
３

つ
の
文
献
資
料
で
す
。

こ
の
「
元

史
」
、
「集
史
」
に
は
ハ
チ
ン
ギ

ス

・
ハ
ー
ン
ら
話
帝
を
起
楚
谷

に
葬

っ
た
∨
と
い
う
記
載
が
あ

り
、

こ
の
起
特
谷
を

ヘ
ル
レ
ン

河
の
ヤ
訳
と
す
る
も
の
と
多
く

の
学
者
は
ケ
え
て
き
ま
し
た
。

ま
た
、

ハ
ボ
ル
ハ
ン
・
ハ
ル
ド

ゥ
ン
と
い
う
大

い
な
る
山
あ
り

…
…
そ
の
地
に
チ
ン
ギ
ス

・
ハ

ー
ン
白
ら
、

自
己
を
葬
る
地
を

選
び
、
「
我
ら
の
親
族
を
葬
る
地

は

こ
こ
に
て
あ

れ
」
と
言
え

り
）
と
い
う
記
載
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
神

の
峰
と

い
う
意
味

の

「
ボ
ル
ハ
ン

・
ハ
ル
ド
ゥ
ン
」

は

「
起
輩
谷
」
と
同
様
現
存
し

な

い
地
名

で
す

が
、

チ

ン
ギ

ス

・
ハ
ー
ン
が
出
生
か
ら
青
年

ま
で
の
Ｈ
々
を
お
く

っ
た
土
地
、

地
名
、

言

い
伝
え
か
ら
モ
ン
ゴ

ル
の
学
者
は

ヘ
ル
レ
ン
河
■
流

の
山
地
で
あ
り
、

オ
ノ
ン
、
ト

ー
ラ
の
源
流
部
で
あ
る
地
帯
が

有
力
候
補
地
で
あ
る
と
呪
ん
で

い
ま
す
。

い
っ
ぽ
う
、

日
本
側

の
学
者
は
起
輩
谷
を
よ
り
草
原

に
面
し
た
地
帯
の
可
能
性
も
あ

る
と
考
え
、

ま
た
実
際
に
遺
跡

の
分
布
も
単
原
地
帯
に
多
く
分

布
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

ま
ず

は
こ
の
分
布
調
査
か
ら
モ
ン
ゴ

ル
時
代
の
遺
跡
の
あ
り
方
を
調

査
し
、

皇
帝
の
埋
葬
地
を
絞
り

こ
ん
で
行
こ
う
と
考
え
て
い
ま

す
。

　

　

　

　

（千
野
裕
道
）
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縄
文
人
と
ゴ
ミ

５３０
万
ｔ
。

こ
れ
は
東
京
に
お

い
て
排
出
さ
れ
る
年
間
ゴ
ミ
総

量
の
数
字
で
、

こ
の
ま
ま
続
く

と
１０
年
後
に
は
６５０
万
ｔ
に
ふ
く

れ
上
が
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て

い
ま
す
。

こ
れ
は
、

イ
ン
ス
タ
ン
ト
食

品
を
は
じ
め
と

し
て
使

い
捨
て

商
品
の
普
及
、

リ
サ
イ
ク
ル
の

出
来
な

い
新
素

材
製
品
の
開
発

等
、

い
わ
ば
「物

質

豊

富

の
時

代
」
の
つ
け
が

回

っ
て
き
た
現

象
と
言
え
ま
す
。

我
々
人
類
の

祖
先
は
、

現
在

に
い
た
る
ま
で

様
々
な
形
の
不
用
品
を
ゴ
ミ
と

し
て
捨
て
続
け
て
き
た
歴
史
が

あ
り
、

そ
し
て
そ
れ
ら
は
使
わ

れ
、

捨
て
た
時
代
背
景
を
写
し

だ
す
鏡
と
言
え
る
訳
で
す
。
ゴ

ミ
の
こ
の
特
徴
を
応
用
し
ア
メ

リ
カ
で
は
現
代
の
ゴ
ミ
集
積
場

を
発
掘
し
、

産
業
革
命
の
果
し

た
役
割
を
研
究
し
よ
う
と
さ
え

し
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
生
産

。

流
通

・
消
費
が
強
く
連
鎖
し
て

加
速
度
的
に
発
達
し
現
在
に
至

っ
た
た
め
、

三
者
の
う
ち
ど
れ

か

一
つ
に
欠
陥
が
生
じ
る
と
た

ち
ど
こ
ろ
に
無
駄
が
出
て
、

未

使
用
で
捨
て
去
ら
れ
る
物
も
多

量
に
発
生
す
る
結
果
と
な
る
か

ら
で
す
。

さ
て
、

縄
文
時
代
の
代
表
的

な
ゴ
ミ
捨
て
場
と
し
て
は
、

貝

塚
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

貝
塚
に
は
只
殻
の
他
に
魚
や
獣

の
骨
、

土
器
や
石
器
の
か
け
ら
、

灰
な
ど
が
捨
て
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
主
体
は
食
べ
か
す
で
、

食

生
活
の
ウ
エ
イ
ト
が
高
か

っ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、

低

湿
地
に
は
木
の
実
や
木
器
な
ど

の
腐
り
や
す

い
も
の
が
遺
物
と

し
て
残

っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
を

縄
文
人
が
ゴ
ミ
捨
て
場
と
し
て

利
用
す
る
と
、

貝
塚
で
は
腐

っ

て
し
ま
う
よ
う
な
遺
物
も
残
さ

れ
て
い
ま
す
。

縄
文
人
の
生
活

内
容
を
さ
ら
に
こ
ま
か
く
知
る

た
め
に
は
、

貝
塚
に
匹
敵
す
る

ほ
ど
重
要
な
追
跡
で
あ
る
と

い

え
ま
す
。

こ
の
両
方
の
性
格
を
持

っ
た

遺
跡
と
し
て
は
福
井
県
の
鳥
浜

貝
塚
や
、

最
近
新
聞
紙
上
を
賑

わ
し
た
滋
賀
県
の
琵
琶
湖
湖
底

遺
跡
が
有
名
で
す
。

鳥
浜
貝
塚

で
は
糞
石
と
い
う
糞
の
化
石
も

発
見
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
内
容

物
か
ら
当
時
の
人
々
が
何
を
ど

の
よ
う
に
調
理
し
て
食
べ
て
い

た
か
が
分
か
り
ま
す
。

ゴ
ミ
捨
て
場
は
縄
文
時
代
に

お
い
て
も
、

あ
る
程
度
決
め
ら

れ
て
い
た
よ
う
で
、

環
状
に
め

ぐ
る
住
居
群
の
外
側
や
使
わ
れ

な
く
な

っ
た
堅
穴
住
居
の
窪
地

な
ど
に
捨
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

現
在
ゴ
ミ
処
理
の
考
え
方
と

し
て
は
発
生
量
の
抑
制
、

再
資

源
化
、

減
量
、

減
溶
化
が
考
え

ら
れ
て
お
り
、

そ
の
具
体
的
方

法
は
建
設
材
料
化
、

海
面
処
分
、

内
陸
処
分
の
三
通
り
で
、

後
二

者
に
つ
い
て
は
縄
文
時
代
的
手

法
そ
の
ま
ま
の
在
り
方
と
言
え

ま
す
。

ゴ
ミ
処
理
の
方
策
は
縄
文
的

思
考
か
ら

一
日
も
早
く
抜
け
出

す
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
確
立
や

そ
の
た
め
の
技
術
が
要
求
さ
れ

る
の
で
し
ょ
う
。

（西
澤
明
）

品
‐０７
遺
跡
の
木
器
に
ふ
れ
て

整
理
作
業
　
中
村
　
亜
理

新
し
い
種
が
目
を
醒
ま
し
、

地
中

深
々
と
根
を

お
ろ
す
。

種
々
の
ミ
ネ
ラ
ル
を
吸
い
上
げ
、

太
陽
の
光
を

い
っ
ぱ

い
浴
び
て

風
や
雨
を
感
じ
、

或
い
は
雪
に

耐
え
て
年
輪
を
き
ざ
み
続
け
る
。

こ
ん
な
雄
大
か
つ
繊
細
な
素

材
を
古
代
の
人
は
選
ん
だ
。

加

工
し
や
す
く
使
え
ば
使
う
ほ
ど

そ
れ
に
答
え
て
く
れ
る
や
わ
ら

か
な
触
感
を
持

つ
器
と
し
て
。

放

っ
て
お
く
と
朽
ち
て
ゆ
く
わ

が
ま
ま
な
器
と
し
て
。

発
掘
さ
れ
た
後
も
お
そ
ら
く

一
番
手
間
の
か
か
る
は
か
な

い

遺
物
で
あ
る
。

土
か
ら
生
ま
れ

早
く
土
に
帰
り
た
が

っ
て
い
る

器
。

か
け
ら
で
も
強
い
力
を
放

つ
石
器
や
土
器
に
比
べ
、

進
行

形
で
使
わ
れ
え
な
い
浮
浪
児
の

木
皿
は
痛
々
し
い
。

こ
ん
な
木
器
に
か
こ
ま
れ
て

今
ま
さ
に
古
代
の
人
と
同
じ
よ

う
に
私
達
は
こ
の
素
材
を
選
び

か
わ

い
が
る
事
を
思
い
出
す
。

お
嫁
に
来
た
と
き
持

っ
て
来

た
お
せ
ち
の
お
重
は
元
気
か
し

か
り

・

・
・
・

…

。

＝出
川
＝
Ｈ
一月
‐‐
掛

‐２
月
１
日
、

町
田
市
小
山
地

区
の
陥
２４８
遺
跡
に
お
い
て
、

遺

跡
見
学
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

当
遺
跡
で
は
、

縄
文
時
代
の

粘
土
採
掘
跡

・
平
安
時
代
の
瓦

窯
跡
と
集
落
跡
な
ど
が
調
査
さ

れ
て
い
ま
す
。

今
回
は
粘
土
採

掘
跡
を
見
て
頂
き
ま
し
た
。

当
日
は
季
節
は
ず
れ
の
台
風

２８
号
が
過
ぎ
去

っ
た
翌
日
で
、

汗
ば
む
ほ
ど
の
秋
晴
れ
の
日
に

恵
ま
れ
ま
し
た
。

遺
跡
か
ら
出
土
し
た
縄
文
土

器
や
石
器
、

そ
し
て
、

　

，
００
ポ
に

も
お
よ
ぶ
粘
土
採
掘
跡
を
実
見

し
て
項
き
ま
し
た
。

約
７０
名
の

参
加
者
が
あ
り
ま
し
た
。

―-3-一



一
縄
文
土
器
作
り
教
室

一

今
回
で
第
５
回
日
を
数
え
る

当
教
室
は
、

１０
月
２０

．
２‐
日
、

１１
月
１０
日
の
３
日
間
に
わ
た
り

実
施
し
ま
し
た
。

こ
の
教
室
は
実
験
を
通
じ
て

祖
先
や
技
術
や
生
活
を
肌
で
実

感
し
、

遺
跡
や
遺
物

へ
の
理
解

と
関
心
を
深
め
て
い
た
だ
く
こ

と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
す
。

初
日
は
、

縄
文
土
器
に
関
す

る
講
義
か
ら
始
ま
り
、

そ
の
作

り
方
に
つ
い
て
ス
ラ
イ
ド
と
実

演
を
交
え
て
説
明
し
た
後
、

班

編
成
を
行

っ
て
製
作
に
と
り
か

か
り
ま
し
た
。

今
回
使
用
し
た
粘
土
は
、

縄

文
時
代
中
期
の
粘
土
採
掘
坑
が

発
見
さ
れ
た
尚
２４８
遺
跡
の
も
の

を
使

い
ま
し
た
。

縄
文
人
が
使

っ
た
粘
上
で
我
々
現
代
人
が
土

器
を
作
る
こ
と
は
言
葉
に
出
来

な

い
程
の
不
思
議
な
感
動
が
あ

り
ま
す
。

最
初
は
粘
上
が
手
に
な
じ
ま

な

い
せ
い
か
受
講
者
各
氏
と
も

積
み
上
げ
る
の
に
苦
労
し
て
い

た
よ
う
で
す
が
、

時
間
が
た

つ

に
つ
れ
て
、

容
易
に
形
が
出
来

上
が

っ
て
い
き
ま
し
た
。

土
器
の
モ
チ
ー
フ
は
、

図
録

の
写
真
や
出
土
品
か
ら
各
自
白

由
に
選
択
し
て
器
面
に
割
付
し

写
し
と

っ
て
み
ま
し
た
。

当
初

は
水
分
を
た

っ
ぷ
り
含
ん
で
い

た
黒
褐
色
の
土
器
も
乾
燥
が
進

む
に
つ
れ
て
日
縁
部
の
方
か
ら

白
色
化
が
進
み
、

乾
燥
期
間
中

に
は
時
た
ま
逆
位
に
回
転
さ
せ

た
り
し
な
が
ら
担
当
職
員
が
面

倒
を
み
て
い
た
よ
う
で
す
。

完
成
し
た
土
器
は
そ
の
後
２０

日
間
の
乾
燥
を
経
て
火
入
れ
作

業
と
な
り
ま
し
た
。

当
日
は
好
天
に
恵
ま
れ
、

ま

ず
浅
掘
り
し
た
穴
の
カ
ラ
だ
き

か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。　

一
穴
に

っ
き
２０
個
前
後
の
土
器
を
適
当

な
間
隔
で
並
べ
、

本
だ
き
作
業

と
な
り
ま
し
た
。

火
勢
が
つ
く

と
、

燃
料
の
問
か
ら
兄
え
か
く

れ
す
る
上
器
も
真
紅
と
な
り
、

不
安
と
希
望
が
変
錯
す
る
時
間

が
も
ど
か
し
い
程
で
し
た
。

や

が
て
受
講
生
全
員
の
上
器
は
美

事
に
焼
き
上
が
り
ま
し
た
。

今
回
定
員
は
３０
名
の
と
こ
ろ

実
に
‐２０
名
も
の
応
募
が
あ
り
ま

し
た
。

　

　

　

（山
本
孝
司
）

一　
　
文
化
財
講
座
　
　
一

「木
工
」
シ
リ
ー
ズ
最
終
―ロー

の
講
座
は
、

１１
月
１７
日
に

『木

地
座
の
系
譜
』
と
題
し
橋
本
鉄

男
先
生
に
よ

っ
て
行
な
わ
れ
ま

し
た
。

古
代

（朽
木
谷
）
か
ら
近
世

（麻
生
山
）
ま
で
の
文
献
■
に

み
ら
れ
る
木
地
屋
の
説
明
が
行

な
わ
れ
ま
し
た
。　

一
方
、

席
古

遺
跡
出
上
の
高
杯
、

法
隆
寺
百

万
小
搭
、

鴨
遺
跡
出
上
の
木
盤
、

多
賀
城
跡
出
土
の
円
形
木
器
な

ど
、

遺
物
の
解
釈
も
加
わ
り
、

多
摩

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
陥
‐０７
遺
跡

の
本
製
品
を
理
解
す
る
上
で
大

変
参
考
に
な
り
ま
し
た
。

参
加
者
は
６５
名
で
、

活
発
な

質
疑
応
答
が
あ
り
ま
し
た
。

一
安
全
衛
生
委
員
会
の
発
足
一

東
京
都
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ

ー
安
全
衛
生
委
員
会
が
、

平
成

二
年
十
月
二
十
日
付
で
発
足
し
、

十
月
二
十
九
日
（月
）
、

第

一
回

の
会
議
を
開
催
し
ま
し
た
。

こ
の
委
員
会
の
設
置
は
永
ら

く
懸
案
と
な

っ
て
い
ま
し
た
が
、

財
団
法
人
東
京
都
教
育
文
化
財

団
安
全
衛
生
委
員
会
等
設
置
規

程
が
本
年
八
月

一
Ｈ
付
で

一
部

改
正
さ
れ
、

当
セ
ン
タ
ー
関
連

の
規
定
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、

実
現
の
運
び
と
な
り
ま

し
た
。

一
第
二
次

　

　

　

　

　

　

一

ｒ帳
測
糖
瀬
掻
漫
濃
め
設
置
」

昭
和
５５
年
に
財
団
組
織
と
し

て
発
足
し
、

６３
年
に
教
育
振
興

財
団
と
の
統
合
を
経
た
当
セ
ン

タ
ー
の
事
業
も
、

数
年
後
に
は

多
摩

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
事
業
地
域

内
の
発
掘
調
査
の
終
了
が
見
込

ま
れ
て
い
ま
す
。

一
方
、

都
内
各
地
域
に
お
い

て
は
様
々
な
開
発
事
業
に
伴

っ

て
埋
蔵
文
化
財
を
調
査
す
る
必

要
性
が
増
大
し
て
お
り
、

各
方

面
か
ら
当
セ
ン
タ
ー
に
対
す
る

期
待
が
高
ま

っ
て
き
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、

当
セ
ン
タ
ー
は
い

ま
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
て
い

る
と
の
認
識
の
も
と
に
、

東
京

都
に
お
け
る
埋
蔵
文
化
財
保
護

行
政
に
果
た
す
セ
ン
タ
ー
の
役

割
の
重
要
性
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

こ
れ
ま
で
の
１０
年
間
を
総
決
算

し
、

今
後
の
新
た
な
発
展
を
目

指
す
う
え
で
基
本
方
針
と
な
る

長
期
構
想
を
取
り
ま
と
め
る
日

的
で
委
員
会
を
設
置
し
ま
し
た
。

一
セ

ン
タ

ー

催

物

案

内

一

セ
ン
タ
ー
設
立
１０
周
年
記
念

文
化
講
演
会
を
３
月
１６
日
働
１４

‥
００
～
‐５
‥
３０

『
パ
ル
テ
ノ
ン

多
摩
大
ホ
ー
ル
』
で
予
定
。

講

師
は
永
井
路
子
先
生
で
演
題
は

「
万
葉
女
性
の
愛
と
行
動
―
束

歌
の
世
界
を
み
る
―
」
。

入
場
無

料
。

先
着
４００
席
を
用
意
し
ま
し

た
。

ふ
る

っ
て
御
参
加
下
さ
い
。

たまのよこやま
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