
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、
申
請
中 

代
表
理
事 

五
十
嵐
京
子 

 

 

小
金
井
雑
学
大
学
発
足
か
ら
ま
も

な
く
十
三
年
に
な
り
ま
す
。
十
周
年

を
過
ぎ
た
頃
か
ら
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
（
特

定
非
営
利
活
動
法
人
）
の
認
証
を
得

る
こ
と
を
考
え
て
き
ま
し
た
。
折
に

ふ
れ
お
知
ら
せ
な
ど
を
し
て
き
た
つ

も
り
で
す
が
、
多
く
の
方
に
知
っ
て

い
た
だ
き
た
い
こ
と
で
す
の
で
、
ご

報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

昨
年
の
春
に
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
化

に
向
け
た
設
立
趣
意
書
を
公
表
し
ま

し
た
。
こ
れ
も
理
事
会
で
数
か
月
か

け
て
練
り
上
げ
た
も
の
で
す
。
昨
年

の
公
表
か
ら
具
体
的
な
準
備
を
は
じ

め
、
秋
に
は
新
た
に
正
会
員
を
募
集

し
、
正
会
員
に
よ
る
総
会
で
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
化
の
意
思
を
固
め
、
事
業
計
画

や
役
員
を
承
認
し
て
い
た
だ
き
、
十

一
月
下
旬
に
東
京
都
に
認
証
を
得
る

た
め
の
手
続
き
を
し
ま
し
た
。
四
か

月
で
認
証
が
お
り
る
と
の
こ
と
で
す

の
で
、
今
年
三
月
末
に
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
と
し
て
登
録
を
す
る
こ
と
に
な
っ

て
お
り
ま
す
。
四
月
三
日
予
定
の
十

三
周
年
記
念
講
演
の
と
き
に
報
告
で

き
る
と
思
い
ま
す
。 

 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
に
な
る
メ
リ
ッ
ト
を

一
言
で
言
う
と
、
社
会
的
な
認
知
度

が
あ
が
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
例
え
ば
行
政
や
民
間

か
ら
助
成
を
し
て
も
ら
う
時
や
、
あ

る
い
は
行
政
か
ら
の
委
託
事
業
を
す

る
と
い
っ
た
こ
と
に
も
道
が
開
け
る

で
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
小
金
井
雑
学

大
学
は
今
の
と
こ
ろ
大
き
な
予
算
を

必
要
と
す
る
事
業
を
し
て
い
な
い
の

で
、
助
成
の
申
請
を
す
る
機
会
は
あ

ま
り
あ
り
ま
せ
ん
し
、
法
人
化
す
る

こ
と
に
よ
る
事
務
的
な
煩
雑
さ
も
否

め
ま
せ
ん
。 

 

そ
れ
で
も
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
格
を
と
ろ

う
と
思
っ
た
の
は
、
生
涯
学
習
の
分

野
を
大
き
な
流
れ
で
見
て
み
る
と
、

日
本
全
体
の
財
政
が
厳
し
く
な
っ
て

い
る
中
、
特
に
こ
の
分
野
で
の
行
政

支
援
は
難
し
く
、
こ
れ
か
ら
は
市
民 
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１
０
月
３
１
日 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
小
金
井

雑
学
大
学
設
立
総
会
が
開
か
れ
ま
し

た
。(

正
会
員
の
か
た
と) 



多
摩
の
歴
史
シ
リ
ー
ズ
を
終
え
て 

府
中
市
文
化
振
興
課 

文
化
財
担
当
副
主
幹 

江
口
桂 

の
力
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
く
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。

生
涯
学
習
に
限
ら
ず
、
福
祉
の
分
野

等
様
々
な
公
共
的
な
分
野
で
、
こ
れ

ま
で
行
政
に
任
せ
て
い
た
仕
事
を
市

民
と
協
働
で
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

新
し
い
公
共
の
概
念
を
作
り
出
そ
う

と
い
う
動
き
が
あ
り
ま
す
。
講
演
の

企
画
な
ど
生
涯
学
習
の
分
野
は
、
市

民
に
と
っ
て
も
や
り
が
い
の
あ
る
面

白
い
分
野
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

小
金
井
を
拠
点
と
し
て
、
人
材
豊

か
な
地
域
性
を
生
か
し
、
多
く
の
住

民
が
生
涯
学
び
続
け
る
生
活
が
出
来

る
よ
う
に
、
住
民
同
士
が
時
に
は
学

び
、
時
に
は
教
え
る
と
い
う
関
係
を

作
れ
る
場
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。 

 

 

 

 

私
は
府
中
市
の
文
化
財
を
担
当
す

る
職
員
と
し
て
、
市
内
に
残
さ
れ
て

き
た
貴
重
な
歴
史
文
化
遺
産
の
保

存
・
活
用
を
図
る
こ
と
で
、
市
民
の

ふ
る
さ
と
府
中
を
愛
す
る
心
を
育
み
、

伝
統
文
化
の
継
承
に
寄
与
す
る
意
識

を
も
っ
て
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
府

中
市
の
職
員
で
あ
る
以
上
そ
れ
は
当

り
前
の
こ
と
で
す
が
、
市
町
村
単
位

の
地
方
行
政
制
度
が
、
私
た
ち
文
化

財
を
担
当
す
る
職
員
の
心
に
、
隣
接

市
町
村
に
対
す
る
無
意
識
な
距
離
感

を
植
え
つ
け
て
い
る
こ
と
は
間
違
い

あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
よ
く
見
か

け
る
市
の
遺
跡
分
布
図
、
市
域
を
越

え
て
同
じ
時
代
の
遺
跡
が
広
が
っ
て

い
る
の
に
、
市
境
で
遺
跡
が
な
く
な

っ
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
こ

と
も
そ
の
表
れ
の
一
つ
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。 

し
か
し
、
今
か
ら
１
３
０
０
年
も

前
の
古
代
の
多
摩
に
生
き
た
人
々
に

し
て
み
れ
ば
、
現
代
と
同
じ
よ
う
な

地
方
行
政
区
分
（
国
郡
郷
里
制
）
に

基
づ
き
、
あ
る
程
度
の
地
域
単
位
の

ま
と
ま
り
こ
そ
あ
っ
た
も
の
の
、
少

な
く
と
も
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
と

同
じ
よ
う
に
、「
府
中
市
民
」
や
「
府

中
市
の
職
員
」
と
い
う
認
識
は
な
か

っ
た
は
ず
で
す
。
古
代
の
人
々
に
は
、

自
己
の
生
活
空
間
域
を
誰
も
が
わ
か

る
山
や
川
な
ど
が
境
界
と
し
て
漠
然

と
認
識
さ
れ
、
そ
の
境
界
は
よ
ほ
ど

顕
著
な
河
川
な
ど
が
な
い
限
り
、
観

念
的
な
空
間
領
域
と
し
て
意
識
さ
れ

て
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

私
た
ち
が
暮
ら
す
多
摩
地
域
は
、

水
と
緑
豊
か
な
景
観
に
育
ま
れ
た
悠

久
の
人
々
の
営
み
の
歴
史
が
あ
り
ま

す
。
こ
う
し
た
歴
史
の
営
み
は
、
現

代
の
細
分
化
さ
れ
た
地
方
公
共
団
体

の
市
町
村
域
を
境
に
、
ぷ
っ
つ
り
と

途
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
す
。 

自
己
の
属
す
る
市
民
の
た
め
に

日
々
働
い
て
い
る
私
た
ち
「
行
政
内

研
究
者
」
と
と
も
に
、
市
民
の
皆
さ

ん
も
そ
こ
に
居
住
す
る
自
治
体
の
市

民
で
は
あ
り
ま
す
が
、
自
治
体
の
範

囲
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
行
政
境

を
越
え
た
多
摩
（
武
蔵
国
）
の
歴
史

文
化
を
自
由
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま

す
し
、
そ
こ
に
、
私
た
ち
地
域
の
歴

史
文
化
を
担
当
す
る
「
行
政
内
研
究 

者
」
と
地
域
の
市
民
が
協
働
で
、
多

摩
の
歴
史
文
化
を
学
ぶ
意
義
が
あ
る

は
ず
で
す
。 

小
金
井
雑
学
大
学
の
皆
さ
ん
が
多

摩
の
歴
史
文
化
を
学
ぶ
地
域
の
核
に

な
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
願
っ
て
や

み
ま
せ
ん
。 

  



市
民
が
学
ぶ
地
域
の
歴
史 

（
財
）
た
ま
し
ん
地
域
文
化
財
団 

歴
史
資
料
室
長 

保
坂
一
房 

や
や
も
す
れ
ば
、
日
頃
の
暮
ら
し

は
き
ま
っ
た
事
の
繰
り
返
し
、
単
調

に
な
り
が
ち
で
す
。
自
宅
か
ら
駅
や

職
場
、
買
い
物
や
役
所
へ
行
く
に
も

同
じ
道
を
通
り
ま
す
。
同
じ
行
動
を

繰
り
返
す
と
人
は
飽
き
る
よ
う
で
、

と
き
に
は
気
晴
ら
し
が
必
要
で
す
。

む
か
し
は
生
活
共
同
体
の
結
び
つ
き

が
強
く
、
み
ん
な
が
参
加
す
る
地
域

の
行
事
が
季
節
ご
と
に
あ
り
ま
し
た
。

現
在
は
人
び
と
の
生
活
ス
タ
イ
ル
や

行
動
半
径
も
ま
ち
ま
ち
で
、
そ
れ
ぞ

れ
が
気
晴
ら
し
を
見
つ
け
る
工
夫
が

必
要
で
す
。
遠
く
へ
出
か
け
る
旅
行

な
ど
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
し
ょ
う
。 

身
近
な
と
こ
ろ
で
は
、
ま
ち
歩
き

な
ど
も
面
白
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

通
い
な
れ
た
道
を
逸
れ
て
、
あ
て
ず

っ
ぽ
う
に
歩
い
て
い
き
ま
す
。
近
所

な
の
に
来
た
こ
と
の
な
い
、
知
ら
な

い
場
所
に
出
く
わ
す
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
あ
る
い
は
、
む
か
し
と
景
色
が

変
っ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま

す
。 そ

ん
な
場
所
の
こ
と
を
、
地
図
や

本
で
確
認
し
ま
す
。
地
図
と
い
っ
て

も
、
現
在
の
も
の
に
限
り
ま
せ
ん
。

国
土
地
理
院
発
行
の
各
時
代
の
旧
版

地
形
図
を
並
べ
る
と
、
場
所
の
移
り

変
わ
り
が
浮
き
上
が
っ
て
き
ま
す
。

江
戸
時
代
の
古
地
図
や
錦
絵
に
描
か

れ
て
い
る
も
の
と
、
現
在
の
場
所
を

比
較
し
て
み
る
の
も
興
味
深
い
で
す
。 

参
考
に
な
る
よ
う
な
本
を
、
図
書

館
で
探
す
の
も
い
い
で
し
ょ
う
。
図

書
館
員
に
尋
ね
る
と
親
切
に
教
え
て

く
れ
ま
す
が
、
敢
え
て
自
分
で
調
べ

る
の
も
お
奨
め
で
す
。
す
ぐ
に
目
的

の
事
柄
が
見
つ
か
ら
な
く
て
、
効
率

は
悪
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど

も
、
目
的
の
事
柄
と
は
違
う
、
思
い

が
け
な
い
発
見
を
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。「
あ
あ
、
そ
う
だ
っ
た
の
か
」

と
分
か
る
と
、
と
て
も
嬉
し
く
な
り

ま
す
。
寄
り
道
も
楽
し
い
も
の
で
す
。 

私
た
ち
が
地
域
の
歴
史
を
学
ぶ
と

い
う
こ
と
は
、
暮
ら
し
の
場
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
で
す
。
近
所
の
寺
や

神
社
は
土
地
の
人
た
ち
が
大
切
に
守

っ
て
き
た
場
所
で
す
。
街
道
や
用
水
、

崖
線
や
駅
前
の
様
子
を
記
録
す
る
こ

と
は
、
過
去
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の

を
未
来
へ
橋
渡
し
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。 

こ
れ
ら
の
事
柄
を
調
べ
る
こ
と
は
、

住
ん
で
い
る
場
所
を
知
る
楽
し
み
を

も
た
ら
し
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
知
ら

な
い
隣
人
に
伝
え
る
と
き
、
教
え
る

楽
し
み
が
加
わ
り
ま
す
。
そ
こ
に
人

と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
生
ま

れ
、
地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が

育
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
そ
し
て
、
自
ら

能
動
的
に
物
事
を
学
ぶ
行
為
は
日
常

の
暮
ら
し
に
気
晴
ら
し
、
そ
れ
も
一

時
の
も
の
で
は
な
く
、
持
続
的
な
潤

い
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。 

 

 

  

講義風景 ５月 ２日  



歴
史
が
刻
ま
れ
た
小
道 

府
中
市
郷
土
の
森
博
物
館
副
館
長 

小
野
一
之 

一
〇
年
程
前
に
も
小
金
井
の
あ
る
公

民
館
で
「
貫
井
の
今
昔
―
武
蔵
野
開

発
」
と
い
う
題
で
話
を
さ
せ
て
も
ら

っ
た
こ
と
が
あ
る
。
閑
静
な
住
宅
街

を
会
場
め
ざ
し
て
歩
い
て
い
る
と
、

途
中
の
Ｙ
字
路
に
古
い
庚
申
の
石
仏

が
あ
る
の
に
気
付
い
た
。
「
右 

小
川

す
な
川
道 

左 

こ
く
ぶ
ん
じ
道
」
と

刻
ま
れ
て
い
る
の
で
、
歩
い
て
き
た

小
道
は
少
な
く
と
も
江
戸
時
代
か
ら

あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
国
分
寺
道
は

甲
州
街
道
の
宿
場
町
で
あ
っ
た
府
中

に
向
か
っ
て
い
る
。 

そ
の
後
、
府
中
の
「
く
ら
や
み
祭
」

を
調
べ
て
い
く
な
か
で
貫
井
の
方
々

に
は
た
い
へ
ん
お
世
話
に
な
り
今
日

に
至
っ
て
い
る
。
貫
井
に
は
有
力
な

太
鼓
講
中
が
古
く
か
ら
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
皆
そ
れ
ぞ
れ
の
出
立
ち
で
か

つ
て
は
こ
の
道
を
使
っ
て
府
中
の
祭

礼
に
歩
い
て
行
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

国
分
寺
道
は
大
國
魂
神
社
の
ケ
ヤ
キ

並
木
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。 

府
中
か
ら
小
金
井
に
分
け
入
る
よ

う
に
続
い
て
い
た
道
も
あ
る
。
多
摩

川
近
く
に
是
政
と
い
う
大
き
な
村
が

あ
っ
た
が
、
近
世
以
来
の
開
発
の
過

程
で
通
是
政
・
人
見
是
政
・
小
金
井

是
政
と
呼
ば
れ
る
飛
び
地
を
作
っ
て

い
っ
た
。
こ
れ
を
貫
く
道
を
ケ
イ
ド

ウ
と
呼
び
、
一
部
は
小
金
井
街
道
と

し
て
生
き
て
い
る
。
是
政
の
古
老
と

自
転
車
で
こ
の
道
を
た
ど
っ
た
こ
と

が
以
前
あ
っ
た
。
玉
川
上
水
の
小
金

井
橋
近
く
に
あ
っ
た
と
い
う
記
憶
を

頼
り
に
、
今
の
地
図
に
は
記
さ
れ
て

い
な
い
是
政
稲
荷
の
小
さ
な
社
を
捜

し
当
て
た
時
の
感
激
は
共
有
で
き
た
。 

そ
し
て
、
私
に
と
っ
て
思
い
出
深

い
「
小
金
井
雑
学
大
学
」
は
残
暑
厳

し
い
九
月
に
行
な
わ
れ
た
が
、
た
く

さ
ん
の
方
に
お
越
し
い
た
だ
い
た
。

会
場
に
近
い
交
差
点
を
曲
が
っ
て
坂

を
下
り
た
正
面
に
、
金
井
原
古
戦
場

の
碑
が
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
に
か
つ

て
首
塚
・
胴
塚
と
い
う
塚
が
あ
り
、

大
國
魂
神
社
の
古
名
を
と
っ
た
六
所

道
が
通
っ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
府

中
の
分
倍
河
原
古
戦
場
近
く
に
も
首

塚
・
胴
塚
が
残
り
、
鎌
倉
街
道
上
道

が
走
っ
て
い
た
。
中
世
の
合
戦
は
要

地
で
あ
っ
た
府
中
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に

そ
の
周
縁
部
で
行
な
わ
れ
た
。
す
る

と
、
小
金
井
の
前
原
町
付
近
の
小
道

は
「
も
う
一
つ
の
鎌
倉
街
道
」
と
呼

ぶ
べ
き
で
は
な
い
か
。
今
回
話
を
し

て
い
る
最
中
に
そ
ん
な
こ
と
を
思
い

つ
い
た
が
、
実
際
に
口
に
し
た
か
ど

う
か
、
記
憶
に
な
い
。 

 

  

発
行
責
任
者 

五
十
嵐 

京
子 

十三周年記念講演のお知らせ 

 

四月三日(日) 午後２時～３時 

萌え木ホール(商工会館 3 階) 

｢私のメルヘン~絵と芝居の人生｣ 

米倉 斉加年氏 (俳優) 

講演終了後、希望者による祝賀懇親会

(会費制)を予定。 

編
集
後
記 

雑
学
便
り
第
１
８
号
で
は
、
多
摩
の

歴
史
シ
リ
ー
ズ
の
教
授
の
江
口
さ

ん
、
保
坂
さ
ん
、
小
野
さ
ん
に
原
稿

を
お
願
い
し
ま
し
た
。
お
忙
し
い
と

こ
ろ
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

新
し
い
試
み
の
多
摩
シ
リ
ー
ズ
は

身
近
な
郷
土
の
歴
史
と
い
う
こ
と

で
、
好
評
の
う
ち
に
終
わ
り
ま
し

た
。 

田
中 

留
美
子 

記 


