
シ
ニ
ア
の
慶
事
を
広
め
よ
う 

小
金
井
雑
学
大
学
学
長 

長
坂 

寛

 

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
皆
様
お
健
や
か
に
迎
春
さ
れ
た

事
と
お
慶
び
申
し
あ
げ
ま
す
。 

お
正
月
に
ち
な
ん
で
、
〝
シ
ニ
ア
の

慶
事
を
広
め
よ
う
〟
と
お
め
で
た
い
事

を
提
言
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

こ
れ
は
旧
臘

23
日
天
皇
陛
下
が

「
傘
寿
」
を
迎
え
ら
れ
た
旨
報
じ
ら
れ

た
こ
と
が
切
っ
掛
け
と
な
っ
て
い
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
私
自
身
、
今
年
の
年
賀

状
に
「
小
生
傘
寿
を
迎
え
」
と
書
き
、

余
生
を
有
効
に
過
ご
す
意
気
込
み
を

披
瀝
し
ま
し
た
。 

ま
た
数
年
前
の
年
賀
状
に
は
「
私
達

は
昨
年
喜
寿
と
古
稀
を
迎
え
、
今
秋

に
は
金
婚
式
を
祝
う
こ
と
に
な
っ
た
」

と
も
書
い
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
と
は

い
え
、
こ
れ
ら
一
連
の
表
現
が
若
者
の

う
ち
果
し
て
幾
人
が
正
し
く
理
解
で

き
る
で
あ
ろ
う
か
と
、
一
寸
不
安
に
思

う
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

年
賀
状
に
記
し
た
傘
寿
、
喜
寿
、
古
稀

は
長
寿
に
対
し
、
ま
た
金
婚
式
は
結
婚

記
念
日
を
祝
う
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ

も
高
齢
者
に
係
わ
る
こ
と
だ
か
ら
で
す
。

そ
こ
で
長
寿
祝
い
に
係
わ
る
年
齢
（
数
）

と
そ
の
由
来
の
一
部
を
記
し
て
み
る
と

次
の
通
り
で
す
。 

★
還
暦
（
か
ん
れ
き
） 

十
干
十
二
支

が
一
巡
し
て
自
分
の
生
ま
れ
た
干

支
に
も
ど
る
こ
と
か
ら
数
え
年
（
以

下
同
じ
）
61
歳 

★
古
稀
（
こ
き
） 

杜
甫
の
「
人
生
七
十

古
来
稀
な
り
」
に
由
来
、
70
歳 

★
喜
寿
（
き
じ
ゅ
） 

草
書
で
「
喜
」
の
字

が
七
十
七
、
77
歳 

★
傘
寿
（
さ
ん
じ
ゅ
） 

「
傘
」
の
略
字
が

八
十
、
80
歳 

★
米
寿
（
べ
い
じ
ゅ
） 

「
米
」
の
漢
字
を

分
解
す
る
と
八
十
八
、
88
歳 

★
卒
寿
（
そ
つ
じ
ゅ
） 

「
卒
」
の
略
字
が

卆
、
90
歳 

★
白
寿
（
は
く
じ
ゅ
） 

百
の
字
に
一
本

足
り
な
い
、
99
歳 

★
百
賀
（
ひ
ゃ
く
が
） 

100
歳
の
祝
い
。

101
歳
は
「
百
一
賀
の
祝
い
」
で
以
降

毎
年
の
祝
い
と
な
る
こ
と
は
ご
存
知

の
通
り
で
す
。 

結
婚
記
念
日
の
年
数
の
名
称
は
、
紙

婚
式
（
1
年
）
か
ら
磁
器
婚
式
（
20

年
）
ま
で
毎
年
あ
り
、
銀
婚
式
（
25
年
）

以
降
は
5
年
お
き
に
真
珠
婚
式
、
珊

瑚
婚
式
、
ル
ビ
ー
婚
式
，
サ
フ
ァ
イ
ヤ

婚
式
、
金
婚
式
（
50
年
）
、
エ
メ
ラ
ル
ド

婚
式
（
55
年
）
、
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
婚
式

（
60
年
）と
続
い
て
い
る
の
で
す
。 

そ
こ
で
高
齢
者
に
楽
し
み
と
生
き

甲
斐
を
与
え
、
若
者
に
は
敬
老
精
神

を
涵
養
す
る
機
会
に
も
な
る
の
で
、
先

に
記
し
た
長
寿
祝
い
と
結
婚
記
念
日

を
、
他
の
商
業
ベ
ー
ス
の
イ
ベ
ン
ト
に
負

け
な
い
く
ら
い
盛
大
に
催
す
よ
う
な
粋

な
社
会
の
出
現
を
待
望
し
て
い
る
昨
今

な
の
で
す
。
本
大
学
が
こ
の
運
動
の
中

核
に
な
る
と
い
い
で
す
ね
。 
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生
涯
学
習 

― 

旅
人
の
心
を
持
と
う

元
渋
谷
ロ
ゴ
ス
キ
ー
専
務
取
締
役 

長
屋 

晃

        

自
分
自
身
―
一
個
人
の
人
生
で

は
知
ら
な
い
こ
と
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
。

い
や
知
ら
な
い
こ
と
の
方
が
多
い
。
知

識
だ
け
で
は
い
か
に
多
く
て
も
人
生

は
豊
か
に
な
り
ま
せ
ん
。
人
様
と
の

出
会
い
の
中
に
何
か
は
っ
と
思
い
当
る

感
動
に
触
れ
る
機
会
が
多
い
人
ほ
ど

豊
か
な
人
生
を
送
っ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。 

小
金
井
雑
学
大
学
は
今
日
迄
363

回
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
催
行
さ
れ
地

域
社
会
の
文
化
向
上
に
多
大
な
貢

献
を
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
讃
え
ま

す
。 教

室
で
は
講
師
と
聴
講
生
の
出
会

い
と
な
り
ま
す
が
便
宜
上
、
先
生
と

生
徒
と
呼
ば
せ
て
頂
き
ま
す
。 

さ
て
、
人
類
は
旅
す
る
動
物
と
云

わ
れ
ま
す
。
旅
こ
そ
生
存
と
生
殖
を

離
れ
て
の
生
活
の
余
裕
の
中
か
ら
好

む
場
所
に
出
か
け
行
楽
を
達
成
す

る
と
云
う
神
様
か
ら
与
え
ら
れ
た
特

権
で
す
。 

旅
の
間
は
私
達
は
眼
を
見
開
き
、

耳
を
そ
ば
だ
て
て
諸
々
の
出
会
い
に

心
を
傾
け
ま
す
。 

私
達
は
先
生
の
提
示
す
る
テ
ー
マ
へ

先
生
を
ツ
ア
ー
コ
ン
ダ
ク
タ
ー
と
し
て

生
徒
が
旅
行
客
で
2
時
間
の
旅
に

出
ま
す
。
こ
の
旅
の
特
質
は
通
常
の

大
学
の
講
義
と
異
な
り
、
生
徒
の
中

に
時
に
先
生
を
凌
ぐ
学
識
と
経
験
の

持
ち
主
が
居
ら
れ
、
逆
に
先
生
が
教

え
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
私
自
身
講

師
を
や
ら
せ
て
頂
い
た
折
に
し
か
と

思
い
当
た
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

そ
れ
を
踏
ま
え
て
考
え
ま
す
と
本

大
学
で
は
先
生
も
生
徒
も
同
じ
土

俵
で
話
し
合
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
生
徒
側
か
ら
見
る
と
先
生
か

ら
生
徒
の
窺
い
し
れ
な
い
奥
の
深
い

人
生
体
験
を
聴
き
出
し
た
い
と
云
う

強
い
願
望
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
先
、

先
生
の
人
生
哲
学
も
お
聴
き
し
た
い

も
の
で
す
。 

今
年
も
お
互
い
に
力
を
集
め
て
生

涯
学
習
の
場
で
よ
り
良
き
人
生
を
目

指
し
て
頑
張
り
ま
し
ょ
う
。 

私
達
の
学
習
活
動
は
世
の
中
の
平

和
と
幸
せ
に
ど
こ
か
で
確
実
に
連
な

っ
て
い
る
確
信
し
ま
す
。 

皆
様
の
御
多
幸
と
小
金
井
雑
学

大
学
の
発
展
を
祈
念
申
し
上
げ
ま

す
。 

 

 

小
金
井
雑
学
大
学
は 

市
民
が
作
る
学
校
で
す 

 

講
師
も
、
世
話
役
も 

皆
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の 

手
作
り
の
学
校
で
す 

 

講
師
を
募
集
し
て
い
ま
す 

自
薦
、
他
薦
を
問
わ
ず 

面
白
い
話
が
で
き
る
方 

を
探
し
て
い
ま
す
。 

 

ス
タ
ッ
フ
も
募
集
中 

会
場
の
準
備 

資
料
作
り 

受
付
、
司
会
等
々 

 

生
涯
学
習
を
楽
し
く
、 

時
間
を
有
意
義
に 

 

ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま

す
。 
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「
江
戸
し
ぐ
さ
」
っ
て
な
ー
に
？

越
川
江
戸
し
ぐ
さ
伝
承
塾 

塾
頭 

上
田 

誠

        

小
金
井
雑
学
大
学
会
員
の
皆
様
、

お
初
に
お
目
に
か
か
り
ま
す
。 

縁
あ
り
ま
し
て
本
年
8
月
18
日
に

「
江
戸
し
ぐ
さ
に
学
ぼ
う
」
と
い
う
演

題
で
講
演
の
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し

た
上
田 

誠
と
申
し
ま
す
。 

皆
様
方
は
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
を
ご

存
じ
で
し
ょ
う
か
。 

今
に
伝
わ
る
江
戸
し
ぐ
さ
は
江
戸

の
商
人
た
ち
が
培
っ
て
き
た
し
ぐ
さ

で
あ
り
、
江
戸
で
は
「
繁
盛
し
ぐ
さ
」

あ
る
い
は
「
商
人
し
ぐ
さ
」
と
称
さ
れ
、

口
伝
と
し
て
継
承
さ
れ
て
き
た
し
ぐ

さ
だ
そ
う
で
す
。 

「
江
戸
し
ぐ
さ
」
を
ご
存
じ
の
方
々

は
「
傘
か
し
げ
」
、
「
拳
腰
浮
か
せ
」
あ

る
い
は
「
肩
引
き
」
な
ど
江
戸
し
ぐ
さ

の
中
の
い
わ
ゆ
る
「
往
来
し
ぐ
さ
」
を

思
い
浮
か
べ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。 

現
代
で
は
あ
ま
り
に
も
「
傘
か
し

げ
」
を
始
め
と
す
る
往
来
し
ぐ
さ
が

脚
光
を
浴
び
過
ぎ
て
し
ま
い
、
こ
れ

が
い
わ
ゆ
る
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
と
思
わ

れ
て
い
る
傾
向
も
あ
り
ま
す
が
、
江

戸
し
ぐ
さ
は
も
と
も
と
「
目
つ
き
・
表

情
・
口
の
利
き
方
・
身
の
こ
な
し
・
生

き
方
・
考
え
方
」
と
言
わ
れ
て
お
り
ま

す
。 江

戸
し
ぐ
さ
に
は
「
人
の
し
ぐ
さ

を
見
て
決
め
よ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ

た
そ
う
で
す
。
そ
の
人
の
生
き
方
・
考

え
方
は
そ
の
人
の
し
ぐ
さ
に
表
れ
ま

す
。
そ
の
人
の
し
ぐ
さ
を
見
れ
ば
自

ず
と
そ
の
人
の
人
物
（
人
と
な
り
）
が

伺
い
知
れ
ま
す
。 

商
人
は
取
引
先
の
人
と
な
り
を
見

抜
き
、
お
客
様
を
大
事
に
し
な
け
れ

ば
家
業
を
継
続
し
て
い
け
ま
せ
ん
。 

加
え
て
、
家
業
を
継
続
し
て
い
く
た

め
に
は
後
継
者
の
育
成
に
も
力
を
入

れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
家
業
の

繁
栄
と
存
続
、
後
継
者
の
育
成
の
思

い
を
込
め
て
培
っ
て
き
た
商
人
の
し
ぐ

さ
は
、
他
国
（
藩
）
出
身
の
赤
の
他
人

同
士
が
狭
い
地
域
で
争
う
こ
と
な
く
、

円
満
に
生
き
て
い
く
た
め
の
智
恵
と

し
て
江
戸
に
住
む
庶
民
が
真
似
し
な

が
ら
育
ん
で
き
た
し
ぐ
さ
と
し
て
今

に
伝
わ
る
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
と
な
り
ま

し
た
。 

も
ち
ろ
ん
、
全
て
の
江
戸
し
ぐ
さ

が
現
代
に
そ
の
ま
ま
適
用
出
来
る
訳

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
現
代
に
生
き

る
皆
様
方
が
江
戸
に
住
む
人
々
の
生

き
方
・
考
え
方
に
関
心
を
持
た
れ
た

な
ら
ば
、
江
戸
し
ぐ
さ
を
日
々
の
生

活
に
活
か
し
、
江
戸
に
生
き
た
人
々

の
智
恵
を
次
世
代
に
伝
え
残
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。 

  

 

  

 

16 周年記念講演のお知らせ 

「いきいき人生の秘訣」 

東海林 のり子氏（報道リポーター） 

3 月 16 日（日） 2 時～3 時 

会場は萌え木ホール（商工会館 3 階） 

どうぞお楽しみに 
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忠
臣
蔵
随
想 

生
涯
学
習
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー 

吉
田 

豊

 

       

13
年
前
に
「
古
文
書
で
読
み
解
く

忠
臣
蔵
」
を
刊
行
し
て
か
ら
、
各
地

で
講
座
（
通
常
は
5
回
連
続
）
を
担

当
し
て
き
ま
し
た
。
小
金
井
雑
学
大

学
で
は
昨
年
秋
に
2
回
目
を
実
施

し
た
と
こ
ろ
で
す
。 

俗
に
忠
臣
蔵
で
知
ら
れ
る
「
赤
穂

事
件
」
は
、
元
禄
14
年
（
１
７
０
１
）
、

松
の
廊
下
刃
傷
事
件
に
始
ま
り
、
２

年
後
討
入
り
に
参
加
し
た
大
石
内

蔵
助
以
下
の
全
員
が
罪
を
負
っ
て
切

腹
し
、
泉
岳
寺
に
葬
ら
れ
て
収
束
し

ま
す
。
以
来
、
こ
の
四
十
七
士
は
、
主

君
に
命
を
捧
げ
た
武
士
の
鑑
と
し
て
、

国
民
に
広
く
あ
が
め
ら
れ
、
300
年
後

の
今
な
お
泉
岳
寺
へ
の
参
詣
者
は
絶

え
ま
せ
ん
。 

と
こ
ろ
で
、
徳
川
幕
府
の
崩
壊
に

と
も
な
い
、
天
皇
親
政
に
よ
る
近
代

国
家
樹
立
の
た
め
、
明
治
元
年
（
１
８

６
８
）
、
明
治
天
皇
は
東
京
に
遷
都
し

ま
す
。
そ
の
最
初
に
天
皇
が
実
行
さ

れ
た
の
は
武
蔵
一
之
宮
（
大
宮
氷
川

神
社
）
へ
行
幸
し
て
首
都
鎮
護
を
祈

願
さ
れ
た
こ
と
で
し
た
が
、
同
時
に

勅
使
を
泉
岳
寺
墓
前
に
派
遣
し
て

大
石
内
蔵
助
以
下
の
義
士
を
称
賛

す
る
旨
の
勅
宣
と
金
幣
を
賜
っ
た
の

で
す
。
そ
の
勅
宣
（
解
読
文
）
は
次
の

と
お
り
。 

  

 

こ
の
勅
宣
は
泉
岳
寺
の
宝
物
と
な

っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
文
面
に
残
る
の

は
な
ん
と
驚
い
た
こ
と
に
、
天
皇
が

名
指
し
で
「
大
石
良
雄 

汝
良
雄
等

…
」
と
仰
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

明
治
天
皇
が
義
士
一
同
の
忠
誠
心

に
深
く
感
銘
を
受
け
ら
れ
て
、
東
京

遷
都
と
と
も
に
い
ち
早
く
勅
宣
を
下

賜
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
義
士
た
ち

は
よ
う
や
く
罪
人
の
汚
名
を
晴
ら
す

こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
赤

穂
事
件
は
発
生
か
ら
165
年
後
に
収

束
し
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 

 

 

発
行
責
任
者 

五
十
嵐
京
子 

編
集
後
記 

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
今
回
は
ロ
シ
ア
の
話
の
長

屋
さ
ん
、
江
戸
し
ぐ
さ
の
話
の
上

田
さ
ん
、
忠
臣
蔵
の
話
の
吉
田
さ

ん
に
原
稿
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
お

忙
し
い
と
こ
ろ
本
当
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
雑
学

大
学
の
学
長
が
年
の
初
め
に
楽
し

い
お
話
を
寄
稿
い
た
し
ま
し
た
。 

今
年
も
昨
年
の
よ
う
に
す
ば
ら

し
い
講
義
を
お
届
け
で
き
る
よ
う
、

理
事
一
同
が
ん
ば
り
ま
す
。 

田
中
留
美
子 

記

勅
宣 

大
石
良
雄

汝
良
雄
等
固
執
主
従
之
義
復
仇
死
干
法
百 

世
之
下
使
人
感
奮
與
起
朕
深
嘉
賞
焉
今
幸 

東
京
因
遣
使
権
辨
事
藤
原
獻
弔
汝
等
之
墓 

且
賜
金
幣 

宣 

明
治
元
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