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一
周
年
記
念
講
演

『
介
護
保
険
』
を
テ
i
マ
に

小
金
井
雑
学
大
学
は
、
平
成
十
年
の

三
月
に
開
校
式
を
し
、
こ
の
三
月
で
二

周
年
を
迎
え
ま
す
。
講
義
は
す
で
に
四

十
三
回
を
数
え
ま
し
た
。
通
算
し
て
約

二
千
五
百
人
の
受
講
生
が
参
〆
加
し
た
こ

と
に
な
り
ま
す
。
教
授
と
し
て
参
加
し

て
い
た
だ
い
た
方
も
四
十
人
を
超
え
ま

し
た
。講

義
の
内
容
は
幅
広
く
、
健
康
・
地

球
環
境
・
文
学
・
暮
ら
し
・
自
然
・
食

べ
物
・
歴
史
・
経
済
・
官
険
・
音
楽
等

々
か
な
り
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
も
の

と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
雑
学
大
学

の
名
の
通
り
で
す
が
、
内
容
は
か
な
り

聴
き
ご
た
え
の
あ
る
も
の
が
多
く
、
受

講
生
の
知
的
レ
ベ
ル
を
満
足
さ
せ
る
も

の
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。小

金
井
雑
学
大
学
で
は
、
そ
の
時
の

タ
イ
ム
リ
ー
な
話
題
も
講
義
で
取
り
あ

げ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
が
、

二
周
年

記
念
講
演
に
は
こ
の
春
か
ら
ス
タ
ー
ト

す
る
介
護
保
険
を
テ
ー
マ
に
取
り
あ
げ

ま
し
た
。

四
月
か
ら
始
ま
る
介
護
保
険
制
度
で

は
、
市
町
村
が
保
険
の
事
業
者
に
な
り

ま
す
。
事
業
者
に
な
る
立
場
か
ら
、
こ

れ
ま
で
も
独
自
に
介
護
保
険
制
度
へ
の

発
言
を
続
け
、
最
近
『
介
護
保
険
を
ど

う
す
る
』
と
い
う
本
を
出
版
し
た
武
蔵

野
市
の
土
屋
正
忠
市
長
を
教
授
と
し
て

お
迎
え
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

土
屋
市
長
は
、
大
学
で
地
方
自
治
に

つ
い
て
講
演
を
し
た
り
、
ま
た
い
ろ
い

ろ
な
場
で
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

な
ど
に
参
加
し
た
り
と
論
客
ぶ
り
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
方
で
す
。
テ
ー
マ
は

ま
さ
に
自
治
体
の
課
題
と
な
っ
て
い
る

こ
と
で
す
か
ら
、
説
得
力
の
あ
る
講
演

を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

東
京
生
涯
学
習
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
動
き

約
三
十
団
体
で
作
っ
た
東
京
生
涯
学

習
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
来
年
度
の
事
業

の
計
画
を
作
成
中
で
す
。
年
に
一
度
の

学
習
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催
、

二
回
程
度

の
講
演
会
の
開
催
。
来
年
度
は
初
年
度

で
す
の
で
、
各
国
体
の
紹
介
用
冊
子
な

小金井雑学大学 2周年記念講演
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教授

小金井公会堂 C室

ど
作
成
予
定
で
す
。
学
習
フ
ォ
ー
ラ
ム

は
、
五
月
六
日
(
土
)
に
国
分
寺
L
ホ

ー
ル
に
て
開
催
予
定
で
す
。

文
、
特
に
研
究
課
題
と
し
て
い
る
の

は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
て
、
各

学
習
グ
ル
ー
プ
の
情
報
提
供
を
し
て
い

く
こ
と
で
、
新
年
度
は
ど
の
よ
う
に
し

た
ら
可
能
か
を
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

さ
ら
に
、
非
営
利
活
動
法
人

(
N
P
O

法
人
)
の
認
定
申
請
も
し
て
お
り
、
認

定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
市
民
団
体
と

し
て
社
会
的
な
認
知
が
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
活
動
も
深
み
が
増
し
て
い
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。



第

四

十

回

講

義

十

二

月

五

日

『
慢
性
病
の
治
療
の
秘
訣

ー
ア
ト
ピ
l
暗
息
な
ど
』

教
授

師
岡
孝
次
氏

慢
性
病
の
治
療
の
秘
訣
と
し
て
、
余

り
世
間
に
知
ら
れ
て
い
な
い
部
分
の
話

を
し
た
い
と
思
う
。

姿
勢
は
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
非
常

に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
あ

り
、
姿
勢
を
良
く
す
る
こ
と
は
健
康
の

基
本
で
あ
る
。
足
を
組
ん
で
座
る
場
合

も
右
と
左
を
交
互
に
組
む
よ
う
に
し

て
、
片
方
に
偏
ら
な
い
よ
う
に
す
べ
き

で
あ
る
。
左
右
に
曲
が
る
(
側
わ
ん
)

に
な
る
と
、
内
蔵
へ
の
圧
力
が
一
方
的

に
か
か
り
、
長
年
同
じ
圧
力
を
か
け
る

と
、
問
題
が
起
き
て
く
る
。
荷
物
を
持

つ
場
合
も
、
い
つ
も
右
手
で
は
背
骨
が

右
に
曲
が
る
の
で
、
長
年
継
続
す
る
と

癖
が
つ
い
て
く
る
。

同
じ
姿
勢
を
続
け
て
、
右
肩
が
下
が

る
と
右
の
骨
盤
が
上
が
り
風
邪
を
引
き

や
す
く
な
っ
た
り
、
左
肩
が
下
が
る
こ

と
で
消
化
器
系
統
が
悪
く
な
っ
た
り
、

と
い
う
症
状
が
現
れ
る
。

ア
ト
ピ
ー
な
ど
も
副
腎
皮
質
ホ
ル
モ

ン
を
出
す
背
骨
の
部
分
に
影
響
が
あ
っ

て
、
症
状
が
出
る
こ
と
が
あ
る
。
ア
ト

ピ
ー
の
例
で
は
、
姿
勢
を
悪
い
人
だ
け

集
め
て
、
姿
勢
を
直
す
こ
と
で
ア
ト
ピ

ー
が
治
っ
た
例
も
あ
る
。
治
療
に
は
剣

道
や
華
道
を
二

1
三
か
月
続
け
た
り
、

右
肩
下
が
り
だ
っ
た
ら
、
徐
々
に
右
が

上
が
る
よ
う
に
軽
い
体
操
を
続
け
る
。

全
部
で
は
な
い
が
、
九

O
%位
は
姿
勢

を
正
す
こ
と
で
治
る
。
慢
性
病
で
も
高

血
圧
の
場
合
、
脳
に
行
く
動
脈
を
ま
っ

す
ぐ
に
す
る
と
全
員
治
っ
た
。
姿
勢
は

い
き
な
り
直
す
の
で
は
な
く
二

1
三
か

月
か
け
て
ゆ
っ
く
り
直
す
。

肩
こ
り
、
腰
痛
も
姿
勢
が
悪
い
こ
と

か
ら
な
る
こ
と
が
多
い
。
腰
骨
の
近
く

を
神
経
が
通
っ
て
い
る
の
で
、
神
経
を

圧
迫
す
る
と
腰
痛
に
な
っ
た
り
す
る
。

め
ま
い
、
し
び
れ
な
ど
全
部
姿
勢
と
関

連
す
る
。
姿
勢
だ
け
で
は
な
い
が
姿
勢

を
直
す
こ
と
で
相
当
の
病
気
が
治
る
。

透
析
が
治
っ
た
例
も
あ
る
。
正
し
い
姿

勢
を
す
る
と
脳
が
正
し
い
指
令
を
出
す

と
い
わ
れ
て
い
る
。

好
き
な
体
操
を
何
で
も
良
い
か
ら
、

自
分
の
体
型
に
合
わ
せ
て
続
け
る
こ
と

が
良
い
。
長
時
間
使
う
い
す
は
高
さ
も

変
え
ら
れ
る
も
の
を
選
ぶ
と
体
調
に
良

い
。
更
に
心
の
プ
ラ
ス
志
向
も
大
事
で

あ
る
。

第
四
十
一
回
講
義
十
二
月
十
九
日

『
歌
は
ジ
ャ
ン
ル
を
越
え
て

ー
懐
か
し
い
叙
情
歌
も
』

護
星
野
正
行
氏

世
間
で
は
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
が
上
位
で

歌
謡
曲
が
下
に
あ
る
か
の
よ
う
に
見
ら

れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
私
自
身
は
ク
ラ

シ
ッ
ク
で
も
、
ま
た
歌
謡
曲
で
も
そ
れ

ぞ
れ
三
人
の
先
生
に
師
事
し
た
経
験
か

ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
と
歴
史
の
違
い

や
、
声
の
出
し
方
の
違
い
な
ど
あ
る
も

の
の
決
し
て
上
下
の
関
係
の
も
の
で
は

な
い
と
思
っ
て
い
る
。

私
の
仕
事
は
、
音
楽
と
は
関
係
の
な

い
職
場
で
あ
る
が
、
か
つ
て
東
京
声
専

音
楽
学
校
(
現
昭
和
音
楽
大
学
)
に
学

び
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
で
は
、
下
八
川
圭
祐

氏
、
ド
イ
ツ
人
の
マ
ン
フ
リ
ッ
ト
・
グ

ル
リ
ッ
ト
氏
、
プ
ッ
チ
!
ニ
の
弟
子
ガ

エ
タ
ノ
・
コ
メ
ツ
リ
!
氏
に
師
事
し
、

様
々
な
舞
台
を
経
験
し
た
。
オ
ペ
ラ
だ

け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
東
本
願
寺
で
音
楽

法
要
な
ど
も
経
験
す
る
こ
と
が
出
来
た

の
は
、
自
分
に
と
っ
て
も
良
い
経
験
で

あ
っ
た
。

そ
の
後
、
歌
謡
曲
で
は
、
江
口
夜
詩

氏
、
利
根

一
郎
氏
、
村
沢
良
介
氏
に
師

事
し
た
。
し
か
し
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
を
勉

強
し
て
い
て
声
の
出
し
方
を
勉
強
し
て

い
た
た
め
に
、
か
え
っ
て
歌
謡
曲
に
は

向
か
な
い
と
言
わ
れ
た
。

も
と
も
と
音
楽
と
は
、
楽
器
を
初

め
、
何
か
を
伝
達
す
る
た
め
に
使
わ
れ

た
も
の
が
、
次
第
に
楽
器
も
発
達
し
、

歌
も
変
化
を
遂
げ
て
き
た
も
の
で
あ

る
。
ク
ラ
シ
ッ
ク
は
イ
タ
リ
ア
や
オ
ー

ス
ト
リ
ア
の
西
欧
が
発
祥
の
地
で
教
会

が
そ
の
媒
体
と
な
り
、
声
の
出
し
方
も

発
達
し
て
き
た
。
日
本
は
花
町
か
ら
生

ま
れ
た
た
め
に
、
役
割
も
違
っ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
日
本
で
は
、

歌
い
手
が
最
初
は
音
楽
学
校
を
出
た
人

が
多
か
っ
た
た
め
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
に
近

い
歌
い
方
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
ジ
ャ

ズ
や
流
し
の
影
響
が
出
て
き
た
。
そ
れ

と
レ
コ
ー
ド
会
社
が
売
れ
る
歌
を
作
り

た
が
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
歌
い
や
す
く

ま
ね
の
し
や
す
い
歌
が
好
ま
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
歌
謡
曲
で
は
持
っ
て
生
ま

れ
た
個
性
を
大
事
に
す
る
よ
う
に
な

り
、
地
方
の
出
身
者
の
方
が
良
い
と
ま

で
言
わ
れ
た
。
テ
ノ
ー
ル
や
ソ
プ
ラ
ノ

の
よ
う
な
声
の
分
類
は
な
い
し
、
ク
ラ

シ
ッ
ク
で
は
特
に
嫌
わ
れ
る
ハ
ス
キ
ー

な
声
も
好
ま
れ
る
な
ど
声
の
違
い
も
大

き
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
良
さ
と
思
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。



第
四
十
二
回
講
義

『
苗
字
の
あ
れ
こ
れ
』

一
月
十
六
日

教
授

坂
内
龍
雄
氏

一
.
現
在
姓
名
、
氏
名
、
名
字
、
苗
字

が
揮
然
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

姓
名
は
、
大
和
朝
廷
頃
の
位
階
職
階

を
現
す
公
称
或
は
藤
原
や
橘
の
よ
う
な

賜
名
で
、
勝
手
に
変
え
た
り
名
乗
っ
た

り
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

氏
名
は
、
血
族
名
の
私
称
で
あ
っ
た

の
が
、
そ
こ
に
属
す
る
一
団
の
人
々
の

名
に
広
が
り
、
い
わ
ゆ
る
苗
字
の
始
ま

り
と
な
っ
た
。

一
方
、
職
種
名
の

O
O

部
(
渡
部
わ
た
し
ベ
・
膳
部
か
し
わ
で

ベ
・
服
部
は
と
り
べ
等
々

Y
幼
呼
称
が

、
時
代
初
緩
み
で
姓
名
の
忌
寸
(
現
称

忌
)
や
村
主
等
々
と
共
に
世
襲
の
家
系

を
示
す
と
こ
ろ
か
ら
家
名
へ
と
転
化
し

て
い
っ
た
。

名
字
と
は
、
土
地
と
い
う
意
味
の
ミ

ヨ
ウ
と
、
其
処
を
保
有
・
差
配
し
て
い

る
者
の
字
(
ア
ザ
ナ
)
を
冠
し
て
い
μ
ァ

ザ
ナ
と
言
っ
て
い
た
の
が
、
早
々
靖
議

放
の
ミ
ヨ
ウ
ジ
に
変
わ
っ
た
上
いよ
洛
ん

田
を
包
撮
し
て
の
私
領
で
あ
る
荘
園

の
発
生
進
展
と
共
に
多
く
の
氏
称
が
族

生
し
た
。
そ
の
後
の
文
化
・
来
往
の
増

進
に
伴
い
土
地
に
関
わ
っ
て
の
名
字
の

呼
び
名
で
は
不
適
切
だ
と
E

苗
字
=
に

置
き
替
え
ら
れ
、
江
戸
幕
府
は
苗
字
帯

万
と
て
氏
称
を
特
権
化
し
た
こ
と
で
皮

肉
に
も
E

苗
字
ョ
が
普
遍
化
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。

明
治
八
年
、
全
国
民
必
称
令
に
よ
り

三
十
万
に
な
ん
な
ん
と
す
る
苗
字
が
現

出
さ
れ
る
。
本
日
は
一
般
的
慣
用
に
髄

っ
て
苗
字
と
記
し
た
が
、
私
と
し
て
は

名
字
を
以
て
メ
イ
ジ
と
致
し
た
く
思
っ

て
い
る
。

二
.
日
本
の
地
理
的
特
異
性
か
ら
苗
字

の
分
布
状
況
は
多
彩
な
偏
在
地
方
性
を

示
し
て
い
る
。
然
し
、
累
代
居
住
の
近

次
急
激
な
減
少
化
と
一
代
ご
と
で
の
頻

転
な
ど
で
、
個
々
の
苗
字
の
祖
源
地
出

白
地
を
今
の
内
に
社
会
経
済
史
的
に
も

追
求
解
析
し
て
記
録
し
て
お
か
な
い
と

取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
に
な
る
と

憂
慮
し
て
い
る
。
更
に
は
日
本
人
と
し

て
の
ル
ー
ツ
を
探
る
上
か
ら
も
文
化
・

形
質
両
人
類
学
的
視
点
も
加
え
て
地
方

史
・
周
辺
民
族
誌
に
も
当
り
、
家
系
史

探
索
検
索
に
資
し
た
い
も
の
と
夢
を
描

い
て
い
る
・
:
。

第
四
十
三
回
講
義
二
月
六
日

『
健
康
日
本
2
1
1
2
1
世
紀
に

お
け
る
国
民
健
康
づ
く
り
運
動
』

護
長
野
み
さ
子
氏

2
1
世
紀
を
目
前
に
し
て
、
少
子
高

齢
社
会
を
乗
り
切
る
た
め
に
保
健
・
医

療
・
福
祉
の
分
野
で
の
体
制
整
備
の
動

き
が
急
で
あ
る
。
こ
の
四
月
か
ら
は
介

護
保
険
が
ス
タ
ー
ト
す
る
。
こ
れ
は
今

ま
で
の
福
祉
施
策
が
税
で
賄
わ
れ
て
き

た
の
に
対
し
て
、
介
護
に
保
険
が
導
入

さ
れ
る
と
い
う
点
で
新
し
い
施
策
と
言

え
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
介
護
保

険
が
財
政
破
綻
を
き
た
さ
な
い
よ
う
に

す
る
た
め
に
は
、
医
療
・
保
健
の
分
野

に
お
い
て
、
出
来
る
だ
け
介
護
を
必
要

と
す
る
人
を
少
な
く
す
る
と
い
う
当
面

の
目
標
が
見
え
て
来
た
。
医
療
に
関
し

て
も
、
年
々
増
加
の

一
途
を
辿
る
医
療

費
を
抑
制
す
る
た
め
に
、
医
療
の
受
け

手
の
意
識
改
革
と
と
も
に
、
介
護
保
険

や
健
康
づ
く
り
施
策
に
依
存
す
る
と
こ

ろ
も
大
き
い
。
そ
の
意
味
で
、
「
健
康

日
本
2
1
1
2
1
世
紀
に
お
け
る
国
民

健
康
づ
く
り
運
動
」
が
ど
の
く
ら
い
効

果
が
上
が
る
か
が
、
こ
れ
か
ら
の
高
齢

社
会
の
運
命
を
左
右
す
る
こ
と
に
な
る

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

こ
う
い
う
当
面
の
事
情
を
背
景
に
し

て
、
「
健
康
日
本
2
1
」
の
基
本
理
念

と
し
て
は
、
す
べ
て
の
人
が
健
康
で
明

る
く
元
気
に
生
活
で
き
る
社
会
を
実
現

す
る
た
め
に
、
壮
年
死
亡
の
減
少
と
寝

た
き
り
、
痴
呆
の
期
間
の
短
縮
(
健
康

寿
命
の
延
伸
)
を
掲
げ
て
い
る
。
そ
し

て
施
策
と
し
て
は
、
主
に
健
康
を
増
進

し
、
発
病
を
予
防
す
る
「
一
次
予
防
」

に
重
点
を
置
き
、
が
ん
、
循
環
器
病
等

の
生
活
習
慣
病
や
そ
の
原
因
と
な
る
生

活
習
慣
の
改
善
に
関
す
る
対
象
分
野
を

設
定
し
、
二

O
一
O
年
ま
で
に
達
成
す

べ
き
具
体
的
な
目
標
を
定
め
て
、
行
政

の
み
な
ら
ず
、
広
く
民
間
団
体
の
積
極

的
な
参
加
協
力
を
得
な
が
ら
、
一
人
ひ

と
り
の
国
民
が
主
体
的
に
取
り
組
め
る

健
康
づ
く
り
運
動
を
総
合
的
に
推
進
す

る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
「
健
康
日
本
2
1
」
計
画
策
定

と
平
行
し
て
、
医
療
の
受
け
手
と
し
て

の
国
民
が
、
よ
り
よ
く
生
き
る
こ
と
を

目
指
し
て
、
「
死
と
ど
う
向
き
合
う
か

」
と
い
う
こ
と
も
非
常
に
重
要
な
課
題

で
あ
る
。
そ
の
基
礎
と
し
て
の
「
か
か

り
つ
け
医
」
等
を
推
進
す
る
た
め
の
「

地
域
医
療
シ
ス
テ
ム
」
の
構
築
も
準
備

が
開
始
さ
れ
て
い
る
。



今後のカリキュラム

川上菱玉氏(小笠原流礼法縦櫛)5日「小笠原流礼法の起訴、と現代のマナーj3月

⑧場所変更一公民館本館AB室(福祉会館3階)

2周年麗傘鴎讃小金持織挙式等3月19日

土屋正忠氏(武蔵野市長)「いよいよスタート介護保険」

⑧時間場所変更一小金井公会堂C室、午後1:30----2:30

半田多喜男氏(ライター)2日 fこの世こそ天国一大峰山奥駆け修業に見た生命ー」4月

社長)秋田林西氏(側天法4月16日「葬儀に関するあれこれ」

白井康敬氏 (JAS S運営委員)、(史跡めぐり②ー北側を中心に一)7日5月

燕兵(成践大学教授)河田

~~園理傘鵠韓

r (仮)原子力の話J

5月2-1日

-メイン教室は小金井工業高校会議室です。学校の都合により、場所が変更になることがありま

(工業高校へはスリッパをご持参下さい)すのでご;主意下さい。

時間は午後2時----4時です。

-学生登録は、年会費2000円です。平成12年度 (4月----13年3月分)の登録会員を受付

ております。登録されますと、学報やカリキュラムなどお送りいたします。

-前の講義の資料が残っているものもありますので、ご希望の方は事務局までお声をおかけ下さ

い。

-教授を募集しております。自薦他薦いずれで、もけっこうです。

編
集
後
記

早
い
も
の
で
、
小
金
井
雑
学
大
学

も
ま
も
な
く
二
周
年
で
す
。
五
月
に

は
講
義
が
五

O
回
に
な
り
ま
す
。
当

初
は
理
事
の
人
脈
を
生
か
し
て
教
授

を
お
願
い
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の

で
す
が
、
最
近
は
自
薦
他
薦
の
方
が

増
え
て
き
ま
し
た
。
し
か
も
、
か
な

り
聴
き
ご
た
え
の
あ
る
講
義
を
さ
れ

ま
す
。
知
識
の
豊
富
な
方
が
多
い
こ

と
を
実
感
し
ま
す
。
教
授
と
し
て
参

加
す
る
方
、
受
講
生
と
し
て
参
加
す

る
方
の
双
方
あ
っ
て
成
り
立
つ
活
動

で
す
の
で
、
こ
れ
か
ら
も
大
い
に
利

用
し
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。
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