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４
月
26
日
（
日
）、
現
代
座
３
Ｆ
小
ホ
ー

ル
で
戦
時
中
の
紙
芝
居
と
歌
、
そ
し
て
木
村

快
の
話
の
試
演
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
戦
争

中
に
実
際
に
使
わ
れ
て
い
た
紙
芝
居
は
、
児

童
文
学
者
の
川
崎
大
治
先
生
が
寄
贈
し
て
く

だ
さ
っ
た
貴
重
な
物
で
す
。
戦
後
70
年
な
の

だ
か
ら
、
こ
れ
を
生
か
し
て
何
か
や
ろ
う
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
紙
芝
居

だ
け
で
な
く
、木
村
快
の
戦
時
中
の
体
験
や
、

紙
芝
居
と
歌
の
背
景
を
語
る
と
い
う
試
演
会

を
３
階
の
小
ホ
ー
ル
で
や
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　

現
代
座
会
員
の
相
模
原
市
の
川
上
伸
一
さ

ん
が
、
紙
芝
居
を
や
っ
て
い
て
、
川
崎
先
生

の
ご
紹
介
と
し
て
先
生
の
紙
芝
居
「
い
な
む

ら
の
火
」
を
上
演
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

戦
時
中
の
紙
芝
居
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
戦

い
を
描
い
た
「
ブ
キ
テ
マ
高
地
」
を
黒
澤
義

之
が
熱
演
し
ま
し
た
。
歌
は
そ
の
戦
闘
の
中

で
兵
士
が
創
っ
た「
戦
友
の
遺
骨
を
抱
い
て
」

や
、
夫
を
戦
場
に
送
っ
た
妻
の
想
い
を
歌
っ

た
「
明
日
は
お
立
ち
か
」
を
木
村
快
の
解
説

で
聞
き
ま
し
た
。

　

木
村
快
は
作
家
演
出
家
で
す
か
ら
、
舞
台

に
立
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
緊

張
し
な
い
よ
う
に
、
客
席
に
は
小
さ
な
テ
ー

ブ
ル
を
置
い
て
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
な
が
ら
聞

い
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

こ
の
試
演
会
で
は
時
間
が
足
り
な
く
て
、

木
村
快
の
話
は
予
定
の
半
分
も
出
来
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
参
加
者
か
ら
は
「
是
非
続
け
て

や
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
声
が
寄
せ
ら
れ
、

そ
れ
に
励
ま
さ
れ
て
、
今
年
は
２
ヶ
月
に
１

度
、
３
Ｆ
小
ホ
ー
ル
で
公
演
す
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。
題
名
は
「
昭
和
の
コ
ド
モ
が
伝
え

た
い
こ
と
」。
79
歳
の
木
村
快
が
語
り
ま
す
。

第
１
回
は
６
月
20.

・
21
日
。
戦
時
中
の
紙

芝
居
は
矢
川
千
尋
に
よ
る
「
奮
へ
日
本
少
国

民
」
で
す
。
こ
れ
は
昭
和
16
年
に
大
政
翼
賛

会
が
日
本
少
国
民
文
化
協
会
を
創
立
し
た
記

念
に
少
国
民
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
を
語
っ

た
紙
芝
居
で
す
。

紙芝居『ブキテマ高地』を上演する黒澤義之

『いなむらの火』を上演する川上伸一氏

会場・３Ｆ小ホール
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昭
和
の
コ
ド
モ
が
伝
え
た
い
こ
と

木
村　

快

　◆第１回　６月２０日（土）　２１日（日）　14:00 ～ 16:00　戦時中の紙芝居「奮へ日本少国民」

　◆第２回　８月　１日（土）　　２日（日）　14:00 ～ 16:00　戦時中の紙芝居「爪文字」　　　　　

・大東亜戦争の開始、シンガポール攻略戦で
イギリス軍と死闘を重ねたブキテマ高地。

・昭和 18 年、ニューギニア戦線で潰滅した
部隊の兵士は、洞窟の壁に自分の爪で遺書を。

・昭和 16 年、「もうコドモではない。立派に
国を背負う少国民だ。少国民奮起せよ！」
タイトルの横書きは昭和 16 年までは右から。

・戦場に徴用される民間人を軍属と言う。こ
れは大工さんの話。「残されたコドモのため
に保険をかけよう」。保険会社の紙芝居。

・「もうコドモではない、少国民奮起せよ！」、どこかで聞
いた言葉だ。少国民はどこまで大切な記憶を伝えられるか。

「昭和のコドモ」シリーズで
使う予定の、戦時中の紙芝居。

◆
忘
れ
ら
れ
た
世
代

　

ぼ
く
は
昭
和
の
コ
ド
モ
で
あ
る
。
生
ま
れ
た
と

き
か
ら
カ
タ
カ
ナ
言
葉
で
「
コ
ド
モ
」
と
表
記
さ

れ
た
世
代
で
あ
り
、
昭
和
17
年
か
ら
昭
和
20
年
の

敗
戦
ま
で
は
「
少
国
民
」
と
し
て
育
て
ら
れ
た
国

民
学
校
世
代
だ
。
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
も
、
戦

後
育
ち
の
人
に
は
何
が
何
だ
か
分
か
ら
な
い
か
も

し
れ
な
い
。
ぼ
く
ら
は
戦
争
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
、

日
本
人
か
ら
は
忘
れ
ら
れ
た
世
代
な
の
だ
。

　

そ
の
上
、
ぼ
く
は
植
民
地
時
代
の
朝
鮮
生
ま
れ

で
、
海
外
で
は
最
大
の
海
軍
基
地
で
あ
っ
た
鎮
海

と
い
う
街
で
育
っ
た
。
父
は
昭
和
19
年
に
招
集
さ

れ
、
母
子
６
人
を
置
い
て
硫
黄
島
で
玉
砕
し
た
。

敗
戦
後
は
命
か
ら
が
ら
日
本
に
追
い
返
さ
れ
た
。

忘
れ
ら
れ
た
世
代
の
中
で
も
さ
ら
に
少
数
派
の
体

験
を
持
っ
た
コ
ド
モ
だ
。
内
地
で
育
っ
た
コ
ド
モ

と
は
感
覚
が
違
う
た
め
か
、
日
本
に
引
き
揚
げ
て

か
ら
は
い
つ
も
変
人
扱
い
さ
れ
、
い
じ
め
ら
れ
た
。

み
会
で
は
、
戦
争
の
手
柄
話
で
盛
り
上
が
る

の
が
常
だ
っ
た
。

　

18
歳
か
ら
は
平
和
公
園
の
造
成
の
仕
事
を

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
平
和
の
公
園
を
作
る

た
め
に
、
朝
鮮
人
の
慰
霊
碑
が
撤
去
さ
れ
る

の
を
見
た
。
原
爆
死
者
20
万
人
の
内
少
な
く

と
も
２
万
人
は
朝
鮮
人
だ
と
言
わ
れ
て
い

た
。
朝
鮮
育
ち
の
昭
和
の
コ
ド
モ
に
と
っ
て

は
何
と
も
つ
ら
い
光
景
だ
っ
た
。
毎
年
テ
レ

ビ
が
原
爆
の
日
の
式
典
を
放
映
す
る
が
、
朝

鮮
人
の
死
者
の
こ
と
に
は
決
し
て
触
れ
な

い
。
日
本
人
は
国
籍
を
問
わ
ず
人
を
弔
う
心

を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
こ
れ
か
ら
は
自

分
の
目
で
確
か
め
な
が
ら
生
き
て
行
く
し
か

な
い
と
思
っ
た
。

　

い
っ
た
い
こ
の
国
の
民
主
主
義
と
は
何
だ

と
思
う
事
が
あ
る
。
で
き
る
こ
と
な
ら
他
者

の
声
を
聞
き
、
少
数
者
の
声
を
聞
い
て
、
多

く
の
民
と
共
に
生
き
る
民
主
主
義
で
あ
っ
て

欲
し
い
。

◆
大
東
亜
戦
争

　

戦
後
70
年
も
た
て
ば
、
こ
れ
で
戦
争
の
記
憶
は

消
え
る
と
思
っ
た
が
、
突
然
、「
集
団
的
自
衛
権
」

だ
の
沖
縄
の
辺
野
古
基
地
だ
の
と
騒
が
し
く
な
っ

て
き
た
。
そ
し
て
や
た
ら
と
「
先
の
大
戦
で
…
」

と
い
う
言
葉
が
踊
る
。
天
皇
が
ペ
リ
リ
ュ
ー
島
を

慰
霊
さ
れ
た
際
も
「
先
の
大
戦
」
だ
っ
た
。
日
本

で
は
昭
和
20
年
以
前
の
こ
と
は
学
校
で
教
え
な
い

か
ら
、「
先
の
戦
争
」
と
は
何
だ
っ
た
の
か
は
ま
っ

た
く
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。

　

昭
和
16
年
12
月
に
対
米
英
戦
争
が
始
ま
っ
た
と

き
、
東
條
内
閣
は
「
現
在
継
続
中
の
支
那
事
変
を

含
め
、
大
東
亜
戦
争
と
す
る
」
と
閣
議
決
定
し
、

天
皇
の
裁
可
を
仰
い
だ
。
つ
ま
り
、
昭
和
12
年
か

ら
始
ま
っ
た
日
中
戦
争
が
さ
ら
に
対
米
英
戦
争
に

拡
大
さ
れ
、
大
東
亜
戦
争
と
な
っ
た
わ
け
だ
。
ぼ

く
ら
は
そ
う
教
え
ら
れ
た
。

　

だ
が
、戦
後
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
指
令
で
一
転
し
て
「
太

平
洋
戦
争
」
に
な
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
す
れ

ば
太
平
洋
が
戦
場
だ
っ
た
か
ら
だ
。
し
か
し
、
講

和
条
約
締
結
後
、
独
立
国
家
に
な
っ
て
も
日
本
の

マ
ス
コ
ミ
は
「
太
平
洋
戦
争
」
を
使
い
、
中
国
と

の
戦
争
か
ら
始
ま
っ
た
イ
メ
ー
ジ
は
消
え
て
行
っ

た
。
政
治
家
は
「
先
の
大
戦
」
と
い
う
言
い
方
で

戦
争
の
実
態
を
曖
昧
に
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
。

ア
ジ
ア
諸
国
が
不
信
感
を
持
つ
の
は
当
然
の
よ
う

な
気
が
す
る
。

　
「
歴
史
を
捨
て
た
国
に
未
来
は
な
い
ぞ
！
」
と
一

喝
し
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
れ
は
案
外
ぼ
く
ら
国

民
の
側
の
問
題
か
も
知
れ
な
い
。
ぼ
く
ら
は
江
戸

時
代
さ
な
が
ら
、
な
ん
で
も
お
上
と
マ
ス
コ
ミ
に

頼
り
き
り
だ
。
そ
の
マ
ス
コ
ミ
も
国
境
な
き
記
者

団
の
世
界
報
道
自
由
ラ
ン
キ
ン
グ
に
よ
る
と
、
最

近
の
日
本
は
世
界
63
位
、
先
進
国
で
は
最
低
だ
。

　

ぼ
く
も
人
生
の
終
末
に
さ
し
か
か
り
、「
人
の
責

任
を
追
及
す
る
前
に
、
お
前
は
何
を
し
て
来
た
ん

だ
」
と
言
わ
れ
そ
う
だ
か
ら
、
せ
め
て
コ
ド
モ
の

目
で
見
た
戦
争
の
こ
と
で
も
伝
え
て
み
よ
う
か
と

思
う
。
お
上
に
頼
る
よ
り
、
顔
の
見
え
る
関
係
で

共
に
振
り
返
り
、
一
緒
に
考
え
る
し
か
な
い
。

◆
共
に
生
き
る
民
主
主
義
を

　

戦
後
、
ぼ
く
は
広
島
の
祖
父
の
も
と
に
引
き
取

ら
れ
、
成
人
す
る
ま
で
広
島
市
内
で
働
い
た
。
ぼ

く
の
本
籍
地
は
原
爆
病
院
の
そ
ば
、
爆
心
地
か
ら

２
㎞
以
内
で
あ
る
。
中
学
を
出
る
と
土
建
屋
の
職

人
た
ち
の
中
で
育
っ
た
。
職
人
た
ち
は
み
な
広
島

５
師
団
の
復
員
兵
で
、
休
憩
時
や
棟
上
げ
式
の
飲

参加費：2000 円

（コーヒー・クッキー付き）



(3)                          　ＮＰＯ現代座レポート　№ 62

◆
合
唱
構
成
劇
「
武
蔵
野
の
歌
が
聞

こ
え
る
」
は
昨
年
９
月
に
満
席
の
９

回
の
公
演
を
終
わ
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
４
年
間
の
準
備
期
間
を
経
て

こ
れ
を
創
り
上
げ
た
「
平
右
衛
門
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
は
、
そ
の
後
も
話
し

合
い
を
続
け
、
こ
れ
で
終
わ
る
の
で

は
な
く
更
に
前
へ
進
も
う
と
確
認
し

ま
し
た
。
そ
し
て
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
充
実
さ
せ
る
と
と
も
に
、
芝
居
の

再
演
に
向
け
て
の
準
備
を
進
め
て
き

ま
し
た
。

　

今
年
の
公
演
は
９
月
４
日
（
金
）

か
ら
７
日
（
月
）
ま
で
、
現
代
座
ホ
ー

ル
で
行
う
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。

◆
公
演
に
先
立
っ
て
、
も
っ
と
多
く

の
方
に
川
崎
平
右
衛
門
を
知
っ
て
も

ら
う
た
め
に
、
５
月
15
日
に
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
を
開
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

「
川
崎
平
右
衛
門
と
そ
の
時
代
」
と
い

う
題
で
、
元
府
中
第
７
小
学
校
校
長

で
平
右
衛
門
の
研
究
者
の
野
田
政
和

先
生
に
講
演
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

講
演
後
に
は
芝
居
で
平
右
衛
門
役
を

演
じ
た
黒
澤
義
之
と
市
民
出
演
者
の

塚
田
善
久
さ
ん
も
加
わ
っ
て
の
ト
ー

ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
す
。

◆
昨
年
の
公
演
後
、
市
民
の
自
主
学

習
グ
ル
ー
プ
「
ク
リ
ス
タ
ル
」
の
会

長
さ
ん
か
ら
、「
芝
居
を
見
て
と
て
も

良
か
っ
た
の
で
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
見
て
み

『武蔵野の歌が聞こえる』　秋に再演します

◆『武蔵野の歌が聞こえる』舞台写真、上演の動画はシニアＳＯＨＯ小金井のホームページで視聴できます。

シニアＳＯＨＯ小金井「平右衛門プロジェクト」ホームページ      http://heiemon.org/siryo1.html

　

武
蔵
野
御
救
氏
神
　
川
崎
大
明
神

　

渡
辺
紀
彦
著
『
代
官
川
崎
平
右
衛
門
の
事

績
』
に
よ
る
と
、
平
右
衛
門
は
小
金
井
の
関

前
陣
屋
と
鶴
ヶ
島
三
角
原
陣
屋
の
間
を
馬
で

通
っ
た
と
あ
る
。
鶴
ヶ
島
市
に
残
る
三
角
原

陣
屋
跡
を
訪
ね
て
み
た
。
行
程
ほ
ぼ
30
㎞
。

　

か
つ
て
八
王
子
の
千
人
同
心
が
日
光
勤
番

の
た
め
に
通
っ
た
と
言
わ
れ
る
千
人
同
心
街

道（
現
在
の
４
０
６
号
線
）を
北
へ
向
か
う
と
、

鶴
ヶ
島
中
学
の
向
か
い
側
に
鶴
ヶ
島
市
史
跡

「
北
武
蔵
野
陣
屋
跡
」
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。

　

陣
屋
跡
の
広
場
の
中
に
小
さ
な
祠
が
あ
る
。

扉
を
開
く
と
「
武
蔵
野
御
救
氏
神
（
お
す
く

い
う
じ
が
み
）
川
崎
大
明
神
」
と
あ
る
。
平

右
衛
門
没
後
25
年
忌
に
建
立
さ
れ
て
い
る
。

　

隣
接
す
る
坂
戸
市
の
神
明
神
社
境
内
に
は

没
後
86
年
の
嘉
永
６
年
に
建
立
さ
れ
た
「
川

崎
大
明
神
」
の
石
碑
も
残
っ
て
い
た
。
い
ず

れ
の
ケ
ー
ス
も
、何
世
代
も
後
の
人
々
に
よ
っ

て
建
立
さ
れ
て
お
り
、
代
々
語
り
継
が
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
疱
瘡
神
社
の
こ
と

　
享
保
17
年
、
押
立
村
平
右
衛
門
、
中
野
村

源
助
、
柏
木
村
弥
兵
衛
ら
名
主
の
連
名
で
、

幕
府
に
疱
瘡
（
ほ
う
そ
う
）
予
防
の
た
め
、

象
洞
（
ぞ
う
ぼ
ら
）
の
販
売
を
願
い
出
た
古

文
書
が
あ
る
。
疱
瘡
と
は
天
然
痘
の
こ
と
で
、

当
時
は
予
防
法
の
な
い
恐
ろ
し
い
病
気
だ
っ

た
。
象
洞
と
は
象
の
糞
か
ら
製
薬
し
た
予
防

薬
で
、
将
軍
吉
宗
が
タ
イ
か
ら
輸
入
し
た
象

の
糞
を
使
っ
た
も
の
だ
。
当
時
白
牛
糞
か
ら

の
製
薬
も
試
み
ら
れ
て
お
り
、
時
代
的
制
約

の
中
で
幕
府
も
予
防
法
を
模
索
中
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
を
象
の
ク
ソ
で
金
儲
け
を
し
た
平
右

衛
門
は
利
殖
の
達
人
だ
と
言
う
人
も
い
る
。

わ
た
し
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
平
右
衛
門
は

名
主
で
あ
り
、
象
洞
で
得
た
金
は
府
中
大
國

魂
神
社
の
随
神
門
建
設
に
寄
進
し
て
い
る
。

　
小
金
井
に
は
疱
瘡
神
社
の
お
宮
が
あ
る
。

幕
末
に
牛
痘
法
に
よ
る
予
防
接
種
が
可
能
に

な
る
ま
で
、
疱
瘡
が
流
行
す
る
と
人
々
は
ひ

た
す
ら
神
に
祈
る
し
か
な
か
っ
た
の
だ
。

・石祠が劣化しないよう、切妻づくり
の木祠で守られている。

・小金井市本町の稲穂神社境内にあ
る疱瘡神社。元は別の場所にあった
が、明治年間に移設されたとのこと。

ん
な
で
勉
強
し
た
い
」
と
い
う
申
し

入
れ
が
あ
り
ま
し
た
。
Ｄ
Ｖ
Ｄ
は
あ

り
ま
す
が
、
ナ
マ
で
こ
そ
伝
わ
る
の

が
芝
居
で
す
か
ら
、
た
だ
Ｄ
Ｖ
Ｄ
だ

け
見
て
も
駄
目
だ
ろ
う
と
、い
っ
し
ょ

に
考
え
て
、
説
明
入
り
の
短
縮
版
Ｄ

Ｖ
Ｄ
を
作
成
し
ま
し
た
。
そ
し
て
当

日
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
織
壁
さ
ん
と

現
代
座
の
木
下
も
参
加
し
て
、
お
話

も
し
ま
し
た
。
皆
さ
ん
か
ら
「
分
か

り
や
す
か
っ
た
」
と
言
っ
て
い
た
だ

い
て
ホ
ッ
と
し
ま
し
た
。

◆
ま
た
、「
公
演
を
見
て
は
じ
め
て
平

右
衛
門
の
こ
と
を
知
っ
た
。
こ
の
人

の
こ
と
は
も
っ
と
多
く
の
人
に
知
ら

せ
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
」
と

「
む
さ
し
の
歩
こ
う
会
」
の
役
員
の
皆

さ
ん
が
訪
ね
て
き
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
武
蔵
野
台
の
各
地
で
平
右
衛
門

の
事
績
を
訪
ね
る
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を

企
画
し
た
り
、
地
域
に
働
き
か
け
て

イ
ベ
ン
ト
を
や
っ
て
い
こ
う
と
、色
々

考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
で
す
。

◆
た
だ
公
演
を
見
て
終
わ
る
の
で
は

な
く
、
こ
ん
な
風
に
広
が
っ
て
い
け

る
の
も
、
地
元
の
話
な
れ
ば
こ
そ
で

す
。
改
め
て
地
域
の
話
を
芝
居
に
す

る
こ
と
は
大
事
だ
な
と
話
し
合
っ
て

い
ま
す
。

　

今
年
の
公
演
で
も
、
ま
た
新
し
い

人
と
の
出
会
い
が
楽
し
み
で
す
。

平右衛門を訪ねて
木村　快
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た
川
崎
平
右
衛
門
の
物
語
を
合
唱
構
成
劇
に
し

て
９
月
11
～
15
日
、
９
ス
テ
ー
ジ
の
公
演
を
行

い
ま
し
た
。
毎
回
満
席
で
７
５
５
人
の
方
に
観

て
い
た
だ
き
、
た
く
さ
ん
の
ア
ン
ケ
ー
ト
や
励

ま
し
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

◎
『
約
束
の
水
』

　

２
月
に
新
し
い
メ
ン
バ
ー
で
制
作
し
た
「
約

束
の
水
」
を
12
月
５
日
～
８
日
に
再
演
し
ま
し

た
。
４
ス
テ
ー
ジ
の
公
演
で
１
８
７
人
の
方
に

観
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

【
Ⅰ
―
４
―
③
セ
ミ
ナ
ー
事
業
】

◎
『
遠
い
空
の
下
の
故
郷
～
ハ
ン
セ
ン
病
療
養

所
に
生
き
て
』

　

品
川
区
の
戒
法
寺
の
法
要
と
長
野
県
佐
久
仏

教
会
の
講
演
会
で
上
演
し
ま
し
た
。
松
本
真
理

子
さ
ん
の
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
演
奏
に
よ
る
木
下

美
智
子
の
一
人
語
り
で
す
。

◎
「
Ｓ
Ｐ
レ
コ
ー
ド
雑
談
会
」
は
ほ
ぼ
毎
月
行

い
、
戦
争
を
考
え
る
た
め
、
戦
前
の
満
州
に
か

か
わ
る
歌
を
中
心
に
聞
き
、話
し
合
い
ま
し
た
。

【
Ⅰ
―
４
―
④
国
際
協
力
事
業
】

　

こ
れ
ら
の
活
動
は
収
益
に
は
な
り
ま
せ
ん
が

記
載
項
目
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ブ
ラ
ジ
ル
「
あ
り
あ
ん
さ
通
信
」
を
５
月
と

２
月
に
発
行
し
ま
し
た
。
木
村
快
著
『
共
生
の

大
地
ア
リ
ア
ン
サ
』
は
ブ
ラ
ジ
ル
で
ポ
ル
ト
ガ

ル
語
版
が
出
版
さ
れ
ま
し
た
。

　

日
本
力
行
会
で
ブ
ラ
ジ
ル
人
留
学
生
を
対
象

な
り
ま
せ
ん
。

　

本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
Ⅰ
―
４
―
①
地
域
劇
場
づ
く
り
支
援
事
業
】

　

こ
れ
は
現
代
座
会
館
を
地
域
の
方
や
創
造
活

動
を
す
る
方
に
活
用
し
て
も
ら
う
事
業
で
す
。

◎
定
例
活
用　

　

毎
週
行
わ
れ
た
の
は
、
１
、
小
金
井
熟
年
会

の
勉
強
会
、
２
、
障
が
い
児
の
放
課
後
預
か
り

事
業
「
バ
ン
ビ
ー
ノ
」、
３
、
早
稲
田
ラ
ジ
オ

ス
ク
ー
ル
の
通
信
制
大
学
生
支
援
講
座
と
「
教

育
文
庫
」、
４
、
今
年
度
か
ら
は
「
東
志
野
香

の
ヨ
ガ
教
室
」
も
始
ま
り
ま
し
た
。
５
、
現
代

座
の
あ
る
緑
町
第
二
町
会
の
「
緑
町
ふ
れ
あ
い

サ
ロ
ン
」
も
毎
月
盛
会
で
す
。
町
会
の
役
員
会

や
総
会
に
も
使
っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

◎
地
下
ホ
ー
ル
と
３
Ｆ
小
ホ
ー
ル

　

10
団
体
の
公
演
や
発
表
会
と
14
団
体
の
稽
古

等
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
地
元
の
演
劇
サ
ー
ク
ル

「
夢
さ
し
の
」
や
「
サ
ボ
テ
ン
・
ア
ミ
ー
ゴ
」、

大
道
芸
の
「
な
が
め
く
ら
し
つ
」
は
毎
年
公
演

し
て
い
ま
す
。
今
年
度
は
現
代
座
の
出
演
者
や

ス
タ
ッ
フ
が
所
属
す
る「
ボ
ン
ボ
ン
組
」や「
り

ん
ど
う
の
会
」
公
演
が
３
Ｆ
で
行
わ
れ
、
そ
こ

で
出
会
っ
た
演
奏
家
が
定
期
的
に
使
用
し
て
く

だ
さ
り
、新
し
い
繋
が
り
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

【
Ⅰ
―
４
―
②
制
作
上
演
事
業
】

◎
合
唱
構
成
劇
『
武
蔵
野
の
歌
が
聞
こ
え
る
』

　

市
民
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
４
年
間
準
備
し
て
き

に
「
ア
リ
ア
ン
サ
移
住
地
の
成
り
立
ち
」
の
講

座
を
３
回
行
い
ま
し
た
。

【
Ⅱ
―
１
―
２　

消
耗
品(

修
繕)

費
】

◎
現
代
座
会
館
の
椅
子
の
新
調
と
修
繕

　

地
下
ホ
ー
ル
へ
の
階
段
を
リ
フ
ォ
ー
ム
し
、

客
席
の
椅
子
を
新
し
く
し
ま
し
た
。

　

２
０
１
２
年
４
月
の
強
風
で
は
げ
落
ち
た
会

館
東
側
壁
面
を
リ
フ
ォ
ー
ム
し
ま
し
た
。

【
Ⅱ
―
２
―
１　

人
件
費
】

◎
事
務
所
ス
タ
ッ
フ

　

現
在
は
会
館
管
理
の
常
任
者
が
い
な
い
た

め
、
５
月
か
ら
ご
近
所
の
子
育
て
中
の
お
母
さ

ん
、
柳
澤
友
季
子
さ
ん
と
前
田
な
つ
み
さ
ん
が

事
務
所
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
平
日
、
掃
除
や
資
料

の
ス
キ
ャ
ン
な
ど
の
作
業
を
手
伝
っ
て
く
だ

さ
っ
て
い
ま
す
。

顔の見える小さな総会です。

　

２
０
１
５
年
３
月
28
日
（
土
）
午
後
６
時
か

ら
現
代
座
で
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
現
代
座
第
14
回
定
期
総

会
」
が
開
か
れ
ま
し
た
。
正
会
員
17
名
中
12
名

の
出
席
で
し
た
。

　

今
回
は
３
年
ぶ
り
に
、
青
森
県
の
弘
前
市
で

子
育
て
し
な
が
ら
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
担
当
し
て

い
る
卜
部
美
佳
子
も
参
加
出
来
ま
し
た
。
ま
ず

は
み
ん
な
の
近
況
報
告
。
そ
れ
ぞ
れ
が
生
活
し

て
い
る
場
所
で
の
活
動
の
話
で
盛
り
上
が
っ
て

か
ら
総
会
に
入
り
ま
し
た
。

　

財
政
状
況
の
報
告

　

左
の
表
は
東
京
都
に
提
出
し
た
「
活
動
計
算

書
」
で
す
。
項
目
を
簡
単
に
説
明
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
２
０
１
４
年
度
は
約
５
万
円
の
黒
字

に
な
り
ま
し
た
。
け
れ
ど
前
年
度
ま
で
の
累
積

赤
字
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
ま
だ
25
万
円
程
度
の

赤
字
が
残
っ
て
い
ま
す
。

【
Ⅰ
―
１　

経
常
収
益
】　

　

収
入
で
は
、
ま
ず
会
員
の
皆
様
の
会
費
と

寄
付
で
支
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
約

２
０
０
万
円
で
現
代
座
の
基
本
的
な
活
動
が
成

り
立
っ
て
い
ま
す
。
遠
隔
地
の
皆
さ
ま
に
ど
の

よ
う
な
お
返
し
が
出
来
る
か
を
考
え
な
け
れ
ば

　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
現
代
座

          

第
14
回
総
会
報
告
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2014年度　　活動計算書
2014年3月1日から　2015年2月28日まで

特定非営利活動法人　NPO現代座
(単位:円)

科　　　目 金　　　　　　額
　Ⅰ　経常収益

１　受取会費 1,754,000
2　受取寄付金 297,600
３　受取助成金等

公共団体補助金 0
民間助成金 0 0

4　事業収益
①地域劇場づくり支援事業収益 3,546,450
②制作上演事業収益 2,830,000
③セミナー事業収益 298,000
④国際協力事業収益 0
⑤まちづくり事業収益 3,000
⑥子ども健全育成事業収益 0
⑦会報発行事業収益 0 6,677,450

５　その他収益
受取利息 112
雑収益 104,156 104,268

　　　経常収益　計 8,833,318

　Ⅱ　経常費用
１、事業費
⑴ 人件費

給料手当 293,800
⑵ その他経費

制作・準備費 92,077
創造・上演費 1,473,680
交通・通信費 526,119
資料・印刷費 6,254
消耗品費 1,733,497
会報・ＨＰ経費 886,610
その他経費　計 4,718,237

　事業費　計 5,012,037
２　管理費
⑴ 人件費

給料手当 333,900
⑵ その他経費

通信運搬費 123,464
消耗品費 199,475
ＯＡ経費 630,103
雑費 162,179
光熱水道費 1,047,984
租税公課 70,000
家賃 1,200,000
その他経費　計 3,433,205

　管理費　計 3,767,105

　　　経常費用　計 8,779,142
当期正味財産増減額 54,176

前期繰越正味財産額 -306,187
次期繰越正味財産額 -252,011

当期において､その他事業は実施していません。
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の
時
、
通
っ
て
い
た
小
金
井
第
三
小
学
校
で
、
昨
年
小
金
井

市
で
話
題
と
な
っ
た
現
代
座
の
芝
居
「
武
蔵
野
の
歌
が
聞
こ

え
る
」（
木
村
快
作
）
の
主
人
公
・
川
崎
平
右
衛
門
の
朗
読
劇

が
上
演
さ
れ
た
。
こ
の
話
を
持
ち
込
ん
だ
の
が
環
さ
ん
で
あ

る
。

　
　

子
ど
も
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
広
が
る

　

最
初
、
環
さ
ん
が
参
加
す
る
Ｐ
Ｔ
Ａ
自
主
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

「
三
小
お
は
な
し
か
い
カ
ラ
フ
ル
」
が
、
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
さ

ん
の
道
の
り
を
描
い
た
語
り
「
遠
い
空
の
下
の
故
郷
」（
木
村

快
作
）か
、小
金
井
と
関
わ
り
の
深
い「
小
金
井
小
次
郎
」（
同
）

を
上
演
し
た
い
と
考
え
た
が
、
両
作
品
は
小
学
生
に
は
難
し

い
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
、
最
終
的
に
木
村
快
さ
ん
が
「
川

崎
平
右
衛
門
な
ら
地
元
の
話
」
と
、
そ
の
頃
勉
強
会
を
行
っ

て
い
た
川
崎
平
右
衛
門
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
協
力
で
３
カ
月
ほ

ど
か
け
て
小
学
生
で
も
分
か
り
や
す
い
朗
読
劇
と
し
て
書
き

下
ろ
し
た
。
こ
れ
が
評
判
を
取
り
、
昨
年
の
「
武
蔵
野
の
歌
」

に
つ
な
が
っ
た
次
第
。

　
「
小
金
井
市
の
小
学
校
で
は
三
、四
年
生
の
社
会
科
の
副
教

材
で
川
崎
平
右
衛
門
を
取
り
上
げ
て
い
る
ん
で
す
」
と
環
さ

ん
。「
朗
読
の
最
後
の
セ
リ
フ
、『
力
あ
る
者
は
力
を
出
せ
、

知
恵
の
あ
る
者
は
知
恵
を
出
せ
、
優
し
さ
を
持
つ
者
は
人
に

優
し
く
し
て
や
れ
』、
が
今
で
も
心
に
残
っ
て
い
ま
す
。
子
ど

も
達
に
も
つ
た
わ
っ
た
と
思
い
ま
す
」
と
い
う
。
こ
の
朗
読

劇
が
「
武
蔵
野
の
歌
が
聞
こ
え
る
」
へ
の
踏
み
台
に
な
っ
た

こ
と
は
確
か
。「
朗
読
劇
で
は
、〝
協
同
〟と
い
う
言
葉
も
、〝
ロ
ッ

ジ
・
デ
ー
ル
先
駆
者
組
合
〟の
話
も
ま
だ
出
て
き
ま
せ
ん
。「
武

蔵
野
の
歌
が
聞
こ
え
る
」
で
〝
協
同
〟
の
仕
組
み
と
い
う
落

と
し
所
を
見
出
さ
れ
、

す
ご
く
い
い
お
芝
居
に

な
っ
た
と
思
い
ま
す
」

と
鋭
い
ご
批
評
の
環
さ

ん
で
あ
る
。
そ
れ
も
そ

の
は
ず
、
環
さ
ん
は
朗

読
劇
を
契
機
に
、
毎
月

一
回
開
か
れ
る
平
右
衛

門
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
紅

一
点
参
加
し
勉
強
さ
れ

て
い
る
（
写
真
真
ん
中

が
環
さ
ん
で
す
）。

　
　

現
代
座
は
も
っ
と
講
座
を
広
げ
て
ほ
し
い

　

大
学
、
高
校
、
中
学
と
い
ず
れ
も
進
学
間
近
の
三
年
生
の

お
子
さ
ん（
上
二
人
は
男
子
）が
い
る
環
さ
ん
は
大
忙
し
だ
が
、

実
は
音
大
出
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
な
の
だ
。
専
門
の
楽
器
は
ト

ラ
ン
ペ
ッ
ト
！  

故
郷
の
茨
城
の
鼓
笛
隊
で
小
学
四
年
の
時
、

こ
の
楽
器
に
出
会
っ
て
中
学
、
高
校
、
大
学
と
吹
い
て
き
た
。

二
十
歳
の
頃
は
キ
ュ
ー
バ
の
リ
ズ
ム
に
乗
せ
た
サ
ル
サ
バ
ン

ド
の
一
員
。
お
年
寄
り
向
け
の
お
芝
居
に
も
出
演
し
て
い
た

こ
と
も
。
現
代
座
と
巡
り
合
っ
た
の
は
必
然
の
成
り
行
き
か

も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。「
今
、
東
志
野
香
さ
ん
の
ヨ
ガ
教
室
に
参

加
し
て
ま
す
。
最
近
、
現
代
座
は
講
座
が
少
な
い
の
で
は
？

　

私
は
講
座
に
参
加
し
て
か
ら
現
代
座
に
来
始
め
ま
し
た
か

ら
」
と
環
さ
ん
。
是
非
と
も
サ
ル
サ
の
講
座
を
開
設
し
て
い

た
だ
き
た
い
。（
了
）※

こ
の
シ
リ
ー
ズ
を
担
当
し
て
い
る
筆
者
の

武
本
英
之
さ
ん
は
専
門
紙
「
東
京
交
通
新
聞
」

の
編
集
局
長
。
N
P
O
現
代
座
正
会
員
で
も

あ
り
ま
す
。

　
N
P
O
現
代
座
を
支
え
る
人
々

第
十
九
回
　
環 

笑
子
さ
ん

記
　
武
本
英
之
　

　
「
手
伝
っ
て
ほ
し
い

と
思
っ
た
と
き
、
気
軽

に
声
を
か
け
ら
れ
る
人

が
い
ま
す
」
と
現
代
座

の
仕
事
を
切
り
盛
り
す

る
木
下
美
智
子
さ
ん
。

そ
の
貴
重
な
お
一
人
が
環
笑
子
さ
ん
で
あ
る
。
現
代
座
に
関

わ
る
人
々
は
役
者
さ
ん
も
そ
う
だ
が
専
業
は
一
人
も
い
な
い
。

劇
団
が
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
に
な
っ
て
か
ら
は
特
に
そ
う
。
子
育
て
、

バ
イ
ト
、
趣
味
と
、
何
か
し
ら
制
約
を
抱
え
る
。
そ
ん
な
中
、

日
常
の
仕
事
を
気
安
く
頼
め
る
人
は
、
お
願
い
す
る
側
か
ら

す
る
と
神
様
の
よ
う
な
方
に
違
い
な
い
。

　
「
環
さ
ん
も
忙
し
い
方
だ
と
承
知
し
て
い
ま
す
。
彼
女
が
醸

し
出
す
ム
ー
ド
が
頼
み
や
す
い
ん
で
す
ね
。お
願
い
で
き
る
？

い
い
わ
よ
、
と
い
っ
た
感
じ
で
」
と
木
下
さ
ん
。
そ
の
乗
り

で
芝
居
の
受
付
か
ら
会
報
の
封
筒
詰
め
ま
で
、
何
で
も
お
引

き
受
け
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
筆
者
も
環
さ
ん
と
同
じ
く
、
現

代
座
が
あ
る
５
丁
目
に
住
む
が
、な
か
な
か
そ
う
は
…
…
（
言

い
訳
め
い
て
き
ま
し
た
）。

　

環
さ
ん
が
現
代
座
に
関
わ
る
き
っ
か
け
は
十
年
ほ
ど
前
、

朗
読
や
人
形
劇
の
講
座
に
参
加
し
て
か
ら
。
そ
の
頃
、「
牙
の

な
い
狼
」
と
い
う
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
講
座
に
い
っ
し
ょ
に
参
加

し
た
小
学
一
年
生
だ
っ
た
娘
の
幸
乃
（
ゆ
き
の
）
ち
ゃ
ん
は

も
う
中
学
三
年
に
な
る
。
そ
の
幸
乃
ち
ゃ
ん
が
小
学
五
年
生

環　笑子さん
（たまき　えみこ）



◆
『
ア
リ
ア
ン
サ
の
思
い
出
』

　

ブ
ラ
ジ
ル
の
サ
ン
パ
ウ
ロ
で
木
村
快
の

『
共
生
の
大
地
』
を
読
ま
れ
た
井
口
・ 

原
・

道
子
さ
ん
か
ら
、
ぜ
ひ
目
を
通
し
て
欲
し

い
と
ア
リ
ア
ン
サ
の
思
い
出
を
綴
っ
た
手

製
の
書
籍
を
送
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

道
子
さ
ん
は
１
９
３
６
年(

昭
和
11)

に

第
二
ア
リ
ア
ン
サ
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
日

本
語
教
育
を
禁
止
さ
れ
た
時
代
に
育
ち
な

が
ら
独
学
で
日
本
語
を
習
得
さ
れ
、
日
本

文
化
を
次
の
世
代
に
伝
え
た
い
と
、
ア
リ

ア
ン
サ
に
つ
い
て
の
記
憶
を
書
き
続
け
て

お
ら
れ
ま
す
。

　

子
ど
も
時
代
の
思
い
出
は
ど
れ
も
生
き

生
き
と
当
時
の
生
活
を
伝
え
て
く
れ
ま
す
。

特
に
第
二
次
大
戦
中
の
過
酷
な
移
民
の
暮

ら
し
ぶ
り
に
胸
を
打
た
れ
ま
す
。
日
本
人

に
も
知
っ
て
ほ
し
い
歴
史
で
す
。

　

写
真
は
パ
ソ
コ
ン
で
プ
リ
ン
ト
し
た
も

の
を
街
の
職
人
に
頼
み
、
コ
イ
ル
・
リ
ン

グ
で
閉
じ
た
ブ
ラ
ジ
ル
独
特
の
製
本
で
す
。

こ
の
ご
苦
労
を
含
め
、
ぜ
ひ
関
心
の
あ
る

方
々
に
読
ん
で
貰
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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現
代
座
会
館　

2
月
～
4
月　

活
動
日
誌

2
月
17
日　

愛
知
書
房
田
中
氏
来
訪
、
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
打
合
せ

　
　

18
日 「
レ
ポ
ー
ト
61
号
」
発
送
・「
平
右
衛
門
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」　　

  

　
　

19
日 「
緑
町
ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
」

　
　

22
日 「
Ｓ
Ｐ
レ
コ
ー
ド
雑
談
会
」

　
　

27
日　

ク
リ
ス
タ
ル
の
会
「
武
蔵
野
の
歌
」
上
映
会

3
月
18
日 「
平
右
衛
門
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
会
議 

　
　

19
日 「
緑
町
ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
」　　
　

　
　

22
日　

む
さ
し
の
歩
こ
う
会
の
皆
さ
ん
来
訪

　
　

28
日　

N
P
O
現
代
座
第
14
回
定
期
総
会

　
　

29
日 「
Ｓ
Ｐ
レ
コ
ー
ド
雑
談
会
」

4
月
6
日  

ブ
ラ
ジ
ル
よ
り
小
原
明
子
さ
ん
来
訪

　
　

16
日 「
緑
町
ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
」

　
　

17
日 「
平
右
衛
門
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
会
議     

　
　

26
日  

試
演
会
「
戦
時
中
の
紙
芝
居
と
歌
」

【
現
代
座
ホ
ー
ル
】

　
　

2
月
3
～
5
日　

 「
希
望
舞
台
」
稽
古

　
　

2
月
7
～
3
月
3
日　
「
伊
藤
巴
子
企
画
」
稽
古

　
　

3
月
15
・
16
日    「
シ
ア
タ
ー
青
芸
」
稽
古 　

　
　

3
月
26
～
29
日　

 「
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
・
パ
イ
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
公
演

　
　

4
月
20.
21
日　
「
青
果
鹿
」
稽
古

　
　

4
月
25
日　

 「
イ
・
カ
ン
ト
ー
リ
」
オ
ペ
ラ
稽
古

　
　

4
月
27
～
29
日　

 「
劇
団
・
影
法
師
」
稽
古

　
　

4
月
30
～
5
月
5
日 「
シ
ア
タ
ー
青
芸
」
稽
古

【
三
階
小
ホ
ー
ル
】

　
　

3
月
15
日 　

津
田
「
リ
ト
ル
・
コ
ン
サ
ー
ト
」

　
　

3
月
16
日　
「
女
声
合
唱
団
」
練
習

　
　

4
月
15
日　
「
飯
村
先
生
」
歌
の
講
座

【
定
期
使
用　

二
階
サ
ロ
ン
】

　
　

毎
日
曜
日　

早
稲
田
ラ
ジ
オ
ス
ク
ー
ル
（
学
生
支
援
）

   　

毎
月
曜
日　

子
ど
も
ク
ラ
ブ
・
バ
ン
ビ
ー
ノ

   　

毎
水
曜
日　

熟
年
パ
ソ
コ
ン
サ
ー
ク
ル

   　

隔
木
曜
日　

i
p
a
d
熟
年
講
座

　
　

毎
火
曜
日  

東
志
野
香
の
ヨ
ガ
教
室
（
３
Ｆ
）

◆
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
の
お
客
様

　

４
月
６
日
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
「
ユ
バ
農
場
」

か
ら
「
ユ
バ
・
バ
レ
エ
団
」
の
主
宰
者
、

小
原
明
子
さ
ん
が
来
日
さ
れ
、
現
代
座
を

訪
ね
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

小
原
さ
ん
は
１
９
６
１
年
、
弓
場
勇
の

招
聘
で
彫
刻
家
の
ご
主
人
小
原
久
雄
さ
ん

と
共
に
ユ
バ
農
場
に
移
住
さ
れ
、
土
か
ら

離
れ
ぬ
バ
レ
エ
団
「
バ
レ
エ
・
ド
・
ユ
バ
」

を
創
設
さ
れ
、
２
０
０
８
年
に
は
ブ
ラ
ジ

ル
連
邦
政
府
文
化
功
労
賞
を
受
賞
し
て
い

ま
す
。                      

　

今
回
は
娘
さ
ん
の
ア
ヤ
さ
ん
と
い
っ

し
ょ
に
来
日
さ
れ
、「
昔
、
大
学
教
授
だ
っ

た
父
か
ら
小
金
井
の
桜
は
ぜ
ひ
見
て
お
き

な
さ
い
」
と
言
わ
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
、

木
村
と
木
下
が
小
金
井
公
園
に
ご
案
内
し

ま
し
た
。
運
良
く
桜
は
満
開
で
し
た
。

◆
半
田
画
伯
の
『
フ
ァ
ゼ
ン
ダ
の
人
々
』

(1942

年)

を
寄
贈
し
て
頂
き
ま
し
た
。

　

　

　
フ
ァ
ゼ
ン
ダ
と
は
農
場
の
こ
と
で
す
。
半

田
知
雄
さ
ん
（1906

～1996

年
）
は

１
９
３
２
年(
昭
和
７)

に
ブ
ラ
ジ
ル
日

系
社
会
の
美
術
団
体
聖
美
会
を
創
設
さ
れ
、

多
く
の
国
際
的
画
家
を
育
て
ら
れ
た
方
で

す
。
移
民
問
題
の
専
門
家
と
し
て
も
著
名

な
方
で
、
木
村
快
の
取
材
時
は
亡
く
な
ら

れ
る
直
前
で
面
会
禁
止
で
あ
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、「
ぜ
ひ
逢
い
た
い
」
と
応
じ
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

半
田
さ
ん
は
１
９
３
０
年
代
か
ら
弓
場

勇
と
交
友
が
あ
り
、
こ
の
絵
は
１
９
４
２

年(

昭
和
17)

に
ユ
バ
農
場
で
描
か
れ
た
も

の
だ
そ
う
で
す
。

　

寄
贈
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
長
く
ブ
ラ

ジ
ル
に
滞
在
さ
れ
て
い
た
小
山
昭
子
さ
ん

で
す
。
小
山
さ
ん
は
半
田
知
雄
の
絵
の
コ

レ
ク
タ
ー
と
し
て
も
知
ら
れ
た
方
で
、「
こ

の
絵
は
現
代
座
に
飾
っ
た
方
が
い
い
と
思

う
」
と
送
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

小金井公園で。
中央・小原アヤさん、右・小原明子さん。

ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
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●年間４回発行の活動レポートをお送りします。
●会員による企画行事をお知らせします。
●お申し出があれば、上演舞台の録画ＤＶＤをお送りします。

★年会費（現代座レポート購読料を含む）
一般会員 3,000 円 
協賛会員 　　10,000 円（１口以上） 
郵便振替口座番号   00110-7-703151　ＮＰＯ現代座

ＮＰＯ現代座の会員になってください

現代座の催し物のお知らせ　　　ＮＰＯ現代座　　　TEL 042-381-5165　　FAX 042-381-6987

講演：野田政和氏（元府中第 7 小学校校長）
講演後、舞台で平右衛門役の黒澤義之と市民出演者
塚田善久も加えたトークセッションが行われます。

2015 年 5 月 15 日（金）14:00 ～ 16：00
現代座３Ｆ小ホール　参加費：500 円

武蔵野を協同の大地に変えた川崎平右衛門
合唱構成劇『武蔵野の歌が聞こえる』

脚本・演出：木村快　　　音楽：福沢達郎

2015 年 9 月 4 日（金）14:00　19：00
5 日（土）14:00　19：00
6 日（日）14:00
7 日（月）14:00

会場　　現代座ホール
参加費　大人 3000 円　小中高 1000 円
各回80人の予約制です。事前にお申し込みください。

Booklet「武蔵野の歌が聞こえる」の発行
第 1 部「武蔵野の歌が聞こえる」ものがたり
第 2 部「芝居は心の街おこし」

　この芝居の内容はどのような角度でまとめら
れたか。宝永大地震からの復興をめざした享保
の改革。そして、武蔵野新田開発は戦後の緊急
開拓と重なる。農民の自立・協同を引き出した
リーダー川崎平右衛門。

　愛知書房から 5 月末か 6 月はじめに出版。
　販売価格は 1000 円の予定です。
　ぜひお読みください。

　現代座に寄贈されている戦時中に使われた紙芝居
と、人々に歌われた歌謡と、昭和のコドモの語りです。
　昭和 12 年から 20 年まで８年も続いた大東亜戦争
の時代は、旧植民地の朝鮮で育った昭和のコドモの
木村快の目にはどのように映ったかを語ります。

第１回    戦時中の紙芝居『奮へ日本少国民』
上演・矢川千尋

　昭和 16 年に国民学校令が公布され、尋常小学校は
国民学校に改組されます。そして「もうコドモでは
ない、国を守る少国民だ！」と教育内容も全面的に
変更されます。音名の「ドレミファ」は禁止、「ハニ
ホヘト」になる。
        歌「勝ち抜く僕等少国民」「少国民進軍歌」
　　　  「父母の声」「森の水車」
6 月 20 日（土）・ 21日（日）　14:00 ～ 16：00
参加費：2000 円（コーヒー、クッキー付き）
現代座３Ｆ小ホール　各回 30 人の予約制です。

 
第２回　戦時中の紙芝居『爪文字』

上演・木の下敬志
　昭和 18 年、ニューギニア戦線で潰滅した部隊の兵
士は、洞窟の壁に自分の爪で遺書を。
　徴兵制度でかり出された若者たちはどのような状
況に追い込まれたのか。

       歌「海鷲だより」「ダンチョネ節」「空の父空の兄」

8 月 1日（土）・ 2 日（日）　14:00 ～ 16：00
参加費：2000 円（コーヒー、クッキー付き）
現代座３Ｆ小ホール　各回 30 人の予約制です。

『昭和のコドモが伝えたいこと』シリーズ 平右衛門プロジェクト・シンポジウム

「川崎平右衛門とその時代」


