
　

徳
川
み
ら
い
学
会
の
第
６
回
講
演
会

を
２
月
３
日
㈬
、静
岡
市
民
文
化
会
館

で
開
催
し
ま
し
た
。静
岡
大
学
名
誉
教

授
小
和
田
哲
男
氏
か
ら
、戦
国
三
大
文

化
の
１
つ
で
あ
る
今
川
文
化
が
家
康
公

に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ

き
ま
し
た
。要
旨
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

駿
府
の
今
川
文
化
は
、周
防
山
口
の

大
内
文
化
や
越
前
一
乗
谷
の
朝
倉
文
化

と
と
も
に
戦
国
三
大
文
化
と
し
て
知
ら

れ
て
い
ま
す
。そ
の
中
で
も
特
に
今
川

文
化
は
群
を
抜
い
て
先
進
的
な
も
の
で

し
た
。象
徴
的
な
も
の
の
一つ
に
今
川
氏

親
が
制
定
し
た
分
国
法「
今
川
仮
名
目

録
」と
、そ
の
子
義
元
の「
仮
名
目
録
追

加
」が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。甲
斐
の
武
田

氏
の
分
国
法「
甲
州
法
度
之
次
第
」に

も
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。

　

駿
河
の
ほ
か
遠
江
と
三
河
ま
で
勢
力

を
伸
ば
し
、東
海
道
を
手
中
に
収
め
た

今
川
家
は
、商
品
流
通
経
済
を
重
視
し

た
国
づ
く
り
を
行
い
ま
し
た
。今
川
家

が
財
政
的
に
豊
か
で
あ
っ
た
の
は
、経
済

の
発
展
が
あ
っ
た
た
め
で
す
。

　

そ
の
財
政
力
を
も
っ
て
、文
化
政
策

を
推
進
し
ま
し
た
。公
家
と
の
姻
戚
関

係
を
持
つ
こ
と
で
京
都
風
公
家
文
化
が

駿
府
に
お
い
て
花
開
き
ま
し
た
。ま
た
、

今
川
義
元
を
育
て
た
太
原
崇
孚（
雪

斎
）が
家
臣
に
い
た
こ
と
か
ら
も
臨
済

宗
や
曹
洞
宗
と
いっ
た
禅
宗
系
の
寺
院

が
多
く
禅
宗
文
化
が
根
付
い
た
の
で
す
。

　

８
歳
に
な
る
竹
千
代
が「
人
質
」と

し
て
今
川
家
に
や
っ
て
き
ま
し
た
が
、な

ぜ
今
川
義
元
は
雪
斎
を
竹
千
代
に
つ
け

る
な
ど
、普
通
の
人
質
と
は
違
い
優
遇

し
た
の
か
。こ
れ
に
は
、竹
千
代
を
将
来

今
川
家
の
一
翼
を
担
う
武
将
に
育
て
た

い
と
い
う
想
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。子
で
あ
る
今
川
氏
真
を
補

佐
し
て
く
れ
る
年
齢
の
近
い
重
臣
を
望

ん
で
い
た
の
で
は
と
思
わ
れ
ま
す
。

　　
「
人
質
」の
竹
千
代
は
雪
斎
か
ら
四
書

五
経
を
学
び
ま
す
が
、特
に
論
語
と
孟

徳
川
み
ら
い
学
会
第
６
回
講
演
会

子
が
多
い
よ
う
で
し
た
。ま
た
、「
武
辺

咄
聞
書（
ぶ
へ
ん
ば
な
し
き
き
が
き
）」

に
よ
る
と
武
経
七
書
と
呼
ば
れ
る
兵
法

書
も
学
ん
で
い
ま
す
。戦
で
の
戦
略
や

戦
術
の
ほ
か
、為
政
者
と
し
て
上
に
立
つ

も
の
に
必
要
な
事
柄
も
そ
こ
で
学
び
ま

し
た
。例
え
ば「
六
韜（
り
く
と
う
）」に

は「
天
下
は
一
人
の
天
下
に
あ
ら
ず
、す

な
わ
ち
天
下
の
天
下
な
り
」と
い
う
記

載
が
あ
り
ま
す
が
、こ
れ
は
家
康
の
名

言
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

家
康
が
天
下
を
取
り
、武
断
政
治
か

ら
文
治
政
治
に
大
き
く
舵
を
き
っ
た
背

景
に
は
、「
人
質
」時
代
の
駿
府
に
お
け

る
今
川
の
文
化
的
環
境
が
関
係
し
て
い

ま
す
。例
え
ば「
鷹
狩
り
」。武
家
の
も

の
と
思
わ
れ
や
す
い
で
す
が
、本
来
は
公

家
文
化
で
あ
る
鷹
狩
り
を
、「
人
質
」時

代
に
行
って
い
た
の
で
す
。

　

他
に
も「
書
籍
を
刊
行
し
て
世
に
伝
へ

ん
は
、仁
政
の
第
一
な
り
」と「
武
野
燭

談
」に
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、家
康
は

伏
見
版・駿
河
版
と
い
わ
れ
る
出
版
事
業

に
力
を
入
れ
ま
し
た
。こ
れ
は
、雪
斎
が

「
聚
分
韻
略（
し
ゅ
う
ぶ
ん
い
ん
り
ゃ
く
）」

及
び「
歴
代
序
略
」と
いっ
た
木
版
を
出

版
し
た
こ
と
に
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。

　

桶
狭
間
の
戦
い
の
後
、今
川
家
は
滅

び
て
い
き
ま
す
が
、家
康
は
儀
式・典
礼

を
司
る
よ
う
な
高
家
と
し
て
今
川
家
を

残
し
ま
し
た
。幼
少
時
代
、義
元
や
雪

斎
か
ら
受
け
た
恩
義
や
教
え
を
終
生

忘
れ
な
い
と
いっ
た
気
持
ち
が
あ
っ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。

「
家
康
公
を
育
ん
だ
駿
府
の
今
川
文
化
」

静
岡
大
学
名
誉
教
授　

小
和
田
哲
男
氏

戦
国
大
名
と
し
て

先
進
的
だ
っ
た
今
川
家

今
川
家
の
文
化
的
環
境
が

家
康
に
与
え
た
影
響

雪
斎
か
ら
学
ん
だ
も
の

家
康
が「
人
質
」と
な
っ
た
理
由
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