
　
「
徳
川
み
ら
い
学
会
」の
設
立
総

会
を
、４
月
18
日
、静
岡
市
民
文
化

会
館
で
開
催
し
ま
し
た
。家
康
公
四

百
年
祭
に
合
わ
せ
て
、当
会
議
所
が

中
心
と
な
って
本
学
会
を
設
立
し
ま

し
た
。総
会
に
は
会
員
ら
８
０
０
名

が
参
加
。設
立
発
起
人
代
表
の
後
藤

康
雄
会
頭
が「
家
康
公
ゆ
か
り
の
地

で
あ
る
静
岡
に
住
む
市
民
に
、徳
川

時
代
の
素
晴
ら
し
さ
を
知
っ
て
も
ら

い
た
い
」と
挨
拶
し
ま
し
た
。

　

世
界
史
上
例
を
み
な
い
２
６
５
年

に
も
及
ぶ
平
和
な
時
代
を
築
い
た

徳
川
家
康
公
が
薨
去
さ
れ
て
か
ら
、

ま
も
な
く
４
０
０
年
を
迎
え
ま
す
。

「
徳
川
時
代
」の
我
が
国
は
、「
軍
縮

革
命
を
実
現
し
た
平
和
国
家
」で

「
究
極
の
循
環
型
社
会
」、ま
た「
高

度
で
洗
練
さ
れ
た
文
化
の
成
熟
期
」

で
も
あ
り
ま
し
た
。そ
し
て
こ
れ
ら

の
礎
を
築
い
た
の
が
駿
府
大
御
所
時

代
の
10
年
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。こ
の

「
徳
川
時
代
」を
改
め
て
研
究
し
、そ

の
知
恵
や
歴
史
的
意
義
を
静
岡
の

地
か
ら
未
来
の
日
本
、そ
し
て
世
界

へ
と
発
信
し
て
い
き
ま
す
。

　

徳
川
み
ら
い
学
会
で
は
今
年
度
６

回
の
講
演
会
を
開
催
し
ま
す
。総

会
後
に
開
催
し
た
第
１
回
講
演
会

で
は
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
お
願
い
し
て

い
る
６
名
の
先
生
方
が
登
壇
し
、「
家

康
公
へ
の
思
い
」を
テ
ー
マ
に
ト
ー
ク

セ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
い
ま
し
た
。ま
た
、

当
日
出
席
で
き
な
か
っ
た
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
の
熊
倉
功
夫
氏
か
ら
は
ビ
デ
オ

レ
タ
ー
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
紹

介
し
ま
す
。

徳
川
み
ら
い
学
会
設
立
総
会・講
演
会

徳
川
み
ら
い
学
会
が
発
足

徳
川
み
ら
い
学
会
の
目
的

第
１
回
講
演
会
テ
ー
マ
は

「
家
康
公
への
思
い
」
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「
伝
承
や
物
語
と
い
う
も
の

か
ら
、家
康
公
が
ど
う
い
う
存

在
で
あ
っ
た
の
か
浮
か
び
上
が

ら
せ
た
い
。徳
川
時
代
は
、家

康
公
に
対
す
る
あ
る
種
特
別

な
思
慕
が
、民
衆
の
間
に
造
成

さ
れ
て
い
く
こ
と
で
安
定
し
た

社
会
が
で
き
て
い
っ
た
と
思
い

ま
す
。」

　
「
徳
川
時
代
を
一
言
で
表
現

し
て
み
よ
と
言
わ
れ
た
ら
、18

世
紀
後
半
の
与
謝
蕪
村
の
俳

句
を
挙
げ
ま
す
。「
う
づ
み
火

や
終
に
は
煮
ゆ
る
鍋
の
も
の

（
火
鉢
の
炭
は
灰
に
う
ず
ま
っ

て
い
る
。そ
の
上
に
か
け
て
あ

る
小
さ
な
鍋
は
い
つ
煮
え
る
と

も
分
か
ら
な
い
が
、ま
あ
そ
の

う
ち
煮
え
る
だ
ろ
う
。）」。ま

さ
に
こ
れ
は
低
成
長・低
消
費

で
こ
そ
本
当
の
文
明
の
生
活
が

で
き
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま

す
。」

つ
ひ

　
「
家
康
公
は
天
下
人
に
な
る

ま
で
に
随
分
長
い
間
の
隠
忍
自

重
の
生
活
が
続
き
ま
し
た
。そ

の
経
験
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、徳

川
体
制
を
万
全
な
も
の
ま
で
持

って
い
け
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。」

や
武
家
が
行
っ
て
い
た
修
理

が
、庶
民
階
級
に
ま
で
広
が
っ

た
為
で
あ
り
、庶
民
が
生
活
的

に
豊
か
に
な
っ
て
いっ
た
証
と
い

う
こ
と
な
の
で
す
。」

　
「
馬
上
で
取
っ
た
天
下
は
馬

上
の
ま
ま
治
め
ら
れ
な
い
こ
と

を
知
って
い
た
家
康
公
は
、天
下

を
治
め
た
時
に
、今
ま
で
と
全

く
違
う
視
点
を
も
って
行
動
に

移
し
ま
し
た
。こ
の
懐
の
大
き

さ
に
興
味
を
持
って
い
ま
す
。」

静
岡
大
学

名
誉
教
授

小
和
田
哲
男
氏

　
「
家
康
公
の
功
績
の
一
つ
と

し
て
、江
戸
に
幕
府
を
開
い
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
ま
で

政
治
経
済
の
中
心
だ
っ
た
京
都

や
大
坂（
阪
）の
機
能
を
江
戸

に
移
す
事
で
、東
海
道
お
よ
び

東
国
を
飛
躍
的
に
発
展
さ
せ

て
い
ま
す
。」東

京
藝
術
大
学
大
学
院

教
授籔

内
佐
斗
司
氏

　
「
現
在
に
お
い
て
私
は
仏
像

の
修
理
を
や
って
い
ま
す
が
、調

べ
て
み
る
と
江
戸
期
の
元
禄
年

間
に
仏
像
の
修
理
が
多
く
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。こ
れ
は
、そ
れ
ま
で
貴
族

静
岡
文
化
芸
術
大
学

学
長熊

倉
功
夫
氏

ビ
デ
オ
レ
タ
ー

　
「
徳
川
時
代
は
ち
ょ
う
ど
近

代
日
本
の
歩
み
と
よ
く
似
た

と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。素
晴
ら

し
い
文
化
が
徳
川
時
代
の
低

成
長
の
中
で
ど
う
し
て
で
き
た

の
か
、も
う
一
度
振
り
返
っ
て
み

る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
秘
密
を
解
き
明
か
し
、今

後
の
日
本
に
当
て
は
め
る
こ
と

を
徳
川
み
ら
い
学
会
に
期
待

し
て
い
ま
す
。」


