
　

徳
川
み
ら
い
学
会
の
第
３
回
講
演
会

を
８
月
20
日
㈫
、静
岡
市
民
文
化
会
館

で
開
催
し
ま
し
た
。講
師
は
静
岡
大
学

名
誉
教
授
の
小
和
田
哲
男
氏
。家
康
公

が
何
を
学
び
、ど
の
よ
う
に
活
か
し
た
の

か
語
って
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

要
旨
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
『
武
辺
咄
聞
書
』に
家
康
公
は「
幼
少

よ
り
臨
済
寺
の
雪
斎
に
た
よ
り
兵
書
を

読
習
給
ふ
」と
書
か
れ
て
い
ま
す
。家
康

公
は
、８
歳
か
ら
雪
斎
が
亡
く
な
る
14

歳
の
時
ま
で
６
年
間
、雪
斎
に
教
え
を

受
け
、兵
法
書
を
も
と
に
、普
通
の
人
間

と
し
て
い
か
に
生
く
べ
き
か
と
い
う
だ
け

で
は
な
く
、上
に
立
つ
者
と
し
て
の
務

め
、国
を
い
か
に
治
め
て
い
く
か
、人
の
リ

ー
ダ
ー
と
し
て
ど
う
い
う
資
質
が
必
要

か
、そ
う
い
う
と
こ
ろ
ま
で
習
っ
た
と
思

わ
れ
ま
す
。

　

家
康
公
は
大
御
所
と
し
て
駿
府
に

入
城
し
た
時
に「
駿
河
文
庫
」と
い
う

私
設
図
書
館
を
つ
く
り
ま
し
た
。和
書

は『
日
本
書
紀
』『
続
日
本
紀
』『
延
喜

式
』、漢
籍
は『
貞
観
政
要
』『
周
易
』

『
論
語
』『
大
学
』『
史
記
』な
ど
１
，０
０

０
余
部
、約
１
万
冊
の
蔵
書
が
あ
り
ま

し
た
。

　

源
氏
が
三
代
で
滅
び
た
後
、執
権
北

条
氏
が
編
纂
し
た
鎌
倉
幕
府
の
歴
史

『
吾
妻
鏡
』を
通
し
て
、家
康
公
は
、源

頼
朝
が
鎌
倉
に
武
家
政
権
を
樹
立
し

て
い
っ
た
歴
史
を
克
明
に
学
ぼ
う
と
し

ま
し
た
。

　

源
氏
と
平
氏
が
政
権
を
交
代
で
握

る「
源
平
交
代
思
想
」と
い
う
面
白
い
考

え
方
が
あ
り
、平
清
盛
か
ら
始
ま
り
、

次
に
源
頼
朝
、北
条
氏（
本
姓・平
氏
）、

足
利
尊
氏（
源
氏
）と
交
互
に
政
権
を

と
っ
て
い
ま
す
。次
の
織
田
信
長
は
本
来

の
姓
は
藤
原
氏
で
あ
り
な
が
ら
、途
中

か
ら
平
氏
を
名
乗
り
ま
す
。そ
の
後
を

狙
っ
て
い
た
家
康
公
も
同
様
に
、途
中
か

ら
源
氏
の
系
図
を
作
り
、源
氏
を
名
乗

り
ま
し
た
。こ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
、

座
右
の
書
と
し
て『
吾
妻
鏡
』を
読
ん
で

い
た
と
思
い
ま
す
。

「
家
康
を
天
下
人
に
し
た
教
育
と
学
問
」

静
岡
大
学
名
誉
教
授　
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幼
少
時
代

家
康
公
の
印
刷
事
業

前
車
の
覆
る
は
後
車
の
戒
め

座
右
の
書『
吾
妻
鏡
』
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「
東
照
宮
御
実
紀
附
録
巻
二
十
二
」

に
よ
る
と
、家
康
公
は
伏
見
の
円
光
寺

に
木
版
活
字
を
作
ら
せ
て
、『
貞
観
政

要
』や『
孔
子
家
語
』を
印
刷
さ
せ
て
い

ま
す
。そ
の
後
、駿
府
に
お
い
て
銅
版
活

字
に
よ
る
印
刷
事
業
を
行
い
ま
す
。

　

印
刷
事
業
に
本
格
的
に
力
を
入
れ
る

家
康
公
の
思
い
は
、関
ヶ
原
の
戦
い
で
武

断
政
治
は
終
わ
り
、今
後
は
文
治
政
治

だ
と
い
う
宣
言
で
も
あ
っ
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。駿
府
で
は『
群
書
治
要
』と『
大

蔵
一
覧
』の
印
刷
を
手
掛
け
ま
し
た
。

　

そ
れ
ま
で
の
本
は
書
写
が
多
く
、読

む
人
が
限
ら
れ
て
い
る
上
に
、写
し
間

違
い
の
可
能
性
が
あ
り
ま
し
た
。活
字

に
す
る
こ
と
で
か
な
り
の
部
数
が
で
き
、

多
く
の
人
に
読
ま
れ
ま
す
。『
太
閤
記
』

や『
南
総
里
見
八
犬
伝
』と
いっ
た
本
が

そ
の
後
出
版
さ
れ
、書
籍
文
化
が
我
が

国
の
文
化
と
し
て
定
着
し
て
い
き
ま
す

が
、そ
の
基
礎
を
築
い
た
の
は
、こ
の
時

期
の
家
康
公
の
印
刷
事
業
で
あ
っ
た
と

言
え
ま
す
。

　
「
前
車
の
覆
る
は
後
車
の
戒
め
」は
、

戦
国
時
代
の
子
供
た
ち
が
勉
強
し
た

『
実
語
教
』や『
童
子
教
』と
い
う
本
に

出
て
く
る
言
葉
で
す
。家
康
公
は
、先

人
た
ち
が
ど
う
い
う
政
治
を
行
っ
た
か
、

そ
の
政
治
の
成
功
例・失
敗
例
を
教
育

や
本
で
学
び
、そ
れ
を
た
だ
学
ん
だ
の
で

は
な
く
、自
分
の
政
治
の
指
針
と
し
ま

し
た
。

　

家
康
公
を
天
下
人
に
し
た
教
育
と

学
問
と
い
う
も
の
を
、い
ま
一
度
私
た
ち

は
洗
い
直
し
、も
う
少
し
目
を
向
け
て

い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
感

じ
て
い
ま
す
。


