
　

徳
川
み
ら
い
学
会
の
第
５
回
講
演

会
を
12
月
12
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
本
多
隆
成
氏
。

家
康
公
が「
豊
臣
公
儀
」に
代
わ
り

「
徳
川
公
儀
」を
い
か
に
確
立
し
た
の

か
に
つい
て
を
主
に
語
って
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

要
旨
は
次
の
と
お
り
で
す
。

 

「
公
儀
」と
は
室
町
幕
府
の
頃
か
ら

言
わ
れ
始
め
た
も
の
で
す
が
、武
家
に

よ
る
支
配
の
正
統
性
を
表
す
言
葉
で

す
。江
戸
時
代
に
な
る
と
、幕
府
そ
の

も
の
を
指
し
て「
公
儀
」と
言
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。関
ヶ
原
の
合
戦

で
家
康
公
は
天
下
の
実
権
を
握
る
こ

と
に
な
り
ま
す
が
、「
豊
臣
公
儀
」の

下
で
の
勝
利
と
い
う
こ
と
で
し
た
。そ

の
後
、征
夷
大
将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
て
江

戸
幕
府
を
開
く
事
で
、「
徳
川
公
儀
」

の
形
成
に
向
け
て
、確
か
な
一
歩
を
踏

み
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　　

家
康
公
は
将
軍
職
を
わ
ず
か
２
年

で
譲
る
の
で
す
が
、こ
れ
は
徳
川
氏
が

将
軍
と
し
て
政
権
を
世
襲
す
る
こ
と

を
天
下
に
知
ら
し
め
た
も
の
で
し
た
。

こ
う
す
る
こ
と
で
い
ず
れ
豊
臣
秀
頼

が
関
白
と
し
て
再
び
政
権
を
担
う
だ

ろ
う
と
い
う
豊
臣
方
の
期
待
を
打
ち

砕
い
て
い
き
ま
し
た
。

　　

大
御
所
政
治
で
は
、「
徳
川
公
儀
」

を
実
質
化
し
て
い
く
為
に
、４
つ
の
大

名
政
策
を
実
施
し
ま
し
た
。①
築
城

の
際
の
い
わ
ゆ
る
土
木
工
事
を
課
し
た

「
御
手
伝
普
請（
お
て
つ
だ
い
ぶ
し
ん
）」

や
、②
各
村
の
石
高
が
記
さ
れ
て
い
て

国
家
的
土
地
台
帳
と
も
い
え
る「
御

前
帳（
ご
ぜ
ん
ち
ょ
う
）」や「
国
絵

図
」の
徴
収
、③
二
条
城
で
豊
臣
秀
頼

を
引
見
、④
大
名
に
対
し
起
請
文
を

上
げ
さ
せ
る
事
を
行
い
ま
し
た
。

　

対
朝
廷
関
係
と
し
て
は
、公
家
衆

徳
川
み
ら
い
学
会
第
５
回
講
演
会
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と
天
皇
の
女
房
衆
と
の「
宮
女
密
通
事

件
」が
起
こ
り
、そ
の
処
分
を
朝
廷
で

は
な
く
て
家
康
公
が
主
導
で
行
い
ま

し
た
。こ
の
結
果
、朝
廷
の
権
限
が
大

き
く
そ
が
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

対
外
関
係
で
も
、ウ
ィ
リ
ア
ム・ア
ダ

ム
ス
や
ヤ
ン・ヨ
ー
ス
テ
ン
の
外
交
顧
問

と
し
て
の
起
用
や
朱
印
船
貿
易
を
開

始
し
、交
易
は
駿
府
政
権
の
も
と
で

始
め
ま
し
た
。

　　

死
期
が
近
い
事
を
悟
っ
た
家
康
公

は
本
多
正
純
や
天
海
、崇
伝
の
３
人
を

呼
び
、自
ら
の
死
後
の
対
応
を
指
示
し

ま
し
た
。遺
体
は
久
能
山
に
納
め
、葬

儀
は
江
戸
の
増
上
寺
、位
牌
は
三
河

大
樹
寺
に
立
て
る
こ
と
と
し
、そ
し
て

一
周
忌
を
過
ぎ
た
ら
下
野
日
光
山
に

勧
請
せ
よ
と
い
う
も
の
で
し
た
。そ
の

後
家
康
公
の
神
号
を
め
ぐ
っ
て
、天
海

の「
権
現
」案
と
、崇
伝
の「
大
明
神
」

案
で
論
争
が
あ
り
ま
し
た
。本
来
で

あ
れ
ば
家
康
公
は
久
能
山
で
吉
田
神

道
の
方
式
で
葬
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

「
大
明
神
」に
な
る
だ
ろ
う
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
し
た
が
、天
海
の
主
張
が
通

り
、結
果
、家
康
公
は
東
照
大
権
現
と

な
り
ま
し
た
。そ
の
後
、下
野
日
光
東

照
社
の
造
営
が
な
さ
れ
、「
東
照
宮
」

と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、

勅
使（
日
光
例
幣
使
）が
毎
年
４
月
に

派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

「
家
康
公
の
大
御
所
政
治
と
久
能
山
」

静
岡
大
学
名
誉
教
授　

本
多
隆
成
氏

家
康
公
の
遺
言
と
久
能
山

大
御
所
政
治
の
諸
政
策

将
軍
か
ら
大
御
所
へ


