
　

徳
川
み
ら
い
学
会
の
第
３
回
講
演

会
を
７
月
５
日
㈯
、静
岡
市
民
文
化

会
館
で
開
催
し
ま
し
た
。講
演
会
の

講
師
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
教

授
の
山
本
博
文
氏
。武
家
政
権
に
も

か
か
わ
ら
ず
、な
ぜ
徳
川
時
代
は
長
い

平
和
を
実
現
で
き
た
の
か
、徳
川
時

代
の「
武
威
」を
基
軸
に
語
って
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

要
旨
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

戦
場
で
勇
敢
に
戦
う
こ
と
を
重
視

し
、国
家
の
支
配
理
念
を「
武
篇
道
」

に
お
い
た
織
田
信
長
は
、天
下
を
ほ
ぼ

統
一
し
た
後
も
戦
い
を
や
め
ず
明
征

服
ま
で
を
視
野
に
入
れ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
豊
臣
秀
吉
も
朝
鮮
に
出
兵
し
ま

し
た
が
、こ
の
軍
事
的
な
威
信
が
家
臣

団
を
惹
き
つ
け
る
も
の
で
あ
り
ま
し

た
。

　

そ
の
後
を
継
い
だ
徳
川
家
康
も
、

「
武
威
」を
根
幹
と
し
た
支
配
統
治
を

行
い
ま
し
た
が
、周
辺
諸
国
と
の
関
係

修
復
に
努
め
、明
や
朝
鮮
と
の
国
交
回

復
の
ほ
か
、オ
ラ
ン
ダ・ス
ペ
イ
ン
と
の
貿

易
を
開
始
し
ま
す
。ま
た
キ
リ
ス
ト

教
が
広
ま
る
と
臣
下
が
自
分
の
言
う

こ
と
を
聞
か
な
く
な
る
だ
ろ
う
と
感

じ
、キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
禁
止
も
行
い

ま
し
た
。そ
の
後
の
秀
忠・家
光
の
方

針
も
変
わ
ら
ず
、最
終
的
に
は
鎖
国

体
制
が
完
成
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。幕
府
は
、海
外
と
の
通
商
を
制
限

す
る
こ
と
や
、将
軍
の
権
威
を
守
る
た

め
紛
争
が
で
き
る
だ
け
起
こ
ら
な
い
よ

う
な
態
勢
を
と
って
い
き
ま
し
た
。

　　

そ
の
後
、中
国
で
は
南
下
し
て
き
た

清
に
対
抗
す
る
明
の
遺
臣
が
、幕
府
に

対
し
て
軍
事
支
援（
乞
師・き
っ
し
）を

徳
川
み
ら
い
学
会
第
３
回
講
演
会
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求
め
て
き
ま
し
た
。各
国
大
名
に
は

武
士
で
あ
る
以
上
出
陣
希
望
を
出
す

と
い
う
、戦
い
に
対
し
て
拒
否
で
き
な

い「
武
威
」が
あ
っ
た
の
で
す
が
、幕
府

は
理
由
を
つ
け
て
乞
師
の
謝
絶
を
行

い
ま
し
た
。つ
ま
り
、幕
府
は
武
威
を

大
事
に
し
、武
威
と
い
う
建
前
だ
け
は

守
っ
て
い
る
が
、実
質
的
に
は
出
来
る

だ
け
紛
争
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
な
動

き
を
と
り
、負
け
て
恥
を
か
か
な
い
こ

と
を
追
求
す
る
よ
う
な
国
家
体
制
に

な
って
い
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、18
世
紀
以
降
建
前
の「
武

威
」が
崩
れ
る
よ
う
な
事
態
が
起
こ

り
ま
す
。ペ
リ
ー
が
来
航
し
た
際
に
は

本
来
で
あ
れ
ば
打
ち
払
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
わ
け
で
す
が
、戦
い
を
挑
め

ば
負
け
る
の
は
目
に
見
え
て
い
る
た

め
、避
戦
政
策
と
し
て
屈
辱
的
に
開

国
を
受
け
入
れ
ま
し
た
。国
内
で
は

事
態
の
説
明
が
つ
か
ず
、つ
い
に
は
政

権
の
座
か
ら
降
り
る
こ
と
に
な
り
ま

す
が
、「
武
威
」と
い
う
建
前
が
あ
っ
た

こ
と
が
要
因
の
一
つ
で
し
た
。

　

２
６
５
年
に
及
ぶ
平
和
な
時
代
は
、

「
武
威
」を
守
ろ
う
と
す
る
に
は
戦
わ

な
い
こ
と
が
一
番
だ
と
い
う
逆
説
が
成

立
し
た
結
果
で
し
た
。そ
の
中
で
国
内

産
業
は
発
達
し
、外
国
と
の
戦
争
に
よ

る
お
金
の
浪
費
も
な
く
、国
富
が
蓄
積

さ
れ
、民
衆
も
安
定
し
た
生
活
を
営
む

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

「
徳
川
時
代
の『
武
威
』と『
平
和
』」

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
教
授　

山
本
博
文
氏

信
長
と
秀
吉
の
時
代
の

支
配
理
念

「
武
威
」と「
平
和
」

徳
川
３
代
の
対
外
政
策

建
前
と
な
っ
た「
武
威
」


