
　

徳
川
み
ら
い
学
会
の
第
６
回
講
演
会

を
１
月
10
日
㈯
、静
岡
市
民
文
化
会
館

で
開
催
し
ま
し
た
。講
師
は
静
岡
県
立

美
術
館
館
長
で
徳
川
み
ら
い
学
会
会
長

の
芳
賀
徹
氏
。徳
川
時
代
に
日
本
に
渡

来
し
、外
か
ら
の
眼
で
日
本
社
会
を
観

察
し
、記
述
し
た
外
国
人
旅
行
者
た
ち

の
文
章
を
読
み
解
く
こ
と
で
徳
川
時
代

を
再
評
価
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

要
旨
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

外
国
人
旅
行
者
た
ち
は
、日
本
人
が

当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
記
録
に
も
残

さ
な
い
で
い
る「
徳
川
日
本
」の
社
会
と

自
然
の
面
白
さ
や
美
し
さ
、不
思
議
さ

を
、自
身
の
文
明
圏
と
比
較
し
、鮮
や
か

に
描
き
残
し
て
く
れ
ま
し
た
。こ
こ
で

は
、ド
イ
ツ
の
ケ
ン
ペ
ル（1651-1716

）、ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ツ
ン
ベ
ル
ク（1743-1828

）、

イ
ギ
リ
ス
の
オ
ー
ル
コッ
ク（1809-1897

）

の
記
述
に
つい
て
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　

５
代
将
軍
徳
川
綱
吉
の
時
代
に
や
っ

て
き
た
ケ
ン
ペ
ル
は
、『
日
本
誌
』で
徳
川

日
本
に
つ
い
て
、街
並
み
や
人
間
観
察
な

ど
を
詳
細
に
著
し
ま
し
た
。

　

例
え
ば
江
戸
の
日
本
橋
風
景
で
は
、

「
歩
い
て
い
る
者
も
い
れ
ば
駕
籠
を
使
う

人
も
い
た
。ヨ
ー
ロ
ッ
パ
軍
隊
式
の
隊
形

を
し
た
約
１
０
０
人
の
消
防
隊
の
行
進

に
も
出
会
っ
た
。彼
ら
の
制
服
は
褐
色
の

革
の
上
着
で
、火
事
に
都
合
の
よ
い
作
り

で
あ
っ
た
」と
い
う
風
に
、日
本
の
紀
行

文
学
に
は
書
か
れ
な
い
も
の
が
鮮
明
に

書
か
れ
て
い
ま
し
た
。そ
れ
は
鑑
賞
で
は

な
く
観
察
の
旅
行
で
し
た
。

　

こ
の
ケ
ン
ペ
ル
が
最
後
に
評
価
し
た
こ

と
は
鎖
国
で
し
た
。初
め
は
否
定
か
ら

入
る
の
で
す
が
、日
本
が
置
か
れ
て
い
る

地
理
的
環
境
や
歴
史
を
み
る
と
、鎖
国

す
る
こ
と
で
国
民
の
幸
福
や
平
和
を
築

き
上
げ
て
い
る
と
結
論
づ
け
ま
し
た
。

明
治
期
以
降
に
強
ま
っ
た
マ
イ
ナ
ス
イ
メ

ー
ジ
の
鎖
国
で
す
が
、鎖
国
の
時
代
に
生

き
、観
察
し
た
ケ
ン
ペ
ル
は
鎖
国
を
肯
定

的
に
捉
え
ま
し
た
。

　　

博
物
学
者
の
ツ
ン
ベ
ル
ク
は
、ア
フ
リ
カ

徳
川
み
ら
い
学
会
第
６
回
講
演
会
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や
イ
ン
ド
、東
南
ア
ジ
ア
を
渡
り
、18
世

紀
の
徳
川
日
本
に
や
っ
て
き
ま
す
が
、日

本
は
他
国
と
比
べ
て
ま
る
で
違
い
、平
和

で
、民
衆
は
豊
か
で
あ
る
こ
と
を
感
じ

ま
す
。特
に
農
業
が
実
に
行
き
届
い
て

発
達
し
て
い
る
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。

　

中
川
淳
庵
や
桂
川
甫
周
と
いっ
た
蘭

学
者
は
西
洋
科
学
を
学
ぼ
う
と
ツ
ン
ベ

ル
ク
の
も
と
に
集
ま
り
ま
す
。彼
ら
は

と
て
も
熱
心
で
、ツ
ン
ベ
ル
ク
は
質
問
攻

め
に
疲
れ
き
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
が
、そ
の
勤
勉
さ
や
好
奇
心
、礼

儀
正
し
さ
を
高
く
評
価
し
ま
し
た
。

　

イ
ギ
リ
ス
の
初
代
駐
日
全
権
公
使
と

し
て
日
本
に
や
っ
て
き
た
オ
ー
ル
コ
ッ
ク

は
、攘
夷
派
横
行
に
辟
易
し
、日
本
は
野

蛮
国
と
い
う
偏
見
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
日
本
各
地
を
旅
行
し
見
聞
を

広
め
て
い
く
こ
と
で
、日
本
に
は
徳
川
の

平
和
、「
パ
ク
ス・ト
ク
ガ
ワ
ー
ナ
」の
豊
か

さ
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
す
。そ

し
て
強
引
に
開
国
を
迫
る
列
強
政
府
の

外
交
に
対
し
疑
問
を
持
つ
な
ど
、だ
ん

だ
ん
と
考
え
方
が
変
わ
り
日
本
び
い
き

に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

平
和
の
時
代
に
蓄
積
し
た
知
識
や
学

問
に
よ
っ
て
、幕
府
を
中
心
と
し
た
武
士

た
ち
が
世
界
の
中
で
の
日
本
の
ゆ
く
え
に

つ
い
て
考
え
た
結
果
が
、明
治
時
代
へ
の

大
転
換
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

明
治
維
新
は
徳
川
日
本
の「
パ
ク
ス・ト
ク

ガ
ワ
ー
ナ
」が
生
ん
だ
最
後
の
見
事
な
遺

産
で
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

「
西
洋
人
の
見
た
徳
川
日
本
」

静
岡
県
立
美
術
館
館
長
・
徳
川
み
ら
い
学
会
会
長　

芳
賀　
徹
氏

徳
川
日
本
を
世
界
と
比
べ
る

西
欧
の
対
日
外
交
の
批
判
に

転
じ
る
オ
ー
ル
コ
ッ
ク

勤
勉
で
好
奇
心
旺
盛
な
国
民

性
を
感
じ
た
ツ
ン
ベ
ル
ク

鎖
国
肯
定
論
の
ケ
ン
ペ
ル


