
　

徳
川
み
ら
い
学
会
の
第
７
回
講
演
会

を
３
月
14
日
㈯
、静
岡
市
民
文
化
会
館

で
開
催
し
ま
し
た
。講
師
は
お
江
戸
ル

（
お
江
戸
の
ア
イ
ド
ル
）と
し
て
注
目
を

集
め
る
タ
レ
ン
ト
堀
口
茉
純
氏
。浮
世

絵
を
通
し
て
、庶
民
に
よ
っ
て
育
ま
れ
た

徳
川
時
代
の
文
化
に
つ
い
て
触
れ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

要
旨
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

戦
国
時
代
に
家
康
公
が
馬
印
で
掲

げ
た
言
葉
は「
厭
離
穢
土
欣
求
浄
土（
お

ん
り
え
ど
ご
ん
ぐ
じ
ょ
う
ど
）」で
し
た
。

戦
乱
の
世
を
終
わ
ら
せ
平
和
の
時
代
を

つ
く
る
事
を
、家
康
公
は
戦
国
時
代
に

既
に
打
ち
出
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。家
康
公
が
平
和
に
か
け
る
思
い

は
徹
底
し
て
お
り
、将
軍
家
の
後
継
者

争
い
で
国
が
傾
く
こ
と
が
無
い
よ
う
、尾

張・紀
州・水
戸
の
徳
川
御
三
家
に
継
承

権
を
与
え
る
と
いっ
た
お
家
存
続
シ
ス
テ

ム
を
築
き
ま
し
た
。

　

貴
族
が
中
心
の
西
洋
文
化
と
比
べ
、徳

川
時
代
の
文
化
は
庶
民
が
中
心
と
な
っ

て
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。例
え
ば
髪
形
で
は

「
虎
御
前
」も
し
く
は
島
田
出
身
の
遊
女

が
結
っ
た
と
言
わ
れ
る「
島
田
髷
」が
ま
さ

に
庶
民
か
ら
流
行
っ
た
文
化
の
一
つ
で
す
。

　　

庶
民
の
娯
楽
で
あ
っ
た
浮
世
絵
は
、ゴ

ッ
ホ
な
ど
多
く
の
西
洋
画
家
に「
構
図
」

「
表
現
」「
値
段
」と
い
う
点
で
衝
撃
を

与
え
ま
し
た
。見
た
も
の
を
そ
の
ま
ま

描
写
す
る
西
洋
画
家
と
比
べ
、浮
世
絵

師
は
日
常
の
何
気
な
い
風
景
を
印
象
的

に
捉
え
て
い
て
、構
図
や
表
現
は
斬
新

的
な
も
の
で
し
た
。例
え
ば
歌
川
広
重

の「
大
は
し
あ
た
け
の
夕
立
」。雨
が
黒

徳
川
み
ら
い
学
会
第
７
回
講
演
会
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い
線
で
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。実
際
の
雨

を
写
実
的
に
描
こ
う
と
す
る
と
、無
色

透
明
の
し
ず
く
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、浮
世
絵
は
大
衆
の
た
め
に
大

量
生
産
さ
れ
た
版
画
で
あ
っ
た
た
め
、と

て
も
低
価
格
で
購
入
で
き
た
こ
と
も
驚

き
で
す
。浮
世
絵
は
江
戸
独
自
の
文
化

で
あ
り
、全
国
か
ら
江
戸
に
来
た
人
が

土
産
物
と
し
て
浮
世
絵
を
買
っ
て
いっ
た

と
い
う
紙
媒
体
で
し
た
。最
初
の
浮
世

絵
師
と
し
て
知
ら
れ
、美
人
画
を
得
意

と
す
る
菱
川
師
宣
は
、男
性
比
率
が
非

常
に
高
か
っ
た
当
時
の
江
戸
で
、版
画
と

し
て
の
浮
世
絵
を
確
立
さ
せ
ま
し
た
。

現
代
で
も「
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
」と
いっ
て

日
本
の
ア
ニ
メ
や
漫
画
は
注
目
を
浴
び

て
い
ま
す
が
、実
は
こ
の
江
戸
文
化
と
し

て
生
ま
れ
た
娯
楽
媒
体
が
源
泉
と
な
っ

て
い
る
の
で
す
。

　

浮
世
絵
の
他
に
も
、男
性
比
率
が
高

い
都
市
と
い
う
こ
と
で
発
達
し
た
も
の

に
食
文
化
が
あ
り
ま
す
。男
性
が
勤
務

の
た
め
出
先
で
昼
食
を
済
ま
す
こ
と
も

多
く
、フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
で
あ
る
そ
ば
や

天
ぷ
ら
、寿
司
が
よ
く
食
べ
ら
れ
ま
し

た
。も
と
も
と
そ
ば
は
つ
ゆ
に
つ
け
て
食

べ
て
い
ま
し
た
が
、面
倒
だ
と
い
う
人
た

ち
が
出
始
め
た
こ
と
で
か
け
そ
ば
が
出

来
上
が
っ
た
の
も
、せ
っ
か
ち
な
江
戸
人

気
質
が
あ
って
こ
そ
で
す
。

　　

外
交
問
題
や
、地
震・台
風
と
いっ
た

災
害
、疫
病
な
ど
で
大
変
な
時
期
で
あ

っ
た
幕
末
に
お
い
て
も
、歌
川
広
重
は
あ

え
て
浮
世
絵
で
天
下
泰
平
の
世
を
描
き

つ
づ
け
ま
し
た
。こ
れ
は
大
変
な
時
代
の

中
で
も
家
康
公
の
理
念
や
平
和
へ
の
思

い
を
受
け
継
ぎ
、文
化
の
素
晴
ら
し
さ

を
伝
え
た
い
と
い
う
気
持
ち
の
表
れ
だ

と
思
い
ま
す
。

「
浮
世
絵
に
描
か
れ
た
徳
川
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
」

江
戸
時
代
の
歴
史
に
詳
し
過
ぎ
る
タ
レ
ン
ト　

堀
口
茉
純
氏

家
康
公
が
掲
げ
た
平
和
の
時
代

食
文
化
の
発
達

西
洋
画
家
に
衝
撃
を
与
え
た

浮
世
絵

ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
の

ル
ー
ツ
で
あ
る
浮
世
絵

徳
川
時
代
の
文
化
は

庶
民
が
担
い
手

・
歌
川
広
重
の「
大
は
し
あ
た
け
の
夕
立
」

・
菱
川
師
宣
の「
見
返
り
美
人
図
」


