
　

三
重
大
学
と
上
野
商
工
会
議
所
・
伊
賀
市
が

連
携
し
、
２
０
１
２
年
度
よ
り
「
忍
術
学
」
研

究
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
現
代
に
忍
術
学
を
活

か
す
試
み
と
大
学
の
役
割
に
つ
い
て
、
三
重
大

学
人
文
学
部
の
山
田
雄
司
教
授
と
伊
賀
流
忍
者

博
物
館
名
誉
館
長
を
務
め
る
川
上
仁
一
特
任
教

授
の
お
二
人
に
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

山
田　

川
上
先
生
が
大
学
に
求

め
て
い
る
も
の
は
、
ど
う
い
っ

た
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

川
上　

２
つ
あ
り
ま
す
。
１
つ

は
そ
の
歴
史
的
な
背
景
で
す
。

忍
者
、
忍
術
と
い
う
も
の
を
史

学
的
に
専
門
的
に
研
究
さ
れ
た

方
は
見
当
た
ら
な
い
。
調
べ
た

方
は
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
恐
ら
く
実
像
と
し
て
な
か

な
か
認
め
が
た
い
と
い
う
こ
と

で
研
究
が
無
駄
に
な
る
。
新
し

い
史
料
も
出
て
き
に
く
い
し
、

手
つ
か
ず
の
部
分
が
あ
り
ま

す
。
そ
う
や
っ
て
未
だ
わ
か
っ

て
い
な
い
も
の
を
「
忍
者
、
忍

術
が
大
切
だ
」
と
い
う
の
も
お

か
し
な
話
で
す
。
忍
術
が
ど
う

い
う
ふ
う
に
発
生
し
て
成
立
し

て
い
っ
た
の
か
、
史
学
的
に
可

能
な
範
囲
で
解
明
し
て
い
た
だ

き
た
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

　

も
う
１
つ
は
、
先
ほ
ど
も
言

い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
実
技
と

い
う
の
は
古
典
的
な
軍
用
の
技

術
な
の
で
す
。
例
え
ば
、
夜
に

よ
く
目
が
見
え
る
よ
う
に
な
る

練
習
を
し
な
く
て
も
、
今
な
ら

赤
外
線
の
暗
視
装
置
を
つ
け
れ

ば
も
っ
と
よ
く
見
え
ま
す
。
そ

う
い
う
技
術
を
現
在
に
普
及
さ

せ
て
も
ナ
ン
セ
ン
ス
で
し
ょ

う
。
今
は
巷
に
情
報
が
氾
濫
し

す
ぎ
て
い
ま
す
が
、
逆
に
昔
は

情
報
を
得
る
こ
と
自
体
が
大
変

三
重
大
学
に
求
め
る
も
の

現
代
に
お
け
る

忍
術
学
の
意
義
と
は

対
談

後  編

な
時
代
で
、
そ
の
た
め
、
忍
術

も
シ
ン
プ
ル
で
し
た
。
そ
う
い

う
シ
ン
プ
ル
な
中
で
こ
そ
、
か

え
っ
て
真
実
を
見
る
目
が
養
え

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
基
本
的
な
情
報
の
取
り
方

や
、
人
間
が
騙
し
た
り
騙
さ
れ

た
り
と
い
う
こ
と
は
、
太
古
の

時
代
か
ら
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い

ま
せ
ん
。
そ
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
を

合
理
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
意

義
が
な
い
こ
と
で
は
な
い
の
で

す
。
例
え
ば
、
事
業
を
行
う
方

で
あ
れ
ば
、
事
業
計
画
の
中
に

そ
う
い
っ
た
発
想
を
入
れ
る
こ

と
で
従
来
と
違
う
視
点
が
生
ま

れ
る
で
し
ょ
う
。
か
つ
て
は
敵

国
の
情
報
を
得
て
敵
を
撹か
く
ら
ん乱
し

人文学部教授
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た
り
し
て
い
た
こ
と
を
、
現
代

の
産
業
に
お
け
る
情
報
戦
や
外

交
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い

ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
ま
と

め
る
に
は
私
の
古
典
的
解
釈
だ

け
で
は
難
し
く
、
大
学
の
力
で

活
用
で
き
る
よ
う
な
ま
と
め
方

を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

山
田　

私
は
、
三
重
大
学
が
伊

賀
市
と
上
野
商
工
会
議
所
と
連

携
し
て
忍
者
研
究
を
す
る
と
い

う
話
を
聞
い
た
時
に
、「
私
に

は
で
き
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か

｣

と
二
の
足
を
踏
ん
で
い
ま
し

た
。
で
す
が
、
伊
賀
で
「
鈴
鹿

峠
の
鬼
と
山
賊
」
に
関
す
る
講

演
を
し
た
と
き
に
、
話
を
聞
き

に
来
ら
れ
て
い
た
伊
賀
忍
者
研

究
会
や
伊
賀
の
國
地
名
研
究
会

の
方
と
話
を
し
て
、彼
ら
の
「
忍

者
に
関
し
て
学
術
的
な
研
究
を

や
っ
て
い
き
た
い
」
と
い
う
真

摯
な
取
り
組
み
に
心
を
動
か
さ

れ
ま
し
た
。
ま
た
、
忍
者
研
究

の
た
め
に
ロ
シ
ア
か
ら
留
学
生

が
来
る
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
偶
然

が
重
な
り
、「
こ
れ
は
も
う
忍

者
研
究
を
や
る
し
か
な
い
」
と

思
い
ま
し
た
。
歴
史
学
で
は
こ

れ
ま
で
正
面
か
ら
取
り
扱
わ
れ

て
こ
な
か
っ
た
分
野
だ
け
れ

ど
、
だ
か
ら
こ
そ
研
究
す
る
価

値
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。 

川
上　

ぜ
ひ
お
願
い
し
た
い
で

す
ね
。
今
、「
鈴
鹿
峠
の
山
賊
」

と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
あ

そ
こ
は
人
の
往
来
が
多
く
あ
っ

た
場
所
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
伊

賀
、
伊
勢
、
近
江
な
ど
が
集

ま
っ
て
で
き
た
一
つ
の
闇
の
よ

う
な
場
所
に
な
っ
て
い
る
の
で

す
。
そ
う
い
っ
た
一
つ
の
地
域

の
風
土
や
文
化
の
中
か
ら
出
来

上
が
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
の
で
す
。
歴
史
的

な
も
の
や
行
ぎ
ょ
う

法ほ
う

的
な
も
の
が
体

系
化
さ
れ
て
現
代
に
活
用
で
き

る
形
に
な
れ
ば
、
地
域
振
興
の

大
き
な
力
に
な
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
の
で
す
。
今
の
時
代
、

海
外
の
人
の
ほ
う
が
日
本
人
よ

り
忍
者
を
よ
く
知
っ
て
い
ま

す
。
海
外
の
人
が
、「
こ
こ
へ

来
た
ら
忍
術
を
学
ぶ
こ
と
が
で

き
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
い

け
た
ら
い
い
で
す
ね
。

山
田　

そ
う
で
す
ね
。

川
上　

そ
う
す
る
と
、
伊
賀
だ

け
で
な
く
て
甲
賀
も
含
め
た
三

重
県
、
滋
賀
県
一
帯
の
観
光
や

文
化
的
な
資
源
に
結
び
つ
く
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
大

学
の
力
と
い
う
の
は
非
常
に
大

き
い
で
す
し
、
そ
う
い
う
こ
と

が
実
現
で
き
た
ら
い
い
な
と
思

い
ま
す
ね
。

山
田　

タ
イ
か
ら
私
の
と
こ
ろ

に
来
た
留
学
生
が
い
ま
し
て
、

彼
女
た
ち
も
忍
者
の
こ
と
は
よ

く
知
っ
て
い
て
、
ぜ
ひ
日
本
の

伊
賀
に
行
っ
て
み
た
い
と
言
っ

て
い
ま
し
た
。

川
上　

は
は
は
。

山
田　

タ
イ
か
ら
の
留
学
生
も

そ
う
な
の
か
と
、
少
し
び
っ
く

り
し
ま
し
た
。
川
上
先
生
が
三

重
大
学
の
特
任
教
授
に
な
ら
れ

た
こ
と
も
、
日
本
に
来
る
前

か
ら
知
っ
て
い
た
よ
う
で
す

（
笑
）。

川
上　

忍
者
で
す
ね
、
そ
れ
は

（
笑
）。

山
田　

今
や
情
報
は
一
気
に
世

界
に
広
ま
っ
て
い
き
ま
す
か

ら
、
そ
れ
を
う
ま
く
活
用
す
る

こ
と
が
ま
さ
に
現
代
の
忍
者
の

情
報
作
戦
か
も
し
れ
ま
せ
ん

ね
。
情
報
を
集
め
る
の
で
は
な

く
、
今
度
は
情
報
を
拡
散
さ
せ

る
と
。

川
上　

情
報
を
操
作
す
る
と
い

う
の
は
、
忍
術
の
基
本
の
中
に

も
入
っ
て
い
ま
す
し
ね
（
笑
）。

山
田　

も
う
忍
者
と
い
う
言
葉

自
体
は
世
界
に
広
ま
っ
て
い
ま

す
か
ら
、
あ
と
は
こ
こ
で
内
実

を
組
み
立
て
て
い
き
、
忍
者
の

拠
点
と
い
う
形
に
し
て
、
さ
ら

に
基
礎
的
な
研
究
を
積
み
重

ね
、
今
度
は
忍
術
を
広
め
る
よ

う
な
道
場
を
作
っ
て
、
そ
こ
で

訪
れ
た
人
が
鍛
錬
し
て
、
と
い

う
よ
う
な
こ
と
が
で
き
た
ら
、

夢
が
あ
っ
て
と
て
も
楽
し
い
と

思
い
ま
す
。

川
上　

一
度
に
そ
れ
ら
を
完
成

さ
せ
る
と
い
う
の
は
難
し
い
で
す

か
ら
、
数
年
か
け
て
体
系
化
し
て

い
く
と
し
て
、
そ
こ
に
は
必
ず
、

忍
者
の
持
つ
反
社
会
的
要
素
と
い

う
も
の
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問

題
が
出
て
き
ま
す
。
そ
こ
は
や
は

り
心
の
問
題
に
な
っ
て
く
る
わ
け

で
す
。

山
田　

そ
う
で
す
ね
。

川
上　

侍
の
武
術
を
学
ぶ
と
き

に
も
、
そ
う
い
う
部
分
が
あ
り
ま

す
ね
。
忍
者
の
心
と
い
う
の
は
、

武
士
道
と
似
て
い
る
け
れ
ど
少
し

違
う
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
忍
者

の
心
は
、
江
戸
期
に
確
立
さ
れ
た

忍
者
の
心
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忍
術
と
修
験
道
と
自
然
回
帰

て
し
ま
い
ま
す
ね
。

例
え
ば
、
解
錠
の

よ
う
な
こ
と
を
学

ん
で
も
、
現
代
の

錠
は
そ
ん
な
テ
ク

ニ
ッ
ク
で
は
開
か

な
い
よ
う
に
で
き

て
い
ま
す
。
し
か

し
、
ピ
ッ
キ
ン
グ

で
開
け
る
窃
盗
団

も
い
ま
す
。
で
す

か
ら
、
そ
う
い
う
テ
ク
ニ
ッ
ク
が

存
在
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
知
っ

て
お
け
ば
十
分
だ
と
思
い
ま
す
。

山
田　

え
え
。
京
都
で
座
禅
修

行
を
や
り
た
い
と
い
う
外
国
の
人

が
多
い
の
で
す
が
、
武
術
を
中
心

と
し
た
忍
術
を
し
て
い
る
外
国
人

も
た
く
さ
ん
い
る
わ
け
で
す
。
で

す
か
ら
、武
術
の
ほ
か
に
精
神
的
、

実
技
的
な
も
の
を
忍
術
の
道
場
で

学
ぶ
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
伊
賀
の

忍
者
が
世
界
に
広
が
っ
て
い
く
よ

う
に
思
い
ま
す
。

川
上　

私
も
そ
れ
を
強
く
望
ん

で
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
基

礎
の
部
分
が
一
番
大
事
で
、
や
は

り
学
術
的
に
歴
史
的
背
景
だ
け
は

し
っ
か
り
し
て
お
か
な
け
れ
ば
い

け
な
い
で
す
ね
。
そ
の
時
代
の
精

神
を
現
代
に
生
か
し
た
り
、
次
の

時
代
に
伝
え
た
り
、
自
分
自
身
の

生
き
方
に
活
か
す
こ
と
が
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
の
で
、
そ
う
い
う

方
向
に
展
開
す
る
こ
と
も
大
事
で

す
し
、
こ
の
地
域
の
文
化
に
も
反

映
さ
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
、
地

域
理
解
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
ま

さ
し
く
世
界
に
向
け
て
発
信
す
る

に
は
一
番
い
い
テ
ー
マ
で
あ
る
と

思
い
ま
す
。

考
え
方
で
は
あ
る
の
だ
け
ど
も
、

主
君
に
仕
え
…
と
い
う
の
は
江
戸

期
の
考
え
で
す
か
ら
、
中
世
に
主

君
と
い
う
感
覚
が
本
当
に
あ
っ
た

の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
で
す

ね
。
主
君
へ
の
忠
誠
心
が
そ
ん
な

に
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
あ
ん

な
に
主
君
が
く
る
く
る
と
変
わ
る

の
だ
か
ら
。

山
田　

そ
う
で
す
ね
。
郡ぐ
ん

中ち
ゅ
う

惣そ
う

と
か
一
国
一
揆
と
い
っ
た
も
の
の

横
の
つ
な
が
り
の
ほ
う
が
大
き

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

川
上　

特
に
伊
賀
・
甲
賀
は
一

揆
、
郡
中
惣
な
ど
、
そ
の
地
域
の

連
携
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
き
て
、

現
代
の
考
え
方
と
案
外
近
い
部
分

が
あ
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
れ
ら

が
母
体
に
な
っ
て
忍
術
が
ま
と

ま
っ
て
き
た
の
で
あ
れ
ば
、
反
社

会
的
要
素
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を

活
用
す
る
人
間
の
心
が
一
番
大
事

な
の
で
す
。ど
ん
な
良
い
薬
で
も
、

よ
け
い
に
飲
め
ば
毒
に
な
る
の
と

同
じ
で
す
。

山
田　

い
ろ
い
ろ
な
忍
術
書
の

中
に
も
、
最
初
に
「（
忍
術
は
）

盗
み
で
は
な
い
」
と
い
う
よ
う

な
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
ね

（
笑
）。

川
上　

え
え
（
笑
）。

山
田　

単
な
る
盗
賊
と
は
違
う

と
い
う
こ
と
が
大
事
で
あ
っ
て
、

そ
う
で
な
い
と
、
窃
盗
団
の
養
成

所
に
な
っ
て
し
ま
う
。

川
上　

そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ

山
田　

日
本
は
世
界
一
の
長
寿

国
で
す
か
ら
、
例
え
ば
、「
日
本

の
長
寿
の
核
に
は
忍
術
、
忍
者
の

身
体
論
が
あ
る
」
と
い
っ
た
よ
う

に
、
忍
者
の
修
行
や
呼
吸
法
、
身

体
の
使
い
方
な
ど
が
世
界
に
受
け

入
れ
ら
れ
て
い
く
か
も
し
れ
な
い

で
す
ね
。

川
上　

そ
れ
は
お
も
し
ろ
い
で

す
ね
。
昔
の
日
本
人
の
一
般
的
な

生
活
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
確
か
に
忍
者
は
、
あ
ま
り
肉

を
取
ら
ず
に
雑
穀
を
食
べ
た
り
、

山さ
ん

花が

草そ
う

に
よ
っ
て
傷
を
治
し
た

り
と
自
然
と
共
に
生
活
し
て
い

ま
し
た
。
そ
れ
は
ど
ん
ど
ん
科

学
が
進
歩
し
て
い
る
現
代
に
お

い
て
は
逆
に
…
。

山
田　

自
然
回
帰
の
よ
う
な
も

の
で
す
ね
。

川
上　

え
え
、
自
然
回
帰
と
い

う
方
向
に
、
忍
術
的
生
活
は
と
て

も
マ
ッ
チ
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ

り
ま
す
。

山
田　

私
は
修
験
道
体
験
を
し

た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
山

三重大学社会連携特任教授
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の
中
を
歩
い
て
い
る
と
自
然
と

一
体
に
な
る
よ
う
な
感
覚
が
だ

ん
だ
ん
し
て
き
て
、
風
の
音
な

ど
に
非
常
に
敏
感
に
な
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
す
。
忍
者
の
修

行
で
も
、
そ
う
い
う
感
覚
は
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
。

川
上　

私
は
「
神
に
近
づ
く
」

と
い
う
こ
と
を
教
え
て
も
ら
っ
た

の
で
す
が
、
具
体
的
な
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
と
し
て
は
、
白
地
に
丸
を
書

い
て
、
そ
れ
を
じ
っ
と
見
ま
す
。

瞬
き
せ
ず
に
見
て
い
る
と
、
丸
が

大
き
く
見
え
て
く
る
の
で
す
よ
。

そ
し
て
最
後
は
、
丸
の
中
に
自
分

が
入
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
錯
覚

を
す
る
自
分
が
い
ま
す
。
そ
う
す

る
と
、
外
の
音
が
聞
こ
え
る
よ
う

に
自
分
で
感
じ
る
の
で
す
。

山
田　

な
る
ほ
ど
。

川
上　

比
叡
山
で
は
、
仏
像
、

仏
の
姿
の
軸
（
掛
け
軸
）
を
前

に
し
て
不
眠
不
休
で
堂
入
り
を

や
る
と
、
仏
が
こ
ち
ら
へ
出
て

く
る
と
い
う
修
行
が
あ
り
ま
す

ね
。
自
分
の
中
へ
仏
が
入
っ
た

り
す
る
錯
覚
が
し
て
、
そ
れ
が

一
つ
の
境
地
で
あ
る
わ
け
で

す
。
そ
こ
に
は
精
神
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
た
め
の
、
忍
術
と

共
通
し
た
方
法
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。
お

そ
ら
く
修
験
道
か
ら
取
り
入
れ

た
と
思
う
の
で
す
が
、
摩ま

利り

支し

天て
ん

や
不
動
明
王
や
飯い

綱づ
な

や
い
ろ

い
ろ
な
呪
文
を
唱
え
な
が
ら
、

印
を
結
び
な
が
ら
や
る
わ
け
で

す
。
そ
れ
は
宗
教
で
は
あ
る
け

れ
ど
も
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ

ム
教
の
よ
う
な
教
え
の
あ
る
宗

教
で
は
な
い
わ
け
で
す
ね
。

山
田　

え
え
。

川
上　

神
仏
と
い
う
自
然
の
摂

理
を
感
じ
な
が
ら
、
そ
の
も
の

の
中
に
入
り
込
ん
で
い
く
よ
う

な
自
然
観
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、

山
田
先
生
が
修
験
道
で
体
験
さ

れ
た
感
覚
は
、
ま
さ
し
く
同
じ

よ
う
な
状
況
だ
と
思
い
ま
す
。

山
田　

仏
教
で
も
、
常
じ
ょ
う

行ぎ
ょ
う

堂ど
う

に

阿
弥
陀
如
来
が
あ
っ
て
、
頭
の
中

で
阿
弥
陀
を
イ
メ
ー
ジ
し
、
口

で｢

南
無
阿
弥
陀
仏｣

を
唱
え
な

が
ら
何
日
も
寝
ず
に
常
行
堂
の
中

を
回
る
と
い
う
修

行
が
あ
る
の
で
す

が
、
や
は
り
阿
弥

陀
で
全
身
を
包
ま

れ
る
と
い
う
感
覚

が
出
て
く
る
よ
う

で
す
。

川
上　

身か
ら
だ体
で
動

き
、
口
で
唱
え
、

心
の
中
に
思
う
。

修
験
道
で
い
う
身し
ん

口く

意い

の
三さ

ん

密み
つ

で
す
ね
。

山
田　

は
い
。

川
上　

そ
の
三
つ
が
一
致
し
た

時
に
、
仏
と
一
体
に
な
る
と
い
う

表
現
を
し
ま
す
よ
ね
。
だ
か
ら
、

ま
さ
し
く
す
べ
て
一
緒
な
の
で
は

な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
特
に
忍

術
の
場
合
は
、
修
験
道
の
影
響
を

受
け
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

山
田　

私
は
忍
術
の
持
つ
呪
術

的
な
面
と
い
う
も
の
に
も
興
味
を

持
っ
て
い
ま
し
て
、
そ
う
い
う
こ

と
も
明
ら
か
に
し
て
い
け
た
ら
と

思
っ
て
い
ま
す
。

川
上　

甲
賀
・
伊
賀
に
も
飯
綱

の
術
と
か
遁
甲
と
い
う
名
前
が
つ

い
た
呪
術
が
あ
る
の
で
す
。
古
く

は
オ
オ
ナ
ム
チ
ノ
ミ
コ
ト
や
ス
ク

ナ
ビ
コ
ナ
ノ
ミ
コ
ト
に
由
来
を
求

め
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
説
か

れ
て
い
る
の
で
す
が
、
根
底
に
あ

る
修
行
形
態
と
い
う
の
は
そ
ん
な

に
差
異
が
あ
る
も
の
で
は
な
い
と

思
う
の
で
す
。

山
田　

え
え
。
室
町
時
代
後
期
の

武
将
の
細ほ
そ
か
わ川
政ま
さ
も
と元
の
こ
と
を
調
べ

た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
安
芸

の
国
か
ら
来
た
人
間
に
愛あ
た
ご宕
の

法
と
い
っ
た
も
の
を
教
わ
っ
た
り

と
、
修
験
に
非
常
に
興
味
を
抱
い

て
い
た
珍
し
い
政
治
家
で
す
ね
。

川
上　
（
教
え
た
の
は
）
宍し
し

戸ど

司し

箭せ
ん
で
す
ね
。
司
箭
流
の
山
伏
の
。

山
田　

そ
う
で
す
。川

上　

山
伏
と

武
術
、
武
術
と

忍
術
、
兵
法
。

そ
う
い
っ
た
も

の
が
修
験
道
と

い
う
一
つ
の
流

れ
の
中
で
出
来

上
が
っ
て
き
て

い
る
の
か
な
と

思
い
ま
す
。

山
田　

え
え
。

も
と
も
と
の
日

教授

山田	雄司
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今
後
の
取
り
組
み

山
田　

今
年
度
は
人
文
学
部
の

教
員
が
中
心
と
な
っ
て
、「
忍

者
像
の
変
遷
」
と
い
っ
た
切
り

口
で
研
究
を
行
っ
て
い
き
ま

す
。
来
年
度
か
ら
は
人
文
学
部

だ
け
で
な
く
、
他
学
部
も
含
め

た
か
た
ち
で
講
座
が
で
き
た
ら

と
考
え
て
い
ま
す
。

川
上　

長
い
ス
パ
ン
で
研
究
に

取
り
組
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
、

そ
の
流
れ
の
な
か
で
、
別

の
人
が
別
の
切
り
口
か
ら

忍
術
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
と
思
い
ま
す
。
私
の
強

み
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
小

さ
い
時
か
ら
江
戸
時
代
の

忍
術
を
学
ん
だ
と
い
う
、

そ
れ
だ
け
で
す
。
い
ろ
い

ろ
な
史
料
を
読
ん
で
勉
強

し
て
い
る
人
の
ほ
う
が
よ

く
知
っ
て
い
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

山
田　

し
か
し
、
実
体
験

と
し
て
学
ば
れ
た
こ
と

は
、
本
で
知
っ
た
知
識
と

は
ま
っ
た
く
違
う
と
思
い

ま
す
の
で
、
そ
れ
は
川
上
先
生

に
し
か
語
れ
な
い
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。

川
上　

忍
術
の
な
か
に
学
問
の

要
素
は
結
構
あ
る
と
思
っ
て
い

る
の
で
、
ぜ
ひ
お
願
い
し
ま
す
。

山
田　

は
い
。
今
日
は
ど
う
も

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

川
上　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

本
の
宗
教
の
特
徴
と
し
て
、
自
然

と
ど
う
対
峙
す
る
の
か
、
自
然

を
自
分
の
体
の
中
に
取
り
入
れ
て

い
く
と
い
う
特
徴
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。
で
す
か
ら
、
現
代
の
都
会

で
疲
れ
き
っ
た
体
を
も
う
一
度
自

然
に
戻
し
た
い
、
体
験
し
た
い
と

思
っ
て
い
る
人
は
結
構
多
い
と
思

い
ま
す
ね
。

川
上　

は
い
。

山
田　

そ
う
し
た
時
に
、
忍
術

学
と
い
う
も
の
が
何
ら
か
の
か
た

ち
で
貢
献
し
て
い
け
れ
ば
、
非

常
に
意
味
の
あ
る
も
の
に
な
り

ま
す
ね
。

川
上　
「
癒
し
」
と
よ
く
言
わ

れ
ま
す
が
、
自
然
と
の
一
体
感

と
い
う
の
は
や
は
り
大
事
で
す

ね
。
ヨ
ガ
で
一
体
感
を
生
む
と

か
、
自
然
の
中
を
散
策
し
な
が

ら
一
体
感
を
感
じ
る
と
か
、
い

ろ
い
ろ
な
方
法
が
あ
る
と
思
い

ま
す
が
、
忍
術
で
一
体
感
を
生

む
と
い
う
の
は
、
実
践
に
近
い

よ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
。
そ

う
い
う
方
面
か
ら
も
忍
術
学
を

ま
と
め
上
げ
る
と
、
現
代
的
活

用
の
意
味
が
増
し
て
く
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
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