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し
ま
む
ら
・
た
か
の
り�

１
９
６
７
年
東
京
都
生
ま
れ
。
筑

波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
歴
史
・

人
類
学
研
究
科
単
位
取
得
退
学
。

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
助
手
、秋

田
大
学
准
教
授
を
経
て
、現
在
、

関
西
学
院
大
学
社
会
学
部
教
授
。

専
門
は
、民
俗
学
。
と
く
に
、日
本

社
会
の
文
化
的
多
様
性
や
都
市

の
民
俗
に
つ
い
て
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
を
も
と
に
研
究
。著
書
・
論
文
に
、

『
日
本
よ
り
怖
い
韓
国
の
怪
談
』

河
出
書
房
新
社
、「
モ
ー
ニ
ン
グ
の

都
市
民
俗
学
」『
国
立
歴
史
民
俗

博
物
館
研
究
報
告
第
１
０
３
集
』
、

な
ど
。
�

関
西
学
院
大
学 �

社
会
学
部
教
授�
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�
民
俗
学
と
い
う
と
田
舎
の
風
習
や
言
い

伝
え
の
研
究
と
い
う
の
が
従
来
の
イ
メ
ー
ジ

だ
っ
た
。
し
か
し
、最
近
の
民
俗
学
は
、都
市

の
民
俗（
日
常
生
活
文
化
）も
積
極
的
に
扱

う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
筆
者
の
フ
ィ
ー
ル
ド

ノ
ー
ト
か
ら
都
市
民
俗
の
一
例
を
と
り
あ
げ

て
み
よ
う
。
�

�
中
京
圏
か
ら
京
阪
神
、中
・
四
国
を
経
て

北
部
九
州
あ
た
り
ま
で
の
都
市
部
を
中
心

に
、朝
食
を
自
宅
で
は
な
く
近
所
の
喫
茶
店

の
モ
ー
ニ
ン
グ
セ
ッ
ト
で
と
る
と
い
う
習
慣（
「
モ

ー
ニ
ン
グ
」
）が
存
在
す
る
。サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が

出
勤
途
中
に
朝
食
を
モ
ー
ニ
ン
グ
で
と
る
と

い
う
の
は
、全
国
的
に
広
く
見
ら
れ
る
こ
と

だ
が
、こ
こ
で
の「
モ
ー
ニ
ン
グ
」
は
、妻
や
、場

合
に
よ
っ
て
は
子
ど
も
ま
で
も
が
朝
食
を
喫

茶
店
で
と
る
こ
と
を
い
う
。
ま
た
自
営
業
者

な
ら
、夫
も
近
所
の
常
連
と
モ
ー
ニ
ン
グ
を

と
る
と
い
う
習
慣
だ
。こ
う
し
た
モ
ー
ニ
ン
グ

は
、単
な
る
食
事
の
場
で
は
な
く
、近
隣
の

人
び
と
同
士
の
井
戸
端
会
議
の
場
と
も
な
っ

て
い
る
。
�

�
モ
ー
ニ
ン
グ
の
起
こ
り
は
、高
度
経
済
成

長
期
に
各
地
の
喫
茶
店
が
コ
ー
ヒ
ー
に
ト
ー

ス
ト
を
付
け
る
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
た
こ
と

に
求
め
ら
れ
る
が
、興
味
深
い
の
は
、サ
ラ
リ

ー
マ
ン
層
へ
の
浸
透
と
は
別
に
、家
族
、近
隣

の
生
活
習
慣
と
し
て
こ
れ
を
受
容
す
る
地

域
が
あ
っ
た
と
い
う
点
だ
。
�

�
モ
ー
ニ
ン
グ
が
さ
か
ん
な
の
は
、ど
ち
ら
か

と
い
え
ば
、町
工
場
や
長
屋
、銭
湯
が
ひ
し

め
き
あ
い
、昔
な
が
ら
の
商
店
街
が
ま
だ
活

気
を
失
っ
て
い
な
い
よ
う
な
下
町
の
エ
リ
ア
で

あ
る
。な
ぜ
、モ
ー
ニ
ン
グ
を
す
る
の
か
。
当
事

者
た
ち
は
、「
忙
し
く
て
朝
食
を
つ
く
っ
て
い

る
暇
が
な
い
」「
ご
近
所
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
」
な
ど
と
説
明
を
す
る
こ
と
が
多
い
が
、

近
隣
同
士
の
敷
居
が
低
く
、ま
た
、「
専
業

主
婦
が
家
の
中
で
毎
朝
家
族
の
た
め
に
朝

食
を
つ
く
る
」
と
い
っ
た
「
近
代
家
族
」の「
常

識
」
に
は
必
ず
し
も
お
さ
ま
ら
な
い
生
活
の

論
理
が
存
在
す
る
地
域
で
モ
ー
ニ
ン
グ
が
展

開
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。�

�
と
こ
ろ
で
、大
阪
の
あ
る
町
で
は
、モ
ー
ニ

ン
グ
の
常
連
た
ち
の
何
気
な
い
会
話
の
中
か

ら
、町
づ
く
り
の
ア
イ
デ
ィ
ア
が
生
ま
れ
、地

域
の
活
性
化
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
事
例
が

あ
る
。モ
ー
ニ
ン
グ
に
は
、近
隣
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

形
成
の
場
、「
下
町
的
な
公
共
空
間
」
と
し

て
の
意
義
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。
�

�
さ
て
、こ
の
モ
ー
ニ
ン
グ
文
化
、当
事
者
に

と
っ
て
は
当
た
り
前
の
習
慣
だ
が
、ま
っ
た
く

の
初
耳
と
い
う
方
も
多
い
だ
ろ
う
。
現
代
の

日
本
で
は
文
化
的
な
均
質
化
が
進
行
し
て

い
る
。
し
か
し
一
方
で
、こ
う
し
た
生
活
文
化

の
多
様
性
も
ま
た
根
強
く
存
在
す
る
。「
内

な
る
異
文
化
」の
発
見
と
そ
の
意
味
の
考
察

（
そ
し
て
、で
き
れ
ば
将
来
の
暮
ら
し
の
ヒ
ン

ト
を
そ
こ
に
探
る
）も
民
俗
学
の
重
要
な
仕

事
の
一つ
で
あ
る
。
�


