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江
戸
文
化
を
多
角
的
に
研
究
し
た
『
江
戸
の
想
像
力
』『
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
中

の
江
戸
』
な
ど
の
著
書
や
、
Ｔ
Ｖ
情
報
番
組
の
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
と
し
て
知
ら
れ
る
「
江

戸
学
」
の
泰た

い

斗と 

田
中
優
子
氏
が
、
二
〇
一
四
年
春
、
法
政
大
学
総
長
に
就
任
し
た
。
一
五

学
部
、
学
生
約
二
万
七
〇
〇
〇
人
、
専
任
教
員
七
〇
〇
人
以
上
、
職
員
四
〇
〇
人
以
上
と

い
う
大
規
模
大
学
を
、
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
に
向
け
、
い
か
に
改
革
し
て
い
く
か
。
そ
の
手

腕
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。
今
、
我
々
は
何
を
学
ぶ
べ
き
か
。
江
戸
文
化
の
教
訓
を
交

え
な
が
ら
、
田
中
氏
が
語
る
。
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―
―
法
政
大
学
の
総
長
に
ご
就
任
さ

れ
て
か
ら
半
年
。
大
変
お
忙
し
い
と

思
い
ま
す
が
、
今
の
お
気
持
ち
を
伺

え
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

田
中　

よ
う
や
く
一
段
落
つ
い
た
気

が
し
ま
す
。
総
長
に
就
任
し
た
の
は
四

月
で
す
が
、
実
質
的
に
は
総
長
選
後
の

昨
年
十
二
月
か
ら
総
長
と
し
て
の
広

報
活
動
が
始
ま
っ
て
い
て
、
今
年
度
か

ら
の
大
学
運
営
に
向
け
、
様
々
な
準
備

作
業
に
忙
殺
さ
れ
て
い
ま
し
た
。実
は
、

お
か
げ
さ
ま
で
つ
い
先
日
、
文
部
科
学

省
か
ら「
ス
ー
パ
ー
グ
ロ
ー
バ
ル
大
学
」

と
し
て
選
定
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
一
〇

年
間
補
助
金
を
頂
い
て
運
営
し
て
い

く
大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
だ
っ
た
の

で
、
こ
れ
で
ス
タ
ー
ト
に
向
け
た
体
制

作
り
と
い
う
意
味
で
は
、
ひ
と
山
越
え

た
と
こ
ろ
で
す
。

―
―
す
で
に
学
内
で
も
、
グ
ロ
ー
バ

ル
化
を
軸
と
し
た
運
営
指
針
を
出
さ

れ
て
い
ま
す
が
、ど
の
大
学
も
グ
ロ
ー

バ
ル
競
争
の
真
っ
た
だ
中
に
い
ま
す
。

総
長
の
目
指
す
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
は

ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。 

田
中　

法
政
大
学
が
「
ス
ー
パ
ー
グ

ロ
ー
バ
ル
大
学
」
に
選
定
さ
れ
た
ポ
イ

ン
ト
で
も
あ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
か
ら

の
ア
ジ
ア
を
見
据
え
て
「
持
続
可
能
社

会
の
構
築
」
を
柱
と
し
て
い
ま
す
。
日

本
は
少
子
高
齢
化
が
進
む
一
方
で
、
ア

ジ
ア
は
こ
れ
か
ら
ど
ん
ど
ん
人
口
が

増
え
て
い
き
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
気

候
変
動
な
ど
の
自
然
科
学
系
の
問
題

だ
け
で
な
く
、
人
口
面
で
バ
ラ
ン
ス
の

悪
い
社
会
が
や
っ
て
く
る
。
社
会
の
持

続
性
を
保
つ
た
め
に
は
、
こ
の
ア
ン
バ

ラ
ン
ス
を
解
消
す
る
た
め
日
本
と
ア

ジ
ア
の
交
流
が
一
段
と
活
発
に
な
っ

て
く
る
で
し
ょ
う
。
学
生
た
ち
は
卒
業

し
た
ら
世
界
中
の
ど
こ
に
行
く
か
わ

か
ら
な
い
。
日
本
に
い
て
も
日
本
語

が
で
き
な
い
外
国
人
が
企
業
の
中
に

入
っ
て
く
る
。
学
生
は
こ
う
し
た
グ

ロ
ー
バ
ル
社
会
を
自
分
た
ち
の
問
題

と
し
て
受
け
止
め
、
生
き
抜
い
て
い
く

力
を
身
に
付
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

 　

ま
た
、
こ
う
し
た
国
際
交
流
が
常

態
化
し
た
社
会
が
持
続
し
て
い
く
た

め
に
は
、
相
互
に
多
様
な
文
化
を
尊
重

す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。今
世
界
中
で
、

宗
教
や
文
化
の
違
い
を
無
視
し
一
元

的
な
社
会
に
収し

ゅ
う
れ
ん斂
さ
せ
よ
う
と
す
る

動
き
が
強
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。し
か
し
、こ
う
し
た
体
制
を
作
っ

て
し
ま
う
と
、
ど
こ
か
で
社
会
的
な
混

乱
が
生
じ
ま
す
。
文
化
の
多
様
性
を
認

め
な
い
と
、
結
局
安
定
は
作
れ
な
い
の

で
す
。

―
―
国
際
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
持

続
可
能
な
社
会
の
た
め
に
は
文
化
の

多
様
性
の
尊
重
が
大
切
に
な
っ
て
く

る
ん
で
す
ね
。

田
中　

そ
う
で
す
。
今
回
の
「
ス
ー

パ
ー
グ
ロ
ー
バ
ル
大
学
」
の
活
動
を
通

じ
、
自
然
科
学
だ
け
で
な
く
、
社
会
、

文
化
な
ど
多
面
的
に
持
続
可
能
性
を

探
っ
て
い
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

学
生
も
、
英
語
力
は
必
要
で
す
が
、
そ

れ
以
上
に
、
そ
の
英
語
で
何
を
話
す
の

か
、
何
を
実
現
し
て
い
く
の
か
、
学
生

そ
れ
ぞ
れ
が
課
題
を
持
ち
、
世
界
中
の

ど
こ
に
行
っ
て
も
「
生
き
抜
い
て
い
く

人
」
に
育
っ
て
も
ら
え
れ
ば
と
思
い
ま

す
。

 

―
―
「
生
き
る
」
で
は
な
く
「
生
き

抜
く
」
と
い
う
点
に
厳
し
さ
、
力
強

さ
を
感
じ
ま
す
。

田
中　

そ
れ
だ
け
今
は
危
機
的
な
状

況
に
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
大
学
は

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
得
ら
れ
た
知
識

を
教
え
て
き
ま
し
た
が
、
今
ま
で
誰
も

経
験
し
た
こ
と
が
な
い
社
会
に
お
い

て
は
、
従
来
の
知
識
で
は
対
応
で
き

ま
せ
ん
。「
誰
か
が
こ
う
言
っ
た
か
ら
」

と
い
っ
て
そ
れ
を
信
じ
て
い
て
も
う

ま
く
い
か
な
い
。
親
御
さ
ん
の
「
大
手

企
業
に
就
職
し
な
さ
い
」
と
い
う
指
示

だ
け
を
聞
い
て
い
た
ら
生
き
抜
け
な

い
。
大
企
業
で
何
十
年
も
働
い
て
い
ら

れ
る
な
ん
て
こ
と
は
も
う
な
い
わ
け

で
す
か
ら
。

―
―「
生
き
抜
く
力
」
を
育
て
る
た
め

江
戸
に
学
ぶ
、

グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
を「
生
き
抜
く
」知
恵

ス
ー
パ
ー
グ
ロ
ー
バ
ル
大
学
（
注
1
）

と
し
て

「
持
続
可
能
社
会
の
構
築
」を
目
指
す

注 

１
／
ス
ー
パ
ー
グ
ロ
ー
バ
ル
大
学

文
科
省
の
「
ス
ー
パ
ー
グ
ロ
ー

バ
ル
大
学
創
成
支
援
制
度
」
の

対
象
大
学
。
文
科
省
よ
り
、
本

邦
の
高
等
教
育
の
国
際
競
争
力

向
上
を
目
的
と
し
、
重
点
支
援

が
行
わ
れ
る
。

注 

２
／
往
来
物　

明
治
初
期
ま
で

の
手
紙
形
式
の
初
歩
教
科
書
の

総
称
。「
往
来
」
と
は
手
紙
の
や

り
取
り
の
意
味
。
江
戸
時
代
に

は
、
庶
民
文
化
や
経
済
の
発
達

に
応
じ
て
「
商
売
往
来
」「
百
姓

往
来
」「
職
人
往
来
」
等
多
種
多

様
の
も
の
が
作
ら
れ
た
。

注 

３
／
御
家
流　

江
戸
幕
府
の
公

用
書
体
。
鎌
倉
時
代
末
の
尊
円

親
王
を
祖
と
す
る
書
の
流
派
で

あ
る
「
青
し
ょ
う
蓮れ
ん
い
ん院
流
」
の
末
流
。

室
町
時
代
以
降
武
家
で
用
い
ら

れ
、
江
戸
時
代
に
寺
子
屋
を
通

じ
て
全
国
に
普
及
し
た
。

注 

４
／
葛
飾
北
斎
（
一
七
六
〇
〜

一
八
四
九
）
江
戸
時
代
末
期
の

浮
世
絵
師
。
自
称
「
画
狂
人
」。

和
漢
洋
の
あ
ら
ゆ
る
画
法
を
習

得
し
、
役
者
絵
を
始
め
と
し
た

幅
広
い
分
野
を
描
い
た
。
代
表

作
は「
冨
嶽
三
十
六
景
」「
北
斎

漫
画
」等
。
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たなか・ゆうこ● 1952 年生まれ。神奈川県出身。74 年、
法政大学文学部卒業。77 年、同大学大学院人文科学研究科
修士課程修了。80 年、同大学大学院人文科学研究科博士課
程単位取得満期退学。江戸時代の文学、生活文化、アジア比
較文化を専門とし、86 年、『江戸の想像力』（筑摩書房）で
芸術選奨文部大臣新人賞受賞。2000 年、『江戸百夢』（筑摩
書房）でサントリー学芸賞、芸術選奨文部科学大臣賞受賞。
05 年、紫綬褒章受勲。03 年、法政大学社会学部教授、12 年、
同大学社会学部長、14 年、同大学総長に就任。

「
個
が
連
な
っ
て
い
く
」、 

江
戸
の「
寺
子
屋
」に
学
ぶ
べ
き
こ
と

に
、
何
を
身
に
つ
け
る
べ
き
と
お
考
え

で
す
か
。

田
中　

組
織
の
中
で
う
ま
く
や
っ
て

い
く
力
よ
り
、
違
う
背
景
を
持
つ
人
と

出
会
っ
た
と
き
に
、
ち
ゃ
ん
と
自
分
で

考
え
て
対
話
で
き
る
力
の
方
が
大
事

に
な
っ
て
き
ま
す
。
ス
ピ
ー
ド
感
を
持

つ
こ
と
も
大
切
で
す
ね
。
何
年
も
か
け

て
考
え
て
い
て
は
、
今
の
状
況
に
対
応

で
き
ま
せ
ん
。
早
く
情
報
を
得
て
、
早

く
考
え
を
出
さ
な
け
れ
ば
。

 　

そ
の
た
め
に
は
、
教
育
体
制
を
変

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
人
数
教
室

の
講
義
形
式
の
授
業
で
は
、
学
生
は
受

け
身
の
こ
と
し
か
で
き
ま
せ
ん
。
授

業
時
間
や
単
位
数
の
制
限
が
あ
る
の

で
、
い
き
な
り
変
え
る
わ
け
に
は
い
き

ま
せ
ん
が
、
大
教
室
授
業
で
も
グ
ル
ー

プ
に
分
け
て
議
論
さ
せ
る
な
ど
の
試

み
を
以
前
か
ら
始
め
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
最
終
的
に
は
少
人
数
型
の
ゼ
ミ
主

体
の
体
制
に
シ
フ
ト
し
て
い
く
こ
と

を
目
標
に
し
て
い
ま
す
。

―
―
教
育
研
究
者
側
の
対
応
も
課
題

で
す
ね
。

田
中　

確
か
に
そ
の
通
り
で
す
。
グ

ロ
ー
バ
ル
化
対
応
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず

解
決
を
迫
ら
れ
て
い
る
の
は
英
語
で

の
授
業
で
す
。
教
え
る
た
め
の
英
語
と

な
る
と
現
時
点
で
は
一
部
の
教
師
し

か
で
き
ま
せ
ん
。
が
、
潜
在
的
に
で
き

る
教
師
は
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
研
修
な

ど
の
体
制
づ
く
り
が
必
要
で
す
が
、
先

生
方
は
積
極
的
に
取
り
組
む
意
欲
を

持
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。 

―
―
と
こ
ろ
で
、
総
長
の
ご
本
を
拝

見
し
て
い
る
と
、
江
戸
時
代
は
実
は
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
中
に
あ
っ

て
、
長
崎
を
通
じ
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど

に
外
国
の
影
響
が
相
当
み
ら
れ
た
と
の

お
話
に
驚
き
、
ま
た
文
化
面
で
は
予
想

外
に
「
個
」
の
存
在
が
大
き
い
役
割
を

果
た
し
て
い
た
と
の
印
象
を
持
ち
ま
し

た
。
教
育
に
関
し
て
江
戸
時
代
に
お
い

て
参
考
に
な
る
点
は
あ
り
ま
す
か
。

田
中　

あ
り
ま
す
ね
。
例
え
ば
「
寺
子

屋
」。
当
時
は
「
手
習
い
」
と
言
っ
て

い
た
ん
で
す
が
、
あ
れ
は
大
人
数
を
集

め
て
い
る
け
れ
ど
も
、
実
は
家
庭
教
師

の
よ
う
な
も
の
な
ん
で
す
。
机
が
き

ち
っ
と
並
ん
で
お
ら
ず
、
一
人
ひ
と
り

違
っ
た
方
向
を
向
い
て
違
っ
た
こ
と
を

や
っ
て
い
る
。
誰
も
先
生
を
見
て
い
な

い
。
学
級
崩
壊
し
て
い
ま
す
ね（
笑
）。 

―
―
個
人
の
レ
ベ
ル
に
合
っ
た
も
の

を
そ
れ
ぞ
れ
が
学
ん
で
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
か
。

田
中　

そ
の
通
り
で
す
。
た
く
さ
ん
生

徒
は
い
る
け
れ
ど
も
、
先
生
が
そ
の
子

の
年
齢
、
能
力
に
合
わ
せ
て
教
科
書
を

組
み
合
わ
せ
、
個
人
授
業
を
し
て
い
ま

す
。
そ
し
て
当
時
の
教
科
書
の
基
本

は
「
往お

う
ら
い
も
の

来
物
」（
注
2
）、
つ
ま
り
手
紙
文

で
す
。
大
人
に
な
る
た
め
に
は
手
紙

を
書
け
る
必
要
が
あ
る
。
彼
ら
は
手

紙
を
書
く
こ
と
を
一
番
大
切
に
し
て

い
た
ん
で
す
。

―
―
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
す
ね
。 

田
中　

も
ち
ろ
ん
、
武
士
の
子
弟
は

論
語
な
ど
も
学
び
ま
す
が
、
手
紙
は

必
需
で
し
た
。
手
紙
が
書
け
れ
ば
、

普
段
の
挨
拶
な
ど
に
困
ら
な
い
だ
け

で
な
く
、
日
本
全
国
ど
こ
の
人
と
で

も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
ま

す
。
当
時
の
手
紙
は
、
全
国
ど
こ
で

も
「
御お

家い
え
り
ゅ
う流」（

注
3
）
と
い
う
同
じ
字

体
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
手
紙
さ

え
書
け
れ
ば
、
か
な
り
方
言
が
き
つ

く
て
も
話
が
通
じ
た
の
で
す
。

―
―
豊
臣
秀
吉
や
徳
川
家
康
の
手
紙

文
が
有
名
で
す
が
、
庶
民
の
間
で
も

手
紙
文
を
重
視
し
て
い
た
ん
で
す
ね
。

田
中　

生
き
て
い
く
た
め
に
必
要

だ
っ
た
ん
で
す
。
商
人
は
も
ち
ろ
ん
、

農
民
も
、
織
物
や
手
漉
き
の
紙
を
商
人

が
買
い
取
り
に
来
ま
す
か
ら
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
が
必
要
に
な
っ
て

注  
５
／
歌
川
広
重〈
初
代
〉（
一
七
九
七

〜
一
八
五
八
）
江
戸
時
代
末
期

の
浮
世
絵
師
。
代
表
作
は
、「
東

海
道
五
十
三
次
」「
名
所
江
戸
百

景
」
等
。
オ
ラ
ン
ダ
出
身
の
画

家
ゴ
ッ
ホ
は
、「
名
所
江
戸
百
景
」

の
「
亀
戸
梅
屋
舗
」「
大
は
し
あ

た
け
の
夕
立
」
を
模
写
す
る
な

ど
、
広
重
か
ら
大
胆
な
構
図
・

遠
近
法
に
影
響
を
受
け
た
と
さ

れ
る
。

注 

６
／
十
返
舎
一
九
（
一
七
六
五

〜
一
八
三
一
）
江
戸
時
代
後
期

の
戯げ

作さ
く

者
。
町
同
心
の
次
男
。

代
表
作
は「
東
海
道
中
膝
栗
毛
」。

注 

７
／
鈴
木
春
信
（
一
七
二
五
〜

一
七
七
〇
）
江
戸
の
裕
福
な
趣

味
人
た
ち
の
要
望
を
受
け
て
錦

絵
（
多
色
摺
木
版
画
）
が
誕
生

す
る
と
、
そ
の
第
一
人
者
と
な

る
。
代
表
作「
雪
中
相
合
傘
」「
夜

の
梅
」「
お
せ
ん
の
茶
屋
」
等
。



NICHIGIN 2014 NO.407

INTERVIEW

―
―
浮
世
絵
師
の
葛
飾
北
斎
（
注
4
）
や

歌
川
広
重
（
注
5
）
が
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム

と
い
う
形
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
広
が
っ

て
い
っ
た
こ
と
は
、
非
常
に
画
期
的

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た
こ

と
が
今
後
、
文
化
の
多
様
性
の
中
で

起
こ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
の
が

総
長
の
お
考
え
だ
と
思
う
の
で
す
が
、

江
戸
時
代
に
そ
れ
が
実
現
し
た
の
は

な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

田
中　

江
戸
時
代
の
特
徴
の
一
つ
は
、

職
人
の
世
界
、
も
の
づ
く
り
の
世
界
が

発
達
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。例
え
ば
、

浮
世
絵
師
は
芸
術
家
で
は
な
く
、
下
絵

師
、
彫
師
、
摺す

り

師し

ら
職
人
の
連
な
り

の
中
の
一
人
で
す
。
そ
し
て
「
東
海
道

五
十
三
次
」
も
「
名
所
江
戸
百
景
」
も

突
然
で
き
た
わ
け
で
は
な
く
、「
こ
う

い
う
絵
が
欲
し
い
」
と
い
う
お
客
さ
ん

の
要
望
に
職
人
た
ち
が
応
え
て
い
る

う
ち
に
少
し
ず
つ
で
き
上
が
っ
て
き

た
の
で
す
。
当
時
の
お
客
さ
ん
は
、
質

の
高
い
周
辺
国
の
輸
入
品
を
目
で
見

て
い
る
。
輸
入
品
を
見
て
い
る
か
ら
、

そ
れ
と
同
じ
か
も
っ
と
質
の
高
い
も

の
を
欲
し
い
と
い
う
わ
け
で
す
。
職
人

は
そ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
中

で
、
職
人
さ
ん
へ
の
リ
ス
ペ
ク
ト
が
始

ま
り
、
更
に
職
人
さ
ん
の
や
る
気
に
つ

な
が
っ
て
い
く
ん
で
す
。

―
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
貴
族
が
芸
術

を
リ
ー
ド
し
、
江
戸
時
代
の
日
本
は

町
人
が
リ
ー
ド
し
た
よ
う
に
思
い
ま

す
が
い
か
が
で
す
か
。

田
中　

実
は
人
口
構
成
か
ら
い
う
と
、

決
し
て
町
人
は
多
く
は
な
い
ん
で
す
。

農
民
人
口
が
八
〇
％
。
武
士
と
町
人
は

残
り
の
二
〇
％
。
江
戸
に
は
、
武
士
と

町
人
が
半
々
で
し
た
。
職
人
と
呼
ば
れ

る
人
の
中
に
も
武
士
出
身
や
町
人
出
身

が
い
た
ん
で
す
。
広
重
は
武
士
で
、
北

斎
は
町
人
。
今
、
私
た
ち
が
言
う
「
町

人
文
化
」
は
、
実
は
武
士
の
教
養
と
町

人
の
経
済
力
が
結
び
つ
い
た
も
の
で
す
。

　

武
士
と
町
人
の
融
合
文
化
が
作
り

出
さ
れ
た
背
景
に
は
、
武
士
の
貧
し
さ

が
あ
り
ま
す
。
日
本
の
武
士
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
騎
士
と
違
っ
て
、
土
地
を

持
っ
て
い
な
い
ん
で
す
ね
。
石
高
制
と

い
う
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
社
会
で
、
か
つ
石

高
は
限
ら
れ
て
い
た
の
で
、
黙
っ
て
い

て
は
暮
ら
し
て
い
け
な
か
っ
た
の
で

す
。

 　

と
は
い
え
、
武
士
の
教
養
は
相
当

な
も
の
で
す
。
能
や
茶
の
湯
も
理
解
し

て
い
る
。
例
え
ば
、
十
返
舎
一
九
（
注

6
）
は
武
士
で
す
が
、
香
道
の
天
才
と

言
わ
れ
ま
し
た
。
鈴
木
春
信
（
注
7
）
は
、

出
身
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
能
の

教
養
が
あ
り
、
能
の
謡

う
た
いを

テ
ー
マ
に
し

て
絵
を
描
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
武
士

と
深
い
つ
な
が
り
が
あ
る
だ
ろ
う
と

推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

こ
れ
ら
の
才
能
を
、
版
元
で
あ
る
町

人
が
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
な
り
、
面
白

い
、売
れ
る
商
品
を
作
り
だ
す
こ
と
で
、

膨
大
な
量
の
質
の
高
い
作
品
が
生
ま

れ
ま
し
た
。
武
士
と
町
人
の
「
連
」
が

成
立
し
た
の
で
す
。

―
―
現
代
で
も
、
職
人
の
技
能
を
う

ま
く
生
か
す
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
存

在
が
求
め
ら
れ
て
い
る
気
が
し
ま
す
。

田
中　

蔦
屋
重
三
郎
（
注
8
）
は
版
元
で

す
が
、
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
的
な
動
き
を

し
て
、
東
洲
斎
写
楽
（
注
9
）
や
歌
麿
（
注

10
）、
北
斎
と
い
っ
た
浮
世
絵
師
を
生
み

出
し
ま
し
た
。
平
賀
源
内
（
注
11
）
も
藩

士
を
や
め
浪
人
化
し
て
ま
で
、
産
業

の
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
活
動
に
専
念
し
ま

い
ま
し
た
。
特
に
江
戸
で
は
、
参
勤
交

代
な
ど
で
、
全
然
言
葉
の
わ
か
ら
な
い

人
た
ち
同
士
が
身
近
に
暮
ら
し
て
い

た
の
で
、
手
紙
文
を
学
ぶ
こ
と
は
と
て

も
大
切
だ
っ
た
の
で
す
。 

　

と
は
い
え
、
寺
子
屋
は
そ
れ
ぞ
れ
の

子
供
の
将
来
の
生
き
る
道
や
能
力
に

沿
っ
て
指
導
し
て
お
り
、
集
団
指
導

が
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
寺
子
屋
社
会
を
私

は
「
連
的
な
社
会
」
と
呼
ん
で
い
ま

す
。
連
句
と
か
俳
諧
の
つ
な
が
り
の
よ

う
に
、
一
人
ひ
と
り
異
な
る
け
れ
ど
バ

ラ
バ
ラ
で
は
な
く
、
相
互
に
つ
な
が
っ

て
い
る
状
態
で
す
ね
。
考
え
方
が
違
う

個
々
の
才
能
を
連
携
し
て
、
何
か
を

作
っ
て
い
く
、
そ
う
い
う
関
係
性
が
魅

力
で
す
ね
。

―
―
同
様
の
こ
と
を
、
大
学
で
も
ゼ

ミ
形
式
で
学
生
た
ち
に
体
感
し
て
も

ら
お
う
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

田
中　

ま
さ
に
ゼ
ミ
は
、
寺
子
屋
の
よ

う
な
と
こ
ろ
で
す
。
発
表
も
最
低
限

盛
り
込
む
べ
き
こ
と
は
あ
ら
か
じ
め

決
め
ま
す
が
、
中
身
は
自
分
で
考
え

る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
通
じ
て
自
分
を

作
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
ね
。
手

間
と
時
間
は
か
か
り
ま
す
が
、
大
教
室

で
一
方
的
に
講
義
す
る
よ
う
な
内
容

は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
で
済
ま
せ
、
時

間
を
確
保
し
て
、
ゼ
ミ
で
は
そ
れ
を
前

提
に
し
っ
か
り
議
論
す
る
。
社
会
学
部

で
は
一
部
で
す
で
に
そ
う
し
た
や
り

町
人
文
化
に
は
、

才
能
を
生
か
す 「
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
」が
い
た

方
を
導
入
し
て
い
ま
す
。

注 
８
／
蔦
屋
重
三
郎
（
一
七
五
〇

〜
一
七
九
七
）
江
戸
時
代
の
版

元
（
出
版
人
）。
洒
落
本
・
黄
表

紙
の
山
東
京
伝
、
浮
世
絵
師
の

喜
多
川
歌
麿
や
東
洲
斎
写
楽
な

ど
の
斬
新
な
企
画
を
売
り
出
し

た
。
ま
た
、
戯
作
者 

十
返
舎
一
九

や
小
説
家 

曲
亭（
滝
沢
）馬
琴（
代

表
作
「
南
総
里
見
八
犬
伝
」）
も

蔦
屋
の
世
話
を
受
け
て
い
る
。

注 

９
／
東
洲
斎
写
楽
（
生
没
年
不
詳
）

一
七
九
四
年
五
月
頃
か
ら
翌
年

三
月
ま
で
の
わ
ず
か
一
〇
カ
月
弱

の
間
に
版
元 

蔦
屋
か
ら
一
四
〇

種
前
後
の
役
者
絵
等
を
売
り
出

し
た
浮
世
絵
師
。
代
表
作
「
市
川

鰕え
び
ぞ
う蔵
の
竹
村
定
之
進
」「
三
代
目

大
谷
鬼
次
の
江
戸
兵
衛
」
等
。

注 

10
／
喜
多
川
歌
麿
（
一
七
五
三

〜
一
八
〇
六
）
当
初
は
黄
表
紙
・

洒
落
本
の
挿
絵
画
家
で
あ
っ
た

が
、
一
七
八
一
年
頃
よ
り
、
版

元 

蔦
屋
と
知
り
合
い
、
歌
麿
と

改
名
し
、
狂
歌
絵
本
、
美
人
画

の
第
一
人
者
と
な
る
。
代
表
作

「
ポ
ッ
ピ
ン
（
ビ
ー
ド
ロ
）
を
吹

く
娘
」「
更
衣
美
人
図
」
等
。

注 

11
／
平
賀
源
内
（
一
七
二
八
〜

一
七
八
〇
）
江
戸
時
代
中
期
の

科
学
者
、
文
人
、
戯
作
者
、
洋

画
家
。
鉱
山
採
掘
、
金
唐
革
紙

の
発
明
、
物
産
展
の
企
画
、
現

代
で
い
え
ば
広
告
コ
ピ
ー
に
あ

た
る
「
本
日
土
用
丑
の
日
」
や

歯
磨
き
粉
「
漱
石
膏
」
の
C
M

ソ
ン
グ
等
も
考
案
し
た
と
さ
れ

る
多
芸
多
才
の
人
。
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し
た
。
大
田
南な

ん

畝ぽ
（
注
12
）
は
武
士
で
あ

り
な
が
ら
天
才
的
な
狂
歌（
注
13
）
師
で
、

か
つ
若
い
才
能
を
発
見
し
て
は
褒
め

な
が
ら
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
的
な
こ
と

を
や
っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
み
ん

 （
聞
き
手
／
情
報
サ
ー
ビ
ス
局
長
・
丹
治
芳
樹
）

INTERVIEW

江
戸
の
実
態
や
歴
史
を
ひ
も
と
い
て
い

く
、
学
際
的
な
と
こ
ろ
に
は
ど
の
よ
う

に
た
ど
り
着
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

田
中　

お
そ
ら
く
文
学
部
の
中
に
閉

じ
こ
も
り
、
あ
る
作
家
に
つ
い
て
極
め

る
こ
と
を
重
視
し
て
い
た
ら
、
今
の
よ

う
に
は
な
ら
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
し

か
し
、
私
の
交
友
範
囲
は
、
理
科
系
や

社
会
科
学
、
文
化
人
類
学
の
研
究
者
ま

で
及
ん
で
い
ま
し
て
、
そ
の
人
た
ち
と

話
し
て
い
る
と
、
江
戸
に
つ
い
て
い
ろ

い
ろ
な
こ
と
を
質
問
さ
れ
て
答
え
に

詰
ま
る
こ
と
が
多
か
っ
た
ん
で
す
が
、

そ
う
し
た
外
の
人
の
質
問
に
き
ち
っ

と
答
え
よ
う
と
勉
強
し
た
こ
と
が
大

き
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
物
事
を
理
解

し
た
い
と
思
っ
た
と
き
は
、
そ
の
中
だ

け
で
見
て
い
て
は
わ
か
ら
な
い
。
外
と

の
関
係
を
見
る
。
そ
う
す
る
と
必
然
的

に
学
際
的
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。

―
―
い
ろ
い
ろ
な
分
野
の
人
と
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
り
な
が
ら
、

そ
の
切
り
口
を
吸
収
し
、
開
拓
し
て

い
く
。
ま
さ
に
先
ほ
ど
の「
個
」と「
連
」

の
概
念
を
実
践
し
て
こ
ら
れ
た
ん
で

す
ね
。

田
中　

私
は
、
自
分
の
こ
と
を
専
門
家

だ
と
は
思
い
ま
せ
ん
。「
こ
れ
だ
け
を

専
門
に
研
究
す
れ
ば
い
い
」
と
い
う
の

で
は
な
く
、
人
間
と
し
て
知
り
た
い
こ

と
を
研
究
し
て
い
る
と
考
え
、
垣
根
を

―
―
総
長
の
就
任
時
、「
自
分
は
法
政

大
学
で
人
生
の
基
盤
を
与
え
ら
れ
た
」

と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。

田
中　

私
は
研
究
者
で
は
な
く
物
書

き
に
な
ろ
う
と
思
っ
て
大
学
に
い
ま

し
た
か
ら
、
学
部
時
代
は
「
こ
れ
だ
」

と
思
っ
た
ら
こ
っ
ち
、ま
た
「
あ
れ
だ
」

と
思
っ
た
ら
そ
っ
ち
に
行
く
と
い
う

こ
と
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の

時
々
に
た
く
さ
ん
の
出
会
い
が
あ
り

ま
し
た
。
文
学
、
言
語
学
、
社
会
科
学

…
…
。

―
―
好
奇
心
の
赴
く
ま
ま
に
勉
強
し

た
わ
け
で
す
ね
。

田
中　

大
学
時
代
は
そ
れ
が
で
き
る

ん
で
す
。
だ
か
ら
、
ボ
ヤ
ッ
と
し
て
い

る
の
は
も
っ
た
い
な
い
で
す
ね
。私
が
、

江
戸
文
学
と
出
会
っ
た
の
は
、
近
代
文

学
の
ゼ
ミ
で
す
。
芥
川
賞
作
家
の
石
川

淳じ
ゅ
ん（注

14
）が
書
い
た
江
戸
に
関
す
る
エ
ッ

セ
イ
を
読
ん
で
「
江
戸
時
代
は
、
こ
う

い
う
人
た
ち
の
世
界
だ
」
と
わ
か
っ
て

し
ま
っ
た
ん
で
す
。

―
―
江
戸
人
が
手
触
り
感
を
持
っ
て

見
え
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

田
中　

そ
う
で
す
。
何
も
江
戸
の
知
識

は
な
い
の
に
、
エ
ッ
セ
ン
ス
が
わ
か
っ

て
し
ま
っ
た
。
な
ぜ
こ
ん
な
社
会
が
あ

る
ん
だ
ろ
う
、
な
ぜ
こ
ん
な
人
間
観
が

あ
り
得
る
ん
だ
ろ
う
と
、
大
学
の
後
半

か
ら
江
戸
時
代
の
勉
強
を
始
め
て
、
大

学
院
に
進
み
ま
し
た
。

―
―
多
方
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で

な
周
り
が
す
ご
い
ね
と
言
っ
て
く
る

ん
で
す
ね
。
当
時
は
、
そ
う
い
う
プ
ロ

デ
ュ
ー
サ
ー
に
対
す
る
リ
ス
ペ
ク
ト

が
あ
り
ま
し
た
。 

作
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

―
―
最
後
に
、
六
大
学
初
の
女
性
総

長
と
し
て
、
女
性
が
活
躍
す
る
た
め

の
課
題
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

田
中　

環
境
の
問
題
も
あ
り
ま
す
が
、

女
性
自
身
の
意
識
が
重
要
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。
管
理
職
の
話
が
来
て
も
、

責
任
が
重
い
な
ど
の
理
由
で
お
断
り

に
な
る
女
性
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

自
分
は
こ
の
程
度
の
人
間
だ
、
こ
れ
で

い
い
ん
だ
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

そ
れ
で
は
自
分
の
能
力
は
伸
び
ま
せ

ん
。
あ
る
地
位
、役
割
に
就
く
こ
と
で
、

能
力
が
引
き
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る

の
で
、
一
歩
足
を
踏
み
出
し
て
ほ
し
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。 

　

し
か
し
、
現
実
に
は
、
子
育
て
に

よ
っ
て
そ
れ
が
難
し
い
場
合
が
多
い

の
も
事
実
で
す
。
昇
進
や
能
力
開
発
の

キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
男
性
に
合
わ
せ
る

の
で
は
な
く
、
女
性
の
個
々
の
事
情
に

合
わ
せ
て
遅
ら
せ
て
、
子
育
て
後
に
そ

う
し
た
キ
ャ
リ
ア
を
進
め
る
よ
う
な

柔
軟
な
対
応
が
で
き
れ
ば
、
必
ず
能
力

を
伸
ば
せ
ま
す
。
そ
れ
が
ダ
イ
バ
ー
シ

テ
ィ
ー
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
ん
で

す
。

―
―
本
日
は
、
大
変
参
考
に
な
る
お

話
を
い
た
だ
い
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

「
個
」と「
連
」の
中
で
成
長
し
た
学
生
時
代

注 
12
／
大
田
南
畝（
一
七
四
九
〜

一
八
二
三
）
蜀
山
人
と
し
て
知
ら

れ
る
狂
歌
師
、
文
人
。
幕
吏
で

あ
り
な
が
ら
、
天
明
年
間
に
狂

歌
会
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
る
。
当

代
の
狂
歌
を
選
ん
だ
「
万ま
ん
ざ
い載
狂

歌
集
」
や
黄
表
紙
評
判
記
「
菊

寿
草
」
の
ほ
か
、
自
作
の
狂
歌

集
「
蜀
山
百
首
」
等
多
数
の
著

書
を
残
す
。

注 

13
／
狂
歌　

短
歌
の
一
種
。
滑

稽
、
諧か

い

謔ぎ
ゃ
く

を
旨
と
し
、
題
材
は

日
常
生
活
や
卑
近
な
話
題
も
用

い
る
な
ど
自
由
。
古
く
は
万
葉

集
か
ら
み
ら
れ
、
一
七
八
〇
年

代
に
江
戸
で
全
盛
期
を
迎
え
る
。

注 

14
／
石
川
淳（
一
八
九
九
〜

一
九
八
七
）
小
説
家
。
一
九
三
六

年
「
普ふ

賢げ
ん

」
で
芥
川
賞
を
受
賞

す
る
。
和
漢
洋
に
か
か
る
博
学

な
知
識
や
遊
芸
、
批
判
精
神
に

裏
打
ち
さ
れ
た
多
く
の
作
品
で

知
ら
れ
る
。
代
表
作
は
「
黄
金

伝
説
」「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」
等
。

ま
た
、
江
戸
の
遊
民
や
山
東
京

伝
等
に
関
す
る
エ
ッ
セ
イ
を
残

し
て
い
る
。




