
 - 1 - 

ド
ラ
マ
に
出
て
く
る
本
の
風
景 

時
代
考
証
と
い
う
の
は
難
し
い
も
の
で
、
作
家
や
映
画
・
ド
ラ
マ
を
担
当
す
る
美
術

部
泣
か
せ
の
と
こ
ろ
が
あ
る
。
与
力
や
同
心
は
こ
う
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
か
、
江

戸
時
代
の
髪
型
は
こ
う
だ
っ
た
、
と
い
っ
た
知
識
は
最
近
の
「
江
戸
ブ
ー
ム
」
で
詳
し

い
人
が
多
く
な
っ
て
き
た
か
ら
、
や
り
に
く
い
だ
ろ
う
と
想
像
す
る
。 

そ
う
い
う
意
味
で
、
演
出
家
や
美
術
係
ば
か
り
責
め
る
の
も
何
だ
と
思
う
の
だ
が
、

本
屋
の
癖
が
出
て
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
な
ど
で
本
の
あ
る
風
景
が
あ
る
と
、
つ
い
意
地
悪
な

目
で
見
て
し
ま
う
。 

現
代
の
ド
ラ
マ
で
も
、
作
家
の
書
斎
が
見
え
る
と
「
あ
あ
、
安
い
本
ば
か
り
集
め
て

そ
れ
ら
し
く
作
っ
た
だ
け
だ
な
」
と
わ
か
っ
て
し
ま
う
。
あ
る
女
流
作
家
の
書
斎
が
、

話
で
は
昭
和
四
十
年
代
か
ら
の
回
想
形
式
だ
っ
た
が
、
セ
ッ
ト
で
は
ず
っ
と
同
じ
だ
っ

た
。
誰
で
も
経
験
す
る
と
思
う
が
、
減
ら
し
て
い
る
つ
も
り
で
も
本
は
増
え
て
い
く
一

方
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
書
斎
に
は
い
つ
も
必
要
と
す
る
本
を
優
先
し
て
身
の
回
り
に

置
い
て
い
く
。
つ
ま
り
、
た
だ
積
ま
れ
て
い
く
の
で
な
く
生
き
て
い
る
の
だ
。
少
な
く

と
も
当
人
は
そ
う
考
え
て
本
を
「
整
理
」
す
る
。
そ
の
機
微
が
全
然
わ
か
っ
て
い
な
か

っ
た
。
戦
前
の
平
凡
社
版
美
術
全
集
、
昭
和
三
、
四
十
年
代
の
文
学
全
集
、
百
科
事
典
、

そ
れ
ら
し
い
文
学
研
究
書
な
ど
が
並
ん
で
い
た
ま
ま
だ
っ
た
。
私
た
ち
古
本
屋
が
「
つ

ぶ
し
」
と
い
っ
て
い
る
二
束
三
文
の
本
ば
か
り
だ
。
予
算
が
な
か
っ
た
の
か
、
そ
う
い

う
と
こ
ろ
ま
で
気
が
回
ら
な
か
っ
た
の
か
、
モ
デ
ル
に
な
っ
た
作
家
が
か
わ
い
そ
う
だ

と
思
っ
た
も
の
だ
。 

本
が
雑
然
と
積
ま
れ
た
光
景
が
よ
く
出
て
く
る
の
だ
が
、
そ
う
い
う
時
に
本
の
下
小

口
側
を
見
せ
て
積
ん
で
し
ま
っ
て
は
意
味
が
な
い
。
い
く
ら
置
き
場
所
が
な
く
て
も
本

は
背
中
が
見
え
る
よ
う
に
積
む
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
ど
こ
に
ど
の
本
が
あ
る

か
、
記
憶
の
中
に
留
め
て
お
く
こ
と
が
で
き
て
、
必
要
な
時
に
す
ぐ
取
り
出
せ
る
の
だ
。

せ
め
て
そ
う
い
う
気
遣
い
を
し
て
欲
し
い
。 

現
代
で
も
そ
う
な
の
だ
か
ら
、
時
代
劇
の
映
画
や
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
と
な
る
と
、
も
っ

と
首
を
か
し
げ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
。 

新
撰
組
を
題
材
に
し
た
ド
ラ
マ
の
場
面
で
布
製
の
ボ
ー
ル
紙
を
使
っ
た
紺
色
の
帙
入

の
本
が
見
え
た
が
、
こ
れ
は
江
戸
時
代
に
は
ま
ず
な
い
も
の
だ
。
明
治
大
正
期
の
『
国

訳
漢
文
大
成
』
か
『
国
訳
大
蔵
経
』
の
和
装
本
で
、
美
術
部
の
人
が
そ
れ
ら
し
い
と
思

っ
て
置
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
古
本
屋
に
は
す
ぐ
ば
れ
る
。 

か
つ
て
徳
川
吉
宗
が
主
人
公
の
ド
ラ
マ
で
将
軍
の
手
に
し
て
い
た
和
本
が
、
下
本
と

い
っ
て
ふ
つ
う
の
人
が
読
む
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
に
は
愕
然
と
し
た
。
幕
府
の
図
書
館
・

紅
葉
山
文
庫
に
は
、
代
々
の
将
軍
に
献
上
さ
れ
た
本
が
納
め
ら
れ
て
い
る
が
、
献
上
本

と
は
「
謹
直
な
清
書
本

せ
い
し
ょ
ぼ
ん

ま
た
は
鮮
麗
な
初
刷
り
本
で
あ
る
。
体
裁
は
善
美
を
尽
し
た
特

製
本
で
あ
る
。
料
紙
は
寛
闊
、
装
訂
は
絹
布
の
表
紙
で
、
さ
ら
に
帙
を
加
え
、
桐
箱
に

エ
ッ
セ
イ 

和
本
を
調
べ
る
楽
し
み
３ 
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収
め
て
あ
る
」
（
福
井
保
『
紅
葉
山
文
庫
）
と
い
う
も
の
で
、
い
く
ら
質
素
を
旨
と
す

べ
し
と
い
う
将
軍
で
も
、
下
々
の
本
と
い
っ
し
ょ
に
し
て
は
か
わ
い
そ
う
だ
。 

昨
年
話
題
に
な
っ
た
篤
姫
が
本
好
き
で
、
と
く
に
『
日
本
外
史
』
を
好
ん
だ
そ
う
だ

が
、
そ
れ
を
読
む
シ
ー
ン
で
も
品
の
な
い
装
訂
だ
っ
た
の
が
い
た
だ
け
な
い
。
画
面
に

出
て
い
た
の
は
、
頭
注
の
あ
る
い
わ
ゆ
る
川
越
版
の
『
日
本
外
史
』
に
見
え
た
。
内
緒

で
市
井
に
出
て
い
た
本
を
読
ん
で
い
た
と
い
う
設
定
な
ら
仕
方
な
い
が
、
そ
れ
に
無
理

矢
理
現
代
風
の
表
紙
を
あ
し
ら
っ
た
本
に
し
た
か
ら
お
か
し
く
見
え
た
の
だ
。
も
っ
と

江
戸
期
の
品
格
を
出
し
て
ほ
し
か
っ
た
。
い
ず
れ
も
番
組
に
は
、
し
っ
か
り
し
た
時
代

考
証
の
先
生
が
つ
い
て
い
た
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
美
術
部
門
の
問
題
な
の
だ
ろ
う
。 

寺
子
屋
風
景
で
、
今
の
小
学
校
の
教
室
の
よ
う
に
壁
に
生
徒
の
書
い
た
作
品
を
た
く

さ
ん
貼
っ
て
い
た
ド
ラ
マ
の
画
面
が
あ
っ
た
。
和
本
の
挿
絵
を
い
ろ
い
ろ
あ
た
っ
て
き

た
が
、
そ
う
い
う
絵
柄
を
見
た
こ
と
が
な
い
。
ふ
つ
う
は
貴
重
な
紙
に
何
度
も
何
度
も

書
き
重
ね
て
い
く
。
真
っ
黒
に
な
る
ま
で
す
る
の
で
あ
る
。
作
品
の
発
表
会
が
あ
っ
て

父
兄
に
で
も
見
せ
る
つ
も
り
だ
ろ
う
か
。
現
代
の
学
校
と
混
同
し
て
い
る
。 

演
出
に
問
題
が
あ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
義
経
の
ド
ラ
マ
で
、
牛
若
が
文
字
の
勉
強
を

す
る
と
き
に
大
量
の
紙
を
使
っ
て
書
き
散
ら
し
て
い
た
シ
ー
ン
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
あ

り
え
な
い
こ
と
だ
。
紙
は
貴
重
品
だ
っ
た
。
朝
廷
の
綸
旨

り

ん

じ

で
す
ら
漉
き
返
し
の
宿
紙

す

く

し

を

用
い
て
い
た
時
代
に
、
鞍
馬
に
こ
も
っ
て
い
る
若
者
が
部
屋
中
に
紙
を
撒
い
て
文
字
を

学
ぶ
こ
と
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
。
懸
命
に
学
ん
だ
こ
と
を
象
徴
的
に
見
せ
よ
う
と
し
た

の
だ
ろ
う
が
、
私
に
は
違
和
感
を
覚
え
た
。
こ
れ
も
一
枚
の
紙
が
真
っ
黒
に
な
る
ま
で

何
度
も
書
い
た
、
と
い
う
演
出
に
す
べ
き
だ
っ
た
の
だ
。 

山
本
勘
介
が
万
巻
の
書
物
に
囲
ま
れ
て
学
ん
で
い
る
画
面
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
や

り
す
ぎ
で
あ
る
。
戦
国
時
代
は
、
ま
だ
書
物
が
あ
ま
り
普
及
は
し
て
い
な
か
っ
た
。
書

斎
と
い
う
ほ
ど
の
一
室
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
想
像
で
き
る
。
た
だ
、
当
時
駿
河
・

今
川
氏
の
と
こ
ろ
に
は
冷
泉
家
な
ど
の
公
卿
が
食
客
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
応
仁
の

乱
以
降
疲
弊
し
て
し
ま
っ
た
京
を
逃
れ
て
き
た
人
た
ち
だ
。
典
籍
類
も
い
っ
し
ょ
に
疎

開
し
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
勘
介
が
そ
こ
で
学
ん
だ
と
い
う
こ
と
な
ら
あ
り
え
な
く
も

な
い
が
、
冷
泉
家
と
『
孫
子
』
や
『
六
韜
三
略
』
で
は
ミ
ス
マ
ッ
チ
な
気
が
す
る
。
山

本
勘
介
の
実
在
は
ず
っ
と
疑
問
視
さ
れ
て
い
た
が
、
最
近
に
な
っ
て
存
在
そ
の
も
の
は

証
明
さ
れ
て
き
た
そ
う
だ
。
そ
れ
で
も
彼
を
武
田
信
玄
の
軍
師
と
す
る
の
に
は
ま
だ
多

く
の
歴
史
家
が
疑
問
を
も
っ
て
い
る
。
ド
ラ
マ
で
勘
介
が
軍
師
と
し
て
実
力
を
つ
け
た

と
い
い
た
い
な
ら
、
具
体
的
な
師
匠
な
り
蔵
書
の
あ
り
か
を
先
ず
示
す
べ
き
だ
っ
た
。 

た
し
か
に
戦
の
続
く
時
代
は
、
あ
ま
り
本
は
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も

西
の
大
内
氏
、
島
津
氏
あ
た
り
は
出
版
も
行
っ
て
い
る
し
、
文
運
に
秀
で
た
武
将
も
い

た
。
二
〇
〇
九
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
の
主
人
公
で
あ
る
直
江
兼
続
は
ま
さ
に
そ
う

い
う
人
物
だ
っ
た
。
慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）
木
活
字
を
使
っ
て
『
（
六
臣
注
）
文

選
』
六
十
巻
を
翻
刻
さ
せ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
直
江
版
と
し
て
珍
重
さ
れ
る
も
の
だ
。

ド
ラ
マ
で
、
そ
の
よ
う
な
文
人
武
将
と
本
の
関
係
が
ど
う
表
現
さ
れ
る
か
楽
し
み
に
し

て
い
る
。
戦
国
時
代
、
万
巻
の
書
物
が
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い
う
光
景
は
無
理
と
し
て
も
、

案
外
、
兵
法
書
や
『
文
選
』
は
よ
く
武
将
に
読
ま
れ
て
い
た
ら
し
い
。
だ
か
ら
、
あ
ま

り
殺
風
景
に
し
な
い
で
、
ち
ょ
っ
と
本
が
あ
る
風
景
を
演
出
し
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。 
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真
っ
白
な
紙
は
だ
め 

一
般
的
に
時
代
劇
で
気
に
な
る
の
は
、
紙
が
白
す
ぎ
る
こ
と
だ
。
本
に
か
ぎ
ら
ず
書

状
や
帳
面
に
し
て
も
そ
う
だ
。
現
在
の
文
房
具
店
な
ど
で
は
、
化
学
的
な
漂
白
剤
を
た

っ
ぷ
り
使
っ
た
真
っ
白
な
「
和
紙
」
を
売
っ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
機
械
的
に
つ
く

っ
た
紙
は
、
昔
は
当
然
な
か
っ
た
。
手
紙
に
使
う
奉
書
紙
は
上
等
な
新
品
で
も
や
や
黄

味
が
か
っ
て
お
り
、
上
質
の
鳥
の
子
紙
に
い
た
っ
て
は
鶏
卵
色
を
し
て
い
た
の
で
そ
の

名
が
つ
い
た
く
ら
い
だ
。
塵
紙
は
灰
色
で
あ
る
。 

わ
た
し
の
店
で
も
た
び
た
び
映
画
会
社
や
そ
の
制
作
会
社
か
ら
相
談
を
受
け
る
こ
と

が
あ
る
。
あ
る
映
画
で
用
い
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
和
本
を
選
ん
で
あ
げ
た
ら
、
当
時
は

そ
れ
が
新
本
な
の
だ
か
ら
も
っ
と
紙
が
白
か
っ
た
は
ず
だ
と
い
っ
て
、
結
局
、
現
代
の

真
っ
白
な
和
紙
で
作
っ
た
和
装
本
ま
が
い
を
使
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

別
の
映
画
で
は
、
「
魏
志
倭
人
伝
」
を
出
し
た
い
と
い
う
の
で
、
話
で
設
定
さ
れ
て

い
た
一
九
六
〇
年
代
に
入
手
可
能
な
『
三
国
志
』
の
こ
と
を
教
え
た
が
、
予
算
が
な
い

の
か
中
国
の
活
字
翻
刻
本
に
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
を
見
な
が
ら
漢
文
知
識
の
な
い
人

が
「
倭
人
は
帯
方
東
南
大
海
の
中
に
あ
り
…
…
」
と
読
み
下
し
文
で
読
ん
で
い
た
が
、

そ
れ
は
無
理
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
岩
波
文
庫
本
で
よ
か
っ
た
の
に
。
い
ず

れ
も
ス
タ
ッ
フ
の
認
識
不
足
で
あ
る
。 

小
道
具
さ
ん
た
ち
が
、
も
し
和
本
や
奉
行
所
の
調
書
な
ど
を
用
意
す
る
な
ら
、
紙
は

真
っ
白
で
な
い
手
漉
き
の
和
紙
（
書
道
具
屋
で
売
っ
て
い
る
）
を
選
ん
で
ほ
し
い
。
現

代
で
も
書
籍
用
紙
は
「
ク
リ
ー
ム
上
質
紙
」
と
い
っ
て
、
わ
ざ
と
ク
リ
ー
ム
色
に
し
て

あ
る
。
真
っ
白
だ
と
眼
が
疲
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
漂
白
技
術
の
不
十
分
な
時
代
、
新
品

の
漉
い
た
ば
か
り
の
和
紙
で
も
ち
ょ
う
ど
こ
の
ク
リ
ー
ム
上
質
紙
並
み
で
あ
る
。
そ
れ

な
の
に
テ
レ
ビ
で
見
る
と
真
っ
白
な
紙
。
こ
の
意
味
を
教
え
て
あ
げ
た
い
も
の
だ
。 

表
紙
に
貼
る
題
簽
も
大
事
で
、
大
き
さ
や
位
置
と
も
決
ま
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
、

そ
う
し
た
様
式
に
し
た
が
っ
て
作
る
べ
き
で
あ
る
。
和
本
に
は
品
格
が
必
要
で
、
題
簽

の
大
き
さ
ひ
と
つ
で
、
そ
れ
を
ぶ
ち
壊
し
て
し
ま
う
か
ら
、
ぜ
ひ
守
っ
て
ほ
し
い
。
ま

し
て
大
名
ク
ラ
ス
が
持
つ
献
上
本
の
「
善
美
を
尽
し
た
特
製
本
」
と
い
う
意
味
合
い
を

理
解
し
て
ほ
し
い
も
の
だ
。
ま
た
、
一
般
人
が
見
る
本
は
無
理
に
帙
や
套
に
入
れ
よ
う

と
し
な
い
で
、
は
だ
か
の
ま
ま
で
よ
い
。
よ
け
い
な
こ
と
を
す
る
と
か
え
っ
て
馬
脚
を

あ
ら
わ
し
て
し
ま
う
。 

和
本
の
挿
絵
を
見
る
と
、
木
箱
入
り
の
和
本
が
よ
く
描
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
ケ
ン
ド
ン
型
の
箱
が
当
時
の
よ
く
見
ら
れ
る
風
景
で
あ
る
。
時
代
劇
の
セ
ッ
ト
で

和本の表紙。題簽は幅が一寸（約 3 ㎝）から一寸半程度。長さ

は本全体の三分の二。貼る位置は小口や天から一分（3 ㎜）

から一分半。綴じ代も１㎝くらい。これをはずすと品が無くなる
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本
を
ど
の
よ
う
に
置

く
か
苦
労
す
る
の
だ

っ
た
ら
、
こ
の
ケ
ン

ド
ン
を
二
、
三
個
置

い
て
お
く
と
江
戸
時

代
の
書
斎
ら
し
く
な

る
。
和
本
を
扱
う
古

本
屋
に
頼
ん
で
お
け

ば
時
代
の
あ
る
も
の

を
調
達
し
て
さ
し
あ

げ
る
。 

 和
本
を
も
っ
と
時
代
劇
に
登
場
さ
せ
て 

時
代
考
証
の
揚
げ
足
取
り
ば
か
り
で
は
能
も
あ
る
ま
い
。
映
画
や
演
劇
は
芸
術
だ
か

ら
、
た
だ
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
求
め
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
な
く
、
全
体
の
演
出
の
中

で
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
だ
ろ
う
。
そ
う
だ
っ
た
ら
、
む
し
ろ
時
代
劇
に
本
が
登
場
し

な
さ
す
ぎ
る
こ
と
の
ほ
う
が
問
題
だ
と
思
う
。 

江
戸
時
代
後
期
の
読
書
熱
と
い
う
の
は
想
像
以
上
で
、
ま
た
識
字
率
が
思
い
の
ほ
か

高
か
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
人
々
は
も
っ
と
本
を
手
近
に
置
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
庶

民
は
文
字
が
読
め
な
か
っ
た
と
い
う
旧
説
に
惑
わ
さ
れ
て
、
画
面
に
入
れ
な
い
よ
う
に

し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
っ
と
草
双
紙
や
往
来
物
、
重
宝
記
な
ど
を
入
れ
る

と
よ
い
の
だ
。 

寺
子
屋
の
子
供
た
ち
は
「
変
体
が
な
」
を
覚
え
た
。
く
ず
し
字
で
書
か
れ
た
往
来
物

で
学
ん
だ
か
ら
、
そ
こ
で
ひ
と
通
り
読
み
書
き
を
習
得
し
た
ら
、
読
本
や
合
巻
も
す
ぐ

読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
は
ず
だ
。
遊
郭
の
女
た
ち
も
あ
ん
が
い
本
好
き
で
、
遊
女
評
判

記
な
ど
の
挿
絵
に
は
せ
っ
せ
と
手
紙
を
書
く
シ
ー
ン
と
く
つ
ろ
い
で
本
を
読
ん
で
い
る

風
景
が
よ
く
描
か
れ
て
い
る
。
庶
民
の
生
活
場
面
で
本
は
ふ
つ
う
の
景
色
と
し
て
溶
け

こ
ん
で
い
た
の
だ
。
だ
か
ら
滑
稽
本
、
黄
表
紙
な
ど
を
長
屋
の
住
人
が
読
ん
で
い
た
り
、

貸
本
屋
が
た
ず
ね
て
く
る
風
景
は
も
っ
と
あ
っ
て
よ
い
の
だ
。
こ
れ
を
う
ま
く
再
現
し

て
ほ
し
い
。
た
だ
し
、
元
禄
時
代
に
黄
表
紙
と
い
う
言
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
、

そ
の
時
代
考
証
は
し
っ
か
り
と
し
て
。 

本
が
登
場
し
な
さ
過
ぎ
る
の
は
時
代
劇
製
作
者
に
お
願
い
す
る
よ
り
、
時
代
小
説
作

家
の
皆
さ
ん
に
、
も
っ
と
作
品
の
中
に
入
れ
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
す
る
べ
き
か
も

し
れ
な
い
。 

出
久
根
達
郎
『
御
書
物
同
心
日
記
』
は
さ
す
が
に
古
本
屋
出
身
の
作
家
ら
し
く
本
の

世
界
を
活
写
し
て
い
る
し
、
逢
坂
剛
『
重
蔵
始
末
』
シ
リ
ー
ズ
は
、
書
物
奉
行
も
務
め

た
近
藤
正
斎
が
主
人
公
だ
か
ら
和
本
の
こ
と
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
築
山
桂
『
禁
書

売
り
』
は
、
江
戸
期
の
本
事
情
に
詳
し
く
、
今
後
が
期
待
で
き
る
。
豊
後
佐
伯
藩
が
か

な
り
の
書
物
収
集
を
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
題
材
に
し
た
佐
伯
泰
英
の
小
説
も
あ
っ

た
。
し
か
し
、
大
半
の
時
代
小
説
は
本
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
ち
ょ
っ
と
寂
し
い
感
じ
が

す
る
。
や
は
り
時
代
劇
に
は
、
悪
代
官
と
悪
徳
商
人
が
つ
る
ん
で
食
い
詰
め
浪
人
を
雇

い
、
彼
ら
と
主
人
公
が
殺
陣
を
し
な
い
と
お
も
し
ろ
く
な
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。 

（
挿
絵
は
『
和
本
入
門
』
よ
り
） 

ケンドン型の木箱。これを数個部屋に置くと学者の家らしくな

る。一、二個でも格好がつく 


