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今
年
の
大
河
ド
ラ
マ
、

ご
覧
に
な
っ
て
い
ま
す

か
。『
源
氏
物
語
』
を
書

い
た
紫
式
部
の
生
涯
を

描
く
「
光
る
君
へ
」
で
す
。　
　

　

『
源
氏
物
語
』
が
書
か

れ
た
の
は
い
ま
か
ら
千

年
以
上
も
前
。
平
安
時

代
の
中
期
で
す
。

有
名
な
人
と
い

え
ば
藤
原
道
長
。

「
こ
の
世
を
ば

我
が
世
と
ぞ

思
ふ　

望
月
の

欠
け
た
る
こ
と

も
な
し
と
思
へ

ば
」

　

こ
の
和
歌
は

有
名
で
す
ね
。

　

そ
し
て
、
こ

の
和
歌
よ
り

も
有
名
な
の
が

『
源
氏
物
語
』
で
す
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
現
代
語
訳
も

出
て
い
ま
す
し
、
マ
ン
ガ
に

も
な
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、

そ
れ
ら
を
読
も
う
と
思
っ
た

方
は
、
そ
の
長
大
さ
に
驚
く

で
し
ょ
う
。

　

全
五
十
四
帖
で
す
。

　

長
い
…
。

　

古
典
の
ま
ま
読
む
の
は
ム

リ
、
現
代
語
訳
で
も
な
か
な

か
読
了
し
な
い
し
、
マ
ン
ガ

で
読
む
の
で
も
大
変
で
す
。

　

そ
れ
も
そ
の
は
ず
。『
源

氏
物
語
』
は
、
世
界
で
最
初

の
長
編
小
説
な
の
で
す
。

　

こ
ん
な
長
い
物
語
を
千
年

以
上
も
前
に
、
し
か
も
世
界

で
最
初
に
作
っ
た
の
が
日
本

人
な
の
で
す
。

　

読
ま
れ
て
い
る
の
は
日
本

だ
け
で
あ
り
ま
せ
ん
。
英
語

を
は
じ
め
、
多
く
の
言
語
に

翻
訳
さ
れ
て
、
世
界
中
で
愛

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
そ
ん
な
世
界
に

誇
る
物
語
を
書
い
た
の
は
、

な
ん
と
女
性
で
あ
る
紫
式
部

な
の
で
す
。
す
ご
い
で
し
ょ
。

　

当
時
も
、
政
治
は
男
性
が

牛
耳
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
文
化
の
面
で
は
紫
式

部
だ
け
で
な
く
、『
枕
草
子
』

を
書
い
た
清
少
納
言
も
い
ま

し
た
し
、
和
泉
式
部
な
ど
の

女
性
歌
人
も
た
く
さ
ん
い
て
、

当
時
の
文
化
は
女
性
が
活
躍

し
て
ま
し
た
。

　

ち
ょ
っ
と
余
談
で
す
が
、

こ
の
平
安
時
代
は
「
死
刑
」

も
な
い
時
代
で
し
た
。

　

平
安
時
代
が
ず
っ
と
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
死

刑
が
な
か
っ
た
の
は
八
一
〇

年
か
ら
一
一
五
六
年
ま
で
の

約
三
五
〇
年
間
。

　

正
確
に
い
え
ば
死
刑
の

「
制
度
」
は
あ
り
ま
し
た
が
、

死
刑
は
執
行
さ
れ
ず
、
天
皇

の
特
別
の
命
令
に
よ
っ
て
、

刑
一
等
を
減
じ
て
い
た
の
で

す
。

　

死
刑
の
復
活
は
武
士
が
力

を
持
ち
始
め
て
か
ら
で
す
。

　

文
字
通
り
、
ま
さ
に
「
平

安
」
な
時
代
で
し
た
（
実
際

は
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
よ
う
で

す
が
）。

　

そ
ん
な
時
代
の
こ
と
が
、

大
河
ド
ラ
マ
と
し
て
描
か
れ

る
の
が
、
今
年
の
「
光
る
君

へ
」
な
の
で
す
。

▼
漢
詩
、
覚
え
て
い
ま
す
か

　

さ
て
、
そ
ん
な
平
和
な
時

代
の
物
語
を
扱
う
こ
の
番
組

の
中
で
、「
漢
詩
」
を
読
む

場
面
が
何
度
も
出
て
き
て
い

ま
す
。

　

貴
族
た
ち
の
宴
会
な
ど

で
突
然
、「
酒
」
と
か
「
花
」

な
ど
と
い
う
お
題
が
出
さ
れ

て
、
そ
れ
に
合
っ
た
漢
詩
を

読
み
ま
す
。

　

自
分
で
作
れ
る
人
は
作
る

し
、
作
れ
な
い
人
は
日
本
や

中
国
の
漢
詩
人
の
も
の
を
読

む
。
そ
う
い
う
場
面
が
何
度

か
出
て
き
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、こ
の
「
漢
詩
」、

い
か
が
で
す
か
。
覚
え
て
い

ま
す
か
。

　

中
学
や
高
校
の
授
業
で

や
っ
た
は
ず
な
の
で
す
が
、

す
ぐ
に
出
て
来
る
漢
詩
は
い

く
つ
く
ら
い
あ
る
で
し
ょ
う

か
。

　

ひ
と
つ
？

　

ふ
た
つ
？

　

え
、
ひ
と
つ
も
な
い
？

　

た
と
え
ば
、
こ
ん
な
の
は

聞
い
た
こ
と
、
あ
り
ま
せ
ん

か
。

「
春
眠
暁
を
覚
え
ず
」

「
あ
あ
、
そ
れ
な
ら
聞
い
た

こ
と
が
あ
る
。で
も
、そ
れ
っ

て
漢
詩
な
の
？
」

　

そ
う
、
こ
れ
も
漢
詩
で
す
。

孟
浩
然
と
い
う
人
の『
春
暁
』

と
い
う
詩
で
す
。

　

こ
れ
は
い
か
が
で
す
か
。

「
国
破
れ
て
山
河
あ
り
」

　

こ
ち
ら
は
杜
甫
の『
春
望
』

と
い
う
漢
詩
で
す
。

　

平
安
の
貴
族
た
ち
は
、
こ

の
よ
う
な
詩
を
大
量
に
覚
え

て
い
て
、
宴
会
で
お
題
を
出

さ
れ
る
と
、
そ
の
題
に
合
っ

た
漢
詩
を
思
い
出
し
て
歌
っ

た
り
（
朗
詠
し
た
り
）、
あ

る
い
は
自
分
で
ア
ド
リ
ブ
で

作
っ
た
り
し
て
い
た
の
で
す
。

　

し
か
も
、
彼
ら
が
詩
を

歌
っ
た
り
、
作
っ
た
り
す
る

と
き
は
「
国
破
れ
て
山
河
あ

り
」
と
い
う
書
き
下
し
文
だ

け
で
は
な
く
、「
国
破
山
河

在
」
と
、
当
時
の
中
国
語
で

も
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

平
安
時
代
の
文
化
を
、
学

校
の
歴
史
で
「
国
風
文
化
」

と
習
い
ま
す
。

　

そ
の
前
の
奈
良
時
代
は

「
唐
風
文
化
」。
日
本
独
自
の

文
化
は
ま
だ
な
く
、
中
国

（
唐
）
の
文
化
を
輸
入
し
て
、

そ
れ
を
我
が
国
の
文
化
に
し

て
い
ま
し
た
。
使
う
文
字
も

中
国
か
ら
輸
入
し
た「
漢
字
」

だ
け
。

　

と
こ
ろ
が
、
平
安
時
代
に

漢詩としての「 正
しょう

信
しん

偈
げ

」
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な
る
と
「
ひ
ら
が
な
」
や
「
カ

タ
カ
ナ
」
な
ど
の
仮
名
文
字

が
生
ま
れ
て
、
日
本
独
自
の

文
化
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

「
ひ
ら
が
な
」
も
「
カ
タ

カ
ナ
」
も
、
も
と
は
漢
字
で
、

そ
れ
を
変
形
し
た
も
の
で
す

が
、「
ひ
ら
が
な
」
や
「
カ

タ
カ
ナ
」
が
で
き
る
と
、
日

本
語
を
そ
の
ま
ま
書
く
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
そ

れ
に
よ
っ
て
中
国
と
は
違
う

独
自
の
文
化
が
生
ま
れ
た
の

で
す
。
そ
れ
を「
国
風
文
化
」

と
い
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ

る
「
純
・
和
風
文
化
」
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
貴
族
た
ち
は

あ
る
と
き
は
仮
名
文
字
を

使
っ
て
和
文
も
書
き
ま
し
た

が
、
漢
字
を
使
っ
て
漢
文
も

書
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
漢
文
、
す
な
わ

ち
当
時
の
中
国
語
を
使
っ
て

唐
や
宋
の
人
た
ち
と
の
会
話

も
で
き
た
の
で
す
。

　

ち
な
み
に
仏
教
は
、
当
時

の
最
新
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
で

し
た
。
貴
族
た
ち
は
和
歌
や

漢
詩
を
詠
ん
だ
り
す
る
か
た

わ
ら
、
仏
教
と
い
う
最
新
の

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
も
理
解
し
て

使
っ
て
い
ま
し
た
。

　

結
婚
相
手
だ
っ
て
、
い
わ

ゆ
る
日
本
人
だ
け
で
は
な

か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

い
ま
で
い
え
ば
、
パ
ソ
コ

ン
や
ス
マ
ホ
も
駆
使
す
れ
ば
、

英
語
も
し
ゃ
べ
る
。
奥
さ
ん

は
外
国
人
。
で
も
、
日
本
文

化
に
も
通
じ
て
い
る
。
そ
ん

な
グ
ロ
ー
バ
ル
な
人
た
ち
が

平
安
時
代
の
貴
族
で
し
た
。

▼
漢
詩
と
し
て
の「
正
信
偈
」

　

言
語
に
限
っ
て
い
え
ば
、

平
安
時
代
の
貴
族
た
ち
は
中

国
語
と
日
本
語
の
バ
イ
リ
ン

ガ
ル
で
し
た
。

　

漢
詩
で
い
え
ば
「
国
破
山

河
在
」
を
音
読
し
た
だ
け
で

意
味
が
わ
か
っ
た
の
で
す
。

こ
の
「
音
（
お
ん
）」
で
読

む
の
が
、
昔
の
中
国
語
の
読

み
方
で
す
。

　

平
安
時
代
だ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
明
治
に
な
る
ま
で

は
、
貴
族
だ
け
で
な
く
、
武

士
た
ち
や
お
坊
さ
ん
た
ち
の

多
く
も
、
中
国
語
、
日
本
語

の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
漢
詩
（
唐
詩
）

は
、
一
行
が
五
文
字
か
、
あ

る
い
は
七
文
字
の
も
の
が
多

く
あ
り
ま
す
。

　

五
文
字
は
た
と
え
ば
「
国

破
山
河
在
」、
七
文
字
は
た

と
え
ば
「
葡
萄
美
酒
夜
光

杯
（
葡
萄
の
美
酒　

夜
光
の

杯
）」。

　

五
文
字
の
も
の
を
「
五
言

（
ご
ご
ん
）」、
七
文
字
の
も

の
を
「
七
言
（
し
ち
ご
ん
）」

と
い
い
ま
す
。

　

バ
イ
リ
ン
ガ
ル
の
人
た
ち

は
、
こ
の
「
葡
萄
美
酒
夜
光

杯
」を「
ぶ
・
ど
う
・
び
・
し
ゅ
・

や
・
こ
う
・
は
い
」
と
音
で
読

み
ま
し
た
。
ち
ょ
っ
と
声
に

出
し
て
読
ん
で
み
て
く
だ
さ

い
。
す
る
と
、「
あ
れ
、
ど

こ
か
で
聞
い
た
こ
と
が
あ
る

ぞ
」
と
思
い
ま
せ
ん
で
し
た

か
。

　

お
寺
に
よ
く
い
ら
っ
し
ゃ

る
方
、
い
か
が
で
し
ょ
う
。

　

そ
う
で
す
。

「
帰
命
無
量
寿
如
来
（
き
・

み
ょ
う
・
む
・
り
ょ
う
・
じ
ゅ
・

に
ょ
・
ら
い
）」

「
南
無
不
可
思
議
光（
な
・
む
・

ふ
・
か
・
し
・
ぎ
・
こ
う
）」
か

ら
始
ま
る
「
正
信
偈
」
で
す
。

　

「
正
信
偈
」
の
偈
（
げ
）

と
い
う
の
は
イ
ン
ド
の
言
葉

で
詩
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。

「
正
信
」の
偈
で
す
か
ら
、「
正

し
い
信
」
と
は
何
か
を
親
鸞

聖
人
が
七
言
の
詩
に
作
っ
て

下
さ
っ
た
の
が
「
正
信
偈
」

で
す
。

　

お
そ
ら
く
い
ま
ま
で
、
何

気
な
く
聞
い
た
り
、
あ
る
い

は
一
緒
に
唱
え
た
り
し
て
い

た
と
思
う
の
で
す
が
、
み
な

さ
ん
も
古
代
中
国
語
を
声
に

出
し
て
読
ん
で
い
た
の
で
す
。

「
で
も
、
あ
ま
り
意
味
が
よ

く
わ
か
ら
な
い
な
ぁ
」

　

そ
う
思
っ
た
方
。
当
然
で

す
。
意
味
も
教
え
て
も
ら
え

ず
、
英
語
や
ギ
リ
シ
ャ
語
の

詩
を
一
緒
に
読
ん
で
い
た
よ

う
な
も
の
な
の
で
す
か
ら
。

　

し
か
し
、
偈
（
詩
）
と
い

う
の
は
不
思
議
な
も
の
で
、

意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
く
て

も
、
何
度
も
何
度
も
唱
え
て

い
る
と
、
そ
の
日
、
そ
の
時

に
自
分
に
ぴ
っ
た
り
す
る
言

葉
の
意
味
が
突
然
わ
か
っ
た

り
し
ま
す
。

　

そ
う
な
の
で
す
。
漢
詩
を

読
む
と
き
に
大
事
な
こ
と
は
、

細
か
な
意
味
を
知
る
こ
と
で

は
な
く
、
何
度
も
、
何
度
も

唱
え
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
し

て
い
る
う
ち
に
自
然
に
意
味

は
わ
か
っ
て
く
る
こ
と
で
す
。

　

し
か
し
、
せ
っ
か
く
な
の

で
意
味
も
知
り
た
い
と
い
う

方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
う

の
で
、
次
回
か
ら
何
度
か
に

分
け
て
漢
詩
と
し
て
の
「
正

信
偈
」
と
し
て
、
お
坊
さ
ん

で
は
な
い
安
田
が
、
一
般
人

の
立
場
で
「
正
信
偈
」
を
読

ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

素
人
の
読
み
な
の
で
間
違

い
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
ど

う
ぞ
ご
寛
恕
を
。

　

さ
て
、
本
文
は
次
回
か
ら

読
む
こ
と
に
し
て
、
今
回
は

タ
イ
ト
ル
の
「
正
信
（
正
し

い
信
）」
で
す
。

　

こ
れ
、
気
に
な
り
ま
す
ね
。

「
正
し
い
信
」
が
あ
る
と
い

う
こ
と
は
、「
正
し
く
な
い

信
」
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
か
。
で
は
「
正
し
く

な
い
信
」
と
は
何
な
の
で

し
ょ
う
。

　

ご
住
職
に
お
尋
ね
す
る
と

い
ろ
い
ろ
と
教
え
て
い
た
だ

け
る
と
思
う
の
で
す
が
、
仏

教
の
素
人
か
ら
す
る
と
「
正

し
く
な
い
信
」
と
い
う
の
は
、

そ
れ
を
信
じ
る
と
危
険
な
こ

と
が
起
こ
る
「
信
」
を
い
う

よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
そ
の

最
大
の
も
の
が
詐
欺
で
す
。

　

「
オ
レ
オ
レ
」
と
い
う
電

話
の
声
を
信
じ
て
し
ま
っ
た

り
、「
こ
れ
を
す
る
と
も
う

か
り
ま
す
よ
」
と
か
「
こ
れ

で
病
気
が
治
り
ま
す
よ
」
な

ん
て
い
う
も
の
を
信
じ
て
し

ま
っ
た
り
し
て
、
大
変
な
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
人
が
い

ま
す
。

　

そ
れ
が
「
正
し
く
な
い

信
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
し
て
、
親
鸞
聖
人
の
時
代

に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
正
し

く
な
い
信
」
が
あ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。

　

そ
う
い
う
も
の
で
は
な

い
「
正
し
い
信
」
と
は
何
か
、

そ
れ
を
い
ま
か
ら
漢
詩
で
説

明
す
る
か
ら
、
ち
ゃ
ん
と
聞

い
て
ね
、
と
い
う
の
が
「
正

信
偈
」
な
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

ち
な
み
に
「
正
し
く
な

い
も
の
は
わ
か
り
や
す
く
」、

「
正
し
い
も
の
は
わ
か
り
に

く
い
」
と
い
う
特
徴
が
あ
り

ま
す
。

　

「
正
信
偈
」
の
内
容
も
す

ぐ
に
は
わ
か
ら
な
い
か
も
知

れ
な
い
。
だ
か
ら
、詩
（
偈
）

に
し
た
。
リ
ズ
ム
が
い
い
の

で
、
何
度
も
何
度
も
唱
え
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
何
度
も

何
度
も
唱
え
て
い
る
う
ち
に

何
と
な
く
わ
か
っ
て
く
る
の

で
す
。《
次
回
に
続
き
ま
す
》


