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今
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
大
河
ド
ラ
マ
「
べ
ら

ぼ
う
〜
蔦つ
た

重じ
ゅ
う

栄え
い

華が

乃の

夢ゆ
め

噺ば
な
し」

は
江
戸
中
期

か
ら
寛
政
年
間
に
か
け
て
書
籍
や
版
画
の

版
元
と
し
て
活
躍
し
た
蔦つ
た

屋や

重じ
ゅ
う

三ざ
ぶ

郎ろ
う

の
物

語
で
あ
る
が
、
蔦
屋
発
行
の
東
洲
斎
写
楽

の
役
者
の
大
首
絵
は
傑
作
と
し
て
世
界
で

評
価
さ
れ
、
一
九
一
〇
年
に
ド
イ
ツ
人
美 

術
史
家
ユ
リ
ウ
ス
・
ク
ル
ト
は
『SH

A
 

RA
KU

』
と
い
う
書
籍
を
出
版
し
て
絶 

賛
し
て
い
る
。
そ
れ
以
外
に
も
フ
ィ
ン
セ

ン
ト
・
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
が
歌
川
広
重
の

「
名
所
江
戸
百
景
」
に
感
嘆
し
、
何
枚
か

を
油
絵
で
模
写
し
た
作
品
も
残
存
し
て
い

る
。

　
約
二
二
〇
年
間
の
鎖
国
時
代
に
も
、
長

崎
の
出
島
を
経
由
し
て
細
々
と
で
は
あ
る

が
オ
ラ
ン
ダ
を
中
心
と
す
る
西
欧
社
会
の

情
報
は
流
入
し
て
い
た
が
、
幕
末
に
開
国

煙
草
入
の
商
店
を
開
店
し
て
い
た
の
で
、

広
告
宣
伝
が
必
要
だ
っ
た
結
果
で
あ
る
。

　
司
馬
遼
太
郎
の
『
愛ア

イ
ル
ラ
ン
ド

蘭
土
紀
行
』
に
、

大
量
の
海
藻
が
繁
茂
し
て
い
る
海
岸
を
眺

め
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
人
々
が
海
藻
を
食

用
に
し
て
い
た
ら
、
一
〇
〇
万
人
が
餓
死

し
た
一
八
四
〇
年
代
の
飢き

饉き
ん

は
軽
減
さ
れ

た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
文
章
が
あ
る
。

日
本
で
は
中
国
か
ら
の
伝
来
で
奈
良
時
代

か
ら
海
藻
を
「
ト
コ
ロ
テ
ン
」
に
し
て
食

用
と
し
て
い
た
が
、
江
戸
時
代
に
な
っ

て
、
放
置
さ
れ
て
い
た
「
ト
コ
ロ
テ
ン
」

が
冬
季
に
「
寒
天
」
に
な
る
こ
と
を
発
見

し
、
保
存
食
品
と
し
て
も
利
用
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。

　
豆
腐
は
中
国
発
祥
で
、
中
国
に
留
学
し

た
僧
侶
な
ど
が
製
法
を
伝
達
し
、『
本
朝

食
鑑
』（
一
六
九
七
）
に
も
紹
介
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
庶
民
の
食
材
と
な
っ
た
の
は

江
戸
時
代
中
期
か
ら
で
、
一
七
八
二
年
に

出
版
さ
れ
た
一
〇
〇
種
の
豆
腐
料
理
を
紹

す
る
ま
で
日
本
は
浮
世
絵
が
象
徴
す
る
独

自
の
文
化
を
育
成
し
て
き
た
。
そ
れ
を
出

遅
れ
と
理
解
し
た
明
治
政
府
は
文
明
開
化

を
標
語
と
し
て
西
欧
を
追
跡
す
る
が
、
一

方
で
江
戸
の
文
化
は
日
本
社
会
の
根
底
に

あ
る
精
神
を
象
徴
す
る
内
容
で
あ
り
、
評

価
す
べ
き
も
の
も
多
数
存
在
す
る
。
そ
の

一
部
を
今
回
は
紹
介
し
た
い
。

現
代
の
視
点
か
ら
見
直
す

江
戸
文
化

　
冒
頭
に
紹
介
し
た
蔦
屋
重
三
郎
は
日
本

で
初
期
の
広
告
に
関
係
が
あ
る
。
江
戸
の 

有
名
作
家
の
山さ
ん

東と
う

京き
ょ
う

伝で
ん

は
一
七
九
四
年
に

『
金
々
先
生
造
化
夢
』
と
い
う
小
説
を
蔦

屋
か
ら
発
売
し
た
。
そ
の
最
後
に
京
伝
自

身
が
京
橋
銀
座
に
開
店
し
て
い
る
商
店
で

発
売
し
た
新
型
の
紙
煙
草
入
の
広
告
を
掲

載
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
背
景
が
あ
り
、

京
伝
が
三
年
前
に
発
刊
し
た
三
作
の
小
説

が
幕
府
か
ら
処
罰
さ
れ
、
生
活
の
た
め
紙

介
し
た
『
豆
腐
百
珍
』
が
流
行
の
契
機
と

な
っ
た
。
江
戸
、
京
都
、
大
坂
で
サ
イ
ズ

が
相
違
し
、
江
戸
の
豆
腐
は
大
型
で
あ

り
、
一
丁
を
四
分
し
て
販
売
さ
れ
て
い

た
。
式
亭
三
馬
の
『
浮
世
風
呂
』
に
、
独

身
の
た
め
豆
腐
一
丁
が
食
べ
き
れ
ず
、
早

く
結
婚
し
た
い
と
い
う
文
章
が
あ
る
。

　
江
戸
で
は
全
国
各
藩
の
江
戸
屋
敷
に
武

士
が
滞
在
し
て
い
た
結
果
、
男
性
が
女
性

の
二
倍
の
比
率
で
あ
り
、
外
食
の
需
要
が

あ
っ
た
。
職
人
や
商
人
も
仕
事
の
合
間
に

何
度
も
簡
単
に
食
事
を
す
る
習
慣
の
た

め
、
寿
司
や
蕎そ

麦ば

な
ど
を
提
供
す
る
屋
台

が
一
七
世
紀
後
半
か
ら
登
場
し
た
。
正
確

な
台
数
は
不
明
で
あ
る
が
、
数
千
の
単
位

で
存
在
し
て
い
た
と
さ
れ
、
外
食
が
繁
盛

し
て
い
た
。
当
時
は
屋
台
に
車
輪
が
装
着

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
亭
主
が
天て
ん

秤び
ん

棒
で
運
搬
す
る
か
、
道
路
の
両
側
に
定
置

す
る
か
で
あ
っ
た
。

　
公
園
の
な
い
都
市
に
生
活
し
て
い
た
庶

民
の
趣
味
は
鉢
植
え
植
物
で
あ
っ
た
。
対

象
は
一
七
世
紀
中
頃
に
は
ツ
バ
キ
、
後
半

に
は
ツ
ツ
ジ
、
一
八
世
紀
前
半
は
カ
エ

デ
、
後
半
は
カ
ラ
タ
チ
バ
ナ
、
一
九
世
紀

に
は
ア
サ
ガ
オ
と
変
遷
し
て
き
た
。
奇
種

あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学

教
授
で
あ
っ
た
ス
ー
ザ
ン
・
ハ
ン
レ
ー
は

一
九
八
八
年
に
執
筆
し
た
『
江
戸
時
代
の

遺
産
・
庶
民
の
生
活
文
化
』
で
、
ロ
ン
ド

ン
へ
給
水
し
て
い
た
「
ニ
ュ
ー
リ
ヴ
ァ
」

と
江
戸
の
「
神
田
上
水
」
を
比
較
し
、
水

量
で
も
水
質
で
も
江
戸
の
水
道
が
優
秀
で

あ
っ
た
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
言
葉
が

象
徴
す
る
よ
う
に
、
当
時
の
江
戸
は
世
界

の
先
端
都
市
で
あ
っ
た
。

　
江
戸
文
化
は
江
戸
に
だ
け
集
中
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
。
埼
玉
県
川
越
市
の
中

心
市
街
に
は
江
戸
時
代
の
景
観
が
維
持
さ

れ
、
岡
山
県
津
山
市
に
は
参
勤
交
代
の
通

路
で
あ
っ
た
出
雲
街
道
の
宿
場
と
し
て
の

風
景
が
残
存
し
て
お
り
、
長
野
県
南
木
曽

町
の
妻つ

ま

籠ご

宿じ
ゅ
く

に
は
江
戸
時
代
を
彷ほ
う

彿ふ
つ

と
さ

せ
る
景
観
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
時

代
と
い
う
長
期
に
安
定
し
た
社
会
は
全
国

に
豊
富
な
記
憶
を
残
存
さ
せ
て
い
る
が
、

こ
れ
を
国
際
社
会
に
発
信
す
る
こ
と
は
地

域
だ
け
で
は
な
く
日
本
の
重
要
な
役
割
で

あ
る
。

は
高
価
で
売
買
さ
れ
、
カ
ラ
タ
チ
バ
ナ
の

奇
種
は
一
鉢
で
百
両
（
現
在
の
数
百
万
円
）

と
い
う
鉢
植
え
ま
で
存
在
し
て
い
た
。
残

念
な
こ
と
に
、
こ
こ
か
ら
メ
ン
デ
ル
の
遺

伝
の
法
則
を
発
見
す
る
学
者
は
登
場
せ

ず
、
珍
奇
な
花か

卉き

に
熱
中
し
た
と
こ
ろ
に

日
本
の
限
界
が
あ
っ
た
。

　
六
一
〇
年
に
朝
鮮
半
島
か
ら
来
日
し
た

僧
侶
が
紙
漉す

き
の
技
術
を
も
た
ら
し
た
と

さ
れ
る
が
、
江
戸
時
代
に
は
一
大
産
業
に

な
り
、
一
七
三
〇
年
代
に
大
坂
の
市
場
に

入
荷
し
た
商
品
の
金
額
は
コ
メ
、
材
木
、

和
紙
の
順
番
で
あ
っ
た
ほ
ど
の
一
大
産
業

で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
江
戸
時
代
は
何
人

も
の
有
名
作
家
が
登
場
し
、
大
量
の
出
版

用
紙
の
需
要
が
発
生
し
た
。
そ
こ
で
各
藩

で
は
農
民
に
製
紙
を
推
奨
し
た
た
め
、
日

常
生
活
に
和
紙
が
浸
透
し
、
幕
末
に
来
日

し
た
ロ
シ
ア
の
使
節
は
驚
嘆
し
た
と
の
こ

と
で
あ
る
。外

国
の
視
点
で

日
本
を
発
見

　
こ
こ
ま
で
紹
介
し
た
六
例
に
共
通
す
る

特
徴
は
、
江
戸
時
代
の
庶
民
の
生
活
は
質

素
で
は
あ
る
が
、
余
裕
の
あ
る
内
容
で

月刊三方よし経営  令和７年５月号

「
永
続
」へ
の
転
換
戦
略

「永続」への転換戦略

江
戸
に
花
開
い
た
日
本
の
最
初

つ
き
お     

よ
し
お

東
京
大
学
名
誉
教
授

月
尾
嘉
男

昭
和
一
七
（
一
九
四
二
）

年
生
ま
れ
。
東
京
大
学

工
学
部
卒
業
。工
学
博

士
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
グ

ラ
フィ
ッ
ク
ス
、
人
工
知

能
、
仮
想
現
実
、メ
デ
ィ

ア
政
策
等
を
研
究
す
る

と
と
も
に
、
全
国
各
地

で
私
塾
を
主
宰
し
、
地

域
の
有
志
と
共
に
環
境

保
護
や
地
域
計
画
に

取
り
組
む
。

蔦
重
が
も
た
ら
す

江
戸
ブ
ー
ム
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