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に
珠
玉
の
歴
史
ド
ラ
マ
あ
り

金
丸
弘
美

食
総
合
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー

素
敵
な
本
が
川
い
た
。
虎
田町
文
出
の
『
和
菓
チ
を
愛
し

た
人
た
ち
』
(
山
川
山
版
社
)
。
送
っ
て
く
だ
さ

っ
た
の
は

老
舗
の
和
菓
子
広

・
虎
屋
の
中
山
主
ヂ
さ
ん
。
虎
い
血
に
は

束
チ
に
関
す
る
資
料
を
収
集

・
研
究
す
る
資
料
室
虎
尿
文

庫
が
あ
る
。
中
山
さ
ん
は
虎
属
文
庫
専
門
職
だ
。

虎
屋
文
庫
の
方
々
が
、
歴
史
に
残
る
人
た
ち
の
書
物
、

文
献
を
検
証
し
、
そ
こ
か
ら
登
場
す
る
和
菓
子
の
歴
史

・

文
化
を
た
ど
る
と
と
も
に
、
肖
時
の
菓
子
を
実
際
に
作
っ

て
み
て
オ
ー
ル
カ
ラ
ー
で
掲
載
す
る
と
い
う
実
に
償
沢
な

書
籍
な
の
で
あ
る
。
歴
史
ド
ラ
マ
を
観
る
と
き
に
、
和
町
民

ノ
丁
を
食
べ
る
と
き
に
、
本
を
傍
ら
に
お
け
ば
速
く
歴
史
の

向
こ
う
の
人
々
の
菓
子
に
対
す
る
喜
び
ゃ
、
季
節
や
常
み

や
成
り
・
H
A

ち
ま
で
が
泣
か
な
言
葉
と
と
も
に
現
れ
る
。

出
版
社
は
山
川
出
版
社
。
阿
界
歴
史

-
U本
歴
史
で
は

お
な
じ
み
の
出
版
社
。
和
菜
子
の
歴
史
年
表
ま
で
が
あ
り
、

歴
史
書
の
出
版
社
と
老
舗

・
虎
屋
と
が
あ
っ
て
生
ま
れ
た

秀
逸
な
読
み
物
と
な
っ
て
い
る
。

お
菓
子
と
い
う
向
こ
う
側
に
、
色
合
い
、
香
り
、
味
わ
い
、

触
感
な
ど
と
と
も
に
、
そ
の
当
時
の
情
景
ま
で
を
浮
か
び

あ
が
ら
せ
、
感
性

を
刺
激
し
、
五
感

を
は
ぐ
く
み
、
盟

か
な
気
持
ち
を
生

み
出
し
て
く
れ
る

味
わ
い
を
知
る

一
問
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
登
場
す
る
古
典

の
名
作
へ
と
も
誘
う
。

設
場
す
る
歴
史
上
の
人
物
は
な
ん
と
1
0
0名
。
虎
口
周

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
辿
載
さ
れ
、
そ
の
数
2
0
0以
上
の

な
か
か
ら
厳
選
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
ど
の
ペ
ー
ジ
を
開

い
て
も
引
き
込
ま
れ
る
楽
し
さ
だ
。

つ
ぱ
き
も
ち

例
え
ば
「紫
式
部
と
倦
餅

l
蹴
鞠
の
あ
と
の
定
番
菓
子
」。

千
年
前
の
平
安
時
代
中
期

『源
氏
物
語
』
の

「若
菜
上
」

け
ま
り

に
見
え
る
権
餅
。
蹴
絢
の
あ
と
の
食
事
に
登
場
。
絡
の
葉

で
餅
を
包
ん
だ
も
の
。
「
格
も
ち
ひ
・
利
点

・
柑
子
ゃ
う
の

ふ
た

物
ど
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
、
箱
の
長
ど
も
に
取
り
ま
ぜ

つ
つ

あ
る
を
、
若
き
人
々
、
そ
ぼ
れ
取
り
く
ふ
」。

什
味
付
け

あ
底
か
ず
ら
っ
た

に
は
廿
葛
(
郊
の
樹
液
)
を
煮
詰
め
た
も
の
が
使
わ
れ
た
。

ど
う
み
よ
う
じ

現
花
で
は
、
道
明

寺
生
地
(
桜
餅
)
を
俸
の
葉
で
挟
ん

だ
も
の
が
作
り
だ
さ
れ
る
こ
と
も
、
と
あ
る
。

あ
る
い
は

「
吉
田

兼
好
と

「
か
い
も
ち
」

l
ご
ち
そ
う
の
正
体

は

?
」。『
徒
然
倍
』
に

登
場
す
る
「
か
い
も

ら
」。

よ
く
知
ら
れ
る

説
は
、
お
は
ぎ
。
し
か

あ
ず
き

し
当
時
は
、
け
い
小
豆

餅
は
作
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
こ
と
か
ら
、

「
か

幽

mu純
文
陣
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和
菓
子
を

愛
し
た
人
た
ち

だ
ろ
う
。
和
叫
ん
で

⑧

芭
ら

-v

椿
餅
(
写
真
提
供
虎
屋
文
庫
)
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い
ね
り
U

米
粉
、
小
麦
粉
を
練
っ
た
も
の
」
か
、
不
明
。

も
て
な
し
の
食
べ
物
と
し
て
山
る
こ
と
か
ら

「田
舎
料
理

の
ご
馳
走
で
は
」
と
推
測
、
と
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
、
推

理
小
説
の
よ
う
で
も
あ
っ
て
、
そ
れ
が
お
お
い
に
脳
を
刺

激
す
る
。

「
井
原
内
総
と
日
本

一
の
餓
一
以
|
お
気
に
入
り
の
名
山
、

い
わ

し

二
口
尾
」
は
、

『好
色
一
代
児
』
に
資
場
。
京
都
-
rH
清

b
q
ず
は
ち
ま
ん
ぐ
う

水
八
幡
宮
の
厄
払
い
に
行
く
と
き
島
原
の
太
夫
が
見
送
り

の
俵
待
を
し
、
そ
の
御
礼
に
と
贈
る
の
が
金
銀
の
箔
を

も
ん
め

あ
し
ら
っ
た
「
日
本
-
の
飽
顕
」

O

子
つ
5
匁
(
約
悶
B
)

の
銀
頭
9
0
0
倒
。
そ
の
夜
の
う
ち
に
作
り
上
げ
た
の
が

じ

よ

う

が

し

ゃ

「二
日
屋
能
登
」
。
実
在
の
京
都
の
上
菓
子
屋
(
白
砂
糖
を

使
っ
た
上
等
の
菓
子
を
作
る
府
)
で
、
長
く
御
所
の
御
用
を

つ
と
め
た
。
江
戸
則
に
経
常
が
恐
化
し
虎
屋
が
経
常
権
を

継
永
。
菓
子
凡
本
帖
の
十
川
文
H
U
が
保
存
さ
れ
て
い
る
と
い

う
か
ら
鴨
川
き
だ
。

「松
尾
芭
蕉
と

「と
こ
ろ
て
ん
」
涼
菓
の
美
し
さ
に
思

わ
ず

一
句
」
で
は
、
晩
年
の
句
「
と
こ
ろ
で
ん
」
が
詠

や

め

て

い

ま
れ
る
。
野
明
亭
H'M小
都
・
嵯
峨
野
に
あ
っ
た
門
人
の

NU
ょ
た

3

釘
い
に
つ

3

家
。
「
消
沌
の
水
汲
み
よ
せ
て
と
こ
ろ
で
ん
」
(
『笈
い
心
』)。

ら
ま
さ

ほ
か
に
芭
蕉
が
詠
ん
だ
お
柴
子
の
旬
「
綜
結
ふ
か
た
手
に

ひ
た
い
が
み

は
さ
む
額
髪
」
「
両

の
子
に
桃
と
さ
く
ら

や
倍
の
餅
」
「
ヴ
ざ

し
ゃ
早
餅
の
総
に

い
で出

つ
ら
ん
」
な
ど
も
。

「
一代
円

・
市
川
同
十
郎
と
っ
つ
い
ろ
う
」

|
小
田
原
銘

う
い
ろ
う
う
り

菜
は
薬
口
出
か
ら
け
」。

歌
舞
伎
十
八
番

「外
郎
売
」
で
出

て
く
る
。
当
時
は
中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
薬
。
薬
の
効

用
は
他
山
H
整
腸
、
疾
切
り
。
核
と
咳
に
苦
し
ん
で
い
た
市

川
同
十
郎
が
、
薬
を
用
い
な
お

っ
た
こ
と
か
ら
薬
売
り
を

舞
台
に
し
た
と
い
う
。
外
郎
家
二
代
円
が
国
賓
の
接
待
用

に
作
っ
た
の
が
黒
砂
糖
と
米
粉
を
つ
か
っ
た
滋
養
の
お
菓

子
。
そ
れ
が
っ
つ
い
ろ
う
」
の
始
ま
り
と
い
わ
れ
る
。

「十
返
合

一
九
と
名
物
菓
子
|
笑
え
る
失
敗
談
は
読
者
サ

ー
ビ

ス」
。
怖
次
郎
兵
衛
と
喜
多
八
の
旅
も
の

『東
海
道

う
ず
ら
や
き

中
略
決
毛
』
に
は
、
安
倍
川
餅
、
相
餅
、
鶏
焼
(
う
ず
ら

を
お
も
わ
せ
る
焼
き

H
を
付
け
た
筒
入
り
の
菓
子
)
な
ど
が

登
場
し
、
大
食
い
競
争
や
代
金
詐
欺
に
あ
っ
た
り
と
、
食

べ
物
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
愉
快
に
語
ら
れ
る
。

そ
れ
に

「飛

μ
・
平
安
時
代
、
本
米
、
菜
チ
は
、
砂
糖

が
な
く
甘
い
も
の
が
少
な
か
っ
た
時
代
は
、
干
し
柿
、
田
市
、

木
の
実

・
巣
物
と
「
菓
子
」
の
区
別
の
な
い
峻
昧
な
時
代

と
う
し
ょ
う

が
な
が
く
あ
っ
た
し
と
か
、
「
砂
糖
は
、
奈
良
に
唐
招

だ

い

じ

が

ん

じ

ん

提
与
を
聞
い
た
鑑
真
が
日
本
に
も
た
ら
し
た
と
い
わ
れ
る
。

こ
の
こ
ろ
、
日
制
な
楽
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
」
と
か
、

「砂
糖
は
、
江
戸
時
代
、
長
崎
の
オ
ラ

ン
ダ
、
中
国
で
の
貿
易
で
多
く
も
た
ら
さ
れ
料
理
や
菓
子

に
も
ち
い
ら
れ
る
」
と
か
、
「

8
代
将
軍
徳
川
吉
宗
の
治

世
に
は
、
サ
ト
ウ
キ
ビ
栽
栴
が
讃
岐
(
芥
川
岡
市
)
、
附
波

(
徳
日
以
)
で
お
こ
な
わ
れ
、
琉
球
(
沖
縄
以
)
、
俗
美
(
鹿

野
県
)
で
生
産
が
行
わ
れ
菓
子
文
化
が
広
が
る
」
な
ど
、

和
菓
子
の
歴
史
が
随
所
に
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
和
菓
子
の
素
材
、
菓
子
の
尚
来
、
砂
糖

の
俊
史
、
交
易
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
海
外
の
お
京
子
、
江

戸
の
菓
子
な
ど
な
ど
、
そ
の
由
来
と
成
り
立
ち
ま
で
が
照

史
上
の
人
物
と
と
も
に
彩
り
も
豊
か
に
登
場
す
る
の
だ
か

ら
た
ま
ら
な
い
。

(
肯
ざ
し
は
一
平
安
時

代
に
は
見
ら
れ
る
前
一

っ
た
汀
い
え
を
引
で

娩
い

て
よ
っ
た
糸
の

よ
う
に
し
た
も
の
で
、

も
っ
と
も
占
い
国
産

の
菓
子
の
ひ
と
つ
と

も
一パ
う
)
。

和
菓
子
の
奥
ね
き
の
深
さ
と
、
歴
史
を
食
の
視
点
か
ら

ひ
も
解
く
而

h
さ
に
す
っ
か
り
魅

f
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

お
は
ぎ
(
写
真
提
供
虎
屋
文
庫
)
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