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ノ
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エ
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朝
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覧
会
〉
の
ご
案
内

　

今
年
の
大
河
ド
ラ
マ
は
紫
式
部
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
の
で
、
平
安
時
代
の
描
写

を
楽
し
み
に
見
て
い
ま
す
。
数
年
前
の
平
清
盛
で
は
、
時
代
考
証
を
大
切
に
し
す
ぎ

た
せ
い
か
あ
ま
り
に
も
画
面
（
景
色
や
衣
装
）
が
汚
い
と
ク
レ
ー
ム
が
入
っ
た
よ
う

で
す
。
こ
こ
何
年
か
の
時
代
劇
ド
ラ
マ
は
、
最
新
の
時
代
考
証
を
大
切
に
し
す
ぎ
れ

ば
そ
う
い
っ
た
ク
レ
ー
ム
が
入
り
、
視
聴
者
に
わ
か
り
や
す
い
ド
ラ
マ
を
目
指
し
て

現
代
語
を
た
く
さ
ん
使
え
ば
そ
れ
は
そ
れ
で
ク
レ
ー
ム
…
…
。
モ
ノ
作
り
は
ど
の
世

界
も
大
変
だ
と
思
い
ま
す
。
で
も
賛
否
両
論
あ
り
な
が
ら
も
、
歴
史
を
見
直
し
た
り
、

時
代
考
証
に
基
づ
い
て
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
さ
れ
て
い
く
調
度
品
や
食
事
や
衣
装
を
大
変

興
味
深
い
と
思
い
な
が
ら
視
聴
し
て
い
ま
す
。

　

先
日
、
絵
本
の
原
画
展
を
見
て
き
ま
し
た
。『
ス
ー
ホ
の
白
い
馬
』
の
原
画
が
あ
り

（
厳
密
に
は
原
画
の
精
巧
な
複
製
だ
そ
う
で
す
が
）、
子
ど
も
の
頃
に
国
語
の
教
科
書

で
見
て
以
来
も
う
四
十
年
近
く
時
が
経
っ
た
と
は
思
え
な
い
感
動
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
若
い
人
や
小
学
二
年
生
の
私
の
娘
と
も
同
じ
絵
本
に
つ
い
て
話
が
で
き
る

こ
と
が
と
っ
て
も
面
白
か
っ
た
で
す
。
か
つ
て
の
大
人
た
ち
が
子
ど
も
の
た
め
に
選

ん
だ
物
語
は
、
時
代
は
変
わ
っ
て
も
今
で
も
同
じ
よ
う
な
感
動
と
深
い
印
象
を
子
ど

も
た
ち
に
残
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
で
も
調
べ
て
み
る
と
、
教
科
書
を

出
版
し
て
い
る
四
社
の
う
ち
三
社
は
も
う
こ
の
話
を
載
せ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
前

橋
の
国
語
の
教
科
書
は
一
番
普
及
し
て
い
る
出
版
社
の
も
の
な
の
で
、
変
革
を
ア
ピ
ー

ル
す
る
体
制
で
は
な
く
長
く
同
じ
物
語
が
使
わ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、

難
し
い
話
や
辛
い
話
は
載
せ
ず
ら
く
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ス
ー
ホ
の

話
も
「
馬
が
楽
器
に
な
る
描
写
が
耐
え
ら
れ
な
い
」
と
い
う
声
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

で
も
、
胸
を
え
ぐ
ら
れ
る
よ
う
な
悲
し
み
や
辛
い
物
語
と
の
出
合
い
が
、
読
む
子
ど

も
の
心
を
強
く
し
て
成
長
さ
せ
て
く
れ
る
時
も
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
違
う
時
代
や

文
化
や
価
値
観
と
の
出
合
い
、
そ
れ
を
想
像
す
る
力
が
必
要
だ
と
思
う
の
で
す
。
も

う
そ
ん
な
苦
労
や
心
労
を
子
ど
も
た
ち
が
想
像
す
る
必
要
が
無
い
ほ
ど
世
の
中
は
平

和
な
の
で
し
ょ
う
か
…
文
化
や
地
位
の
違
い
が
起
こ
す
悲
劇
に
寄
り
添
い
な
が
ら
話

し
合
う
と
い
う
の
は
教
え
る
大
人
や
教
師
に
と
っ
て
は
と
っ
て
も
大
変
で
す
が
、
そ

れ
を
避
け
て
は
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

大
河
ド
ラ
マ
の
話
に
戻
り
ま
す
が
、
清
少
納
言
を
演
じ
る
俳
優
が
彼
女
の
こ
と
を

「
聡
明
で
勝
気
、
あ
け
す
け
だ
け
ど
ウ
ィ
ッ
ト
に
富
ん
だ
辛
口
ブ
ロ
ガ
ー
の
第
一
人
者
、

と
い
う
印
象
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
同
感
で
す
。
生
活
の
中
で
ふ
と
見
つ
け
る
「
素

敵
！
か
わ
い
い
！
」
と
思
う
瞬
間
を
、
千
年
前
の
人
と
共
感
で
き
る
の
も
楽
し
い
こ

と
で
す
。「
一
歳
く
ら
い
の
赤
ち
ゃ
ん
が
這
っ
て
く
る
途
中
で
ホ
コ
リ
み
た
い
な
の
を

見
つ
け
て
か
わ
い
い
手
で
つ
ま
ん
で
自
慢
そ
う
に
見
せ
る
様
子
な
ん
て
超
か
わ
い
い

よ
ね
ー
」（
橋
本
意
訳
）
と
か
、
時
を
超
え
た
ほ
っ
こ
り
し
た
幸
せ
が
伝
わ
っ
て
き
ま

す
。
過
去
を
学
ぶ
こ
と
も
、
未
来
を
創
造
す
る
こ
と
も
、
ま
ず
は
共
感
力
が
大
事
だ

と
思
う
一
月
で
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
橋
本
）

毎
年
恒
例
の
ふ
る
本
市
を
開
催
し
ま
す
。
宗
教
・
神
書
・
哲
学
・
文
学
・

語
学
・
歴
史
・
地
誌
・
経
済
・
社
会
学
・
医
学
・
美
術
な
ど
専
門
書

を
中
心
に
約
四
〇
〇
〇
冊
を
用
意
し
て
い
ま
す
。

ノ
イ
エ
ス
ふ
る
本
市
　
　
　
　 

〈
企
画
〉

会
期
　
　
二
月
十
日
（
土
）
～
十
八
日
（
日
）

　
　
　
　
午
前
十
時
～
午
後
五
時
（
最
終
日
は
午
後
三
時
終
了
）

会
期
　
　
二
月
二
十
四
日
（
土
）
～
三
月
三
日
（
日
）

　
　
　
　
午
前
十
時
～
午
後
五
時

―
蘇
っ
た
源
氏
物
語
　
卓
越
し
た
職
人
の
技
―

　
　
江
戸
版
画
の
世
界

　

江
戸
時
代
後
期
に
庶
民
に
親
し
ま
れ
た
合
巻
の
「
偽に
せ
む
ら
さ
き
い
な
か
げ
ん
じ

紫
田
舎
源
氏
」

を
メ
イ
ン
に
、
寺
子
屋
で
使
わ
れ
た
教
科
書
で
あ
る
「
実
語
教
」「
童

子
教
」
な
ど
を
展
示
予
定
で
す
。
合
巻
は
表
紙
に
多
色
版
画
が
使
わ

れ
、
上
下
巻
で
一
つ
の
絵
の
よ
う
に
呼
応
し
て
い
る
様
子
を
額
装
し

た
も
の
や
、
刷
が
違
う
こ
と
に
よ
る
色
の
違
い
や
紙
の
比
較
な
ど
様
々

な
視
点
か
ら
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
そ
し
て
江
戸
時
代
の
市
井
の
人
々

が
読
み
物
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
た
こ
と
の
原
点
と
な
る
寺
子
屋
教

育
を
考
察
す
る
資
料
と
し
て

「
実
語
教
」
な
ど
を
並
べ
ま
す
。

（
前
橋
在
住
の
コ
レ
ク
タ
ー
と

展
示
実
行
委
員
に
よ
る
企
画
・

展
示
と
な
り
ま
す
。）　

綿
貫
哲
雄
作
陶
展 

　
　
　
　   

〈
企
画
〉

三
月
九
日
（
土
）
～
十
七
日
（
日
）

午
前
十
時
～
午
後
五
時
（
最
終
日
は
午
後
四
時
終
了
）

田
嶋
祥
行
展
　
―
野
・
生
・
層
―   

〈
企
画
〉

三
月
二
十
三
日
（
土
）
～
三
十
一
日
（
日
）

午
前
十
時
～
午
後
五
時
（
最
終
日
は
午
後
四
時
終
了
）

ニ
ッ
ト
ソ
ー
イ
ン
グ
真

三
月
十
九
日
（
火
）
～
二
十
一
日
（
木
）

午
前
十
時
～
午
後
五
時

※
次
号
の
ノ
イ
エ
ス
だ
よ
り
で
詳
し
く
ご
案
内
い
た
し
ま
す

『
偐
紫
田
舎
源
氏
』（
に
せ
む
ら
さ
き
い
な
か
げ
ん
じ
）
は
、
柳
亭
種
彦
の
未
完
の
長
編
合
巻
。
挿
絵
は
歌
川
国
貞
。
文
政
十
二
年

（
一
八
二
九
年
） - 

天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
年
）
刊
。
江
戸
時
代
最
大
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、
種
彦
の
代
表
作
と
な
っ
た
。

十
四
年
に
わ
た
っ
て
書
き
継
が
れ
た
が
、作
者
の
筆
禍
と
死
去
に
よ
り
、第
三
十
八
編（
一
五
二
冊
）ま
で
に
終
わ
っ
た
。『
源
氏
物
語
』

を
通
俗
的
に
翻
案
し
た
小
説
で
、「
偐
」
は
「
似
せ
」「
偽
」
の
意
。

紫
式
部
の
『
源
氏
物
語
』
を
下
敷
き
に
し
て
、
時
代
を
平
安
時
代
か
ら
室
町
時
代
へ
移
し
て
い
る
。
将
軍
足
利
義
政
の
妾
腹
の
子
・

光
氏
が
、
将
軍
位
を
狙
う
山
名
宗
全
を
抑
え
る
た
め
、
光
源
氏
的
な
好
色
遍
歴
を
装
い
な
が
ら
、
宗
全
が
盗
み
隠
し
て
い
た
足
利
氏

の
重
宝
類
を
次
第
に
取
り
戻
す
一
方
、
須
磨
・
明
石
に
流
寓
し
て
西
国
の
山
名
勢
を
牽
制
し
、
宗
全
一
味
を
は
か
り
ご
と
で
滅
ぼ
し

た
後
、
京
都
に
戻
り
、
将
軍
後
見
役
と
な
っ
て
栄
華
を
極
め
る
。

前
半
部
分
は
、
光
源
氏
に
あ
た
る
足
利
光
氏
が
山
名
宗
全
の
隠
謀
を
暴
く
推
理
小
説
仕
立
て
で
、
22
編
以
降
は
『
源
氏
物
語
』
に
忠

実
な
翻
案
と
な
っ
て
い
る
。
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考
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版
画
三
人
展

―
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
に
魅
せ
ら
れ
て
― 

　
　
　
　 

〈
企
画
〉

　
　
鈴
木
康
弘
・
多
胡
宏
・
中
林
三
恵

四
月
六
日
（
土
）
～
十
四
日
（
日
）

午
前
十
時
～
午
後
五
時
（
最
終
日
は
午
後
四
時
終
了
）

※
次
号
の
ノ
イ
エ
ス
だ
よ
り
で
詳
し
く
ご
案
内
い
た
し
ま
す


