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❖
低
視
聴
率
と
カ
ル
ト
な
人
気

　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
大
河
ド
ラ
マ
、『
平
清
盛
』

が
メ
デ
ィ
ア
を
賑
わ
せ
て
い
ま
す
。

　

評
判
が
よ
い
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
大
河
ド
ラ
マ
四
十
年
の
歴
史
の

中
で
、
前
例
の
な
い
低
視
聴
率
が
話

題
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
私
の
ま
わ
り

に
は
、
こ
の
ド
ラ
マ
の
熱
狂
的
な

フ
ァ
ン
が
何
人
も
い
ま
す
。
そ
の
人

た
ち
は
、「
近
年
の
大
河
ド
ラ
マ
の

中
で
、
こ
ん
な
に
夢
中
に
な
っ
て
見

て
い
る
作
品
は
記
憶
に
な
い
」
と
口

を
揃
え
ま
す
。

　
『
平
清
盛
』
が
、
こ
う
し
た
特
殊

な
受
け
と
め
ら
れ
方
を
し
て
い
る
の

は
、
ど
う
い
う
理
由
か
ら
な
の
で

し
ょ
う
か
？

　

❖
清
盛
の
時
代
と
現
代
日
本

　
『
平
清
盛
』
に
描
か
れ
た
平
安
時

代
末
期
と
現
代
に
は
、
多
く
の
共
通

点
が
あ
り
ま
す
。

　

清
盛
が
生
き
た
時
代
は
、
世
界
的

に
気
候
が
寒
冷
化
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
影
響
で
、
農
産
物
の
収
穫
が
減

少
し
、
地
球
規
模
の
飢
餓
が
起
こ
り

ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
頃
の
京
都
で

は
、
地
震
や
竜
巻
と
い
っ
た
自
然
災

害
が
、
立
て
続
け
に
起
こ
っ
た
こ

と
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

二
〇
〇
八
年
に
起
き
た
サ
ブ
プ

ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
の
破
綻
を
き
っ
か

け
に
、
Ｅ
Ｕ
を
は
じ
め
と
す
る
様
々

な
地
域
で
経
済
が
混
乱
に
陥
っ
て

い
ま
す
。
そ
う
し
た
中
で
、
東
日

本
大
震
災
の
被
害
を
受
け
た
現
代

の
日
本
人
は
、
清
盛
の
頃
の
都
び

と
と
、
よ
く
似
た
境
遇
に
あ
る
と

い
え
ま
す
。

　

平
安
時
代
末
期
の
政
治
シ
ス
テ

ム
は
、
災
害
や
飢き
き
ん饉

を
き
っ
か
け

と
す
る
混
乱
に
、
対
処
す
る
力
を

失
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
行
き
づ

ま
り
を
、
強
大
な
権
力
を
揮ふ

る

っ
て

打
ち
破
ろ
う
と
し
た
の
が
清
盛
で

す
。
武
力
と
、
宋
銭
を
流
通
さ
せ

る
こ
と
で
得
た
財
力
を
背
景
に
、

清
盛
は
新
し
い
政
治
を
目
指
し
ま

し
た
。

　

現
代
の
日
本
も
、
戦
後
を
支
え

て
き
た
政
治
・
経
済
の
シ
ス
テ
ム

で
は
、
問
題
を
解
決
で
き
な
く
な
っ

て
い
ま
す
。『
平
清
盛
』
の
中
で
、

し
ば
し
ば
清
盛
は
、「
わ
し
の
国
づ

く
り
」・「
前
例
の
な
い
こ
と
だ
か

ら
や
る
」
と
い
う
せ
り
ふ
を
口
に

し
ま
す
。
ド
ラ
マ
の
作
り

手
が
、
二
十
一
世
紀
の
今

だ
か
ら
求
め
ら
れ
る
リ
ー

ダ
ー
像
を
、
清
盛
に
重
ね

て
い
る
の
は
あ
き
ら
か
で

す
。

　

❖
挫
折
し
た

　
　
　
　
「
清
盛
革
命
」

　

清
盛
が
目
指
し
た
「
革

命
」
は
、
道
半
ば
に
し
て
挫
折
し
ま

し
た
。

　

平
家
が
力
を
伸
ば
し
た
た
め
地
位
や

権
益
を
奪
わ
れ
た
人
々
が
、
や
が
て
各

地
で
反
乱
を
始
め
ま
す
。こ
う
し
た「
抵

抗
勢
力
」
に
、
旗
頭
と
し
て
担
が
れ
て

い
た
の
が
源
頼
朝
で
す
。
清
盛
は
鎮
圧

に
乗
り
出
し
ま
す
が
、
戦
い
な
か
ば
で

急
死
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　

平
家
が
そ
の
後
、
あ
っ
け
な
く
滅

び
て
し
ま
っ
た
の
は
知
ら
れ
て
い
る

通
り
で
す
。
清
盛
の
跡
を
継
い
だ
宗

盛
が
失
策
を
犯
し
た
こ
と
に
く
わ
え
、

宋
銭
が
定
着
し
切
る
前
に
決
戦
を
迎

え
た
こ
と
が
、
敗
北
に
つ
な
が
っ
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
壇
ノ
浦
で
平

家
が
滅
び
た
頃
、
宋
銭
の
信
用
は
ま

だ
不
安
定
で
し
た
。
極
度
の
飢
饉
の

折
な
ど
に
は
、
食
料
と
交
換
し
て
も

ら
え
な
い
場
合
も
あ
り
ま
し
た
。
こ

の
た
め
、
財
産
の
多
く
を
宋
銭
の
形

で
持
っ
て
い
た
平
家
は
、
兵
糧
の
確

保
に
困
っ
て
い
た
ら
し
い
の
で
す
。

　

頼
朝
は
、
平
家
を
倒
し
て
か
ら
も
、

清
盛
の
よ
う
な
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
を
発
揮
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
社
会

制
度
や
経
済
に
対
す
る
姿
勢
も
、
清

盛
よ
り
ず
っ
と
保
守
的
で
し
た
。
頼

朝
を
支
え
て
い
た
の
は
、「
清
盛
革

命
」
に
反
対
す
る
勢
力
だ
っ
た
の
で

す
か
ら
そ
れ
も
当
然
で
す
。
結
果

と
し
て
、
武
士
と
朝
廷
と
の
関
係
や
、

武
士
勢
力
内
部
の
序
列
な
ど
、
様
々

な
問
題
が
未
解
決
な
ま
ま
放
置
さ
れ
、

平
家
滅
亡
後
も
血
な
ま
ぐ
さ
い
抗
争

は
続
き
ま
し
た
。

　
　

畑
を
通
し
て
触
れ
あ
う

　

西
東
京
市
向
台
町
の
矢
ヶ
崎
耕
一

さ
ん
は
、
13
年
前
に
家
業
の
農
業
を

継
ぎ
、
10
年
ほ
ど
前
か
ら
、
教
育
委

員
会
よ
り
学
童
農
園
を
頼
ま
れ
、
近

隣
の
小
学
校
を
受
け
入
れ
て
い
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
は
そ
こ
で
の
農
作
業
を

通
し
、
自
分
で
収
穫
し
た
野
菜
を
味

わ
う
喜
び
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
矢
ヶ
崎
さ
ん
と
、
柳
沢
公

民
館
で
活
動
す
る
知
的
障
害
者
青
年

学
級
「
く
る
み
学
級
」
と
の
交
流
は
、

平
成
20
年
か
ら
、
学
童
農
園
担
当
の

市
職
員
の
口
コ
ミ
で
始
ま
り
ま
し
た
。

「
学
級
生
に
も
農
業
体
験
を
さ
せ
た

い
」
と
い
う
公
民
館
の
思
い
を
矢
ヶ

崎
さ
ん
が
受
け
入
れ
、
今
年
は
春
の

大
根
の
種
ま
き
か
ら
始
ま
り
、
秋
に

は
サ
ツ
マ
イ
モ
の
収
穫
ま
で
、
矢
ヶ

崎
さ
ん
の
指
導
の
も
と
、
年
４
回
農

作
業
の
体
験
を
し
て
い
ま
す
。

　

11
月
、
矢
ヶ
崎
さ
ん
が
丹
精
を
こ

め
て
手
入
れ
を
し
た
畑
で
、
学
級
生

が
自
分
た
ち
の
手
で
、
サ
ツ
マ
イ
モ

を
収
穫
し
ま
し
た
。
秋
晴
れ
の
も
と
、

丸
々
と
肥
え
た
サ
ツ
マ
イ
モ
を
抱
え

た
り
両
手
に
ぶ
ら
下
げ
た
り
し
、「
大

き
い
イ
モ
が
獲
れ
た
よ
ー
」
と
目
を

丸
く
し
て
歓
声
を
あ
げ
る
学
級
生
た

ち
。
み
ん
な
の
顔
は
、
自
分
で
収
穫

で
き
た
喜
び
に
満
ち
溢
れ
て
い
ま
し

た
。

　

収
穫
さ
れ
た
サ
ツ
マ
イ
モ
は
、
ス

タ
ッ
フ
と
と
も
に
ど
ん
な
料
理
に
す

る
か
決
め
、
み
ん
な
で
調
理
を
し
、

農
業
体
験
の
楽
し
さ
を
話
題
に
し
な

が
ら
、
お
い
し
く
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

学
級
生
の
農
業
体
験
に
つ
い
て
、

矢
ヶ
崎
さ
ん
は
次
の
よ
う
に
語
り
ま

す
。

　
「
土
と
親
し
む
体
験
は
人
を
開
放

的
に
し
ま
す
。
畑
で
大
の
字
に
な
っ

て
寝
て
し
ま
っ
た
学
級
生
も
い
ま
し

た
。
普
段
あ
ま
り
人
と
会
話
を
し
な

い
あ
る
学
級
生
は
、
畑
作
業
の
あ
と
、

積
極
的
に
自
分
を
表
現
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
畑
の
作
業
で

は
、
人
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

と
れ
る
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
障

が
い
者
が
農
作
業
を
通
し
て
多
く
を

学
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
地
域

の
人
に
も
知
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま

す
」

　

川
柳
作
り
が
趣
味
の
矢
ヶ
崎
さ
ん
。

学
級
生
と
の
交
流
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
詠
み
ま
し
た
。

さ
つ
ま
い
も

　

あ
た
ま
を
だ
し
て　

皆く
る
みを

待
つ

く
る
み
学
級
に
つ
い
て

　

柳
沢
公
民
館
で
毎
月
２
回
活
動
す

る
知
的
障
害
者
青
年
学
級
。
創
作
、

音
楽
、
交
流
な
ど
の
活
動
を
通
し
て
、

社
会
性
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。

　

❖
「
戦
後
」
へ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー

　
『
平
清
盛
』
と
は
対
照
的
に
、
朝
の

連
続
テ
レ
ビ
小
説
『
梅
ち
ゃ
ん
先
生
』

は
、
高
い
視
聴
率
を
マ
ー
ク
し
ま
し

た
。
こ
ち
ら
は
、
戦
後
復
興
期
の
日

本
を
、
主
な
舞
台
と
す
る
作
品
で
す
。

　

し
ば
ら
く
前
に
、
昭
和
三
十
年
代

を
郷
愁
に
充
ち
た
タ
ッ
チ
で
描
い

た
『
Ａ
Ｌ
Ｗ
Ａ
Ｙ
Ｓ 

三
丁
目
の
夕

日
』
と
い
う
映
画
が
ヒ
ッ
ト
し
ま
し

た
。『
梅
ち
ゃ
ん
先
生
』
の
人
気
も
、

右
肩
上
が
り
に
経
済
が
成
長
し
て
い

た
時
代
を
、
懐
か
し
む
思
い
に
支
え

ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
逆

に
『
平
清
盛
』
は
、
戦
後
日
本
の
限

界
を
暴
く
よ
う
な
物
語
だ
か
ら
こ
そ
、

視
聴
者
の
多
く
に
拒
絶
さ
れ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
う
い
え
ば
、私
の
ま
わ
り
の『
平

清
盛
』
フ
ァ
ン
に
、
戦
後
の
日
本
人

の
典
型
的
タ
イ
プ

│
男
性
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
と
専
業
主
婦

│
は
い

ま
せ
ん
。
戦
後
社
会
を
「
自
分
の
本

来
の
居
場
所
」
と
感
じ
て
い
る
人
は
、

や
は
り
こ
の
ド
ラ
マ
を
見
る
と
不
快

に
な
る
よ
う
で
す
。

　

鎌
倉
の
砂
浜
を
掘
る
と
、
と
き
ど

き
人
骨
が
現
れ
る
と
い
う
話
を
聴
い

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
平
家
滅
亡
後
、

東
国
武
士
た
ち
が
く
り
返
し
た
抗
争

の
犠
牲
者
が
、
い
ま
だ
に
鎌
倉
の
海

辺
に
埋
ま
っ
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。

強
引
す
ぎ
る
「
清
盛
革
命
」
に
反
発

し
、
穏
や
か
な
変
化
を
求
め
た
結
果
、

か
え
っ
て
た
く
さ
ん
の
屍

し
か
ば
ねが

生
ま

れ
た
の
で
す
。

　

過
去
を
懐
か
し
む
気
持
が
、
ど
う

い
う
ド
ラ
マ
を
見
る
か
の
選
択
を
左

右
し
て
い
る
だ
け
な
ら
問
題
は
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
れ
が
、
社
会
の

変
革
を
阻
む
力
と
な
る
と
す
れ
ば
、

思
わ
ぬ
害
を
生
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。

現
代
日
本
で
、「
清
盛
革
命
」
挫
折

後
の
悲
劇
が
反
復
さ
れ
な
い
こ
と
を
、

私
は
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

　

今
年
も
残
り
わ
ず
か
と
な
り
ま
し
た
。
世
の
中
の
多
く
の
課
題
を
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
い
一
年

で
し
た
。
私
た
ち
は
生
き
方
の
指
針
を
ど
こ
に
求
め
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　
「
21
世
紀
の
生
き
方
を
源
氏
物
語
に
学
ぶ
会
」
や
市
民
企
画
事
業
の
講
師
と
し
て
、
受
講
者
の

み
な
さ
ん
に
大
好
評
の
助す
け
が
わ川
幸こ
う
い
ち
ろ
う

逸
郎
さ
ん
に
原
稿
を
寄
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

大
き
な
サ
ツ
マ
イ
モ
が

獲
れ
た
よ
ー
！

話
題
は
古
典
文
学
か
ら
ア
ニ
メ
ま
で

矢ヶ崎耕一さん




