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は
じ
め
に 

―
―
２
０
２
２
年
大
河
ド
ラ
マ
の
主
人
公
は
地
味
キ
ャ
ラ
だ

　
２
０
２
２
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
は
『
鎌か

ま

倉く
ら

殿ど
の

の
13
人
』
で
あ
る
。
ド
ラ
マ
の
脚
本
を
担
当
す
る
の

は
大
河
ド
ラ
マ
『
新
選
組
！
』（
２
０
０
４
）、『
真
田
丸
』（
２
０
１
６
）
の
脚
本
も
担
当
し
た
三み

谷た
に

幸こ
う

喜き

氏

だ
。
主
演
は
、
俳
優
の
小お

栗ぐ
り

旬し
ゅ
ん

氏
。
で
は
、
こ
の
ド
ラ
マ
の
主
人
公
は
誰
か
と
い
う
と
、
鎌
倉
時
代
前
期

の
武
将
・
北ほ

う

条じ
ょ
う

義よ
し

時と
き

（
１
１
６
３
〜
１
２
２
４
）。
こ
こ
に
来
て
、
大
半
の
人
は
首
を
傾か

し

げ
る
の
で
は
な
い

か
。「
一
体
、
誰
だ
？
」
と
。

　
日
本
史
に
詳
し
い
人
な
ら
「
名
前
、
知
っ
て
い
る
よ
」
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
し
た
人
々
で

も
「
で
は
、
義
時
っ
て
ど
ん
な
人
物
？
」「
何
を
し
た
人
な
の
？
」
と
聞
か
れ
た
ら
、
答
え
に
つ
ま
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
織お

田だ

信の
ぶ

長な
が

な
ら
桶お

け

狭は
ざ

間ま

の
合
戦
、
長な

が

篠し
の

合
戦
、
本
能
寺
の
変
。
豊と

よ

臣と
み

秀ひ
で

吉よ
し

な
ら
刀
狩

り
や
太
閤
検
地
。
徳と

く

川が
わ

家い
え

康や
す

な
ら
関せ

き

ヶが

原は
ら

合
戦
。
坂さ

か

本も
と

龍り
ょ
う

馬ま

な
ら
薩さ

っ

長ち
ょ
う

同
盟
な
ど
と
ス
ラ
ス
ラ
言
え
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
北
条
義
時
と
い
わ
れ
て
も
「
何
を
し
た
人
だ
っ
け
？
」
と
疑
問
符
が
つ
く
の
で
は
な

い
か
。
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そ
の
よ
う
な
こ
と
で
、
私
は
、
北
条
義
時
は
、
日
本
史
の
な
か
で
も
結
構
な
地
味
キ
ャ
ラ
だ
と
思
う
の

だ
。
最
近
の
大
河
ド
ラ
マ
は
『
お
ん
な
城
主
　
直な

お

虎と
ら

』（
２
０
１
７
年
放
送
。
主
人
公
は
彦ひ

こ

根ね

藩
の
藩
祖
と
な

っ
た
井い

伊い

直な
お

政ま
さ

を
育
て
た
遠え

ん

州し
ゅ
う

井い

伊い
の

谷や

の
領
主
・
井
伊
直
虎
）
な
ど
、
マ
ニ
ア
ッ
ク
な
人
物
を
主
人
公
に
選

ぶ
こ
と
が
あ
る
が
、
今
回
の
大
河
も
そ
の
部
類
で
あ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
地
味
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
歴
史
上
、
大
き
な
役
割
を
果
た
さ
な
か
っ
た
か
、
重
要
な
こ
と
を

成
し
遂
げ
な
か
っ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
義
時
も
、
日
本
の
歴
史
上
、
大
き
な
こ
と
を
成
し

遂
げ
て
い
る
の
だ
。
義
時
の
こ
と
を
地
味
キ
ャ
ラ
だ
と
い
っ
た
が
、
一
応
、
高
校
日
本
史
の
教
科
書
に
も

載
っ
て
い
る
。
山
川
出
版
社
の
『
高
校
日
本
史
Ｂ
』（
２
０
１
４
）
に
は
、
こ
う
あ
る
。

「
１
２
２
１
（
承じ

ょ
う

久き
ゅ
う３

）
年
、
上
皇
（
筆
者
註
・
後ご

鳥と

羽ば

上
皇
）
は
畿き

内な
い

・
西さ

い

国ご
く

の
武
士
や
大
寺
院
の
僧
兵
、

北
条
氏
に
反
発
す
る
東と

う

国ご
く

の
一
部
の
武
士
を
味
方
に
し
て
、
北
条
義
時
追
討
の
命
令
を
く
だ
し
、
幕
府
を

倒
そ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
幕
府
側
の
結
束
は
か
た
く
、
義
時
の
子
泰や

す

時と
き

ら
が
大
軍
を
ひ
き
い
て
京き

ょ
う

都と

へ

進
軍
し
、
勝
利
を
お
さ
め
た
（
承
久
の
乱
）」

　
い
わ
ゆ
る
、
承
久
の
乱
の
と
こ
ろ
に
、
義
時
は
登
場
し
て
い
る
（
ち
な
み
に
、
こ
の
教
科
書
に
お
い
て
、
義

時
の
名
前
は
特
に
強
調
さ
れ
て
い
な
い
が
、
義
時
の
父
・
北
条
時と

き

政ま
さ

や
、
義
時
の
息
子
・
北
条
泰
時
は
太
字
で
名

前
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。
義
時
の
地
味
キ
ャ
ラ
ぶ
り
は
こ
こ
に
も
表
れ
て
い
る
。
な
か
に
は
、
義
時

4



を
強
調
表
示
す
る
教
科
書
も
あ
る
こ
と
も
付
記
し
て
お
く
。
承
久
の
乱
と
の
呼
称
に
違
和
感
を
持
た
れ
る
人
も
い

る
か
も
し
れ
な
い
。
上
皇
が
起
こ
し
た
の
だ
か
ら
反
乱
で
は
な
い
、
だ
か
ら
承
久
の
変
と
書
く
べ
き
だ
と
い
う
意

見
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
一
般
的
に
、
変
と
は
突
発
的
な
変
事
を
、
乱
と
は
戦
乱
を
指
す
の
で
、
本
書
で
は
承
久
の

乱
と
記
載
す
る
）。

　
こ
の
教
科
書
の
記
述
の
要
点
を
か
い
つ
ま
ん
で
い
う
と
、
義
時
は
、
朝
廷
と
武
力
で
も
っ
て
争
っ
た
の

だ
。
し
か
も
、
そ
の
戦い

く
さに

勝
利
し
た
。
朝
廷
側
の
軍
勢
を
武
力
で
倒
し
た
武
将
と
し
て
歴
史
に
名
を
刻
ん

だ
こ
と
で
、
義
時
は
近
代
に
入
っ
て
か
ら
も
、
朝
敵
・
逆
臣
な
ど
と
負
の
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
て
き
た
。

　
し
か
し
、
義
時
の
実
像
は
、
朝
敵
と
い
う
「
汚
名
」
で
も
っ
て
語
ら
れ
る
だ
け
の
人
物
な
の
だ
ろ
う
か
。

彼
は
朝
廷
側
の
軍
勢
に
打
ち
勝
っ
た
だ
け
で
な
く
、
北
条
氏
専
制
の
基
礎
を
築
き
、
鎌
倉
幕
府
の
勢
力
範

囲
を
全
国
的
規
模
へ
と
拡
大
さ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
、
義
時
の
「
業
績
」
や
「
実
像
」
は
一
般
に
は
余
り
知

ら
れ
て
い
な
い
。

　
そ
こ
で
本
書
で
は
、
彼
の
実
像
を
、
同
時
代
史
料
を
交
え
つ
つ
、
分
か
り
や
す
く
描
い
て
み
た
い
。
義

時
を
専
門
に
論
じ
た
書
籍
も
２
冊
ほ
ど
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
刊
行
年
代
が
古
い
も
の
で
あ
っ
た
り
、
歴

史
を
専
門
と
し
な
い
人
に
は
読
み
に
く
い
文
体
・
内
容
で
あ
っ
た
り
す
る
の
で
、
本
書
に
お
い
て
は
、
で

き
る
だ
け
分
か
り
や
す
く
書
い
て
い
き
た
い
。
歴
史
に
興
味
を
持
ち
始
め
た
人
、
大
河
ド
ラ
マ
フ
ァ
ン
の

5 はじめに



人
、
三
谷
フ
ァ
ン
、
小
栗
フ
ァ
ン
な
ど
様
々
な
人
に
読
ん
で
も
ら
え
た
ら
幸
い
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
義
時
が
生
き
た
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
と
い
う
激
動
の
時
代
に
タ
イ
ム
ス
リ

ッ
プ
し
た
感
覚
で
、
歴
史
の
扉
を
開
い
て
い
こ
う
。
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第
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章
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義
時
が
生
ま
れ
た
北
条
氏
は
ど
の
よ
う
な
家
か

　
北
条
義
時
は
、
長ち

ょ
う

寛か
ん

元
年
（
１
１
６
３
）
に
こ
の
世
に
生
を
受
け
た
。
父
は
、
伊い

豆ず
の

国く
に

（
静し

ず

岡お
か

県
伊
豆

半
島
）
の
豪
族
・
北
条
時
政
。
母
は
、
伊
豆
国
伊い

東と
う

の
豪
族
で
あ
る
伊
東
祐す

け

親ち
か

の
娘
で
あ
る
と
い
う
。

　
で
は
、
義
時
が
生
ま
れ
た
北
条
氏
と
は
、
ど
の
よ
う
な
豪
族
で
あ
っ
た
の
か
。
本
題
で
あ
る
北
条
義
時

の
話
に
入
る
前
に
、
少
し
予
習
し
て
お
こ
う
。

　
過
去
、
鎌
倉
時
代
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
「
北
条
氏
は
元
々
、
相
当
の
豪
族
、
地
方
の
有
力
者
、
関か

ん

東と
う

有
数

の
大
豪
族
で
は
な
い
か
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
北
条
氏
の
根
拠
地
（
静
岡
県
伊
豆
の
国
市
の
田た

方が
た

郡
北
条
）

は
伊
豆
の
国
府
（
静
岡
県
三
島
市
。
国
の
政
庁
で
あ
る
国こ

く

衙が

の
所
在
地
。
今
風
に
い
え
ば
県
庁
所
在
地
）
に
近

い
。
ま
た
、
そ
の
根
拠
地
は
肥ひ

沃よ
く

な
狩か

野の

川が
わ

流
域
の
平
野
に
あ
り
、
経
済
力
も
豊
か
な
地
方
の
有
力
者
と

考
え
ら
れ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
北
条
氏
の
邸
跡
の
発
掘
調
査
が
進
む
に
つ
れ
て
近
年
「
大
豪
族
と
い
う
ほ

ど
で
は
な
い
の
で
は
」
と
の
意
見
も
出
始
め
て
い
る
。
邸
跡
を
初
め
て
目
に
し
た
時
、
歴
史
学
者
の
細ほ

そ

川か
わ

重し
げ

男お

氏
は
、「
狭
！
」「
し
ょ
ぼ
い
な
ァ
〜
」
と
の
印
象
を
持
っ
た
と
い
う
（
同
氏
『
執
権
』
講
談
社
）。
邸

跡
は
、
全
域
が
調
査
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
規
模
も
出
土
品
も
中
途
半
端
な
遺
跡
で
、
残
念
な

が
ら
大
豪
族
の
邸
跡
と
い
っ
た
感
じ
で
は
な
い
よ
う
だ
。

　
し
か
し
、
何
も
見
る
べ
き
点
が
な
い
小
勢
力
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
中
国
同ど

う

安あ
ん

窯よ
う

系
（
中
国

14



福ふ
っ

建け
ん

省
）
の
青
磁
碗
、
龍り

ゅ
う

泉せ
ん

窯よ
う

系
（
中
国
浙せ

っ

江こ
う

省
）
の
劃か

っ

花か

文も
ん

碗わ
ん

な
ど
輸
入
さ
れ
た
陶
磁
器
や
、
京
都
系

の
「
白
土
器
」（
ロ
ク
ロ
で
は
な
く
、
指
先
で
こ
ね
て
作
ら
れ
た
と
い
う
）
が
出
土
し
て
い
る
の
だ
。
輸
入
さ

れ
た
陶
磁
器
は
、
手
に
入
れ
る
こ
と
は
簡
単
で
は
な
く
、
所
持
す
る
こ
と
が
権
威
の
象
徴
と
な
っ
た
こ
と

だ
ろ
う
。
京
都
な
ど
の
都
市
で
流
通
し
て
い
た
陶
磁
器
を
購
入
し
、
伊
豆
に
持
ち
帰
っ
た
も
の
か
、
京
都

か
ら
運
送
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
出
土
品
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
北
条
氏
は
地
方
で
閉
じ
こ
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
都
な
ど
と
も
交

流
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
北
条
氏
邸
跡
（
円え

ん

成じ
ょ
う

寺じ

跡
）
は
、
西
に
狩
野
川
が
流
れ
、

東
に
は
伊
豆
国
府
に
続
く
下し

も

田だ

街か
い

道ど
う

が
あ
る
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
。
最
も
多
く
の
建
物
跡
が
確
認
で
き

る
の
が
、
12
世
紀
末
か
ら
13
世
紀
前
半
の
頃
で
、
ち
ょ
う
ど
義
時
が
活
躍
し
た
時
代
と
合
致
す
る
。

　
義
時
が
生
ま
れ
た
当
時
の
北
条
氏
は
、
地
方
の
中
小
勢
力
な
が
ら
も
中
央
の
動
向
に
目
を
向
け
て
い
た
、

時
代
に
敏
感
な
家
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
続
い
て
、
北
条
氏
の
系
譜
を
見
て
み
よ
う
。
北
条
氏
の
系
譜
が
収
録
さ
れ
た
書
物
に
は
『
尊
卑
分
脈
』

（
南
北
朝
時
代
に
成
立
し
た
諸
家
の
系
図
集
）、『
続
群
書
類
従
』（
江
戸
時
代
後
期
に
塙は

な
わ

保ほ

己き

一い
ち

ら
に
よ
っ
て
編へ

ん

纂さ
ん

さ
れ
た
一
大
資
料
叢そ

う

書し
ょ

）、『
系
図
纂
要
』（
江
戸
時
代
末
期
に
編
纂
さ
れ
た
系
図
集
）
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら

の
系
図
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
北
条
氏
は
、
桓か

ん

武む

平へ
い

氏し

（
平
安
時
代
初
期
の
桓
武
天
皇
の
子
孫
で
、
平た

い
らの

姓
を
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賜
っ
た
家
系
）
で
あ
り
、
平

た
い
ら
の

貞さ
だ

盛も
り

（
平
安
時
代
中
期
の
武
将
で
、
平
将ま

さ

門か
ど

の
追
討
で
活
躍
）
の
流
れ
を
く
む
と

い
う
こ
と
だ
。
貞
盛
の
曽
孫
の
直な

お

方か
た

が
北
条
氏
の
始
祖
と
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
直
方
か
ら
時
政
ま
で
を
４
世
代
と
し
て
い
る
系
図
も
あ
れ
ば
、
５
世
代
、
６
世
代
と
し
て

い
る
系
図
も
あ
り
、
系
譜
は
混
乱
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
。
系
図
と
い
う
も
の
は
、
北
条
氏
に
関
わ
ら
ず
、

で
っ
ち
あ
げ
や
、
偽
り
、
齟
齬
が
横
行
す
る
も
の
で
、
往
々
に
し
て
そ
の
ま
ま
信
用
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
し
、
系
譜
の
完
全
な
復
元
も
困
難
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
系
図
の
混
乱
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、

伊
豆
に
い
た
頃
の
北
条
氏
は
、
系
譜
が
し
っ
か
り
と
伝
わ
る
よ
う
な
氏
族
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
北
条
氏
は
名
家
・
大
豪
族
な
ど
で
は
な
く
、
中
小
規
模
の
武
士
団
だ
っ
た
と
い
う
説

が
補
強
で
き
よ
う
。

　
地
方
の
中
小
規
模
の
武
士
団
だ
っ
た
北
条
氏
が
、
な
ぜ
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
し
て
、
鎌
倉
幕
府
を
牛

耳
る
ほ
ど
の
権
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
北
条
氏
の
躍
進
の
秘
密
は
、
第
２
章
以
降
で
明
か
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

義
時
の
父
・
時
政
の
人
物
像

　
さ
て
、
義
時
の
前
半
生
を
語
る
上
で
欠
か
せ
な
い
父
・
北
条
時
政
は
、
ど
の
よ
う
な
武
将
だ
っ
た
の
か
。

16



本
題
の
義
時
に
入
る
前
に
、
も
う
少
し
お
付
き
合
い
い
た
だ
き
た
い
。

　
ま
ず
来
歴
に
つ
い
て
は
、
時
政
の
父
も
系
図
に
よ
っ
て
違
っ
て
い
る
く
ら
い
、
時
政
の
来
歴
も
定
か
で

は
な
い
。

　
で
は
、
時
政
は
ど
の
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
の
か
。「
時
政
は
伊
豆
国
の
在
庁
官
人
」
だ
っ
た
と
、
か
つ

て
、
今
上
陛
下
の
指
導
教
員
を
務
め
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
歴
史
家
の
安や

す

田だ

元も
と

久ひ
さ

氏
（
元
学
習
院
大
学
学
長
）

は
書
か
れ
て
い
る
。
在
庁
官
人
と
は
、
国
衙
で
事
務
を
し
て
い
た
下
級
の
地
方
役
人
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
ま
た
今
風
に
い
え
ば
、
地
方
公
務
員
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
。
が
、
果
た
し
て
ど
う
か
。
義
時
の
家
庭
環

境
を
調
べ
る
と
、
こ
こ
ま
で
述
べ
た
こ
と
に
疑
い
の
余
地
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
時
政
の
こ
と
を
在
庁
官
人
と
記
し
て
い
る
の
は
、
実
は
鎌
倉
時
代
末
期
の
文
書
で
あ
る
。
元げ

ん

弘こ
う

元
年
（
１

３
３
１
）、
後ご

醍だ
い

醐ご

天
皇
や
そ
の
皇
子
・
護
良
親
王
は
鎌
倉
幕
府
の
打
倒
を
目
指
し
て
挙
兵
（
元
弘
の
乱
）
す

る
が
、
援
軍
を
得
る
た
め
に
、
各
地
に
令
旨
（
皇
太
子
や
皇
后
の
命
令
を
伝
え
る
た
め
に
出
さ
れ
た
文
書
）
を

下
す
。
現
存
す
る
そ
の
文
書
（
護
良
親
王
令
旨
）
の
始
ま
り
に
「
伊
豆
国
の
在
庁
官
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
北

条
遠と

お

江と
う
み

前
司
時
政
の
子
孫
で
あ
る
東
国
の
野
蛮
人
ど
も
が
、
承
久
年
間
以
来
、
天
下
を
支
配
し
、
天
皇
家

を
見
下
し
て
い
た
…
…
」
と
あ
る
の
だ
。

　
こ
れ
は
、
原
文
を
現
代
語
訳
し
た
も
の
だ
が
、
原
文
に
は
「
伊
豆
国
在
庁
北
条
遠
江
前
司
時
政
」
と
記
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君は、

何と闘うか？

マーカー部分をクリックして、「ジセダイ」
をチェック!!!

「ジセダイ」は、20代以下の若者に向けた、
行動機会提案サイトです。読む→考える→行
動する。このサイクルを、困難な時代にあっ
ても前向きに自分の人生を切り開いていこう
とする次世代の人間に向けて提供し続けます。

ジセダイイベント

ジ セ ダ イ 総 研

星海社新書試し読み

メ イ ン コ ン テ ン ツ
著者に会える、同世代と話せるイベントを毎月

開催中！　行動機会提案サイトの真骨頂です！

若手専門家による、事実に基いた、論点の明確な読み物を。

「議論の始点」を供給するシンクタンク設立！

既刊・新刊を含む、
すべての星海社新書が試し読み可能！

https://ji-sedai.jp

https://ji-sedai.jp/event/info/
https://ji-sedai.jp/series/research/
https://ji-sedai.jp/book/publication/
https://ji-sedai.jp



