
第
５
１
回
（
Ｒ
４
．
３
） 

時
空
を
超
え
る
歴
史
物
語 

「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
鎌
倉

殿
の
13
人
」
が
始
ま
り
ま
し
た
。

今
回
は
鎌
倉
幕
府
執
権
の
北
条
義

時
が
主
人
公
で
す
。
義
時
の
知
名

度
が
低
く
て
心
配
し
た
の
で
す
が
、

戯
作
者
三
谷
幸
喜
さ
ん
は
脇
役
の

源
頼
朝
を
人
間
臭
く
描
い
て
ド
ラ

マ
を
面
白
く
し
て
い
ま
す
。 

と
こ
ろ
で
、
私
た
ち
は
鎌
倉
幕

府
の
創
設
を
「
イ
イ
ク
ニ
作
ろ
う

鎌
倉
幕
府
」
１
１
９
２
年
と
覚
え

ま
し
た
ね
。
し
か
し
最
近
は
全
国

に
守
護
や
地
頭
を
置
い
た
１
１
８

５
年
を
も
っ
て
鎌
倉
幕
府
開
設
と

す
る
説
が
有
力
で
す
。
更
に
教
科

書
に
載
っ
て
い
た
源
頼
朝
の
肖
像

画
は
別
人
だ
と
言
う
の
で
す
。 

近
年
の
歴
史
研
究
の
成
果
に
よ

っ
て
、
定
説
が
覆
さ
れ
た
の
に
は

戸
惑
い
を
覚
え
ま
す
が
、
我
々
に

と
っ
て
鎌
倉
幕
府
の
創
設
が
１
１

９
２
年
だ
ろ
う
と
１
１
８
５
年
だ

ろ
う
と
、
正
直
な
と
こ
ろ
ど
ち
ら

で
も
よ
い
の
で
す
。
平
安
末
期
か

ら
の
源
平
の
時
代
に
つ
い
て
、

我
々
が
興
味
を
持
ち
心
を
動
か
さ

れ
る
の
は
、
平
家
物
語
や
源
平
盛

衰
記
な
ど
の
物
語
の
世
界
で
す
。

も
ち
ろ
ん
物
語
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

で
あ
り
歴
史
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
史
実
と
異
な
る
か
ら
と
言

っ
て
物
語
を
軽
視
す
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。
千
年
近
く
も
語
り
続

け
ら
れ
読
み
続
け
ら
れ
た
と
い
う

事
実
は
限
り
な
く
重
い
の
で
す
。 

「
祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
、
諸
行

無
常
の
響
き
あ
り
。
沙
羅
双
樹
の

花
の
色
、
盛
者
必
衰
の
理
を
あ
ら

わ
す
。」
こ
の
名
文
句
で
始
ま
る
平

家
物
語
は
、
末
法
の
世
に
漂
う
無

常
感
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。「
お
ご

れ
る
人
も
久
し
か
ら
ず
、
た
だ
春

の
夜
の
夢
の
ご
と
し
。」
と
続
き
、

当
時
の
人
々
の
胸
を
打
っ
た
何
も

の
か
が
、
時
空
を
超
え
て
現
代
に

生
き
る
我
々
の
魂
を
揺
さ
ぶ
る
の

で
す
。 

日
本
人
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
の
連

鎖
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。 


