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こ
れ
ま
で
義
時
の
生
涯
や
関
連
す
る
文

化
財
な
ど
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
し

た
が
、
今
回
か
ら
２
回
ほ
ど
、
義
時
の
人

柄
が
わ
か
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
ま
す
。

　

鎌
倉
幕
府
が
成
立
し
た
頃
の
義
時
は
、

源
頼
朝
に
側
近
と
し
て
仕
え
て
い
ま
し

た
。
頼
朝
か
ら
特
別
に
厚
い
信
頼
を
受
け

た
若
手
の
家
臣
11
人
の
１
人
に
選
ば
れ
、

寝し
ん
じ
ょ所

の
警
護
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。ま
た
、

頼
朝
の
主
催
す
る
巻
狩
で
は
、「
弓き
ゅ
う
ば馬

に

達
者
な
者
22
人
」に
も
選
ば
れ
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
、
頼
朝
と
義
時
の
信
頼
関
係

や
親
し
さ
を
語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

『
吾あ
づ
ま
か
が
み

妻
鏡
』か
ら
取
り
上
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
『
吾
妻
鏡
』は
、
鎌
倉
幕
府
の
記
録
を
詳

細
に
記
し
た
歴
史
書
で
す
が
、
時
に
は
人

柄
を
垣
間
見
ら
れ
る
話
も
盛
り
込
ま
れ
て

い
ま
す
。

　

義
時
が
30
歳
く
ら
い
の
こ
と
で
す
。
武

蔵
国
の
御
家
人
、
比ひ

き企
氏
の
娘
で
、「
姫ひ

め

の
前ま

え

」と
い
う
大
変
美
し
い
官か

ん
じ
ょ女（

幕
府

に
勤
め
る
女に
ょ
か
ん官
）が
い
ま
し
た
。
義
時
は

姫
の
前
に
恋
を
し
て
、
何
度
も
手
紙
を
送

り
ま
し
た
が
、
相
手
に
さ
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
れ
を
知
っ
た
頼
朝
が
仲
介
し
て
、

義
時
が「
決
し
て
離
婚
は
し
ま
せ
ん
」と

い
う
誓
約
書
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
結
婚

が
成
立
し
た
と
い
う
話
で
す
。

　

現
代
の
社
内
結
婚
に
も
通
じ
る
、
な
ん

と
も
微
笑
ま
し
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
す
。
２

人
の
間
に
は
、
朝と
も
と
き時

、
重し

げ
と
き時

と
い
う
２
人

の
子
ど
も
が
生
ま
れ
ま
し
た
が
、
10
年
後

に
北
条
氏
と
比
企
氏
が
敵
対
す
る「
比
企

の
乱
」が
起
こ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
離
縁

と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
の
姫
の
前
の
消

息
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

も
う
一
つ
は
、
頼
朝
の
有
名
な
浮
気
問

題
、「
亀か
め

の
前ま

え

事
件
」の
話
で
す
。
寿じ

ゅ
え
い永

元

（
１
１
８
２
）年
で
す
か
ら
、
ま
だ
頼
朝
が

鎌
倉
を
本
拠
地
と
し
て
間
も
な
い
頃
、「
亀

の
前
」と
い
う
女
性
と
浮
気
し
、
鎌
倉
郊
外

の
小こ
つ
ぼ坪（

逗
子
市
）に
住
ま
わ
せ
て
い
ま
し

た
。
こ
の
こ
と
を
継
母
で
あ
る
牧ま
き

の
方か

た

か

ら
聞
い
た
政
子
が
激
怒
し
、
亀
の
前
の
住

ま
い
を
牧
の
方
の
父（
ま
た
は
兄
）で
あ
る

〔番外編①〕

牧ま
き
む
ね
ち
か

宗
親
に
命
じ
て
破
壊
さ
せ
ま
し
た
。（
※
）

今
度
は
頼
朝
が
怒
り
、
宗
親
を
激
し
く

叱し
っ
せ
き責

し
、
屈
辱
を
与
え
た
と
言
い
ま
す
。

そ
う
な
る
と
、
牧
の
方
、
そ
し
て
夫
で
あ

る
時
政
も
黙
っ
て
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
頼
朝

に
当
て
つ
け
る
よ
う
に
、
家
臣
た
ち
を
連

れ
て
伊
豆
に
引
き
上
げ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

挙
兵
以
来
の
大
事
な
後
ろ
盾
で
あ
る
時

政
を
怒
ら
せ
た
こ
と
に
慌
て
た
頼
朝
は
、

義
時
の
態
度
が
気
に
な
り
ま
す
。
す
ぐ
に

義
時
が
鎌
倉
に
留
ま
っ
て
い
る
か
を
家
臣

に
確
認
さ
せ
、
呼
び
寄
せ
ま
し
た
。
そ
し

て
、
義
時
に
向
か
っ
て
、「
私
の
気
持
ち

を
察
し
て
、
父
に
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
は

感
心
な
こ
と
だ
。
今
後
、
源
氏
の
子
孫
を

守
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
褒ほ
う
び美

は
追
っ
て

与
え
よ
う
。」と
話
し
か
け
ま
し
た
。
義

時
は
何
も
意
見
を
言
わ
ず
、「
か
し
こ
ま

り
ま
し
た
」と
言
っ
て
退
出
し
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
義
時
を
信
頼
し
、
頼
り
に
思

う
頼
朝
と
、
頼
朝
に
忠
実
な
義
時
の
立
場

が
よ
く
わ
か
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
す
。

※  

中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
、
先
妻
ま

た
は
本
妻
が
、
後
妻
や
側
室
の
家
を

襲
撃
す
る「
後う

わ
な
り
う

妻
打
ち
」と
い
う
風
習

が
あ
っ
た
。
政
子
の
行
動
は
こ
の
風

習
に
よ
る
も
の
と
い
う
説
も
あ
る
。

宝
ほうかいじ

戒寺（鎌倉市小町）
義時の小町邸は宝戒寺周辺にあったとされ、
義時の死後も代々北条家嫡流に受け継がれた

　 


