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　【
北
条
時
頼
】
は
、
執
権
を
三
十
歳さ

い

に
な
る
前ま

え

に
や
め
て
、
僧そ

う

（
お
坊ぼ

う

さ
ん
）
に
な
り
、
最さ

い

明み
ょ
う

寺じ

入に
ゅ
う

道ど
う

と
名な

乗の

っ
て
い
た
ん
だ
。
僧
に
な
っ
て

か
ら
も
【
時
頼
】
は
、
鎌
倉
幕
府
に
対た

い

し
て
強
い

力ち
か
ら

を
持も

っ
て
い
た
ん
だ
よ
。
そ
れ
だ
け
優ゆ

う

秀し
ゅ
う

な
人ひ

と

だ
っ
た
ん
だ
ね
。

　【
時
頼
】
は
、
僧
の
姿す

が
た

で
諸し

ょ

国こ
く

（
い
ろ
ん
な
国く

に

）

を
旅た

び

し
な
が
ら
、
人ひ

と

々び
と

の
暮く

ら
し
の
よ
う
す
を
調し

ら

べ
て
い
た
ん
だ
。
ま
じ
め
に
武ぶ

士し

た
ち
が
幕
府
の

仕し

事ご
と

を
し
て
い
る
か
、
農の

う

民み
ん

た
ち
は
困こ

ま

っ
て
い
な

い
か
を
調
べ
て
い
た
ん
だ
ね
。

　
あ
る
冬ふ

ゆ

の
寒さ

む

い
夜よ

る

、【
時
頼
】
は
、
佐さ

野の

源げ
ん

左ざ

衛え

門も
ん

常つ
ね

世よ

と
い
う
貧ま

ず

し
い
武
士
の
家い

え

に
泊と

め
て
も

ら
う
こ
と
に
な
っ
た
ん
だ
よ
。
常
世
は
、
と
て
も

礼れ
い

儀ぎ

正た
だ

し
く
、
ま
じ
め
な
武
士
だ
っ
た
ん
だ
。

　
親し

ん

切せ
つ

に
旅
の
僧
を
泊
め
た
ん
だ
け
ど
、
家
の
中な

か

を
暖あ

た
た

め
る
薪ま

き

が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
ん
だ
よ
。
す

る
と
常
世
は
、
大た

い

切せ
つ

に
し
て
い
た
鉢は

ち

植う

え
の
木き

を

折お

っ
て
火ひ

の
中
に
入い

れ
、
家
の
中
を
暖
め
続つ

づ

け
て

く
れ
た
ん
だ
。
僧
は
常
世
の
や
さ
し
さ
に
と
て
も

感か
ん

動ど
う

す
る
ん
だ
ね
。

　
そ
し
て
、
常
世
は
『
私わ

た
し

は
昔む

か
し

、
身み

分ぶ
ん

の
あ
る
武

士
で
し
た
が
、
一い

ち

族ぞ
く

の
者も

の

に
だ
ま
さ
れ
、
大た

い

変へ
ん

な

貧び
ん

乏ぼ
う

暮ぐ

ら
し
と
な
り
ま
し
た
。
で
も
、
鎌
倉
幕
府

に
一い

ち

大だ
い

事じ

が
起お

き
た
時と

き

は
、
一い

ち

番ば
ん

に
駆か

け
つ
け
る

つ
も
り
で
す
』
と
、
ど
ん
な
に
貧
し
く
て
も
、
武

士
と
し
て
の
心こ

こ
ろ

は
失う

し
な

っ
て
い
な
か
っ
た
ん
だ
ね
。

　【
時
頼
】
は
、
強
く
心
を
動う

ご

か
さ
れ
た
ん
だ
け

ど
旅
の
僧
と
な
っ
て
、
人
々
の
暮
ら
し
を
調
べ
て

い
た
か
ら
、
自じ

分ぶ
ん

の
身
分
を
明あ

か
す
こ
と
が
出で

来き

な
か
っ
た
ん
だ
。
次つ

ぎ

の
朝あ

さ

、
常
世
に
お
礼れ

い

を
言い

っ

て
、
そ
の
家
を
後あ

と

に
し
た
ん
だ
よ
。

　
春は

る

に
な
っ
た
あ
る
日ひ

。
突と

つ

然ぜ
ん

「
鎌
倉
に
一
大
事
」

が
起
こ
っ
た
ん
だ
。
武
士
た
ち
は
み
な
鎌
倉
に
駆

け
つ
け
た
ん
だ
。
常
世
も
、
す
ぐ
に
駆
け
つ
け
た

ん
だ
ね
。
す
る
と
、
い
き
な
り
執
権
は
じ
め
偉え

ら

い

方か
た
が
た々

の
前ま

え

に
呼よ

び
出だ

さ
れ
た
ん
だ
よ
。
常
世
は
ビ

ク
ビ
ク
し
な
が
ら
出
て
行
く
と
、
な
ん
と
目め

の
前

に
い
た
の
は
、
冬
の
寒
い
夜
に
自
分
の
家
に
泊
め

た
旅
の
僧
だ
っ
た
ん
だ
ね
。

　【
時
頼
】
は
、
常
世
の
『
す
ぐ
に
鎌
倉
に
駆
け

つ
け
ま
す
』
と
い
う
言こ

と

葉ば

が
ウ
ソ
で
は
な
か
っ
た

こ
と
を
大た

い

変へ
ん

喜よ
ろ
こ

び
、
皆み

ん
な

の
前
で
常
世
を
褒ほ

め
た
ん

だ
よ
。
そ
し
て
、
鉢
の
木
を
切き

っ
て
火
を
燃も

や
し

て
く
れ
た
お
礼
に
、
一
族
に
だ
ま
さ
れ
た
領り

ょ
う

地ち

を

も
と
に
戻も

ど

し
、
さ
ら
に
新あ

た
ら

し
い
領
地
を
与あ

た

え
た
ん

だ
ね
。

　
こ
の
お
話
は
【
鉢
の
木
】
と
い
う
お
話
な
ん
だ

け
ど
、【
時
頼
】
の
人ひ

と

柄が
ら

を
よ
く
表あ

ら

わ
し
て
い
る

と
い
わ
れ
て
い
る
ん
だ
よ
。

　
こ
の
鎌
倉
幕
府
の
最
大
の
実
力
者
で
あ
る 

【
北
条
時
頼
】
に
、【
お
祖
師
さ
ま
】
は
、
有ゆ

う

名め
い

な
【
立り

っ

正し
ょ
う

安あ
ん

国こ
く

論ろ
ん

】
を
差
し
出
さ
れ
た
ん
だ
ね
。

（
平へ

い

成せ
い

三
十
年ね

ん

十
一
月が

つ

号ご
う

の
佛ぶ

つ

立り
ゅ
う

新し
ん

聞ぶ
ん

『
お
祖
師

さ
ま
を
お
訪た

ず

ね
す
る
物も

の

語が
た
り

』
を
読よ

ん
で
ね
）

　
頭あ

た
ま

が
良よ

く
、
人
々
に
愛あ

い

さ
れ
て
い
た
【
時
頼
】

だ
か
ら
こ
そ
、【
お
祖
師
さ
ま
】
は
『
日に

本ほ
ん

の
国

を
一い

っ

緒し
ょ

に
救す

く

っ
て
行い

き
ま
し
ょ
う
』
と
【
立
正
安

国
論
】
を
出
さ
れ
た
ん
だ
よ
。
で
も
、【
時
頼
】

も
【
お
祖
師
さ
ま
】
も
日
本
の
平へ

い

和わ

を
考か

ん
が

え
て
い

た
ん
だ
け
れ
ど
残ざ

ん

念ね
ん

な
こ
と
に
【
お
祖
師
さ
ま
】

の
意い

見け
ん

は
聞き

き
入い

れ
ら
れ
な
か
っ
た
ん
だ
。

　
し
か
し
、【
お
祖
師
さ
ま
】
は
、
今い

ま

の
内な

い

閣か
く

総そ
う

理り

大だ
い

臣じ
ん

の
よ
う
な
人
に
『
日
本
の
国
全ぜ

ん

体た
い

で
御お

題だ
い

目も
く

の
ご
信し

ん

心じ
ん

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
』
と

意
見
を
す
る
の
だ
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
凄す

ご

い
方か

た

だ
ね
。

北
条
時
頼

ほ
う

じ
ょ
う

と
き

よ
り

『鉢の木』のお話は、北条時頼の人柄をよく表わしていると伝えられている

　

鎌か
ま

倉く
ら

幕ば
く

府ふ

・
第だ

い

五ご

代だ
い

執し
っ

権け
ん

（
幕
府
の
最さ

い

高こ
う

責せ
き

任に
ん

者し
ゃ

） 

の
【
北ほ

う

条じ
ょ
う

時と
き

頼よ
り

】
は
、
質し

っ

素そ

（
生せ

い

活か
つ

な
ど
が
ぜ
い

た
く
で
な
い
）
で
堅け

ん

実じ
つ

（
し
っ
か
り
し
て
い
る
）、

ま
た
宗し

ゅ
う

教き
ょ
う

心し
ん

（
神か

み

や
仏ほ

と
け

を
信し

ん

じ
よ
う
と
す
る
気き

持も

ち
）
の
と
て
も
強つ

よ

い
人じ

ん

物ぶ
つ

と
い
わ
れ
て
い
る
ん
だ
よ
。

今こ
ん

回か
い

は
、
鎌
倉
幕
府
の
最さ

い

大だ
い

の
実じ

つ

力り
ょ
く

者し
ゃ

で
あ
る
【
北

条
時
頼
】
と
お
祖そ

師し

さ
ま
（
日に

ち

蓮れ
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

）
の
お
話は

な
し

を
す
る
ね
。
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