
 

源
延
は
、

源

頼

朝

み
な
も
と
の
よ
り
と
も

に
仕 つ

か

え
た
伊
豆

い

ず

の
豪 ご

う

族 ぞ
く

加
藤
景
員

か
と
う
か
げ
か
ず

の
三
男
、
加
藤

か

と

う

左 さ

ヱ え

門

尉

も
ん
の
じ
ょ
う

実 さ
ね

長 な
が

と
い
う

武
将

ぶ
し
ょ
う

で
す
。
修
業

し
ゅ
ぎ
ょ
う

を
重 か

さ

ね
、
学 が

く

成 な

る
に
及 お

よ

び
伊
豆
山

い

ず

さ

ん

と
鎌
倉
と
の
間
を
往
来

お
う
ら
い

し
て
大
い
に
浄
土

じ
ょ
う
ど

の
法 ほ

う

を
説 と

い
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
い
ま
で
も
伊
豆
に
浄

じ
ょ
う

蓮 れ
ん

の
滝 た

き

と
い
う
名
が
残
っ
て
い
ま
す
。 

そ
の
後
、
北
条
時
頼

ほ
う
じ
ょ
う
と
き
よ
り

が
灯

明

料

と
う
み
ょ
う
り
ょ
う

と
し
て
寺
領

じ
り
ょ
う

１

５
０
０
石 こ

く

を
寄
進

き

し

ん

し
て
松
田
の
最
明
寺
（
西
明
寺
）

は
栄 さ

か

え
ま
し
た
が
、
鎌
倉
幕
府
が
滅
亡

め
つ
ぼ
う

す
る
と
寺
領

は
か
す
め
と
ら
れ
、
そ
の
う
え
人
馬

じ

ん

ば

の
通
行

つ
う
こ
う

が
困
難

こ
ん
な
ん

な
た
め
、
文
明

ぶ
ん
め
い

元
（
１
４
６
９
）
年
頃
に
現
在
の
金

子
に
移
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

北条時頼坐像 

北条時頼ゆかりの寺 最明寺 

最明寺 

金
子
根 ね

岸
上

ぎ
し
か
み

に
あ
る
最
明
寺

さ
い
み
ょ
う
じ

は
、
京
都
東
寺

と

う

じ

真
言
宗

し
ん
ご
ん
し
ゅ
う

の
名
刹

め
い
さ
つ

で
、
か
つ
て
は
松
田
山

ま
つ
だ
や
ま

の
山
頂

さ
ん
ち
ょ
う

近

く
に
あ
り
ま
し
た
。 

こ
の
寺
は
、
鎌
倉

か
ま
く
ら

時
代

じ

だ

い

の
承
久
３
（
１
２
２
１
）

年
頃
、
浄

じ
ょ
う

蓮
房

れ
ん
ぼ
う

源 げ
ん

延 え
ん

と
い
う
僧
侶

そ
う
り
ょ

が
建
立

こ
ん
り
ゅ
う

し
ま
し

た
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往
生
要
集 

 

最
明
寺
に
は
、
平
安
時
代
に
書
写
さ
れ
た
「
往
生
要
集
」
が

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

「
往
生
要
集
」
と
は
、
比
叡
山

ひ
え
い
ざ
ん

の
横
川

よ

か

わ

に
あ
る
恵 え

心
院

し
ん
い
ん(

現

滋
賀
県
大
津
市)

の
僧
・
源
信
が
、
多
く
の
経
典
な
ど
か
ら
極

楽
往
生
の
た
め
に
重
要
な
要
素
を
３
巻
１
０
章
に
抜
粋
し
た

も
の
で
、
寛
和
元(

９
８
５)

年
に
成
立
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
人
々
の
間
で
浄
土
へ
の
あ
こ
が
れ
が
高
ま
り
、
念
仏
や
阿
弥

陀
如
来
へ
の
信
仰
は
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。
最
明
寺
に
伝
来
し

た
「
往
生
要
集
」
が
書
写
さ
れ
た
時
期
は
不
明
で
す
が
、
紙
質

や
書
風
か
ら
１
１
世
紀
の
後
半
と
さ
れ
、
３
帖
そ
ろ
っ
た
完
本

と
し
て
現
在
最
古
の
も
の
で
す
。
そ
の
重
要
性
か
ら
国
の
重
要

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

 

そ
の
後
、
源
延
は
、
伊
豆
山
走

い
ず
さ
ん
は
し
り

湯 ゆ

権
現

ご
ん
げ
ん

の

別
当

べ
っ
と
う

※
と
な
り
、
伊
豆
山
と
鎌
倉
と
の
間
を

往
来

お
う
ら
い

し
て
大
い
に
浄
土

じ
ょ
う
ど

の
法 ほ

う

を
説 と

き
ま
し
た
。 

源
延
は
こ
の
と
き
、夢
の
中
で
で「
阿
弥
陀

あ

み

だ

の
形
を

鋳
造

ち
ゅ
う
ぞ
う

し
人
々

の

苦 く

を
救 す

く

っ
て

あ
げ
な
さ
い
」
と
お
告 つ

げ
を
受
け
、
信
濃

善
光
寺
へ
行
き
、
如
来
を
図
写

ず
う
し
ゃ

し
、
如
来
の

分
身

ぶ
ん
し
ん

と
し
て
金
銅

こ
ん
ど
う

の
仏
像
を
鋳
造
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
松 ま

つ

田
郷

だ

ご

う

最
明
寺
（
西
明
寺
）
に
承

久

じ
ょ
う
き
ゅ
う

３
（
１
２
２
１
）
年
に
安
置

あ

ん

ち

し
ま
し
た
。 

 

善
光
寺
如
来
は
、
そ
の
後
、
大
井
町
金
子
に

移
さ
れ
、
相
模
善
光
寺
と
し
て
今
な
お
最
明
寺

の
善
光
寺
如
来
堂
に
ま
つ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。 

寺
の
縁
起

え

ん

ぎ

に
よ
れ
ば
、
元
禄

げ
ん
ろ
く

１
３
（
１
７
０

０
）
年
に
善
光
寺
如
来
を
開
帳

か
い
ち
ょ
う

し
て
か
ら
後
、

十
三
年
目
の
辰 た

つ

年 ど
し

に
開
帳
す
る
こ
と
に
し
て

現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。 

※
別
当…

寺
務

じ

む

を
統
括

と
う
か
つ

す
る
長
官

ち
ょ
う
か
ん

に
相
当

そ
う
と
う

す

る
僧
職

そ
う
し
ょ
く 

善光寺如来堂 

国指定重要文化財 往生要集 上・中・下 

平成元年 6月 12日指定 

善
光
寺
如
来
堂 

金
子
の
最
明
寺
は
、
別
名
相
模

さ

が

み

善
光
寺

ぜ
ん
こ
う
じ

と

も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
信
濃

し

な

の

（
長
野
）

の
善
光
寺

ぜ
ん
こ
う
じ

如
来

に
ょ
ら
い

の
分
身

ぶ
ん
し
ん

、
一
光

い
っ
こ
う

三
尊

さ
ん
ぞ
ん

善
光
寺

ぜ
ん
こ
う
じ

如
来

に
ょ
ら
い

を
お
ま
つ
り
し
て
い
る
か
ら
で
す
。 

最
明
寺
の
開
祖

か

い

そ

、
浄

じ
ょ
う

蓮 れ
ん

上
人

し
ょ
う
に
ん

（
源 げ

ん

延 え
ん

）

は
、
美
濃
の
法 ほ

う

住
寺

じ
ゅ
う
じ

で
一
心

い
っ
し
ん

に
修
行
を
し
ま

し
た
。
ま
た
、
源
延
は
、
信
濃
善
光
寺
の
如

来
を
深
く
信
仰

し
ん
こ
う

し
、
何
度
と
な
く
参
詣

さ
ん
け
い

し
て

い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 


