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円
福
寺
は
、
新に
っ

田た

氏
第
四
代
の
新
田
政ま
さ

義よ
し

が
鎌
倉
時
代
に
開
い
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
あ
た
り
は
、
十
三
世
紀
中
ご
ろ
か
ら
十
四
世
紀
前
半
ご
ろ
の
新

田
氏
の
拠
点
と
考
え
ら
れ
て
い
て
、
こ
の
円
福
寺
に
は
累る
い

代だ
い

の
墓
と
伝

え
ら
れ
る
二
十
基
あ
ま
り
の
石
の
塔
が
あ
る
。

境
内
の
大
半
は
、
県
内
第
三
位
の
規
模
の
前
方
後
円
墳
、
茶ち
ゃ

臼う
す

山や
ま

古こ

墳ふ
ん

が
占
め
て
い
て
、
そ
の
前
方
部
に
は
、
千せ
ん

手じ
ゅ

観か
ん

音の
ん

堂ど
う

が
建
て
ら
れ
て

い
る
。

十
二
所
神
社
は
、
円
福
寺
と
の
地
続
き
で
茶ち
ゃ

臼う
す

山や
ま

古こ

墳ふ
ん

の
頂
上
近
く

に
ひ
っ
そ
り
と
佇
ん
で
い
る
。

神
社
に
は
十
六
体
の
像
が
安
置
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
う
ち
市
重
要
文

化
財
の
五
体
の
像
に
は
、
制
作
年
と
思
わ
れ
る
「
正
し
ょ
う

元げ
ん

元が
ん

年ね
ん

」（
千
二

百
五
十
九
年
）
の
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

茶
臼
山
古
墳
に
は
、
新
田
義
貞
の
娘
と
後ご

醍だ
い

醐ご

天て
ん

皇の
う

の
子
息
の
間
に

生
誕
し
た
と
思
わ
れ
る
国く
に

良よ
し

親し
ん

王の
う

の
御
陵
で
あ
る
事
を
記
し
た
石
碑
が

建
て
ら
れ
て
い
る
。

円
えん

福
ぷく

寺
じ

（別
べっ

所
しょ

町
ちょう

）
十
じゅう

二
に

所
しょ

神
じん

社
じゃ

境
けい

内
だい

（別
べっ

所
しょ

町
ちょう

）

神社への登り口

円福寺千手観音鬼瓦
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長楽寺は、徳
とく

川
がわ

氏の祖といわれる「徳川（新

田）義
よし

季
すえ

」が臨済宗の祖である栄
えい

西
さい

の高弟栄
えい

朝
ちょう

を招き鎌倉時代に開いたもの。

その名声を慕って、全国の僧侶の憧れの地で

あったと共に常時500人を超える学僧が修業に

励んでいたといわれている。

一時期衰退はしたが、徳川家
いえ

康
やす

の力により復

興を果たし、江戸時代には幕府庇護のもと700

もの寺を抱える大寺院に成長した。

竜宮伝説の残る池もある。

世良田の東照宮は、徳
とく

川
がわ

家
いえ

康
やす

埋葬地(久
く

能
のう

山
さん

より改

葬)の日
にっ

光
こう

東
とう

照
しょう

宮
ぐう

を大改築した際、時の将軍家
いえ

光
みつ

の

命によってその奥
おく

社
しゃ

拝
はい

殿
でん

を徳川氏ゆかりの地に移し

たもので、全国に600もあるといわれる東照宮の中

でも最古のものとなる。

この拝殿は、江戸城、名古屋城などを築城し

た大工の作で、日本画の狩野
かのう

探
たん

幽
ゆう

も参

画している。

境内にある、高さ5ｍ近くに

なる国重要文化財の鉄燈籠も

圧巻。

毎年４月の第１日曜日には

「葵まつり」を開催している。

長
ちょう

楽
らく

寺
じ

境
けい

内
だい

（世
せ

良
ら

田
だ

町
ちょう

）

東
とう

照
しょう

宮
ぐう

境
けい

内
だい

（世
せ

良
ら

田
だ

町
ちょう

）

太鼓門越しの開山堂

正面から見た拝殿
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総
持
寺
は
、
新に
っ

田た

氏
の
館
跡

に
建
て
ら
れ
た
寺
で
、
そ
の
館

の
居
住
者
は
新
田
義よ
し

貞さ
だ

な
ど

色
々
な
説
が
伝
え
ら
れ
て
い

る
。こ

こ
の
境
内
に
あ
る
市
重
要

文
化
財
の
梵ぼ
ん

鐘
し
ょ
う

は
、
関
東
三

大
祭
の
ひ
と
つ
と
言
わ
れ
た

「
世せ

良ら

田だ

祇ぎ

園お
ん

」
の
屋や

台た
い

（
ご

神
体
を
移
動
で
き
る
よ
う
に
し

た
も
の
で
、
こ
れ
に
様
々
な
飾

り
を
つ
け
た
も
の
が
山だ

車し

）
の

引
き
廻
し
の
合
図
に
も
使
用
さ

れ
た
。

総そ
う

持じ

寺じ

境け
い

内だ
い（

世せ

良ら

田だ

町ち
ょ
う

）

反
町
館
は
、
鎌
倉
時
代
か
ら

南
北
朝
時
代
の
こ
ろ
の
館
跡

で
、
室
町
時
代
に
金か
な

山や
ま

城
じ
ょ
う

の

支
城
と
な
っ
た
と
推
定
さ
れ

る
。か

つ
て
は
、
三
重
の
塁
濠
に

囲
ま
れ
た
堅
個
な
城
だ
っ
た

が
、
現
在
は
本
丸
跡
に
面
影
を

と
ど
め
て
い
る
の
み
と
な
っ
て

い
る
。

館
跡
は
照
し
ょ
う

明
み
ょ
う

寺じ

の
境
内
と

な
っ
て
い
て
、
反
町
薬や
く

師し

と
し

て
親
し
ま
れ
て
い
る
。

こ
こ
反
町
薬
師
は
、
厄
除
け

で
有
名
で
毎
年
一
月
四
日
は
大

勢
の
参さ
ん

詣け
い

人
で
に
ぎ
わ
う
。

本
堂
裏
手
に
は
、
新に
っ

田た

義よ
し

貞さ
だ

伝

説
の
残
る
「
鳴
か
ず
の
池
」
が

あ
る
。

反そ
り

町ま
ち

館や
か
た

跡あ
と（

新に
っ

田た

反そ
り

町ま
ち

町ち
ょ
う

）

鐘楼から見る本堂

待合方面から見る本堂
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江
田
館
は
、
鎌
倉
時
代
か
ら

南
北
朝
時
代
の
こ
ろ
の
館
跡

で
、
戦
国
時
代
に
は
、
周
り
の

屋
敷
を
含
め
て
城
じ
ょ
う

郭か
く

で
あ
っ

た
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
の
時
代
の
城
跡
は
、
通
常

堀
が
埋
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
等
、
基
本
の
形
が
変
え
ら
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
江
田
館

は
ほ
ぼ
当
時
の
姿
を
と
ど
め
て

い
る
。

館
跡
に
は
、
金
山
山
頂
に
あ

る
新
田
神
社
の
本も
と

と
な
っ
た
小

さ
な
祠
ほ
こ
ら

が
残
っ
て
い
る
。

江え

田だ

館や
か
た

跡あ
と

（
新に
っ

田た

上か
み

江え

田だ

町ち
ょ
う

）

中心部辺りから見る土塁

明
王
院
は
、
新に
っ

田た

義よ
し

貞さ
だ

が
居

住
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
館

の
跡
に
建
て
ら
れ
た
寺
。

こ
こ
の
「
新に
っ

田た

触ふ
れ

不ふ

動ど
う

」
と

い
わ
れ
る
不ふ

動ど
う

明
み
ょ
う

王お
う

像ぞ
う

は
、

新
田
義
貞
鎌
倉
攻
め
の
際
に
、

一
夜
で
越
後
方
面
の
新
田
一
族

に
急
を
告
げ
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
。

境
内
に
は
、
高
さ
六
メ
ー
ト

ル
に
も
な
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
に

千
体
の
不
動
尊
像
を
配
し
た
市

重
要
文
化
財
の
千
体
不
動
塔
も

あ
る
。

明み
ょ
う

王お
う

院い
ん

境け
い

内だ
い

（
安あ
ん

養よ
う

寺じ

町ち
ょ
う

）

門から見る千体不動塔
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生品神社は、新
にっ

田
た

義
よし

貞
さだ

が鎌倉幕府を倒すために挙
きょ

兵
へい

をした場所といわれている。

境内には義貞が旗を挙げた場所と伝えられる「旗
はた

挙
ご

塚
づか

」や出陣の儀式を行った場所と伝え

られる「床
しょう

机
ぎ

塚
づか

」があり。

毎年５月８日には、義貞が挙兵の際に鎌倉に向け矢を放ったという故
こ

事
じ

に習った「鏑
かぶら

矢
や

祭
さい

」

という祭りを実施している。

生
いく

品
しな

神
じん

社
じゃ

境
けい

内
だい

（新
にっ

田
た

市
いち

野
の

井
い

町
ちょう

）

本
殿
正
面

水
を
湛
え
る
水
源

自噴現象の見られる湧水地

矢
太
神
水
源
は
、
湧
水
量
が
多
い
た
め
、「
自じ

噴ふ
ん

現げ
ん

象
し
ょ
う

」
と
い

う
水
が
砂
を
吹
き
上
げ
る
現
象
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
水
源
に
は
、
清
流
に
し
か
生
息
し
な
い
「
ニ
ホ
ン
カ
ワ
モ

ズ
ク
」
と
い
う
貴
重
な
紅こ
う

藻そ
う

類る
い

が
生
息
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
カ
ワ
セ
ミ
の
姿
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
の
周
辺
は
、「
ホ
タ
ル
の
里
公
園
」
と
し
て
も
整
備
さ
れ

て
い
る
。

矢や

太だ
い

神じ
ん

水す
い

源げ
ん

（
新に
っ

田た

大お
お

根ね

町ち
ょ
う

）
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金山城は、室町時代中期に新
にっ

田
た

氏の一族である岩
いわ

松
まつ

家
いえ

純
ずみ

によって築城。

戦国時代には北
ほう

条
じょう

氏の支配下となるが、それまで、上
うえ

杉
すぎ

謙
けん

信
しん

、武
たけ

田
だ

勝
かつ

頼
より

などの有力戦国大名からの攻撃に耐えた難攻不

落の山城で、関東七名城のひとつに数えられている。

北条氏の滅亡と共に廃城となり、400年以上経過しているが、現在その一部を復元中。

本丸跡には、新田義貞を奉る新田神社があり、金山と新田一族の深い繋がりを感じとることができる。

金山城は、「日本100名城」に選定されていると共に、その城跡からの風景は、「関東の富士見百景」に選定されている。

金
かな

山
やま

城
じょう

跡
せき

（金
かな

山
やま

町
まち

）

重
殿
水
源
は
、
今
で
こ
そ
石
垣
と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で

囲
ま
れ
た
池
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
水
面
に
は
古
い

三
基
の
石
の
祠
ほ
こ
ら

が
あ
る
等
、
昔
か
ら
重
要
視
さ
れ
て
い

た
湧ゆ
う

水す
い

地ち

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

鎌
倉
時
代
に
は
新に
っ

田た

氏
の
一
族
同
士
が
、
こ
の
水
源

か
ら
の
用
水
を
め
ぐ
り
争
い
を
起
こ
し
た
記
録
が
あ

る
。

重じ
ゅ
う

殿ど
の

水す
い

源げ
ん

（
新に
っ

田た

市い
ち

野の

井い

町ち
ょ
う

）

乱世の時代が偲ばれる石垣
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