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　【
領
家
の
尼
】
の
夫お

っ
と

は
、
鎌か

ま

倉く
ら

幕ば
く

府ふ

執し
っ

権け
ん

・
北ほ

う

条じ
ょ
う

義よ
し

時と
き

の
次じ

男な
ん

で
「
北
条
朝と

も

時と
き

」
と
い
う
人ひ

と

だ

と
い
わ
れ
て
い
る
ん
だ
。
こ
の
朝
時
は
伊い

豆ず

（
静し

ず

岡お
か

県け
ん

）
や
越え

ち

後ご

（
新に

い

潟が
た

県け
ん

）
に
も
領り

ょ
う

地ち

を
持も

っ
て

お
り
、
お
祖
師
さ
ま
の
生
ま
れ
故
郷
で
あ
る
安
房

国
の
小
湊
の
領り

ょ
う

主し
ゅ

で
も
あ
っ
た
ん
だ
ね
。

　
で
も
、
朝
時
は
五
十
三
歳さ

い

で
亡な

く
な
っ
て
し
ま

っ
た
の
で
、
安
房
国
の
小
湊
の
領
主
を
朝
時
の
妻つ

ま

が
、
代か

わ
っ
て
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ん
だ
よ
。
そ

れ
か
ら
朝
時
の
妻
は
【
領
家
の
尼
】
と
呼よ

ば
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
ん
だ
。

　
お
祖
師
さ
ま
は
、
こ
の
【
領
家
の
尼
】
に
対た

い

し

て
生
ま
れ
故
郷
の
領
主
で
あ
り
、
お
祖
師
さ
ま
の

ご
両り

ょ
う

親し
ん

も
ご
恩お

ん

（
他た

の
人ひ

と

か
ら
与あ

た

え
ら
れ
た
恵め

ぐ

み
、

い
つ
く
し
み
の
こ
と
）
を
受う

け
た
お
方か

た

だ
っ
た
の

で
、
大た

い

変へ
ん

感か
ん

謝し
ゃ

さ
れ
て
い
る
ん
だ
よ
。

　
お
祖
師
さ
ま
が
、
十
二
歳
の
時と

き

に
清せ

い

澄ち
ょ
う

寺じ

に

入は
い

っ
て
勉べ

ん

学が
く

修し
ゅ

行ぎ
ょ
う

す
る
の
を
勧す

す

め
て
く
だ
さ
っ
た

り
、
鎌
倉
や
関か

ん

西さ
い

方ほ
う

面め
ん

で
修
行
を
す
る
時
も
、
お

金か
ね

な
ど
い
ろ
い
ろ
な
面
で
援え

ん

助じ
ょ

を
し
て
く
れ
た
ん

だ
ね
。

　
そ
ん
な
お
世せ

話わ

に
な
っ
た
【
領
家
の
尼
】
に
恩お

ん

返が
え

し
す
る
た
め
、
お
祖
師
さ
ま
は
、
地じ

頭と
う

の
東と

う

条じ
ょ
う

景か
げ

信の
ぶ

が
【
領
家
の
尼
】
の
領
地
を
奪う

ば

い
取と

ろ

う
と
し
て
い
た
時
、【
領
家
の
尼
】
の
味み

方か
た

（
仲な

か

間ま

と
し
て
力ち

か
ら

を
か
す
こ
と
）
と
な
り
、
裁さ

い

判ば
ん

が
有ゆ

う

利り

（
そ
の
人ひ

と

の
側が

わ

に
う
ま
く
行い

く
よ
う
に
な
る
）

に
進す

す

む
よ
う
に
し
、
そ
の
お
か
げ
で
【
領
家
の
尼
】

は
、
裁
判
で
勝か

つ
こ
と
が
で
き
た
ん
だ
よ
。

　
裁
判
で
勝
っ
た
【
領
家
の
尼
】
は
、
と
て
も
喜よ

ろ
こ

び
お
祖
師
さ
ま
に
帰
依
し
て
御
題
目
の
ご
信
者
と

な
っ
た
ん
だ
ね
。

　　
で
も
、【
領
家
の
尼
】
は
、
あ
ま
り
熱ね

っ

心し
ん

な
ご

信
者
で
は
な
か
っ
た
ん
だ
よ
。
お
祖
師
さ
ま
に 

【
龍た

つ

ノの

口く
ち

の
法ほ

う

難な
ん

】（
平へ

い

成せ
い

三さ
ん

十じ
ゅ
う

一い
ち

年ね
ん

一い
ち

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

第だ
い

十じ
ゅ
う

三さ
ん

回か
い

』
を
読よ

ん
で
ね
）
が
起お

き
る
と
、
な

ん
と
御
題
目
の
ご
信
心
を
捨す

て
て
し
ま
っ
た
ん
だ
。

　
お
祖
師
さ
ま
が
、
佐さ

渡ど

流る

罪ざ
い

の
刑け

い

を
ご
赦し

ゃ

免め
ん 

（
令れ

い

和わ

元が
ん

年ね
ん

十じ
ゅ
う

二に

月が
つ

号ご
う

の
佛
立
新
聞
『
お
祖
師
さ
ま

を
お
訪
ね
す
る
物
語
第だ

い

二に

十じ
ゅ
う

四よ
ん

回
』
を
読
ん
で
ね
）

さ
れ
る
と
、
再ふ

た
た

び
御
題
目
の
ご
信し

ん

心じ
ん

を
す
る
よ
う

に
な
り
、
お
嫁よ

め

さ
ん
の
【
新に

い

尼あ
ま

】
を
通
じ
て
、
御ご

本ほ
ん

尊ぞ
ん

の
授じ

ゅ

与よ

（
さ
ず
け
あ
た
え
る
こ
と
）
を
お
祖

師
さ
ま
に
お
願ね

が

い
さ
れ
た
ん
だ
ね
。

　
お
祖
師
さ
ま
は
、
ご
恩
の
あ
る
お
方か

た

だ
か
ら
ご

希き

望ぼ
う

通ど
お

り
御ご

本ほ
ん

尊ぞ
ん

を
お
授さ

ず

け
し
た
い
の
で
す
が
、

あ
る
時
は
信
じ
、
あ
る
時
は
疑う

た
が

っ
て
、
ふ
ら
ふ
ら

し
て
い
る
の
で
御
本
尊
を
授
与
す
る
こ
と
は
出で

来き

ま
せ
ん
と
、
私し

情じ
ょ
う

（
個こ

人じ
ん

的て
き

な
感か

ん

情じ
ょ
う

）
に
流な

が

さ
れ

る
こ
と
な
く
、
法ほ

華け

経き
ょ
う

の
み
教お

し

え
を
し
っ
か
り
と

守ま
も

ら
れ
お
断こ

と
わ

り
さ
れ
る
ん
だ
よ
。

　
そ
の
後ご

も
、
お
祖
師
さ
ま
は
御
本
尊
を
授
与
さ

れ
な
か
っ
た
ん
だ
け
ど
、【
領
家
の
尼
】
は
年と

し

老お

い
た
女じ

ょ

性せ
い

で
あ
り
、
ま
た
、
ご
両
親
も
ご
恩
を
受

け
た
お
方
だ
か
ら
、
地じ

獄ご
く

に
堕お

ち
る
こ
と
の
な
い

よ
う
に
と
祈い

の

ら
れ
て
い
る
ん
だ
。
本ほ

ん

当と
う

に
お
祖
師

さ
ま
は
や
さ
し
い
お
人
だ
ね
。

文永12年（1275）、身延に入山されていたお祖師さまは、領家の尼から
送られた故郷小湊の海苔のご供養をいただき、望郷の想いで涙される
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領
家
の
尼

り
ょ
う

け

あ
ま

大尼御前御返事（後半部分）ご真筆（京都市・
頂妙寺所蔵）
信仰心が定まらない領家の尼（大尼）に対し「の
ち（来世）の事をよくよく御かため候へ」と厳
しく指導されている　

安房小湊　現在の写真（内浦湾）
領家の尼が治めていた領地の中にある小湊。当時
から船の便があり交通が盛んな所であった。

　北条（名越）朝時
領家の尼の夫といわれている。鎌倉の「名
越」に住んでいたので名越朝時とも呼ばれ
る。そんなことから領家の尼は「名越の尼」
とも呼ばれることがある

　

今こ
ん

回か
い

は
、
お
祖そ

師し

さ
ま
（
高こ

う

祖そ

日に
ち

蓮れ
ん

大だ
い

士じ

）
の
生う

ま
れ
故こ

郷き
ょ
う

・
安あ

わ
の房

国く
に

（
千ち

葉ば

県け
ん

）
の
小こ

湊み
な
と

に
住す

ん
で

い
て
、
早は

や

く
か
ら
お
祖
師
さ
ま
に
帰き

依え

（
僧そ

う

侶り
ょ

な
ど

を
信し

ん

じ
そ
の
力ち

か
ら

に
す
が
る
こ
と
）
し
御お

題だ
い

目も
く

の
ご
信し

ん

者じ
ゃ

と
な
っ
て
い
た
【
領り

ょ
う

家け

の
尼あ

ま

・（
大お

お

尼あ
ま

）】
と
い
う

女じ
ょ

性せ
い

に
つ
い
て
の
お
話は

な
し

を
す
る
ね
。

高祖日蓮大士ご降誕
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