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鶴
岡
八
幡
宮
の
鎌
倉
神
楽
、
遊
行
寺
の
念
仏
行
事
な
ど
、
鎌
倉
•
藤
沢
の
民
俗
芸
能
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

華
や
か
で
厳
か
な
祭
礼
行
列

「
l

り
ょ
う

九
月
十
八
日
の
御
霊
神
社
の
例
祭
に
は
全

国
で
も
珍
し
い
仮
面
を
用
い
た
行
列
が
行
わ

れ
ま
す
。

御
霊
神
社
は
、

御
霊
社
の
名
で
平
安
時

面
掛
行
列

か

な

が

石
井
一
射

神
奈
川
県
民
俗
芸
能
保
存
協
会
会
採

わ

民

俗

芸

【
鎌
倉
•
藤
沢
編
】

鎌
倉
市
坂
ノ
下

••
••••••••••

•••••••••••••••••••
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爺
、
鬼
、
異
形
、
鼻
長
、
烏
天
狗
、
翁
、
火
吹
男
、
福
禄
寿
、
お
か
め
、
女
な
ど

奇
怪
で
滑
稽
な
面
を
か
ぶ
っ
た
仮
面
行
列
が
町
内
を
練
り
歩
く
。

代
後
期
に
は
既
に
相
模
平
氏
五
家
の
祖
を

ま
つ祀

っ
て
鉛
座
し
て
い
ま
し
た
が
、
後
三
年
の

役

(
1
0
八
三
＼
八
七
）
で
左
眼
を
射
抜
か

こ
ん

,・,
ろ
う
か
げ
ま
さ

れ
な
が
ら
も
奮
戦
し
た
鎌
倉
権
五
郎
漿
正
の

御
霊
を
も
合
わ
せ
祀
っ
て
祭
神
と
し
ま
し
た
。

別
に
権
五
郎
神
社
と
も
呼
ば
れ
る
の
は
、
こ

能

物

語

の
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。

面
掛
行
列
の
も
と
は
、
鶴
岡
八
幡
宮
の
祭

礼
に
連
な
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
御
霊
神
社

で
は
十
八
世
紀
に
入
り
、
館
岡
八
幡
宮
の
祭

礼
に
倣
っ
て
面
掛
行
列
が
整
え
ら
れ
、
さ
ら

に
明
治
に
入
っ
て
八
幡
宮
で
は
行
わ
れ
な

く
な
っ
た
た
め
、
現
在
は
御
霊
神
社
の
み
が
、

そ
の
伝
統
を
引
き
継
い
で
い
ま
す
。

か
ま
く
ら
か

ぐ

ら

ゆ

当
日
の
午
後
、
境
内
で
の
鎌
倉
神
楽
（
湯

だ
て

ゆ

ば

な

立
神
楽
・
湯
花
神
楽
の
別
称
）
に
引
き
続

き
、
面
掛
け
十
人
衆
と
呼
ば
れ
る
仮
面
が
、

虹
刷
ー
剛
（
屋
台
）

ー
配
ー
知
狗
（
靡

ひ
こ彦）

ー
長
刀
ー
弓
矢
ー
白
旗
ー
先
槍
ー
獅

し

み

こ

し

と

ざ

ょ

子
に
統
い
て
神
輿
の
渡
御
に
伴
い
杜
前
を
出

発
し
ま
す
。

一
行
は
極
楽
寺
坂
下
ま
で
行
道

し
、
引
き
返
し
て
海
岸
に
降
り
、
坂
ノ
下
の

通
り
を

一
往
復
し
再
び
社
前
に
戻
る
の
で
す

が
、
総
勢
百
名
を
越
え
る
威
容
で
、
長
さ
は

百
五
十
メ
ー
ト
ル
に
及
び
ま
す
。
面
の
裏
に

は
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
の
朱
害
が
あ
り
、

江
戸
時
代
に
制
作
さ
れ
た
も
の
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

表
紙
／
鶴
岡
八
幡
宮
の
「
御
神
楽
」
。

裏
表
紙
／
材
木
座
海
岸
の
「
汐
神
楽
」。
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肩や一 ...,J 
右は「翁」。左上は「爺」と後ろは［鬼」。左下は「福禄寿」。それぞれ袖なしの羽織姿で

頭巾をかぶり、町内をゆっくりと練り歩く。滑稽にも異様にも見える行列である。

面
は
十
面
で
、
本
来
は
特
に
名
称
は
な
く
、

面
裏
に
一
番
面
、

二
番
面
な
ど
と
数
字
で
表

示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
す
が
、
古
く
か
ら
の

面
掛
け
十
人
衆
の
特
徴

こ
れ
ら
の
仮
面
に
共
通
す
る
の
は
仮
面
の

應
が
広
い
こ
と
と
、
男
の
面
の
鼻
が
極
端

¥
が
く
め
ん

に
大
き
い
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
伎
楽
面
の
特

徴
で
も
あ
り
ま
す
。
伎
楽
と
い
う
の
は
、
推

く

だ

ら

古
天
皇
二
十
年
（
六
―
二
）
に
百
済
の
帰
化

み

よ

し

l,-

人
味
摩
之
が
中
国
の
呉
の
国
で
学
ん
で
伝
え

が

（

ぷ

た
と
い
う
日
本
最
初
の
外
来
楽
舞
で
す
。
奈

良
時
代
を
最
盛
期
と
し
た
後
衰
え
、
鎌
倉
時

代
末
に
は
ほ
ぼ
滅
ん
だ
と
い
わ
れ
、
仮
而
は

正
倉
院
や
東
大
寺
な
ど
に
残
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
楽
舞
そ
の
も
の
は
伝
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

俗
称
で
は
順
に
、
爺
、
鬼
、
異
形
、
鼻
長、

即
冗
狗
‘
銅
‘
組
窮
‘
膨
象
‘
お
か
め
、

女
と
呼
ん
で
い
て
、
近
年
こ
の
通
称
で
呼
び

習
わ
す
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。

爺
は
、
白
塗
り
で
垂
れ
た
目
尻
と
大
き
な

し
わ

口
と
晃
、
額
の
跛
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

鬼
は
、
大
き
な
口
と
牙
、
そ
し
て
丸
い
目

が
特
徴
で
す
。

異
形
は
、
大
き
な
口
と
昴、

そ
し
て
釣
り

上
っ
た
目
尻
で
、
ま
さ
に
異
形
で
す
。

鼻
長
は
、
垂
れ
下
が
っ
た
長
い
鼻
か
ら
名

付
け
ら
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
。

烏
天
狗
は
、
そ
の
名
の
通
り
、
く
ち
ば
し

が
曲
が
っ
た
烏
に
瓜
二
つ
で
す
。

翁
は
、
頬
骨
が
飛
び
出
し
た
ほ
ほ
笑
ん
だ

顔
を
し
て
い
ま
す
。

火
吹
男
は
、
右
の
方
に
向
け
て
尖
っ
た
口

を
し
て
い
て
、
火
吹
き
竹
を
吹
く
口
元
に
似

て
い
る
よ
う
で
、
俗
に
ヒ
ョ
ッ
ト
コ
と
も
呼

ば
れ
ま
す
。

福
禄
寿
は
、

三
十
セ
ン
チ
を
越
え
る
長
い

頭
の
持
ち
主
で
す
。

衣
装
は
、
そ
れ
ぞ
れ
袖
な
し
の
羽
織
に
袴
、

頭
巾
、
白
足
袋
に
草
履
と
い

‘tの
で
す
。

お
か
め
は
、
愛
嬌
あ
ふ
れ
る
女
性
の
顔
を

に
ん
ぶ

模
し
た
も
の
で
、
妊
婦
の
す
が
た
を
し
て
い

ま
す
。
こ
の
お
か
め
だ
け
が
膨
ら
ま
せ
た
お

腹
を
両
手
で
抱
え
る
よ
う
に
し
て
歩
く
所
作

を
し
ま
す
。

女
は
、
天
冠
を
頂
い
て
い
ま
す
。
お
か
め

さ

ん

ば

に
付
い
て
歩
く
の
で
産
婆

(11
と
り
あ
げ
）

と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
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Z憂.-- -
海に向かって祭壊をつくり、豊作・大

漁・無病息災が祈願される（写真右上）。

祭壇の隅では釜でたぎらせた湯による

消め祓いの神事である湯立神楽（鎌倉

神楽）が奉納される（左上）。神楽の

最後に赤い面の天狗と黒い面の山ノ神

による「剣舞」が奉納され、お供え物

の蜜柑が参列者に配られる（中3点）。

右下は、神楽のあとの「どんど焼き」。

車

材木座海岸の
汐
ネ
楽

鋭
開
き
の

一
月
十
一
日
、
鎌
倉
市
材
木
座

し
お
か
ぐ
ら

海
岸
で
は
汐
神
楽
が
行
わ
れ
ま
す
。

簿
べ
り
が
海
岸
に
敷
か
れ
、
四
方
に
忌
竹

し

め

な
わ

を
立
て
幣
を
下
げ
た
注
連
縄
を
張
り
巡
ら
し
、

み

さ

海
に
向
か
っ
て
お
神
酒
・
野
菜
・
魚
・
蜜
柑

な
ど
が
供
え
ら
れ
た
祭
壇
が
、
さ
ら
に
そ
の

か
亥
ど

し
つ
ら

左
脇
隅
に
は
羽
釜
を
か
け
た
臨
が
設
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

神
楽
の
次
第
は
、
鎌
倉
神
楽
な
の
で
す
が
、

こ
こ
で
は
最
後
の
「
剣
舞
」
に
登
場
す
る
大

し
ゃ
も

じ

き
な
杓
文
字
を
持
っ
た
山
ノ
神
（
黒
面
）
が

鎌
倉
市
材
木
座

•••••
•••••••

•••
••••••
•••••••••••••••••••••••.•••

••••••••••••

•••••••••

•••
•.••••••••••••••••

••••••••••• 

鎌
倉
神
楽
を
奉
納
し
て
漁
師
た
ち
が
豊
作
・
大
漁
と
一
年
間
の
無
病
息
災
を
祈
願
。

赤
面
の
天
狗
と
黒
面
の
山
ノ
神
の
滑
稽
な
掛
け
合
い
が
見
も
の
で
す
。

大
活
躍
を
し
ま
す
。
よ
そ
の
鎌
倉
神
楽
で
は

あ
め飴

が
配
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
こ

こ
で
は
蜜
柑
が
配
ら
れ
ま
す
。
散
歩
に
来
て

い
る
保
育
園
児
に
近
づ
い
て
怖
が
ら
せ
て
み

た
り
、
帽
子
を
奪
っ
て
自
分
の
頭
に
被
っ
て

み
た
り
、
蜜
柑
を
与
え
た
り
杓
文
字
で
頭
を

撫
で
た
り
、
見
物
席
に
蜜
柑
を
投
げ
入
れ
た

り
も
し
ま
す
。
ど
う
や
ら
こ
の
蜜
柑
に
は
無

病
息
災
の
ご
利
益
が
あ
る
よ
う
で
、
蜜
柑
を

手
に
し
た
人
々
の
に
こ
に
こ
顛
は
な
ん
と
も

微
笑
ま
し
い
も
の
で
す
。

さ
て
、
神
楽
が
終
わ
る
と
、
ど
ん
ど
焼
き

が
祭
場
の
西
側
で
始
ま
り
ま
す
。

か
ど

青
竹
を
中
心
に
し
て
積
み
重
ね
ら
れ
た
門

ま
つ松

や
御
正
月
の
飾
り
物
が
神
職
に
よ
っ
て
点

火
さ
れ
る
と
、
た
ち
ま
ち
火
煙
が
立
ち
上
り

は

竹
の
爆
ぜ
る
立
日
が
響
き
ま
す
。
こ
の
火
に
向

か
っ
て
手
を
合
わ
せ
、
一
心
に
願
い
事
を
し

て
い
る
地
元
の
方
の
姿
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
民
俗
が
、

素
朴
な
姿
で
残
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
、
何
と
も
好
ま
し
く
思
え
て

な
り
ま
せ
ん
。

6
 



横笛と太鼓による打囃子から始ま

る湯立の神事・鎌倉神楽。写真右

は、祭場・祭具を清める舞。

鎌
倉
市
雪
ノ
下

．．
．．．．．．．
．．．
．．．．．．
．．．．
．．．．
．．．．
．．
．．．
．．．．．．．．．
．．．．．．．．
．．
．．．．．
．．
．．．．．．．．．
．．．．．
．．．．．
．．．．．．．．．．．．．
．．．
．．．
．．．．．
．．．．．． 

大
釜
で
た
ぎ
ら
せ
た
湯
を
用
い
て
神
前
に
奉
納
す
る
湯
立
神
楽
（
鎌
倉
神
楽
）
と
、

八
百
年
の
時
を
経
て
よ
み
が
え
る
宮
廷
御
神
楽
の
幻
想
美
。

湯
釜
の
湯
の
力
に
よ
る
神
楽

鎌
倉
市
雪
ノ
下
の
鶴
岡
八
幡
宮
に
は
、

ニ

種
類
の
神
楽
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

―
つ
が
、
鶴
岡
八
幡
宮
の
末
社
の
丸
山
稲
荷

社
の
十
一
月
八
日
の
火
焚
祭
の
祭
典
の
後
、

行
わ
れ
る
鎌
倉
神
楽
で
す
。

四
隅
に
真
竹
を
立
て
注
連
縄
で
結
び
、
緑
・

赤
・
白
•
青
の
紙
の
幣
を
下
げ
た
ヤ
マ
と
呼

ば
れ
る
祭
場
近
く
に
据
え
た
大
釜
で
、
煮
え

は
ら

た
ぎ
ら
せ
た
湯
に
よ
る
情
め
祓
い
を
す
る
湯

こ
れ
は
、
明
治
の
初
め
に
絶
え
た
伊
勢
の

げ

く

う

お

し

外
宮
の
御
師
た
ち
の
神
楽
（
寄
り
合
い
神
楽
）

が
そ
の
源
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
般
的
に
は
、

湯
立
神
楽
も
し
く
は
湯
の
泡
に
ち
な
ん
で
湯

花
神
楽
と
称
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、

9
ぉ

海
岸
地
方
で
は
潮

（汐
）
神
楽
と
も
呼
ん
で

し
ょ
く
し
ょ
う

い
ま
す
。
ま
た
、
鶴
岡
八
幡
宮
に
職
掌
と
し

か

ぐ

ら

お

て
奉
仕
し
た
神
楽
男
が
伝
え
た
こ
と
か
ら
鎌

倉
神
楽
と
い
わ
れ
、
鎌
倉
周
辺
か
ら
三
浦
半

島
に
か
け
て
広
く
分
布
し
て
い
ま
す
。

神
楽
は
、
打
囃
子
、
初
（
羽
）
能
、
御
祓
、

こ

へ
い
よわ
さ

ゆ

あ

げ

御
幣
招
、
湯
上
な
ど
の
祭
場
・
祭
具
を
清
め

か

き

ゆ

だ
い
さ
ん

ぐ

ゆ

る
曲
目
に
始
ま
っ
て
、
按
湯
、
大
散
供
、
湯

ぐ

ら

い

3
らい

け
人
ま
い

も

ど

き

座
、
射
祓
、
剣
舞
な
ど
に
続
き
毛
止
幾
で
終

わ
り
ま
す
。
御
湯
、
按
湯
、
湯
座
が
湯
立
神

楽
の
特
徴
的
な
も
の
で
す
が
、
中
で
も
湯
釜

に
入
れ
た
湯
笹
を
左
右
に
大
き
く
振
る
湯
座

は
圧
巻
で
す
。

平
安
の
雅
を
今
に
伝
え
る
御
神
楽

み

か

ぐ

ら

喜
楽
は
十
二
月
十
六
U
の
鶴
岡
八
幡
宮

の
御
鎮
座
祈
年
祭
に
行
わ
れ
る
神
楽
で
す
。

神
楽
は
大
き
く
宮
中
で
行
わ
れ
る
御
神
楽

さ
と
か

ぐ

ら

と
、
民
間
で
行
わ
れ
る
里
神
楽
に
分
類
さ
れ

ま
す
が
、
観
岡
八
幡
宮
の
神
楽
は
宮
中
か
ら

だ
て立

の
儀
式
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で

す
。

，
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毎年9月15日に時宗総本山

清浄光寺（遊行寺）で行わ

れるすすき念仏会。

賜が沈みかけたころ神職が大石段を上り、上宮で祭典が行われる。

祭典が終わると、舞殿北庭（大石段下）で簑火が焚かれ、宮人の曲

が唱えられ、それに合わせて巫女が舞い、「人長の舞」が奉納される。

呵國i

｀
 

、’↓
‘

｀
 胃璽堕

に
し
と

み

じ

L
・
う

と
う
た
く
さ
ん
む

＂
ょ
う

藤
沢
市
西
富
の
時
宗
総
本
山
藤
沢
山
無
量

こ
う
い
ん
し
ょ
う
じ
ょ

う

こ

う

じ

ゅ

ゴ
4

う

じ

光
院
清
浄
光
寺
は
、
遊
行
寺
と
い
、

2
屯
℃
親

し
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
時
宗
の
法
主
が
遊
行

上
人
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
遊
行
上

人
が
お
住
ま
い
に
な
っ
て
い
る
お
寺
と
い
う

こ
と
で
、
遊
行
寺
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

遊
行
寺
の
年
中
行
事
に
は
幾
つ
か
の
念
仏

会
が
あ
り
ま
す
が
、
今
回
は
そ
の
中
か
ら
、

静
か
で
厳
粛
な
す
す
き
念
仏

呵

ヽ

11 

伝
え
ら
れ
た
神
楽
で
す
の
で
、
特
に
御
神
楽

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

鶴
岡
八
幡
宮
は
、
今
か
ら
お
よ
そ
八
百

年
程
前
の
建
久
二
年
（

―
-
九

一
）
に
町

屋
か
ら
の
火
災
に
よ
っ
て
社
殿
が
焼
失
し
た

後
、
復
典
再
建
さ
れ
現
在
の
姿
に
な
り
ま
し

ご

せ
ん
ぐ
う

た
。
同
年
十

一
月
二
十

一
日
の
御
遷
宮
の
日
、

み
な
↑
と
の
よ
り
と
も

が

が
く

むむ
3
よ
し
か
た

源
頼
朝
は
、
京
都
か
ら
雅
楽
家
の
多
好
方

10

を
招
い
て
奉
納
さ
せ
た
こ
と
が
始
め
と
さ
れ
、

現
在
で
は
こ
の
日
を
太
陽
暦
に
換
算
し
た

十
二
月
十
六
日
の
夜
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
い
で
人

祭
典
の
後
の
夕
闇
の
中
、
舞
殿
北
庭
で
宮

人
の
曲
が
和
琴
、
笛
、
旅
築
、
笏
拍
子
に
合

み

こ

に

ん

ら
ょ
う

わ
せ
て
唱
え
ら
れ
、
四
人
の
巫
女
と
人
長

か
が
り

び

（
舞
人
の
長
）
の
舞
が
袴
火
の
灯
り
に
映
え
、

お
う

こ

み

や

”

―

往
古
の
雅
が
よ
み
が
え
り
ま
す
。

藤
沢
市
西
富

••••
•••
•••
••••••••

••
••
••••
•••
•••
••••••••
•••••••

•••••
••
••••
••••
•••••
••••••
•••••
•.••
•••
•••
••••••••••
••
• 

時
宗
の
開
祖
・

一
遍
上
人
が
遊
行
の
際
に
創
案
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
踊
り
念
仏
゜

「南
無
阿
弥
陀
仏
」の
念
仏
を
唱
え
な
が
ら
、
輪
に
な
っ
て
踊
る
法
要
の
儀
式
で
す
。

す
す
き
念
仏
と
踊
り
念
仏
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

九
月
十
五
B
の
午
後
、
本
堂
内
陣
の
前
机

の
先
に
似
い
た
大
花
瓶
に
、
薄
、
松
、
青
竹

を
活
け
ま
す
。
青
竹
の
高
い
位
置
に
は
笹
名

号
（
時
宗
宗
務
所
発
行

『遊
行
寺
j

に
よ
る）

が
か
け
て
あ
り
ま
す
。

か
ね

こ
の
周
り
を
鉦
を
首
か
ら
下
げ
た
上
人
を

始
め
と
す
る
俯
達
が
鉦
を
打
ち
つ
つ
名
号
を

唱
え
な
が
ら
、
能
を
思
わ
せ
る
足
取
り
で
き

わ
め
て
ゆ
っ
く
り
と
繰
り
返
し
、
時
計
方
向

に
回
り
ま
す
。
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本堂の中央に据えられた薄の束の周りを上人と僧たち

が静かに巡る。鉦の音と念仏の響きが心身の飛躍をも
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踊り念仏保存会の女性たちによる「踊り念仏」。外陣中央に据えられた太鼓と首

から下げた鉦のリズムに合わせて、念仏や栢讃を唱えながら踊る。 30分ほどの

踊りのあと、御賦算（お札くばり）が行われる （左下）。

こ
ち
ら
は
、
遊
行
寺
の
春
秋
の
開
山
忌
即

う

ら

ぽ
ん

え

こ
れ
は
も
と
も
と
は
、
孟
闇
盆
会
中
の
法

要
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
も
の
で
す
。

一
説
に
よ
る
と
、
弘
安
三
(
―

二
八
0
)

年
に

一
遍
上
人
が
奥
州
江
刺
郡

（現
在
の
岩

手
県
北
上
市
稲
瀬
町
）
へ
祖
父
河
野
通
信
の

墳
墓
を
訪
ね
、
供
菱
に
際
し
て
行
っ
た
と
い

、？
念
仏
行
道
が
そ
の
始
め
で
あ
ろ
う
と
い
わ

れ
、
そ
の
後
は
怨
索
供
養
を
目
的
と
し
て
行

わ
れ
て
き
た
も
の
の
よ
う
で
す
。

ま
た
、
外
陣
と
の
境
に
は
十
八
張
の
白
張

提
灯
が
提
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
提
灯

を
頂
い
て
田
畑
に
吊
る
す
と
病
害
虫
が
付
か

な
い
と
い
う
伝
承
が
あ
り
ま
す
。

躍
動
的
な
踊
り
念
仏

ち
四
月
二
十
三
日
と
九
月
二
十
三
日
の
二
同、

本
堂
外
陣
で
保
存
会
の
女
性
達
に
よ
っ
て
行

わ
れ
ま
す
。

こ
の
踊
り
念
仏
は
、
寺
伝
に
よ
る
と
江
戸

時
代
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
、

大
正

十
二
年

(
-九
ニ
――
-）
の
関
東
大
震
災
に
よ

り
途
絶
え
ま
し
た

（す
す
き
念
仏
は
続
け

ら
れ
て
い
ま
し
た
）
。
現
行
の
踊
り
念
仏
は
、

さ

く

し

あ

と

ペ

昭
和
五
十
年
代
に
長
野
県
佐
久
市
跡
部
の
西

方
寺
の
も
の
を
参
考
に
再
典
し
た
も
の
で
す
。

な

tr
ぁ

踊
り
は
、
合
掌
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
を
唱

え
な
が
ら
、
外
陣
の
中
央
に
据
え
た
大
小
二

張
り
の
太
鼓
の
周
り
を
右
に
回
り
ま
す
。

入
場
で
は
、
太
鼓
の
音
で
頭
を
下
げ
、
腰

を
屈
め
て
拝
礼
の
姿
勢
で
右
足
か
ら
前
に
進

わ

さ
ん

み
出
ま
す
。
和
讃
を
唱
え
る
二
人
の
サ
ン
シ

キ
と
二
十
人
前
後
の
踊
り
手
が
内
向
き
に
な

っ
て
輪
を
作
り
ま
す
。
こ
う
し
て
、

身
を
観
ず
れ
ば
水
の
泡
消
え
ぬ
る
後
は

人
も
な
し

と
い
っ
た
一
遍
上
人
の
別
願
和
讃
を
唱
え

る
和
讃
、
切
り
念
仏
、
踊
り
の
順
に
、

二
人

の
太
鼓
方
の
打
つ
太
鼓
の
拍
子
に
合
わ
せ
て

胸
に
掛
け
た
鉦
を
叩
き
、
足
を
前
後
そ
し
て

ゆ

や

（

左
右
に
と
跳
ね
て
踊
躍
し
、
身
体
を
前
後
に

屈
伸
さ
せ
た
り
、
あ
る
い
は
左
右
に
振
っ
た

り
し
な
が
ら
念
仏
や
和
讃
を
繰
り
返
し
唱
え

ま
す
。

ど
ち
ら
の
行
事
で
も
、
終
わ
り
に
際
し
て

鷹
算
と
い

っ
て
、
遊
行
上
人
か
ら
念
仏
札

が
手
渡
さ
れ
ま
す
。

13 12 



置’ 夏- さ
さ
ら
踊
り
と
は

神
奈
川
県
の
旧
相
模
国
内
に
は
、
幅
二

i

三
セ
ン
チ
、
長
さ
―

10
セ
ン
チ
前
後
の
割
り

竹
を
つ
な
い
だ
ビ
ン
ザ
サ
ラ
と
い
、

2
宋
器
や

小
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
て
踊
る
、
少
女
を
中

心
と
し
た
若
い
女
性
だ
け
に
よ
っ
て
踊
ら
れ

た
盆
の
踊
り
や
唄
が
広
く
分
布
し
て
い
ま
し

た
。
こ
れ
ら
は
、
江
戸
時
代
の
初
期
か
ら
中

期
頃
に
か
け
て
流
行
し
た
、
小
町
踊
り
ま
た

は
七
夕
踊
り
と
も
称
さ
れ
た
も
の
の
流
れ
を

査

藤
沢
市
遠
藤
◇
藤
沢
市
葛
原

．．．．．．．．．．

．
 

揃
い
の
浴
衣
に
帯
を
締
め
た
欅
掛
け
の
女
性
た
ち
が
、
ビ
ン
ザ
サ
ラ
と
呼
ば
れ
る

竹
製
の
楽
器
を
鳴
ら
し
、
太
鼓
の
拍
子
に
合
わ
せ
て
踊
り
ま
す
。

く
む
も
の
で
、
明
治
の
中
頃
ま
で
盛
ん
で
し

た
が
、
相
次
ぐ
盆
踊
り
禁
止
令
や
大
正
十
二

年
(
-
九
二
三
）
の
関
東
大
疲
災
の
影
親
を

受
け
大
正
末
期
に
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
廃

絶
し
た
よ
う
で
す
。

現
行
の
も
の
は
、
昭
和
二
十
八
、
九
年
頃

に
足
柄
上
郡
南
足
柄
町
（
現
在
の
南
足
柄
市
）

に
お
い
て
地
元
の
古
老
の
指
導
の
も
と
に
婦

人
会
有
志
に
よ
っ
て
復
活
し
、

「
足
柄
さ
さ

ら
踊
り
」
と
命
名
さ
れ
た
の
が
最
初
で
、
そ

の
後
各
地
で
類
似
の
盆
唄
の
所
在
が
明
ら
か

遠
藤
民
俗
芸
能
保
存
会
に
よ
る
「
さ

さ
ら
踊
り
」
（
県
指
定
無
形
民
俗
文

化
財
）。
保
存
会
は
、
昭
和
36年
に

設
立
。
会
員
数
46名
。
地
区
の
行
事

の
ほ
か
、
毎
年
8
月
16
日
に
古
刹
．

宝
泉
寺
で
先
祖
供
蓑
の
た
め
に
奉
納
。

写
真
左
下
は
、

会
長
の
片
山
ふ
さ
子

さ
ん
（
中
央
）
ほ
か
。

に
な
り
、
各
地
で
復
活
し
ま
し
た
。

さ
さ
ら
踊
り
の
特
徴
の

―
つ
に
、
例
え
ば

「
こ
ぼ
れ
松
葉
を
あ
れ
見
や
し
ゃ
ん
せ

枯
れ
て
落
ち
て
も

二
人
連
れ
二
人
連
れ
」

と
い
っ
た
七
七
七
五
調
の
独
特
な
歌
詞
が
あ

り
ま
す
。

ゆ

か

た

ま
た
踊
り
は
、
揃
い
の
浴
衣
に
帯
を
締
め

た
す
ぷ

た
欅
が
け
の
女
性
を
中
心
と
し
、
ビ
ン
ザ
サ

ラ
を
つ
き
、
小
太
鼓
を
打
つ
と
こ
ろ
に
他
の

盆
踊
り
と
は
異
な
っ
た
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

踊
り
は
右
回
り
の
丸
踊
り
を
基
本
と
し
、
扇

を
二
本
も
つ
扇
踊
り
が
そ
の
代
表
的
な
も
の

で
す
。さ

さ
ら
踊
り
は
現
在
、
籐
沢
市
、
秦
野
市
、

厚
木
市
、
海
老
名
市
、
綾
瀬
市
、
南
足
柄
市

の
六
市
で
八
団
体
が
伝
え
て
い
て
、
相
模
さ

さ
ら
踊
り
連
合
会
を
組
織
し
、
平
成
二
十
三

年
で
三
十
五
回
目
の
公
演
を
数
え
ま
し
た
が
、

毎
年
七
月
下
旬
に
は
各
団
体
持
ち
回
り
で
発

表
会
を
行
っ
て
い
ま
す
。

藤
沢
市
の
さ
さ
ら
踊
り

rふ
り
は
ら

藤
沢
市
で
は
、
現
在
遠
藤
と
薯
原
の
ニ
カ

所
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

遠
藤
で
は
、
八
月
十
六
日
の
午
後
に
地
域

こ

さ

つ

ヤ

タ

く

ゆ

う

ざ

ん

ほ

う

せ

ん

じ

え

ん

ま

か

い

の
古
刹
、
玉
雄
山
宝
泉
寺
の
閻
魔
会
の
後
、

か
つ
て
は
境
内
で
し
た
が
現
在
は
本
堂
内
で
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鎌倉・藤沢の民俗芸能カレンダー・・・・・・・・・・・・....・・・・・・..........................................................................

鎌倉・藤沢周辺地域の主な祭り、民俗芸能のスケジュールをご紹介します。

◇汐神楽

1月11日。材木座海岸。 6ページ参照。

問 ：鎌倉市観光協会

~ Ji. ・義此
1月中旬。大磯北浜海岸。ワラを積み

上げたものに火をつけ、正月の飾り

物などを燃やして無病息災を祈る。

問 ：大磯町観光推進室

~ 
写真提供：大磯町観光推進室

◇遊行寺の踊り念仏

4月23日、 9月23日。遊行寺。 11ペー

ジ参照。問：清浄光寺（遊行寺）

◇六所神社の懲の舞

5月5日。逢親場（馬場公固） 。相模

国の一宮から五宮、総社の六所神社

が集う国府祭で奉納される。 「監の

舞」 「龍の舞」 r獅子の舞」で構成

される。問：大磯町観光推進室

0ffO)島天王祭

7月14日に近い日曜日。江島神社末社

の八坂神社と縁の小動神社の合同祭

礼。神輿の海中渡御や華麗な天王囃

子でにぎわう。問 ：藤沢市観光協会

~-t管謡

◇浜降祭

7月第3月曜日c 茅ヶ崎市西浜海岸。

茅ヶ崎市と寒川町内の神輿が30基ほ

ど参加して海中で楔ぎを行う。

問 ：茅ヶ崎市観光協会

◇遠藤ささら踊り

8月16日。藤沢市宝泉寺。14ページ

参照。問 ：藤沢市教育委員会

◇いっとき祭

8月17日。鵠沼皇大神宮例大祭。半日

で終わることから 「いっとき」と呼

ばれる。 9基の人形山車が勢揃いし、

囃子を競演。問：藤沢市観光協会

◇葛)J,(ささら踊り

9月第1土曜日。藤沢市皇子大神。14
ページ参照。問 ：藤沢市教育委員会

◇すすき念仏

9月15日。遊行寺。11ページ参照。

問： 清浄光寺（遊行寺）

◇流鏑馬神小
9月16日。鶴岡八幡宮例大祭。800年
以上の伝統をもつ神事。鎌念武士の

狩装束の射手が馬で駈けながら3つの

的を射る。問：鶴岡八幡宮

◇面掛行列

9月18日。御霊神社。2ページ参照。

問：御霊神社

◇丸山稲荷火焚祭

11月8日。鶴岡八幡宮。 8ページ参照。

問 ：鶴岡八幡宮

~ -ツ火
11月27日。遊行寺。全山の灯が消さ

れたあと閤の中に一ツ火がともされ、

念仏が行われる荘厳な念仏の儀式。

問 ：清浄光寺 （遊行寺）

◇前鳥癌人形芝居
拿｀とり

平塚市。江戸時代中期に前鳥神社例

祭奉納のために始まったとされる人

形芝居。前烏神社ほか、各地で公演。

問 ：平塚市教育委員会

濯閏
写只提供：平塚市教育委員会

◇御鉛巫出念祭

12月16日。鶴岡八楼宮。 8ページ参

照。問 ：鶴岡八幡宮

問い合わせ先＠鎌貧市観光協会：0467-23-3050/大硯町観光推進室．

0463-61-41 00/藤沢市教育委員会生涯学習課：0466-25-1111 /藤沢市観光協

会：0466-22-41 41 /茅ヶ峰市観光協会：0467 -84-0377 /渭浄光寺（遊行寺）：

0466-22-2063/鶴岡八幡宮：0467-22-0315/御霊神社：0467-22-3251/平塚市

教育委員会社会教育課：0463-35-8124 

和

を
昭

）目
ヽは

人

会

2

存

ら
保

芦゚• 防

下

皿

化

左

参

文

真

に

俗

写

事

民

（

行

畔
認
f

一

虞

野

咋

i
l
]隕

鯰

麟

＋
入
・息
ー
・・
3-
JJ
漆

の

一

さ
さ
ら
噸
り

配

の

区

ll
長

地

会

原

ら

。
葛

ょ
｀

さ名
、

さr
 

直

る

4
5
し

数

習

員

練

ょt
会

回

一
~会

ー

存

。

月

保

立

毎

能

設

、

芸

に

に

原

年

心

葛

48
中

行
わ
れ
ま
す
。
こ
こ
で
は
さ
さ
ら
の
枚
数
が

三
十
六
枚
と
い
う
大
き
め
の
も
の
を
用
い
て

い
る
の
が
特
徴
で
も
あ
り
ま
す
。

お
う

じ

お
お

ま
た
、
葛
原
で
は
、
九
月
上
旬
の
皇
子
大

か
み神

の
祭
礼
の
前
夜
祭
に
、
境
内
の
神
楽
殿
で

行
わ
れ
る
油
芸
大
会
の
演
目
と
し
て
前
後
二

凹
演
じ
ら
れ
ま
す
。
初
め
は
舞
台
の
上
だ
け

で
す
が
、
後
の
方
は
舞
台
と
庭
と
に
分
か
れ

て
演
じ
ら
れ
、
地
域
の
方
々
も
加
わ
り
思
い

思
い
に
踊
り
興
じ
る
姿
に
は
、
日
本
の
芸
能

発
生
の
祉
胎
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
思

い
が
し
ま
す
。

石
井

一
射
（
い
し
い
・
か
ず
み
）
●
神
奈
川
県
民
俗
芸
能

保
存
会
会
長
。
1
9
4
1
年
、
北
海
道
函
館
市
生
ま
れ
。

早
稲
田
大
学
大
学
院
修
了
。
県
立
高
校
教
員
の
傍
ら
、

嗅
内
を
始
め
全
国
各
地
の
民
俗
芸
能
の
調
査
研
究
に
従

事
。
日
本
芸
能
史
専
攻
。
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財団からのお知らせ

写真左下／森精機フランステクニカルセン

ターのロビーで派遣団員18名と団長、副

団長と。右上／フランス・ループルのトブ

ラ一社での視察研修。右下／ノートルダム

大聖堂の前で。

;;, 

口
海外派遣事業のご紹介

国際的視野の広い中小企業青年従業者の育成を目的とし

て、昭和45年に「神奈川県中小企業技術者等海外派遣

事業」を、また、平成1年に「神奈川県商業従業者海外

派遣事業」を開始し、継続実施しております。現在まで、

中小企業技術者等派遣事業に約840名、商業従業者派遣

事業に約 170名の方々が派遣団員として参加され、欧州

の先進国で貴重な視察研修を体験されています。応募要

領等詳しくは、ホームページをご覧ください。

,
 

＇冒・ 一
H
本
式
の
改
善
活
動

昨
年
三
月
六
H
か
ら
八
H
間
の
日
程
で
海

外
派
遣
研
修
（
第
四
十
回
神
奈
川
県
中
小
企

業
技
術
者
等
海
外
派
遣
団
）
に
参
加
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
訪
問
先
は
、
デ
ン
マ
ー

ク
と
フ
ラ
ン
ス
の
中
小
企
業
六
カ
所
と
I
D

A

（
デ
ン
マ
ー
ク
技
術
者
協
会
）
と
い
う
技

た
ぐ
ら
い
で
、
な
に
し
ろ
海
外
に
は
行
っ
た

こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
言
葉
も
通
じ
な
い
の

に
冗
談
じ
ゃ
な
い
と
（
笑
）。
し
か
し
、
百

聞
は

一
見
に
如
か
ず
、
日
本
と
の
違
い
を
感

じ
て
く
る
だ
け
で
も
プ
ラ
ス
に
な
る
と
の
ア

ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
き
、
よ
し
、
そ
れ
な
ら

と
気
持
ち
を
切
り
替
え
て
、
積
極
的
に
参
加

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
意
外
に
も
、

そ
れ
ほ
ど
日
本
と
の
違
い
が
な
か
っ
た
、
と

い
う
の
が
実
感
で
し
た
ね
。

視
察
前
に
抱
い
て
い
た
欧
州
企
業
の
イ
メ

ー
ジ
は
、
漠
然
と
で
す
が
、
技
術
力
と
生

産
効
率
が
主
で
、
改
善
シ
ス
テ
ム
は
二
の
次
、

ま
し
て
集
団
で
話
し
合
い
な
が
ら
仕
事
を
進

最
初
は
乗
り
気
で
は
な
か
っ
た
が

桑
尿

H
本
で
も
海
外
で
も

し
つ
か
り
し
た
会
社
は

個
人
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
高
い
。

福
島
県
川
村
郡
三
布
町

味
互
省
製
作
所

生
産
本
部

三
春
工
場

術
者
の
支
援
組
織
の
計
七
カ
所
で
し
た
。
訪

問
期
間
中
に
束
日
本
大
裳
災
が
あ
っ
た
の
で、

忘
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

最
初
、
工
場
長
（
橋
本
浩

一
さ
ん
）
か
ら

参
加
を
胞
め
ら
れ
た
と
き
は
、
お
断
り
し
よ

う
と
思
い
ま
し
た
。
私
は
横
浜
に
本
社
が
あ

る
互
省
製
作
所
の
三
春
工
場
に
勤
め
て
い
ま

す
が
、
福
島
以
外
は
横
浜
の
本
社
に
六
年
い

め
て
ゆ
く
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
個
人
主
義
の
文
化
で
す
か
ら
ね
。

で
も
、

実
際
に
は
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

た
と
え
ば
、
デ
ン
マ
ー
ク
で
訪
ね
た

「
ア

ル
フ
ァ・

ラ
バ
ル
社
」
で
す
が
、
こ
こ
は
熱

交
換
機
、
遠
心
分
離
機
、
ポ
ン
プ
、
バ
ル
ブ
、

タ
ン
ク
な
ど
を
生
産
し
て
い
る
会
社
で
、
日

本
に
も
進
出
し
て
い
ま
す
。
こ
の
会
社
で
は

積
極
的
に
日
本
式
の
改
善
活
動
を
取
り
入
れ

て
い
ま
し
た
。
説
明
す
る
人
の
言
莱
に
も
盛

ん
に
「
5
S
」「
T
P
M
」
と
い
う
言
葉
が

で
て
く
る
ん
で
す
。

「
5
S
」
と
は
、

「整
理
・

整
頓
・
消
潔

．

腐

・
し
つ
け
」
の
こ
と
で
す
。
「
T
P
M」

は

「T
o
t
a
l

P
r
o
d
u
c
t
i
v
e
 M
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
 

（
総
合
的
設
備
管
理
）」

で
、
搬
に
も
改
善
活

純
さ
ん

海
外
派
遣
団
員
が
韮
Ill

る

⑤

三春工場 ・品質保証課

係長の桑原さん(41歳）。
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財団からのお知らせ

働
く
人
が
日
本
と
違
う
！

動
の
表
示
板
が
貼
っ
て
あ
っ
て
、
「
な
ん
だ
、

う
ち
の
会
社
と
同
じ
じ
ゃ
な
い
か
（
笑
）」。

こ
の
会
社
が
い
い
例
で
し
た
が
、
日
本
で

も
海
外
で
も
、
し
つ
か
り
し
た
会
社
は
、
ど

こ
も
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
高
い
と
い
う
か
、

個
人
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
て
ゆ
く
た

め
に
努
力
を
し
て
い
る
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。

ま
た
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
勝
ち
残
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
、
働
く
人
の
違
い
は
感
じ
ま
し
た

ね
。
朝
は
会
社
に
準
備
し
て
あ
る
軽
食
で
食

事
を
と
り
な
が
ら
仕
事
を
始
め
る
な
ど
、
く

つ
ろ
い
で
い
る
感
じ
で
し
た
し
、
機
械
が
止

ま
っ
て
い
て
も
マ
イ
ペ
ー
ス
で
、
あ
く
せ
く

参霞〇
.

.

.

..

.

.

.
 
＇-

塁
'
V
‘
.
J
J
7
f.

芝：

I
＼

e

『一
9
F'
-

-＇-
-
．
 

.• 

,
7
-

.

/

-

i

s々

こ
/
.

●

’、
し

•
• 

ヽ
―
[

i'’

ー，

．
 

．
 

.,
 

。
..
 I
 •. 

-・
 

•
9

.
-
9
.`
づ
，
．

-ii．
い

．
 

•9
a, 、
•• 

”
 .

.

 _
＿
ヽ

0
.
‘

し
た
感
じ
が
し
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
私
が
見

た
範
囲
、
感
じ
た
範
囲
の
こ
と
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
そ
し
て
勤
務
時
間
が
終
わ
る
と
、
さ

っ
さ
と
帰
っ
て
し
ま
う
。
金
曜
は
半
ド
ン

で
す
し
、

土
、
日
は
完
全
休
R
。
日
本
で
は
、

そ
こ
ま
で
徹
底
し
て
い
ま
せ
ん
。

そ
れ
か
ら
、
製
作
現
場
に
女
性
が
い
た
こ

と
や
、
転
戦
す
る
人
が
多
い
と
い
う
話
も
印

象
的
で
し
た
。
数
年
間
隔
で
転
職
し
、
そ
の

中
か
ら
最
終
的
に
自
分
に
あ
っ
た
会
社
を
決

め
る
人
が
多
く
、
中
に
は
初
め
の
会
社
に
入

り
直
す
人
も
い
る
よ
う
で
す
。
そ
の
あ
た
り

は
日
本
と
は
違
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
ど
う
感

じ
る
か
は
人
そ
れ
ぞ
れ
だ
と
思
い
ま
す
。

海
外
研
修
に
参
加
し
て
変
わ
っ
た
こ
と
で

す
か
？
自
分
で
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、

巳
嗣
』i

＇ 回
り
大
き
く
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
工
場

長
か
ら
は
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
う
だ
と
し
た

ら
、
う
れ
し
い
で
す
け
ど
ね
（
笑
）。

（談）

m
 ゚

c
 

p
 

.
J
 

大
合
山
駅

〇
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h

念
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・
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含

g
 

W

大

w
 

lw
墜

旦
省
製
作
所
本
社
・
樽
町
工
場
●
横
浜
市
港
北
区
樽
町

J

3
,8
'ー
／
最
寄
駅
は
、
東
急
東
横
線
絹
島
駅

6
0
4
5
,

p
 

t
t
5
4
3'
3
 0
0
 
5
（代
）
F
A
X
0
4
5
,
5
4
6
,
2
72
5

h
 

餞見）II 

桑
原
純

（く
わ
は
ら

・
じ
ゅ
ん）

●
昭
和
45年
、
福
島
県
生
ま

れ
0
63年
、
株
式
会
社
互
省
製
作
所
に
入
社
。
現
在
、
生
産
本

部
―

l

＿
春
工
場
0

器
拮
胚
紐
課
品
質
管
理
係
係
長
。

迦周駅山倉大と駅島絹線横東

gr鳶
右／鶴見/II。左／大倉山記念館。

市民の森

↑ 
O . 500m 
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財団からの お 知 ら せ

ロピーコンサート（ランチタイムコンサ＿卜）

●会場 横浜銀行本店ビル2階本店営業部ロビー
●時問 12時 15分-12時45分 (30分）

開催日 内容 出演者 曲目

西入1憂子
木管三重奏 （オーボエ） モーツァルト：

5/14 （オーボエ、 石村亜矢子 ディベルティメント
（月） クラリネット、 （クラリネット） エルガー ・愛の挨拶

ファゴットによる） 山下伸介 アメージンググレイス 他
（ファゴット）

バ刀ヽ．無伴奏ヴァイオリン

無伴奏
ソナタ2番よりグラーヴェ、フーガ

7/9 大堀由美子 長沢勝俊 ：独奏尺八のための
（月）

ヴァイオリンの
（ヴァイオリン） 詩曲

魅力
大堀由美子編曲’神奈川のうた
＜横濱窟謡メドレー＞

《予約制》ラウンジコンサート（アフタヌーンコンサート）

●会場 横浜銀行本店ビル 1階ラウンジ「ル ・ポール」
●時間 15時00分~16時00分 (1時間）

開催日 内容 出演者 曲目

名倉亜矢子 浜辺のうた、月の砂漠、
（ソプラノ） 赤い靴、サリー・ガーデン、
金子浩 グリーンスリーヴス、
（リュート） 涙のパバーヌ 他

＊各コンサートとも、曲目を変更する場合がありますので、ご了承ください。

6/11 
（月）

やすらぎの歌一
イギリスと
日木のうた

左から西入優子さん、石村亜矢子さん、山下伸介さん 大堀由美子さん

名
怠
亜
矢
子
さ
ん
・
金
子
浩
さ
ん

はまぎん財団ふれあいコンサート2012の

ご案内
大変ご好評をいただきました「はまぎん財団ふれあいコ

ンサート（無料） 」の 24年度の開他につきまして、ご案

内いたします。

5月のロビーコンサートを始めとして、ラウンジコンサート

及びヴィアマー レコンサートを含め、 23年度と同様に計

9回の開催を予定しております。 5月から7月ま での開

催内容は左記のとおりです。

なお、 6月のラウンジコンサー トは予約制となります。 8

月以降につきましては、別途、ホームペー ジ、インフォメ

ーション等でお知らせいたします。どうぞ、お気 軽にお

越しください。

ラウンジコンサートのこ予約申込方法は次のとおりです。

●募集人員 60名

●申込方法 往復はがき1枚に、郵便番号・住所・氏名・電話番号・

参加人数(1名または2名）を明記のうえ、〒220-8611横浜市西区

みなとみらい3-1-1 「はまぎん財団コンサート係」まで、お申し込みくだ

さい。

●募集期限 平成24年5月10日（木）（当日消印有効）

申込多数の場合には、抽選となりますので、予めご了承ください。

※はがきに記載された個人情報は、催事のお申し込みのみに使用し、

厳正にお取り扱いします。

＠お問い合わせ 財団法人はまぎん産業文化振興財団事務局

（横浜銀行本店ビル13階内 電話045-225-2171、

平日9時-17時）

＠交通アクセス JR線・横浜市営地下鉄線 桜木町駅下車、

動く歩道利用徒歩5分、みなとみらい線みなとみらい駅下車7分

●協賛

●協力

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

横浜銀行

オフィス KOM

|

編

集

後

記

ー

マ
イ
ウ
ェ
イ
で
は
、
県
内
各
地
に
伝
わ
る

民
俗
芸
能
を
広
く
地
域
の
皆
さ
ま
に
ご
紹
介

す
る
た
め
、
昨
年
三
月
に
第

一
号
と
し
て
、

「か
な
が
わ
民
俗
芸
能
物
語
＼
横
須
賀
・

三

浦
編
ー
」
を
発
刊
い
た
し
ま
し
た
。
第
二
号

と
な
り
ま
す
本
号
は
、
「
鎌
倉
・
籐
沢
編
」

と
し
て
、
鎌
倉
に
伝
わ
る
面
掛
行
列
、
神
楽

並
び
に
、
藤
沢
に
伝
わ
る
さ
さ
ら
踊
り
と
遊

行
寺
の
念
仏
行
事
な
ど
を
ご
紹
介
い
た
し
ま

し
た
が
、
い
ず
れ
も
人
々
の
絆
や
地
域
の
つ

な
が
り
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
大
切

な
暮
ら
し
の
文
化
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
感

じ
た
次
第
で
す
。

ま
た
、

当
財
団
で
は
、
県
内
各
地
に
伝
わ

る
民
俗
芸
能
を
ご
披
露
す
る
「
か
な
が
わ
民

俗
芸
能
祭
」
を
術
年
十
二
月
に
神
奈
川
民
俗

芸
能
保
存
協
会
及
び
神
奈
川
県
と
と
も
に
開

他
し
て
お
り
ま
す
。
「
マ
イ
ウ
ェ
イ
」
お
よ

び

「か
な
が
わ
民
俗
芸
能
祭
」
を
通
し
て
、

民
俗
芸
能
の
伝
承
並
び
に
発
展
の
お
役
に
立

つ
こ
と
が
で
き
得
れ
ば
誠
に
幸
い
で
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
監
修
・
執
筆
を

い
た
だ
い
た
石
井

一
射
氏
を
は
じ
め
、
取
材

に
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
皆
さ
ま
方
に
、
原

く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

次
号
は
、
来
年
三
月
に
「
小
田
原
・
箱
根

編
」
の
発
行
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

財
団
汰
人
は
ま
ぎ
ん
産
業
文
化
振
典
財
団

事
務
局
参
与
消
水
照
雄

23 22 


