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【
北
条
氏
略
系
図
】
一

達長寺西外門に立つ 「臨済宗五山

第一」と記された石碑。

ぜ
人

9
っ

最
高
の
寺
格
を
示
す
五
つ
の
禅
刹

五
山
制
度
の
確
立

な
ん
そ
う

五
山
の
制
と
は
、
中
国
の
南
宋
時
代
(
+
ニ

世
紀
）
に
定
め
ら
れ
た
制
度
で
、
日
本
で
は
中

な
ら

国
の
五
山
に
倣
っ
て
鎌
倉
時
代
末
期
に
取
り
入

れ
ら
れ
ま
し
た
。

宝
治
元
年
（
―

二
四
七
）
六
月
、
北
条
時
頼

が
三
浦
氏
を
滅
ぼ
す
と
、
北
条
氏
に
対
抗
す
る

鎌

倉

五

山

物

語

小

峰

邦

夫

（

郷

土

史

家

）

臨
済
宗
を
代
表
す
る
五
つ
の
名
刹
を
め
ぐ
る
小
さ
な
旅
゜

政
敵
は
無
く
な
り
、
従
来
有
力
武
将
の
合
議
制

ら
↑
く
り
・
＇

で
運
営
さ
れ
て
き
た
政
治
は
北
条
氏
嫡
流
の
専

制
政
治
へ
と
移
っ
て
い
き
ま
す
。
か
つ
て
三
浦

ゃ
大
の
う
ち
し
ょ
う

一
族
の
和
田
氏
の
所
領
で
あ
っ
た
山
内
荘
（
現

在
の
北
鎌
倉

一
帯

・
横
浜
市
南
部
）
は
幕
府

ち
ょ
っ
か
つ
り
ょう

し
つ

It人
け

直
轄
領
と
な
り
、
そ
の
後
は
北
条
執
権
家
の
私

領
と
な
り
ま
す
。
北
条
氏
は
自
領
と
な
っ
た
土

地
の
鎌
倉
中
心
部
に
近
い
場
所
に
北
条
氏
ゆ
か

度
は
武
家
に
よ
る
鎌
倉
五
山
に
代
わ
っ
て
、
公

家
に
よ
る
京
都
中
心
の
五
山
制
度
が
で
き
ま
す
。

な

ん

ぜ

ん

じ

と

う

ふ

く

じ

け
ん

こ
の
時
は
第

一
位
か
ら
南
禅
寺

・
東
福
寺

・
建

に
ん
じ

仁
寺

・
建
長
寺

・
円
覚
寺
と
い
う
順
序
で
、
京

都
の
寺
が
上
位
三
位
ま
で
を
占
め
て
い
ま
す
。

そ
の
後
も
度
々
変
更
が
あ
り
、
寺
の
入
れ
替
え
、

順
位
の
交
替
な
ど
が
行
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
各

そ
う
り
ょ

寺
の
僧
侶
の
名
簿
を
作
り
、

や
く
そ
う

役
僧
の
任
期
を
二
年
と
定

め
る
な
ど
制
度
の
内
容
が

固
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
そ

の
過
程
で
は
寺
の
格
を
上

げ
た
い
と
い
う
活
動
や
、

転
寺
に
よ
っ
て
自
身
の
昇

格
を
図
り
た
い
と
い
ヽ
？
連

動
も
起
こ
っ
た
こ
と
で
し

り
の
禅
宗
寺
院
、
即
ち
建
長
・
円
蹂
．
浄
智
と

り
ん
ざ
い
し
●
う

い
っ
た
臨
済
宗
の
寺
院
を
建
て
、
中
国
か
ら
五

山
の
制
が
伝
わ
る
と
我
が
国
最
初
の
五
山
に
列

か
ん
じ

し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
寺
は
官
寺
と
し
て
幕
府

に
保
設
さ
れ
、
最
上
位
の
格
付
け
が
さ
れ
ま
し

た
が
、
寺
領
、
順
位
、
住
持
（
住
職
）
の
任
免

等
は
幕
府
に
管
理
さ
れ
ま
し
た
。

元
弘
三
年

（
二
ニ
三
三
）
、
北
条
氏
の
滅
亡

に
よ
り
政
権
が
鎌
倉
か
ら
京
都
へ
移
る
と
、
今

ょ
う
。
五
山
称
号
の
変
百
権
や
住
持
の
任
免
権

む
ろ
ま
ち

を
持
つ
室
町
蔀
府
は
苦
し
い
財
政
事
情
を
助
け

る
た
め
に
、
二
年
ご
と
の
官
寺
住
戦
の
変
更
に

際
し
て
名
義
料

（公
認
料
）
を
徴
収
す
る
と
い

う
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

五
山
の
制
は
宗
教
の
序
列
化
・
官
僚
化
を
進

め
ま
し
た
が
、

一
方
で
は
人
事
の
交
流
に
よ
っ

て
文
化
の
広
が
り
な
ど
も
進
み
ま
し
た
。

今
日
の
五
山
と
は
、
室
町
幕
府
E

竪
盛
期
の
至

あ
し
か
が
よ
し
み
つ

徳
三
年

(
-
三
八
六
）
に
足
利
義
満
に
よ
っ
て

決
め
ら
れ
た
も
の
で
、
南
禅
寺
を
五
山
の
上

（
別
格
）
と
し
、
一
位
天
罷

・
建
長
、

二
位
相

国
・
円
貨
、

三
位
建
仁
・
壽
福
、
四
位
東
福
・

ま
ん
じ
ゅ

gぅ
み
£
‘

浄
智
、
五
位
万
寿
・
浄
妙
と
い
う
よ
う
に
京
都

と
鎌
倉
の
寺
院
が
同
数
に
な
り
、
こ
の
形
で
現

在
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

京
都
中
心
の
五
山
制
度
へ

鎌倉五山第二位の
ら くヽ し も人

円覚寺 ・勅使門。

~ 

表
紙
／
建
長
寺
三
門
。

裏
表
紙
／
円
覚
寺
境
内
。
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号r,どし上2点）。境内の伽藍は、数度の大火のため

洪鐘堂を除いてほとんどが焼失したが、江戸末期に
せいセつお い う

中興の誠拙和尚により再興された。 三門は天明5年
ふしみ じ,,、うも•く 0つ

(1785)の再建。伏見上皇勅箪の「円覚興聖禅寺J
と書かれた額が掛けられている。境内は国史踪。

開基◆北条時宗

開山◆無学祖元（仏光国師）

開創◆弘安5年(1282)

鎌怠市山ノ内409/合 0467-22-0478

拝観料：300円

5 

鎌
倉
五
山
第
二
位

J
R横
須
賀
線
の
北
鎌
倉
駅
を
降
り
る
と
、

ぇ
人
が
く
じ

そ
こ
は
も
‘
1仏
大
な
敷
地
を
も
つ
円
覚
寺
の
寺

域
で
す
。
臨
済
宗
円
覚
寺
派
大
本
山
・
瑞
鹿
山

ぇ
ん
が
く
こ
う
しょ
う
ぜ

ん

じ

も

う

こ

円
覚
興
聖
禅
寺
。
「
蒙
古
襲
来
」
と
い
う
空
前

の
国
難
が
収
ま
っ
た
弘
安
五
年
(
―

二
八
二
）
、

せ
さ
ひ
つ

り
立
ち
、
土
地
を
掘
っ
た
と
こ
ろ
石
櫃
が
出
土

し
、
中
か
ら
「
円
党
経
」
と
い
う
経
典
が
出

て
き
た
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。
円
覚
寺
の
門
前
、

J
R横
須
賀
線
と
鎌
怠
街
道
の
問
に
小
さ
な
池

が
あ
り
ま
す
。
池
の
名
は
白
鷺
に
ち
な
ん
で
白

鷺
池
、
か
つ
て
は
現
在
の
倍
以
上
の
大
き
な
池

で、

中
央
に
か
か
る
橋
を
隔
て
て
、
左
右
対
称

そ
う

ふ
う
が

の
宋
風
様
式
を
示
す
風
雅
な
造
り
だ
っ
た
と
い

い
ま
す
。
ま
ず
、
こ
の
池
を
望
ん
で
か
ら
、
円

さ
ん

t
、

覚
寺
を
参
詣
す
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

ぴ

e
（

ろ

ち

白
鷺
池
を
望
ん
で
山
内
へ

ほ
う
じ
ょ
う
と
き
む
ね

ち

K

{）

慧
幕
府
八
位
贔
北
条
時
宗
は
、
鎮
護
国
家

（
仏
教
に
よ
り
国
を
守
る
こ
と
）
へ
の
思
い
と
、

ぽ

だ

い

戦
死
し
た
敵
味
方
両
者
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に

ほ

つ

が

ん

む

が

く

そ

げ

ん

円
覚
寺
建
立
を
発
願
し
、
渡
来
僧
・
無
学
祖
元

を
開
山
と
し
て
創
建
し
ま
し
た
。

「円
此
」
の
寺
号
は
、
寺
地
選
定
の
際
、
鶴
岡

八
幡
宮
の
神
が
白
鷺
と
な
っ
て
、
こ
の
地
に
降

円
覚
寺

t
,
 

禅
宗
文
化
の
粋
を
今
に
伝
え
る

伽
藍
・
搭
頭
、
庭
圏
を
見
学
。

鎌

倉

五

山

を

歩

く

五
山
歩
き
は
一
二
つ
の
名
刹
の
あ
る
北
鎌
倉
を
起
点
に
始
め
ま
し
ょ
う
。

塵
疇

戸 匿！

境
内
入
口
。
石
段
の
上

に
総
門
が
見
え
る
。

さ

g
9
し
●人

境
内
入
口
に
立
つ
と
急
峻
な
石
段
が
あ
り
ま

す
。
石
段
の
上
に
総
門
が
あ
り
、
総
門
を
く
ぐ

る
と
、

「円
覚
典
聖
禅
寺
」
の
額
の
掛
か
る
ニ

壮
麗
な
三
門
と
国
宝
・
舎
利
殿

＠コース／円覚寺ー7分ー浄

智寺ー10分ー建長寺ー15分

一壽福寺ー30分ー浄妙寺

卍 建長寺

鎌含宮

召l

梵知杉本寺.~ 
． 北条高時
腹切やぐら

↑ 
0 , 500m 

二階堂

， 
瑞泉寺

卍 浄妙寺

✓ 
浄IJll寺

卍
報国寺

|
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1円覚寺境内図 I

開山堂
舎利殿

綾鐙庵 ＼黄楕院

＼ 
正伝庵

寿徳庵

居士林

宮隔庵

正続院

、•妙香池
如意庵

方丈

勅使門

蔵六庵

仏殿

遺仏場

松嶺院
三門

十王堂
（桂昌庵）

総門

白廃洞

.,.,.(弗日庵

洪鍔

弁天堂

慌源院

臥類庵
鎌
倉

北鎌倉

白櫨池
O 50 100m . . . 

昭
和
39年
に
再
建
さ
れ
た
禅
宗
様
式

の
仏
殿
。
本
尊
の
宝
冠
釈
迦
如
来
が

畜
さ
れ
て
い
る。

境
内
東
側
の
山
腹
に
洪
鐘
堂
が
あ
り
、
見
晴
ら
し
台
か
ら
源
氏
山
方
面
を
眺

望
。
正
面
に
東
慶
寺
（
鎌
倉
尼
五
山
第
二
位
）
が
見
え
る
。

コラム⑥

漱石の参禅体験 佛
日
庵
は
、
現
在
、
培
内
に
十
八
ケ
寺
あ
る

搭
頭
（
玄
院
）
の
一
っ
で
す
が
、
開
基
・
北
条

時
宗
の
廟
所
で
す
。
こ
こ
で
一
服
、
抹
茶
を
い

た
だ
き
、
お
参
り
し
て
か
ら
、
ま
た
散
策
す
る

と
よ
い
で
し
ょ
う
。

み
ど
こ
ろ

境
内
に
は
た
く
さ
ん
の
見
所
が
あ
り
ま
す
が
、

＊
 

中
で
も
見
逃
せ
な
い
の
が
鎌
倉
三
名
鎧
の
一
っ

夏
目
漱
石
は
二
十
八
歳
の
時
、
明
治

二
十
七
年
十
二
月
二
十
三
日
か
ら
翌
年
一

月
七
日
に
か
け
て
の
十
五
日
間
、
円
覚
寺

さ
げ
ん
い
ん

の
搭
頭
・
帰
源
院
に
泊
ま
り
、
参
禅
に
励

み
ま
し
た
が
、
得
る
も
の
な
く
下
山
し
ま

し
た
。
こ
の
時
の
経
験
は
小
説

「門
』
に

詳
し
く
描
か
れ
、

「夢
十
夜
j

に
も
出
て

き
ま
す
。
そ
の
後
、
明
治
三
十
年
七
月
、

右／妙香池（国名勝）。下／国宝・

舎利殿（非公開）の入口付近。鎌

念尼五山第一位の太平寺の仏殿を

室町時代に移築したものという。

陪
銅
葺
き
の
堂
々
た
る
三
門

て
い
ま
す
。
円
北
寺
の
象
徴
と
も
い
え
る
三
門

で
す
が
、
五
山
第

一
位
の
建
長
寺
の
三
門
よ
り

二
割
ほ
ど
小
さ
く
、
三
門
楼
上
に
は
、
観
世
音

ぽ

さ

つ

ら

か

ん

菩
薩

・
羅
漢
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

三
門
を
く
ぐ
れ
ば
仏
域
で
す
。

正
面
に
仏
殿
が
あ
り
、

右
側
に
方
丈
、
さ
ら
に
そ
の
ま
ま
な
だ
ら
か
な

み
↑
う
こ
う
ち

坂
道
を
歩
く
と
妙
香
池
が
あ
り
、
池
に
沿
っ
て

左
に
折
れ
る
と
、

門
の
向
こ
う
に
国
宝
・
舎
利

殿
が
あ
り
ま
す
。
内
陣
に
は
、
源
実
朝
が
宋
か

ら
請
来
し
た
仏
舎
利
（
釈
迦
の
遺
骨
）
が
納
め

ら
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
び

（山
門
）
が
貸
え

仏
殿
の
左
を
進
む
と
、

ふ
だ
ん
は
非
公
開
の
た
め
、

門
の
手
前
か
ら
唐
様
式
の
美
し
い
屋
根
を
眺
め

る
の
み
と
な
り
ま
す
。
す
ぐ
先
に
は
、
多
く
の

ぶ
つ
に
ち
あ
ん

参
詣
者
が
訪
れ
る
佛
日
庵
が
あ
り
ま
す
。

で
あ
る
国
宝
の
「
洪
鐘
」
で
し
ょ
う
。
九
代
執

権
貞
時
が
鋳
造
さ
せ
た
と
い
う
鎌
倉
時
代
を
代

ぽ
ん
し
．
，

表
す
る
梵
鐘
で
す
。

＊
方
丈
は
、
元
来
住
職
の
住
む
建
物
の
こ
と
を
さ
す
が
、
現

在
で
は
、
こ
こ
で
多
く
の
宗
教
行
事
が
行
わ
れ
る
。

＊
建
長
寺
の
梵
鐘
（
国
宝
）
、
常
楽
寺
の
梵
鐘

（国
重
文
）

と
と
も
に
鎌
倉
一
＝
名
鋒
と
い
う
。
ま
た
、
長
谷
寺
の
梵
鐘
（
国

重
文
）
を
ふ
く
め
て
、
鎌
倉
四
古
鐘
と
も
い
わ
れ
る
。

帰
源
院
を
再
訪
。
そ
こ
で
の
一
句

「仏
性

は
白
き
桔
梗
に
こ
そ
あ
ら
め
」
が
、
帰
源

院
境
内
の
自
然
石
に
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

仏
性

（人
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
も
っ
て

い
る
仏
ど
な
る
べ
き
性
質
）
は
白
い
桔
梗

の
よ
う
な
も
の
：
・
と
、
悟
る
こ
ど
の
で
き

な
い
漱
石
自
身
の
応
境
を
表
し
て
い
る
と

の
こ
と
で
す
。

7
 

6
 



上／鎌怠石の石段の上に中国風の鐘楼門が建ってい

る。中・右／参道入口の池のほとりに「甘露の井」が。

右手奥に総門が見える。中 ・左と下／仏殿（曇華殿）

と本尊の三世仏 （県重文）。左から向麻和 ．板逗 ．森
ろく

勒で、過去 ・現在・未来を表す如来像。右／鎌含七

福神の一柱とされる布袋尊像。
i," 

開基◆北条宗政・師時

開山◆冗庵普寧・大休正念・南州宏海

開創◆弘安4年(1281)

鎌怠市山ノ内1402/合 0467-22-3943

拝観料：200円

， 

.̀̂ 

円
覚
寺
を
出
て
鎌
倉
街
道
を
左
（
鎌
倉
駅
方

面
）
に
向
か
う
と
右
側
に
縁
切
り
寺
で
有
名
な

束
慶
寺
が
、
さ
ら
に
進
む
と
明
月
院
前
の
バ
ス

停
が
あ
り
、
こ
こ
を
右
に
折
れ
る
と
五
山
第
四

き
ん
ぼ
う
ざ
ん
じ
さ
う
ち

位
、
臨
済
宗
円
覚
寺
派
の
禅
刹
・
金
宝
山
浄
智

じ

む
ね

寺
が
あ
り
ま
す
。
開
基
は
北
条
時
宗
の
弟
の
宗

ま

さ

も

ろ

と
き

政
と
遺
児
の
師
時
で
す
。
宗
政
が
二
十
九
歳
の

若
さ
で
亡
く
な
る
と
、
ま
も
な
く
夫
人
は

一
族

の
助
け
を
借
り
て
寺
を
起
こ
し
、

夫
の
宗
政
と

造
児
師
時
の
両
者
を
開
基
と
し
て
創
建
し
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
開
山
に
は
中
国
の
名
僧
・

ご
っ
た
ん

ふ

ね

い

だ
い
さ●
う
し
4
．っ
ね
ん

な
ん
し
e
う
こ
う
か
い

冗
塵
贔
と
大
休
正
念
、
日
本
僧
の
南
州
宏
海

の
三
人
が
名
を
連
ね
て
い
ま
す
。

か
つ
て
は
三
門
、
仏
殿
、
法
堂
な
ど
の
伽
藍

た
っ
4
•
う

の
ほ
か
、
十
ケ
寺
を
超
え
る
塔
頭
が
建
ち
並
び
、

僧
侶
数
百
名
を
擁
す
る
大
寺
院
で
し
た
が
、
延

文
元
年

(
-
三
五
六
）
の
火
災
で
初
期
の
伽
藍

を
失
い
、
そ
の
後
再
建
さ
れ
た
建
物
も
関
東
大

震
炎
で
倒
壊
し
ま
し
た
。
現
在
は
、
鐘
楼
門
と

ど

人

げ

で

ん

ほ

う

じ
:
'

仏
殿

（曇
華
殿
）
、
方
丈
な
ど
が
谷
の
緑
の
中

か
人
じ
9
く

に
静
か
に
建
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
閑
寂
な
仔
ま

ゎ

い
に
「
佗
び
」
の
風
情
を
感
じ
る
人
も
少
な
く

は
な
い
で
し
ょ
う
。

参
道
入
口
に
古
い
石
橋
の
か
か
る
池
が
あ
り
、

鎌
倉
五
山
第
四

fiL
1 I 

浄
智
寺

I I, 

，＿L,
ャ

谷
の
緑
の
中
に
ひ

っ
そ
り
ど
杵
む

禅
刹
の
枯
れ
た
風
情
を
味
わ
う
。

じ
っ
せ
い

か

ん

ろ

＊

傍
ら
に
鎌
倉
十
井
の

一
っ
「
甘
露
の
井
」
が
あ

す

り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
総
門
、
鐘
楼
門
へ
と
磨
り

減
っ
た
石
段
を
上
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
総
門
に
は

「安
所
在
近
」
（宝
所
は
近
き
に
在
り
）
の
額
が

掛
か
り
、
さ
ら
に
上
る
と
、

中
国
風
の
珍
し
い

鏑
楼
門
が
あ
り
ま
す
。
門
を
く
ぐ
る
と
境
内

が
広
が
り
、

右
手
に
仏
殿
が
建
ち
、
こ
こ
に
は
、

室
町
時
代
の
作
と
い
わ
れ
る
ご
本
尊
の
三
如
来

（三
世
仏
）
が
安
個
さ
れ
て
い
ま
す
。

ほ

て

い

そ

ん

ま

つ

ま
た
、
仏
殿
裏
手
の
洞
窟
に
は
布
袋
尊
が
祀

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
表
情

は
、
訪
れ
る
者
を
安
ら
か
な
気
持
ち
に
さ
せ
て

く
れ
ま
す
。

＊
さ
ま
ざ
ま
な
伝
説
を
も
つ
10ケ
所
の
井
戸
を

「鎌
倉
十
井
」

と
呼
ん
で
い
る
。
「
甘
露
の
井
」
は
、
そ
の
水
が
き
れ
い
で

甘
か

っ
た
こ
と
か
ら
甘
露
水
と
呼
ば
れ
た
と
の
こ
と
。
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異
国
的
雰
囲
気
の
境
内
と
伽
藍

浄
智
寺
か
ら
鎌
倉
街
道
を
十
分
ほ
ど
歩
く
と
、

建
長
寺
バ
ス
停
前
に
「
臨
済
宗
五
山
第
こ
と

記
さ
れ
た
大
き
な
石
碑
が
あ
り
、
す
ぐ
後
ろ
に
、

「
天
下
禅
林
」
の
額
を
掲
げ
た
西
外
門
が
建
っ

て
い
ま
す
。
か
つ
て
は
東
外
門
も
あ
り
ま
し
た

が
、
現
在
は
あ
り
ま
せ
ん
。

鎌
倉
五
山
第

一
位

I I 

建
長
寺

日
本
初
の
臨
済
禅
の
一
大
道
場
と
し
て
君
臨
。

見
る
も
の
を
圧
倒
す
る
堂
々
た
る
伽
藍
。

門
を
入
っ
て
駐
車
場
を
横
切
る
と
、
左
手
に

こ

ふ
く
ざ
ん

山
号
「
臣
福
山
」
を
掲
額
し
た
総
門
が
見
え
ま

て
ん
だ
い
')
●
ぅ
ほ
ん
じ
●
ざ
ん
ま
い
い
ん

す
。
京
都
の
天
台
宗
般
舟
三
味
院
と
い
う
歴

代
天
皇
の
御
位
牌
を
祀
る
寺
院
の
表
門
を
昭
和

十
五
年
に
移
築
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
門
か
ら

は
っ
と
う

三
門
、
仏
殿
、
法
堂
が
、一

直
線
上
に
並
ん
で

い
ま
す
。
境
内
を
平
ら
に
造
成
し
、

左
右
対
称

に
伽
藍
配
置
し
た
造
形
は
、
中
国
の
禅
宗
様
式

め

い

ふ

じ

ぞ

う

ぽ

さ
つ

冥
府
の
救
済
者
・
地
蔵
菩
薩
を
安
置

I

"

 

を
範
と
し
た
も
の
で
、
同
じ
臨
済
宗
の
禅
刹
で

も
山
や
谷
の
起
伏
を
巧
み
に
取
り
入
れ
た
円
覚

寺
や
浄
智
寺
の
も
つ
表
情
と
は
違
い
、
異
国
的

な
雰
囲
気
・
カ
強
さ
を
た
た
え
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
進
む
と
、
威
風
堂
々
と
し
た
三
門
が

見
る
者
を
圧
す
る
よ
う
に
建
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
江
戸
期
の
安
永
四
年
（

一
七
七
五
）
に
再

建
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
大
き
さ
、
風
格

と
い
い
、
日
本
最
初
の
臨
済
禅
の

一
大
道
場
と

し
て
君
臨
し
た
禅
刹
の
意
気
込
み
を
感
ぜ
ず
に

は
お
ら
れ
ま
せ
ん
。

こ

ふ

ざ
ん
け
ん
ち
9

う
こ
う
こ
く
ゼ
ん

建
長
寺
、
正
し
く
は
「
巨
福
山
建
長
興
国
禅

じ

ほ
う
じ

5
と
き
よ
り

寺
」
と
い
い
、
鎌
倉
幕
府
の
執
権
北
条
時
頼
が

ら
ん
け
い
ど
う

o
.う

宋
の
嵩
僧

・
蘭
渓
道
隆
を
迎
え
て
開
山
と
し
、

建
長
五
年
（

―二
五
三
）
に
創
建
し
た
臨
済
宗

建
長
寺
派
の
大
本
山
で
す
。
三
門
の
右
手
、
東

側
の
鐘
楼
に
は
建
長
七
年

（
―
二
五
五
）
鋳
造

の
梵
鐘

（国
宝
）
が
あ
り
、
鐘
に
は
蘭
渓
道
隆

め
い

に
よ
る
「
建
長
禅
寺
」
の
銘
が
浮
彫
り
に
さ
れ

て
い
ま
す
。

さ
て
、
三
門
を
く
ぐ
る
と
参
道
の
両
側
に
蘭

0
で
く
し
ん

渓
道
隆
ゆ
か
り
の
柏
根
が
並
ん
で
い
ま
す
。
禅

師
が
宋
か
ら
持
参
し
た
と
伝
わ
る
柏
横
の
種

か
、
こ
の
地
に
植
え
ら
れ
、
お
よ
そ
七
百
五
十

年
。
厳
し
い
年
月
を
生
き
抜
い
て
き
た
禅
刹
を

象
徴
す
る
か
の
よ
う
な
老
樹
の
姿
は
、
す
ぐ
前

に
建
つ
仏
殿
に
独
特
な
趣
を
与
え
て
い
ま
す
。

建
長
寺
を
開
い
た
と
き
に
最
初
に
建
て
ら
れ

た
の
が
仏
殿
で
す
が
、
創
建
当
時
の
建
物
が
火

し
ば
ぞ
う
じ
さ
う
じ

災
で
焼
失
し
た
た
め
、
芝
増
上
寺
に
あ
っ
た

11 IO 
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禅宗様式の伽藍

禅
宗
様
式
は
、
鎌
倉
時
代
に
禅
宗
の
伝

来
に
伴
い
導
入
さ
れ
た
建
築
様
式
で
す
。

伽
藍
は
、
三
門
、
仏
殿
、
法
堂
を
中
心

線
上
に
並
べ
、
そ
の
他
を
左
右
対
称
に
配

置
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
伽
藍
と
は
一
般

に
、
寺
院
の
主
要
建
築
群
を
さ
し
ま
す
が
、

禅
宗
て
は
仏
殿
・
法
堂
（
法
を
説
く
堂
）

．

僧
堂
・
庫
裡
・
三
門

・
東
司
（
便
所
）
．

開基◆北条時頼

開山◆閤渓道降（大覚禅師）

開創◆建長5年(1253)

鎌倉市山ノ内8

1!0467-22-0981 

拝観料：300円

上
／
境
内
奥
の
山
道
へ
と
続
く
道
。

山
腹
に
は
建
長
寺
の
鎌
守
・
半
僧
坊

大
権
現
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
下
／
蘭

渓
道
降
の
作
庭
と
い
わ
れ
る
禅
宗
様

式
の
庭
圃
で
、
江
戸
時
代
に
改
修
さ

れ
た
（
国
名
勝
）。

川
↑

i
』

1

1
,1

ー，．
ひ
で
た
だ

み
た
古

や

徳
川
二
代
将
軍
秀
忠
夫
人
の
霊
陸
を
正
保
囚
年

（
一
六
四
七
）
に
移
築
し
た
も
の
で
、
本
聡
の

地
蔵
菩
薩
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
建
長
寺
の

境
内
が
あ
る
こ
の
土
地
は
、
か
つ
て
刑
場
が
あ

じ

3
く
や
っ

り
、
地
獄
谷
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た

め
、
処
刑
さ
れ
た
罪
人
を
弔
い
、
冥
府
の
救
済

者
と
さ
れ
る
地
蔵
菩
薩
を
本
檸
と
し
た
心
平
寺

と
い
、

2
守
院
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
仏
縁

を
重
ん
じ
て
、
建
長
寺
は
地
蔵
菩
院
を
本
淳
に

し
た
と
の
こ
と
で
す
。
現
在
の
仏
殿
に
は
、
地

ど
う
9
ょ
う

蔵
菩
薩
像
の
ほ
か
に
、
道
教
の
土
地
神
を
守
護

神
と
し
た
中
国
禅
宗
の
習
恨
を
取
り
入
れ
た
伽

藍
神

（本
年
三
月
に
国
重
文
指
定
）
や
千
体
地

ぞ
う
ぼ
さ
つ

ま
つ

蔵
菩
薩
な
ど
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

み

ど
―ス

捲
内
の
見
所
は
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
。
仏
殿

の
後
ろ
に
あ
る
法
堂

（固
重
文
）
は
、
文
化

十
一
年
(
-
八

一
四
）
築
造
の
関
東
最
大
と
い

か
ら
も
ん

わ
れ
る
木
造
建
築
で
、
法
堂
後
方
の
庖
門
（
別

ら
よ
く

し

も

ん

名
丘
籾
使
門
・
国
重
文
）
、
そ
の
向
こ
う
に
は

方
丈
、
方
丈
の
背
後
に
は
禅
宗
様
式
の
庭
園
が

あ
り
ま
す
。
境
内
は
方
丈
の
後
方
一
帯
の
山
を

含
み
、
年
間
を
通
じ
て
多
く
の
参
拝
者
の
散
策

路
と
な
っ
て
い
ま
す
。

浴
室
を
七
堂
伽
藍
と
い
い
ま
す
。

き

わ

り

建
築
の
構
造
は
、
木
割
が
細
く
、
屋
根

の
傾
斜
は
急
で
、
軒
は
強
く
反
り
、
軒
哀

く
み
も
の

は
組
物
ど
浮
ば
れ
る
細
か
い
装
飾
で
埋
め

尽
く
さ
れ
て
い
ま
す
。
建
長
寺
、
円
党
寺

の
三
門
を
見
る
と
、
軒
哀
に
は
何
段
も
の

組
物
が
詰
め
込
ま
れ
て
い
る
の
が
分
か
り

ま
す
。
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総門。門の脇に「壽福金剛禅寺」と記された石碑が。全盛期は

七堂伽藍と十数の塔頭が建ち並んでいたという。境内は国史跡。

鎌
倉
五
山
第
一二
位

a.. 
じ
ゅ
ふ
く
じ

臨
済
宗
建
長
寺
派
の
禅
刹
．
壽
福
寺
（
正
し

さ
こ
く
ざ
ん
じ
ゅ
ふ
く
こ
を
こ
う
ぜ
ん
じ

げ
ん

じ
や
ま

く
は
、
亀
谷
山
壽
福
金
剛
禅
寺
）
は
、
源
氏
山

お
う
ぎ
が
や
っ

を
背
に
し
た
扇
ケ
谷
の
山
ふ
と
こ
ろ
に
あ
り

こ

ぶ
く

ろ
ざ
か

ま
す
。
建
長
寺
か
ら
巨
福
路
坂
を
通
っ
て
鶴
岡

こ
ま
ち
ど
お

八
幡
宮
の
境
内
に
沿
っ
て
小
町
通
り
の
入
口
へ
。

こ
こ
を
右
に
折
れ
て
十
分
ほ
ど
で
す
。

人
影
の
少
な
い
小
路
を
道
な
り
に
歩
い
て
い

く
と
閑
静
な
住
宅
街
の

一
角
に
朱
塗
り
の
総
門

が
現
れ
ま
す
。

み

な

も

と

の

よ

り

と

も

よ

し
と
も

こ
の
地
は
も
と
も
と
源
頼
朝
の
父
・
義
朝

の
館
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
頼
朝
の
死
後
、

妻
政
子
の
祈
願
で
、
正
治
元
年
(
―
二
0
0
)、

~~' , , -.er~-~ --~· ― 
も互塁也嘉与倫，ヒ畠
与上す ‘ かの仏の

はる ;i!:tらた殿先
五木｀裏めがに

政輪政
ら

手‘見山
そ塔子祠の山え門

下
が．窟墓門るが

は
建源墓地手° あ
っ実-へ前ふり

、て朝が゜でだ ‘
実、母ぁい参ん山
朝羞子 ＜拝は f
の。を り 1、つを非こ 嵩

福
寺

開
基
●
源
頼
家
（北
条
政
子
）

開
山
●
栄
西

開
創
◆
正
治
元
年
(1

2

oo) 

鎌
倉
市
＿
扇
ケ
谷
1ー

1
7I
7

6
0
4
6
7
|
2
2ー

6
6
0
7

堂
内
非
公
開

-
』

9
9

木
漏
れ
日
が
美
し
い
参
道
を
歩
き
、

政
子
・
実
朝
ゆ
か
り
の
慕
所
へ
：
・

よ
り
い
え

息
子
の
頼
家
を
開
基
と
し
、
宋
か
ら
棉
朝
し
た

え
い
さ
い

栄
西
を
開
山
と
し
て
創
建
し
ま
し
た
。
こ
の
地

を
愛
し
た
頼
朝
の
逍
志
で
あ
っ
た
と
も
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
今
日
遺
さ
れ
て
い
る
建
物
の
ほ

と
ん
ど
が
徳
川
氏
の
保
護
を
受
け
て
再
建
さ
れ

た
も
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
禅
刹
に
ふ
さ
わ
し

り
ん

い
凛
と
し
た
気
品
と
風
格
が
漂
っ
て
い
ま
す
。

み

と
く
に
御
影
石
で
組
ま
れ
た
参
道
の
美
し
さ

は
格
別
で
、
四
季
そ
れ
ぞ
れ
に
味
わ
い
が
あ
り

ま
す
。
総
門
を
く
ぐ
り
、
木
漏
れ
日
が
影
を
落

と
す
敷
石
を
踏
み
し
め
な
が
ら
歩
く
と
、
簡
素

な
山
門
が
あ
り
、
山
門
か
ら
仏
殿
（
非
公
開
）

が
見
え
、
仏
殿
前
に
は
、
し
っ
と
り
と
落
ち
着

い
た
風
情
の
庭
園
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

山
門
脇
を
路
地
伝
い
に
緩
や
か
な
坂
道
を
上

っ
て
ゆ
く
と
墓
所
が
あ
り
、
山
腹
の
や
ぐ
ら
に
、

さ
ね
と
も

北
条
政
子
・
源
実
朝
母
子
の
墓
と
伝
え
ら
れ
る

f
j

り
ん
と
う

五
輪
塔
が
建
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
栄
西
は
茶
の
種
子
を
中
国
か
ら
持
ち

帰
っ
て
栽
培
し
、
日
本
に
広
め
た
こ
と
で
有
名

き
っ
さ
よ
う

で
す
。
壽
福
寺
に
は
栄
西
の
著
し
た
「
喫
茶
養

じ
上
う
き

生
記
」
（
国
重
文
）
が
あ
り
ま
す
。
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上
／
茶
室

・
喜
泉
庵
か
ら
眺
め
た
枯
山
水
。
右
下
／
庭
園
の
向
こ
う
に
喜
泉

庵
が
。
左
下
／
足
利
貞
氏
（
尊
氏
の
父
）
の
も
の
と
伝
え
ら
れ
る
宝
蓑
印
塔
。

開基◆足利義兼

開山◆退耕行勇

開創♦文治4年 ( 1 188)

鎌倉市浄明寺3-8-31/tt0467-22-2818 

拝観料：100円

銅葺きの清々しい本堂 （仏

殿）。仏殿には本尊の釈迦

三尊坐像、本堂裏の開山堂

には、開山退耕行勇律師像

（国重文）が安謹されてい

ふ境内は国史跡。

コラム＠

山門と三門
鎌
倉
刊
山
第
五
位

壽
福
寺
を
出
て
、
五
山
め
ぐ
り
の
最
後
の
禅

じ
↑
ッ
ク
ょ
う

じ

刹

．
浄
妙
寺
に
向
か
い
ま
す
。
鶴
岡
八
幡
宮
ま

で
戻
り
、
こ
こ
か
ら
金
沢
街
道
を
歩
い
て
、
お

よ
そ
三
十
分
の
道
の
り
で
す
。

臨
済
宗
建
長
寺
派
の
禅
刹
で
、
正
し
く
は
稲

荷
山
浄
妙
禅
寺
。
当
寺
発
行
の
略
記
に
よ
れ
ば
、

開
山
は
退
耕
行
勇
、
開
基
は
足
利
義
兼
で
す
。

義
兼
は
頼
朝
挙
兵
以
来
の
武
将
で
、
鎌
倉
壺
茄
g

し
●
く
ろ
う

と
さ

こ

の
宿
老
と
し
て
活
躍
し
、
北
条
時
政
の
娘
時
子

（
政
子
の
妹
）
を
妻
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
義
兼
が
文
治
四
年
（

―
-
八
八
）
に
創

建
し
た
時
に
は
密
教
系
の
寺
院
（
極
楽
寺
）
で

庵
」
を
平
成
三
年
に
復
興
し
、
参
拝
者
に
開
席

さ
れ
た
も
の
で
す
。
枯
山
水
を
眺
め
な
が
ら
、

水
琴
窟
の
音
に
耳
を
傾
け
、
茶
を
楽
し
む
こ
と

が
で
き
ま
す
。
さ
て
、

一
服
し
て
か
ら
、
仏
殿

裏
手
の
墓
地
を
訪
ね
ま
し
ょ
う
。

も
ゥ
う
こ
う
か
い

こ
こ
に
は
浄
妙
寺
殿
と
呼
ば
れ
た
中
興
開

き

あ
し
か
が

さ
だ

う
じ

基
・
足
利
貞
氏
（
尊
氏
の
父
）
の
墓
と
伝

寺
院
は
木
来
、
山
の
中
に
建
て
ら
れ
た

た
め
山
門
と
い
わ
れ
、
寺
名
の
上
に
山
号

が
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
平
地
に
あ
っ
て
も

山
門
ど
畔
ば
れ
る
の
は
、
そ
の
名
残
で
す
。

ま
た
、
山
門
は
三
門
ど
も
呼
ば
れ
て
い

ま
す
。
現
世
の
苦
悩
か
ら
脱
し
て
仏
の
世

界
に
近
づ
く
こ
ど
を

「解
脱
」
ど
い
い

i

す
が
、
そ
れ
に
は
空
門
・
無
相
門
・
無
作

I I 

浄
妙
寺

枯
山
水
の
庭
園
を
眺
め
な
が
ら

t
ぃ
，
．
ん
く
つ

水
琴
窟
の
音
を
楽
し
み
、
抹
茶
を
い
た
だ
く
。

し
た
が
、
そ
の
後
、
臨
済
宗
の
禅
刹
と
な
り
、

寺
名
を
浄
妙
寺
に
改
め
ま
し
た
。

金
沢
街
道
の
浄
明
寺
バ
ス
停
手
前
の
小
道
を

左
に
折
れ
る
と
、
小
さ
な
総
門
が
あ
り
ま
す
。

総
門
を
入
る
と
、
明
る
い
境
内
の
正
面
に
、
山

ど
う

ぷ

ほ

う

じ

，

＇

の
緑
を
背
に
し
て
銅
荘
き
方
丈
形
式
の
仏
殿
が

建
ち
、
仏
殿
に
は
本
聡
の
釈
迦
如
来
が
安
置
さ

さ
せ
ん
あ
ん

れ
て
い
ま
す
。
仏
殿
左
側
の

一
角
に
は
喜
泉
庵

か
れ
さ
ん
す
い

と
い
う
茶
室
が
あ
り
、
茶
室
の
前
に
枯
山
水
の

庭
園
が
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
茶
室
は
、
天
正
年
閥
(
-
五
0
0年
代
）
、

僧
が
集
ま
り
茶
を
喫
し
た
と
い
わ
れ
る
「
喜
泉

ほ
う
●
上う
い
ん
と
う

え
ら
れ
る
宝
匿
印
塔
が
あ
り
、
「
明
徳
三
年
」

（
一
三
九
二
）
の
銘
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
背
後
に
あ
る
稲
荷
山
に
は
、
鹿
島

じ
ん

ぐ

う

ふ

じ

わ
ら
の
か
ま
た
り

神
宮
へ
参
詣
す
る
途
中
の
藤
原
鎌
足
が
立
ち
寄

り
、
鎌
を
埋
め
た
と
い
う
伝
承
が
あ
り
ま
す
。

一
説
で
は
、
こ
こ
か
ら
「
鎌
倉
」
と
い
う
地
名

が
生
ま
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

I I, 

門
の
三
つ
の
門
を
経
て
仏
国
土
に
至
る
と
、

仏
教
で
は
教
え
て
い
ま
す
。
三
解
脱
門
ど

も
呼
ば
れ
、
禅
寺
の
場
合
は
ふ
つ
う
仏
殿

の
前
に
三
門
が
置
か
れ
ま
す
。

建
築
的
に
は
、
初
期
の
寺
院
建
築
で
は
、

南
に
面
し
て
、
正
門
、
東
に
二
つ
の
脇
門

が
置
か
れ
る
こ
ど
か
ら
三
門
ど
呼
ば
れ
て

い
ま
し
た
。
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則四かり V)~加りで
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一
ー

団
員
10名
と
団
長
（
左
端
）
と
記
念
撮
影
。
右
端
が
花
本
さ
ん
。
「
帰

国
し
て
か
ら
も
互
い
に
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ま
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仲
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海外派遣事業のご紹介

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

E
 

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810名、商業従業者派遣

事業に約 150名の方々が派遣団員として参加され、欧州

の先進国で責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。

謳

ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
通
し
て

地
球
環
境
に
貢
献
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

横
浜
市
中
区
昧
ダ
イ
イ
チ

イ
タ
リ
ア
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
事
情

一
昨
年
十

一
月
に
「
第
十
五
回
神
奈
川
県

商
業
従
業
者
海
外
派
遣
団
」
に
参
加
し
、
八

日
間
の
日
程
で
フ
ラ
ン
ス
（
ニ
ー
ス
）
と
イ

タ
リ
ア
（
ト
リ
ノ
、
ミ
ラ
ノ
）
の
三
都
市

十
二
箇
所
の
商
業
施
設
を
視
察
し
て
き
ま
し

た
。
タ
イ
ト
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
中
で
、
団

事
を
す
る
ス
タ
ッ
フ
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
な
ん

か
を
製
作
し
て
い
る
ん
で
す
。
さ
す
が
H
本

と
は
違
い
ま
す
。
ト
リ
ノ
は
貴
族
と
富
豪
の

住
む
伝
統
的
な
都
市
で
す
。

で
す
か
ら
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
も
、
こ
こ
で
は

シ
ッ
ク
な
デ
ザ
イ
ン
の
白
い
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム

が
主
流
で
し
た
。
た
だ
ち
ょ
っ
と
意
外
だ
っ

た
の
が
、
眼
鏡
屋
さ
ん
を
二
箇
所
訪
問
し
ま

し
た
が
、
ど
ち
ら
の
店
の
店
貝
さ
ん
も
白
い

診
察
着
を
着
用
し
て
い
た
こ
と
で
す
。
た
し

か
に
診
察
着
を
着
る
こ
と
で
信
頼
感
が
増
し

ま
す
か
ら
、
眼
の
検
査
を
す
る
の
に
は
効
果

的
で
す
。
こ
れ
も
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
の
効
用
の

―
つ
で
す
ね
。

そ
の
点
、
ト
リ
ノ
と
比
べ
る
と
ミ
ラ
ノ
は

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
街
で
す
。
街
中
で
目
に
す

花
本
高
志
さ
ん

員
十
名
が
そ
れ
ぞ
れ
目
的
意
識
を
も
っ
て
精

力
的
に
取
材
し
て
い
る
の
を
見
て
、
ず
い
ぶ

ん
と
励
ま
さ
れ
た
の
を
思
い
出
し
ま
す
。

私
の
担
当
視
察
先
は
、
ト
リ
ノ
の
ユ
ニ
フ

ォ
ー
ム
店
で
、
家
族
四
人
で
経
営
す
る
オ
ー

ダ
ー
メ
イ
ド
の
店
で
し
た
。
な
ん
と
顧
客
の

六
0
パ
ー
セ
ン
ト
が
富
豪
フ
ァ
ミ
リ
ー
と
の

こ
と
。
家
事
を
行
う
メ
イ
ド
さ
ん
や
、
庭
仕

る
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
が
な
ぜ
か
格
好
よ
く
見
え

ま
し
た
。
皆
さ
ん
、
頭
が
小
さ
く
て
、
ス
タ

イ
ル
が
い
い
し
、
そ
れ
に
着
こ
な
し
が
い
い

か
ら
か
、
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
も
お
し
ゃ
れ
な
街

に
溶
け
込
ん
で
い
る
。
な
ん
だ
か
街
全
体
が

イ
タ
リ
ア
を
P
R
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
を

受
け
ま
し
た
。

と
い
っ
て
も
、
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
の
デ
ザ
イ

ン
が
特
別
に
い
い
と
か
、
機
能
的
に
優
れ
て

い
る
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
は
感
じ
ま
せ
ん

で
し
た
。
訪
問
し
た
三
都
市
に
関
し
て
で
す

が、

H
本
の
ほ
う
が
デ
ザ
イ
ン
も
機
能
も
は

る
か
に
進
ん
で
い
る
と
感
じ
ざ
る
を
得
ま
せ

ん
で
し
た
ね
。
そ
う
い
う
自
信
を
も
つ
こ
と

が
で
き
た
こ
と
も
、
今
回
の
視
察
の
成
果
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。

花本さんは、（粉ダイイ

チの専務取締役。

海
外
派
逍
団
員
が
語
る
⑲
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則四 1J"つVJC 1-llっで

ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
の
効
用
の
大
き
な
ポ
イ
ン

ト
の
―
つ
は
、

P
R効
果
で
す
。
企
業
、
団

体
、
各
種
グ
ル
ー
プ
の
広
報
官
伝
活
動
で
す

が
、
大
切
な
こ
と
は
、
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
着

る
こ
と
に
よ
っ
て
信
頼
度
・
安
心
感
が
増
し
、

一
体
感
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
活
力
の
ア
ッ
プ

に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

私
ど
も
の
会
社
で
は
「
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
が

地
球
を
救
う
」
を
合
言
葉
に
し
て
い
ま
す
。

最
近
で
は
エ
コ
活
動
に
力
を
人
れ
る
企
業
が

増
え
て
い
ま
す
が
、

C
0の
排
出
権
付
き
ユ

ニ
フ
ォ
ー
ム
を
着
る
企
業
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ

の
企
業
が
環
境
へ
の
取
り
組
み
を
積
極
的
に

ア
ピ
ー
ル
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
が
地
球
を
救
う

上・右/1階ショーウインドウ。上・左／ショールームと担当社員の皆さん。各種

のワーク・ユニフォームを揃えている。下・右／ 「ふだんから服装には気を配って

います」という花本さん。胸元のポケットチーフは自社のオリジナル商品 （写真右

下）。スーツのボケットにそのまま差し込めるのが便利。下・左／本社ビル外観。

‘
 私

ど
も
の
会
社
で
も
早
く
か
ら
ユ
ニ
フ
ォ

ー
ム
に
エ
コ
素
材
を
取
り
入
れ
て
お
り
ま
す

し
、
リ
ュ
ー
ス
（
再
使
用
）
、
リ
サ
イ
ク
ル

（再
利
用
）
と
い
っ
た
コ
ン
セ
プ
ト
を
通
し

て
、
地
球
環
境
に
貢
献
し
た
い
と
考
え
て
き

ま
し
た
。
さ
ら
に
、
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
着
る

人
た
ち
、
そ
れ
を
見
る
人
た
ち
が
輝
い
て
く

れ
る
こ
と
で
、
地
域
に
活
力
を
取
り
戻
せ
る

の
で
は
な
い
か
と
。
た
と
え
ば
、
祭
の
と
き

に
皆
同
じ
衣
装
を
着
る
こ
と
に
よ
っ
て
祭
を

み

こ

し

盛
り
上
げ
て
い
ま
す
。
神
輿
の
担
ぎ
手
も
そ

れ
で
一
体
感
が
生
ま
れ
て
、
ふ
だ
ん
は
出
せ

な
い
力
が
出
る
と
い
う
話
を
聞
き
ま
し
た
。

で
す
か
ら
世
界
の
人
々
に
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム

の
効
用
を
き
ち
ん
と
伝
え
る
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
自
然
環
境
か
ら
、
そ
し
て
人
々
の
力
か

’‘ 
［野毛山周辺］上・右／大岡川と/II沿いの散策路。上・左／横浜にぎわい座。下 ・右

／野毛山公圏の佐久間象山顕彰碑。下・ 左／下町の雰囲気が漂う野毛小路。

記■~~-~ 國~
ら
、
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
通
じ
て
地
球
を
救
う

こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。

（談）

曜 2昧
I 4ダ
金 1ィ
曜 9ィ
9 6チ
時 3●
I 5横
18 F浜

. . 藝百少年センター

雙A市
、 横浜にぎわい座

呂 x
恵0区

中 、~大神宮 、
I~ 篇

2町
§6  3 

裔f89 
舌 8/
2: 8 ff 。7
0 9 

゜"-・ / 4 っ月？

花
本
志
志
（
は
な
も
と

・
た
か
し
）

●
昭
和
47年
、
広
島
県
生

ま
れ
。
大
学
卒
業
後
、
N
T
T
に
勤
め
た
後
、
平
成
16年
に
（
株
）

ダ
イ
イ
チ
に
入
社
。
昨
年
9
月
専
務
取
締
役
に
就
任
。

21 20 



財四かり V)お渕りで

横
浜
銀
行
本
店
ビ
ル
を
会
場
と
し

て
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
を
中
心
と

し
た
コ
ン
サ
ー
ト
（
無
料
）
を
横

浜
銀
行
の
協
賛
と
大
倉
山
水
晰
コ

ン
サ
ー
ト
の
協
力
に
よ
り
、
七
月

よ
り
十
二
月
ま
で
各
月
一
回
、
原

則
第
二
月
曜
日
に
開
催
い
た
し
ま

す
。
ど
う
ぞ
、
お
気
軽
に
お
出
か

け
く
だ
さ
い
。
十
月
以
降
の
開
催

予
定
に
つ
き
ま
し
て
は
、
決
定
次

第
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
チ
ラ
シ
等

で
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

マ
イ
ウ
ェ
イ
特
別
記
念
号

「
よ
こ
は
ま
産
業
文
化
物
語

＼
原
三
揆
に
公
共
貢
献
を
学
ぶ
＼
」
（
仮
題
）
の

発
行
に
つ
い
て

当
財
団
で
は
、
昨
年
、
横
浜
開
港
百
五
十
年
記
念
事
業

の
一
っ
と
し
て
、
「
原
三
渓
翁
伝
」
へ
の
出
版
助
成
を
実

施
い
た
し
ま
し
た
。
「原
三
渓
翁
伝
」
に
は
、
三
渓
翁
の

実
業
家
、
社
会
事
業
家
と
し
て
の
僻
大
な
足
跡
が
詳
細

に
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、

そ
の
中
で
、
最
も
重
き
が
箇

か
れ
て
い
る
公
共
貢
献
へ
の

功
績
を
中
心
に
ご
紹
介
す
る

特
別
記
念
号
（
七
十
七
号
「
ょ

こ
は
ま
産
業
文
化
物
語
」
）
を

来
年
一
月
下
旬
（
予
定
）
に

発
刊
い
た
し
ま
す
。

は
ま
ぎ
ん
財
団
ロ
ビ
ー
＆

ラ
ウ
ン
ジ
コ
ン
サ
ー
ト
の

開
催
ご
案
内

ロ］
はまぎん財団ロピーコンサート（ランチタイムコンサート）

●会場 浜銀本店ビル2階本店営業部ロビー

●時間 12時15分-12時45分 (30分）

ー

ィ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ジ
ー

「武家の古都・鎌倉」には、年間二千

万人もの方々が訪れ、四季折々、大変
にぎ

な賑わいを見せています。
みなもとのよりとも

源頼朝が鎌倉幕府を開いたのは一―

九二年、初の武士による政治を始めた

鎌倉の地には、その繁栄の歴史と華や

かな文化が伝えられております。

今回の「マイウェイ」は、その輝か

しい歴史と文化の中から、禅宗寺院の

格付として、北条氏が取り入れ、室町

期の一三八六年に足利義満によって定

められた「鎌倉五山」をテーマとして、

禅刹五ケ寺を巡る「鎌倉五山物語」を

発行いたしました。

取材を通じまして、境内や庭園の落
たたず

ち着いた仔まいに触れるとともに、山

開催日 内容 出演者 曲目

7/12 
優雅なハープ

徳永泰子
パッヘルベルのカノン、

（ハープ独奏） 泉、ひき潮他

干の風になって、

8/9 
ヴァイオリンと 李文佳 （ヴァイオリン）、 バッハ無伴奏

チェロの調べ 伊藤顕輔（チェロ） チェロ組曲より、

チャルダ必竺他

はまぎん財団ラウンジコンサート（アフタヌーンコンサート）

●会場 浜銀本店ビル 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

9/13 

編
集
後
記

サクソフォン

四重奏

物井光太朗（ソプラノ）、
田辺陽子（アルト）、

甲田愉香（テナー）、

石岡公恵（バリトン）

G線上のアリア、

くるみ割り人形粗曲、
カルメン幻想曲

門
、
仏
殿
、
法
堂
、
方
丈
な
ど
荘
厳
な
伽
藍

の
建
築
物
と
仏
像
な
ど
を
拝
観
し
、
創
建
時

か
ら
連
綿
と
続
く
五
山
の
歴
史
の
重
み
を
切

に
感
じ
た
次
第
で
す
。

こ
の
小
冊
子
が
、
皆
さ
ま
方
の
鎌
倉
の
歴

史

・
文
化
散
策
に
多
少
な
り
と
も
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
、
鎌
倉
在
住
の
郷

土
史
家
・
小
峰
邦
夫
氏
を
は
じ
め
、
取
材
に

ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
皆
さ
ま
方
に
、
厚
く

御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

財
団
法
人
は
ま
ぎ
ん
産
業
文
化
振
興
財
団

事
務
局
参
与
消
水
照
雄

ラウンジコンサートは、予約制とさせていただきます。

お申し込み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・ 1名または2名参加を明記のうえ、〒220-8611

横浜市西区みなとみらい3-1-1 「はまぎん産業文化振興財団コンサート係」

まで、お申し込みください。 ●募集期限 平成22年8月20日（金）

（当日消印有効）申込多数の場合には、抽選といたします。

※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

取り扱いいたします。

＠お問い合わせ 財団法人はまぎん産業文化振興財団車務局

（横浜銀行本店ビル13階 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

23 22 




