
旬
を
食
べ
よ
う
！

　

旬
の
野
菜
や
お
す
す
め
加
工
品
を
、
嵐
山

町
の
生
産
者
や
直
売
所
の
コ
メ
ン
ト
と
と
も

に
紹
介
し
ま
す
。

◆
直
売
所
よ
り

　

４
月
は
、
春
の
野
菜
や
山
菜
が
出
て
く
る

季
節
で
す
。
タ
ケ
ノ
コ
や
フ
キ
、
ワ
ラ
ビ
、

菜
の
花
な
ど
が
直
売
所
の
売
り
場
に
並
び
ま

す
。
甘
く
柔
ら
か
い
春
キ
ャ
ベ
ツ
も
販
売
し

て
い
ま
す
よ
。
天
ぷ
ら
や
お
ひ
た
し
な
ど
、

素
材
の
味
を
活
か
し
た
味
付
け
の
料
理
で
春

の
味
を
楽
し
み
ま
せ
ん
か
。

◆
生
産
者
紹
介
①

一
庵　
（
志
賀
）

　

根
岸
君
枝
さ
ん（
中
）・
堀
越
栄
さ
ん（
右
）・

大
山
み
や
子
さ
ん（
左
）

○
ど
ん
な
も
の
を
作
っ
て
い
る
か

　

手
づ
く
り
の
信
州
お
や
き
を
作
っ
て
販
売

嵐
山
の
季
節
の
農
産
物
・

加
工
品
紹
介　
№
９

し
て
い
ま
す
。
信
州
の
母
が
作
っ
て
く
れ
た

美
味
し
い
お
や
き
の
味
が
忘
れ
ら
れ
ず
、
皆

さ
ま
に
お
や
き
の
味
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た

め
、
素
材
に
こ
だ
わ
っ
て
信
州
の
味
を
再
現

し
て
い
ま
す
。
嵐
山
直
売
所
で
は
、
昨
年
の

８
月
か
ら
販
売
を
開
始
し
ま
し
た
。

○
お
や
き
の
種
類
な
ど

　

現
在
は
野
沢
菜
、
き
ん
ぴ
ら
、
切
り
干
し

大
根
の
３
種
類
の
お
や
き
と
、
お
饅
頭
を
販

売
し
て
い
ま

す
。
茄
子
の

お
や
き
を
作

っ
て
ほ
し
い

と
の
お
客
様

の
声
が
多
く
、

こ
れ
か
ら
種

類
を
増
や
し

て
い
き
た
い

と
考
え
て
い

ま
す
。

○
素
材
の
こ
だ
わ
り

　

切
り
干
し
大
根
は
仲
間
の
一
人
、
根
岸
さ

ん
が
畑
で
栽
培
し
て
切
り
干
し
に
し
た
も
の

を
使
っ
て
い
ま
す
。
中
身
も
す
べ
て
手
作
り

で
、
生
地
か
ら
信
州
の
味
に
こ
だ
わ
り
、
国

産
の
原
材
料
の
安
心
安
全
な
製
品
を
販
売
し

て
い
ま
す
。

○
や
り
が
い

　

お
客
様
よ
り
、
本
場
の
信
州
お
や
き
よ
り

美
味
し
い
と
の
声
を
頂
い
た
こ
と
が
大
変
励

み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
食
べ
歩
き
を
し
て
研

究
・
試
作
を
重
ね
て
現
在
の
お
や
き
が
完
成

し
ま
し
た
。
人
生
１
０
０
年
時
代
、
こ
れ
か

ら
も
楽
し
い
仲
間
と
共
に
愛
さ
れ
る
お
や
き

作
り
に
励
み
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ど

う
ぞ
一
度
お
召
し
上
が
り
く
だ
さ
い
。

◆
生
産
者
紹
介
②

宮
田
芳
子
さ
ん
（
広
野
）

○
い
つ
か
ら
農
業
を
や
っ
て
い
る
か

　

農
業
を
始
め
、
直
売
所
に
出
荷
す
る
よ
う

に
な
っ
て
３
年
程
経
ち
ま
す
。
自
分
で
勉
強

し
な
が
ら
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
て
農
業
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
季
節
の
野
菜
は
も
ち

ろ
ん
、
ゴ
マ
や
ア
イ
ス
プ
ラ
ン
ト
、
赤
毛
瓜

な
ど
珍
し
い
野
菜
や
単
価
の
高
い
も
の
を

作
っ
た
り
と
色
々
工
夫
し
て
い
ま
す
。

○
季
節
の
お
す
す
め
野
菜

　

今
の
時
期
、
ぜ
ひ
食
べ
て
い
た
だ
き
た
い

の
が
「
ア
イ
ス
プ
ラ
ン
ト
」。
葉
や
茎
の
表

面
に
き
ら
き
ら
と
し
た
水
滴
の
よ
う
な
粒
が

つ
い
て
い
る
野
菜
で
す
。
地
中
の
ミ
ネ
ラ
ル

を
吸
い
上
げ
る
吸
塩
野
菜
と
言
わ
れ
、
塩
水

を
適
度
に
撒
い
て
育
て
ま
す
。
プ
チ
プ
チ
し

た
食
感
と
塩
味
が
特
徴
で
、
嵐
山
直
売
所
で

は
販
売
し
て
い
る
農
家
さ
ん
が
少
な
い
珍
し

い
野
菜
だ
と
思
い
ま
す
。

○
お
す
す
め
の
調
理
法

　

ア
イ
ス
プ
ラ
ン
ト
は
、
生
の
ま
ま
サ
ラ
ダ

な
ど
で
食
べ
る
の
が
お
す
す
め
で
す
。
ツ
ナ

や
ハ
ム
な
ど
た
ん
ぱ
く
質
と
一
緒
に
食
べ
る

と
よ
り
美
味
し
い
。
葉
っ
ぱ
自
体
に
塩
気
が

あ
る
の
で
、
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
や
調
味
料
は
少

な
め
で
味
を
調
整
し
て
く
だ
さ
い
。
天
ぷ
ら

も
美
味
し
い
で
す
よ
。

○
農
業
へ
の
こ
だ
わ
り

　

無
農
薬
栽
培
を
心
掛
け
て
い
ま
す
。
夜
に

な
る
と
畑
に
ヨ
ト
ウ
ム
シ
が
出
て
く
る
の
で

す
が
、
薬
は
使
わ
ず
に
一
匹
一
匹
手
で
駆
除

し
て
い
ま
す
。

○
や
り
が
い

　

せ
っ
か
く
農
地
が
あ
る
か
ら
と
家
の
前
の

畑
か
ら
農
業
を
始
め
ま
し
た
が
、
今
で
は
近

所
の
方
か
ら
も
畑
を
借
り
て
く
れ
と
声
が
か

か
り
、
規
模
拡
大
し
ま
し
た
。
県
外
の
レ
ス

ト
ラ
ン
か
ら
ア
イ
ス
プ
ラ
ン
ト
の
注
文
を
受

け
、
定
期
的
に
発
注
し
て
い
た
だ
い
て
い
る

の
で
、
育
て
が
い
が
あ
り
ま
す
。
珍
し
い
野

菜
は
、
食
べ
方
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
り
、
美

味
し
さ
を
知
っ
て
も
ら
え
る
ま
で
は
売
れ
づ

ら
い
の
で
す
が
、
ぜ
ひ
試
し
て
い
た
だ
き
た

い
な
と
思
い
ま
す
。
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政
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大河ドラマ「鎌倉殿の13人」比企市町村推進協議会企画

比企の歴史まるわかり！
９市町村広報リレー

～ときがわ町版～

慈光寺

法
ほけきょういっぽんきょう
華経一品経【国宝】

大河ドラマ「鎌倉殿の１３人」比企市町村推進協議会広報リレー企画、４月はときがわ町です。
俳優・大泉洋が演じる初代鎌倉殿・源頼朝ゆかりの慈光寺をご紹介します。

　慈光寺は標高463ｍの都畿山から東に連なる山の南面
中腹にあり、開山1300年の歴史を誇る、天台宗の寺院
です。
　鎌倉時代には奥州征伐に際して初代鎌倉殿・源頼朝か
ら篤い信仰を受けた慈光寺。記録によれば、慈光寺別当
（寺僧の最高職）には畠山重忠の伯父・厳

ごん
耀
よう
や重忠の子・

重
じゅうけい
慶、円

えんよう
耀兄弟の名前も見られ、「一山七十五坊」を擁し、

北関東一帯に絶大なる寺院勢力を誇示していた背景には
畠山一族による政治的、経済的な基盤があったとの見方
もあります。

　慈光寺に伝わる法華経一品経は「慈光寺経」とも
呼ばれ、法華経二十八品を一品一巻ごとに書写した
二十八巻と無量義経、観普賢経、阿弥陀経、般若心
経の全三十三巻から成り、文永７年（1270）の筆
者目録と寛政２年（1790）の補写目録が付属して
います。絢爛華麗な装飾が随所に描かれていること
から、広島県厳島神社の「平家納経」、静岡県鉄舟
寺の「久能寺経」とともに日本三大装飾経として【国
宝】に指定されています。

問合せ　ときがわ町役場　企画財政課（直通）0493－65－0404

観音堂
　慈光寺には長い歴史を物語る、数多くの文化
財が収蔵されています。
　慈光寺観音堂は坂

ばんどうさんじゅうさんしょかんのんれいじょう
東三十三所観音霊場第九番

札所で、十手観音を本尊とする観音堂です。現
在のものは、享和３年（1803年）頃に再興さ
れました。

５月号は、比企能員の子、熊本との親交が伝わる東秩父村です。
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