
お
施
餓
鬼
、
お
盆
の
季
節
が
近
づ
い
て
ま
い
り
ま
し
た
。
皆

様
つ
つ
が
な
く
お
過
ご
し
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
た
だ
、
コ
ロ

ナ
感
染
症
は
い
ま
だ
収
束
を
見
ず
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
じ
め
世
界

各
地
で
の
紛
争
は
い
ま
だ
止
む
こ
と
を
知
り
ま
せ
ん
。 

そ
ん
な
中
、
良
か
っ
た
出
来
事
、
私
が
一
番
印
象
に
残
っ
た

出
来
事
は
Ｗ
Ｂ
Ⅽ
で
の
日
本
の
優
勝
で
し
た
。
皆
様
も
ド
キ
ド

キ
は
ら
は
ら
し
な
が
ら
観
戦
し
、
大
谷
選
手
の
投
打
に
わ
た
る

活
躍
、
村
上
選
手
の
豪
快
な
ホ
ー
ム
ラ
ン
、
吉
田
選
手
の
攻
守

の
活
躍
、
投
手
陣
の
投
球
な
ど
各
選
手
の
プ
レ
ー
に
喝
采
を
送

り
、
勝
利
に
酔
い
し
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て

そ
の
最
大
の
功
労
者
は
、
各
選
手
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
何
と

い
っ
て
も
栗
山
監
督
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

栗
山
監
督
の
選
手
た
ち
に
対
す
る
接
し
方
は
、
監
督
と
選
手

と
い
う
上
下
関
係
で
は
な
く
全
く
同
等
で
し
た
。
そ
れ
は
各
選

手
を
尊
敬
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
で
あ
り
、
選
手
を
信
じ
、
尊
重

し
、
任
せ
、
そ
し
て
感
謝
す
る
。
そ
の
こ
と
が
、
采
配
、
言
動
に

現
れ
て
い
ま
し
た
。
選
手
個
々
の
実
力
は
、
ア
メ
リ
カ
等
の
国
々

の
選
手
の
ほ
う
が
上
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
日
本
は
チ

ー
ム
全
体
の
力
と
し
て
個
々
の
選
手
の
力
を
足
し
た
分
以
上
の

も
の
が
出
て
い
ま
し
た
。
選
手
た
ち
は
、
監
督
を
信
頼
し
、
そ

の
選
手
起
用
法
や
、
采
配
に
不
満
を
持
た
ず
、
そ
し
て
そ
の
信

頼
に
こ
た
え
ま
し
た
。
さ
ら
に
選
手
同
士
も
信
頼
し
あ
い
、
尊

敬
し
、
惜
し
み
な
く
技
術
を
伝
え
、
互
い
に
応
援
す
る
姿
が
画

面
越
し
に
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
監
督
の
姿
勢

が
、
選
手
に
浸
透
し
て
い
る
証
拠
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

こ
の
姿
を
見
て
私
は
「
同
事
」
と
い
う
言
葉
が
浮
か
び
ま
し

た
。「
同
事
」
は
「
四
摂
法
（
し
し
ょ
う
ぼ
う
）」
と
い
っ
て
、
４
つ

の
菩
薩
（
人
）
の
行
う
べ
き
行
為
「
布
施
」「
愛
語
」「
利
行
」

「
同
事
」
の
一
つ
で
す
。「
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
慈
悲
を
行
う

こ
と
」
で
す
。『
修
証
義
』
に
「
同
事
と
い
う
は
不
違
な
り
自
に

も
不
違
な
り
他
に
も
不
違
な
り
」
と
あ
り
「
同
事
と
い
う
の
は

同
じ
こ
と
、
違
（
た
が
）
わ
な
い
こ
と
。
自
分
に
も
素
直
に
、
他

人
に
も
同
じ
立
場
、
目
線
で
付
き
合
う
こ
と
」
で
す
。 

監
督
、
選
手
と
い
う
上
下
の
立
場
で
は
な
く
同
じ
一
員
と
し

て
戦
う
。
で
も
、
す
べ
て
を
他
（
選
手
）
に
同
調
す
る
の
で
は
な

く
、
自
分
の
意
見
も
大
切
に
す
る
。
自
分
の
お
も
い
を
押
し
付

け
、
あ
る
い
は
自
分
勝
手
な
行
動
す
る
の
で
は
な
く
、
他
を
思

い
や
り
、
他
の
意
見
を
尊
重
し
つ
つ
、
自
分
の
意
で
行
動
し
、

そ
の
言
葉
、
行
為
に
責
任
を
持
つ
こ
と
で
す
。 

さ
ら
に
『
修
証
義
』
に
は
「
他
を
し
て
自
に
同
ぜ
し
め
て
の

ち
に
、
自
を
し
て
他
に
同
ぜ
し
む
る
道
理
あ
る
べ
し
」
と
続
き

こ
れ
は
「
他
者
に
自
分
に
同
調
し
て
も
ら
い
、
自
分
も
他
者
に

一
体
化
さ
せ
る
と
い
う
道
理
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

し
ょ
う
か
。
威
厳
が
あ
っ
て
近
寄
り
難
い
人
、
お
の
れ
の
意
見

の
み
が
正
し
い
と
思
っ
て
い
る
人
の
前
で
は
、
な
か
な
か
自
分

の
意
見
は
言
え
ま
せ
ん
。
話
や
す
い
雰
囲
気
を
作
っ
て
こ
そ
、

相
手
の
意
見
も
聞
け
ま
す
し
、
そ
の
意
見
に
じ
っ
く
り
耳
を
傾

け
た
上
で
判
断
し
行
動
に
移
し
て
い
け
ま
す
。
そ
の
判
断
は
、

た
と
え
結
果
は
ど
う
で
あ
れ
、
皆
が
信
頼
し
、
不
満
な
く
、
実

力
を
発
揮
で
き
る
雰
囲
気
を
作
る
。
そ
れ
が
栗
山
監
督
で
し
た
。 

私
た
ち
は
、
他
人
に
対
し
て
つ
い
マ
ウ
ン
ト
（
優
位
）
を
と

り
た
が
り
、
優
越
感
に
浸
り
ま
す
。
自
分
の
意
見
、
経
験
を
押

し
付
け
て
し
ま
い
ま
す
。
う
ま
く
い
か
な
い
と
、
他
の
せ
い
に

し
て
し
ま
い
ま
す
。
あ
る
い
は
逆
に
、
人
の
こ
と
ば
か
り
考
え
、

人
の
評
価
ば
か
り
を
気
に
し
す
ぎ
て
、
自
分
を
見
失
い
、
自
分

を
犠
牲
に
し
、「
こ
ん
な
に
し
て
や
っ
て
い
る
の
に
」
と
思
っ
て

し
て
い
て
も
、
イ
ラ
イ
ラ
が
募
る
ば
か
り
で
す
。
そ
れ
で
、
体

調
を
崩
し
て
し
ま
っ
て
は
元
も
子
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

道
元
禅
師
様
は
「
利
行
は
一
法
な
り
、
あ
ま
ね
く
自
他
を
利

す
る
な
り
」
と
示
さ
れ
ま
し
た
。「
自
利
（
自
分
の
利
益
）」
と

「
利
他
（
他
の
利
益
）」
は
別
物
で
は
な
く
「
一
法
（
同
じ
）」
で

あ
る
と
。
自
分
の
欲
望
ば
か
り
追
求
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
が
、

か
と
い
っ
て
自
分
を
犠
牲
に
し
て
他
人
の
た
め
ば
か
り
に
行
動

し
て
も
い
け
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
結
局
自
己
満
足
「
自
利
」

の
み
に
陥
り
ま
す
。 

お
釈
迦
様
は
「
自
分
が
一
番
愛
お
し
い
存
在
で
あ
る
。
同
じ

よ
う
に
他
者
に
と
っ
て
も
自
分
は
愛
お
し
い
。
だ
か
ら
同
じ
よ

う
に
他
者
も
大
切
に
し
な
さ
い
。」
と
お
示
し
に
な
り
ま
し
た
。

何
事
も
他
人
の
た
め
と
思
っ
て
し
て
も
長
続
き
は
し
ま
せ
ん
が
、

自
分
が
好
き
で
や
っ
て
い
る
こ
と
は
長
続
き
し
、
身
に
な
り
ま

す
。
自
分
で
自
分
を
大
事
に
で
き
る
人
は
、
他
者
も
大
事
に
で

き
る
、
思
い
や
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
逆
も
し
か
り
で
す
。 

昨
今
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
で
他
者
へ
の
批
判
非
難
が
横
行
し
て
い
ま

す
。
ま
た
自
己
肯
定
感
が
低
い
人
が
増
え
た
そ
う
で
す
。
他
者

の
み
な
ら
ず
自
分
を
も
大
切
に
で
き
ず
、
傷
つ
け
、
命
を
も
奪

っ
て
し
ま
い
ま
す
。
凶
悪
犯
罪
が
ふ
え
、
自
分
の
刹
那
的
利
益

の
た
め
に
、
人
の
物
、
更
に
は
命
さ
え
も
平
気
で
奪
う
事
件
が

多
く
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
世
間
を
騒
が
し
て
い
る
宗
教
団
体

や
宗
教
二
世
の
問
題
に
し
て
も
、
た
だ
盲
目
的
に
指
導
者
の
い

う
こ
と
の
み
に
従
い
、
自
己
を
滅
し
、
さ
ら
に
自
分
の
子
に
も

従
わ
せ
る
。
こ
れ
も
自
に
違
い
、
他
に
追
従
し
、
相
手
の
立
場

を
見
な
い
結
果
で
し
ょ
う
。
戦
争
も
し
か
り
、
人
の
命
を
平
気

で
奪
い
、
自
然
を
破
壊
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
大
量
に
消
費
す
る

大
変
愚
か
な
行
為
で
す
。 

そ
れ
は
人
間
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
他
の
動
植
物
、
す
べ

て
の
生
き
物
に
対
し
て
も
同
じ
で
す
。
近
年
の
異
常
気
象
、
絶

滅
危
惧
種
の
増
加
、
環
境
破
壊
、
人
間
の
と
ど
ま
る
こ
と
を
知

ら
な
い
欲
望
に
よ
っ
て
、
他
の
生
物
、
地
球
全
体
が
脅
か
さ
れ

て
い
ま
す
。
他
の
生
物
、
す
べ
て
の
命
あ
る
も
の
へ
の
思
い
や

り
、
慈
悲
心
を
持
つ
こ
と
、
そ
れ
が
同
事
で
あ
り
ま
す
。
こ
の

同
事
を
行
っ
て
こ
そ
、
そ
し
て
そ
の
輪
が
広
が
っ
て
こ
そ
、
世

界
平
和
、
地
球
環
境
破
壊
の
歯
止
め
に
つ
な
が
る
は
ず
で
す
。 

私
た
ち
は
つ
な
が
り
の
中
に
生
き
て
い
ま
す
。
家
族
や
、
学

校
、
職
場
の
人
間
関
係
、
食
べ
物
も
い
ろ
い
ろ
な
命
を
頂
き
、

そ
の
お
か
げ
を
も
っ
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
（
横
の

つ
な
が
り
）。
そ
し
て
ど
の
生
き
物
も
、
過
去
か
ら
面
々
と
つ
な

が
る
命
を
も
っ
て
現
在
に
至
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
こ
れ
か
ら
も

つ
な
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
（
縦
の
つ
な
が
り
）。
一

人
に
な
り
た
い
時
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
決
し
て
つ
な
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が
り
を
断
つ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
逆
に
、
苦
し
い
時
、
立
ち

行
か
な
く
な
っ
た
時
、
一
人
で
抱
え
込
ま
ず
、
誰
か
に
そ
の
思

い
を
発
し
て
く
だ
さ
い
。
も
し
誰
も
い
な
け
れ
ば
、
仏
様
に
手

を
合
わ
せ
、
そ
の
思
い
を
述
べ
、
お
祈
り
く
だ
さ
い
。
必
ず
ど

こ
か
ら
か
救
い
の
手
が
差
し
伸
べ
ら
れ
ま
す
。 

合
掌
は
両
の
掌
（
て
の
ひ
ら
）
を
合
わ
せ
ま
す
。

右
手
は
自
分
自
身
を
左
手
は
ご
自
身
を
支
え
て
く
れ
る
す
べ
て

の
人
、
命
を
表
し
、
こ
れ
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
私
た
ち
が
存
在

し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
姿
が
合
掌
な
の
で
す
。
で
す
か

ら
た
だ
手
を
合
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、
横
と
縦
と
す
べ
て
の
つ

な
が
り
に
感
謝
を
込
め
て
手
を
合
わ
せ
ま
す
。 

お
施
餓
鬼
も
施
し
を
し
、
慈
悲
心
を
あ
ら
わ
す
こ
と
で
横
の

つ
な
が
り
に
感
謝
し
、
そ
の
功
徳
を
も
っ
て
、
ご
先
祖
様
と
い

う
縦
の
つ
な
が
り
に
感
謝
し
、
さ
ら
に
未
来
へ
と
縦
の
つ
な
が

り
を
続
け
て
い
く
行
為
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
大
切
に
続
け

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

今
後
の
予
定 

〇
施
餓
鬼
会 

 

７
月
９
日
（
日
）
午
後
２
時
法
話 

永
伝
寺
川
上
宗
雄
老
師 

３
時
法
要 

本
堂
内
に
入
れ
ま
す
（
人
数
制
限
あ
り
）。 

塔
婆
な
ら
び
に
ご
供
養
の
お
申
し
込
み
は
、
同
封
の
ハ
ガ
キ
に

て
６
月
中
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。（
土
日
の
集
配
は
あ
り
ま

せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
）
ま
た
、
施
餓
鬼
会
の
お
布
施
、

護
持
会
費
は
同
封
の
郵
便
振
替
に
て
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

当
日
受
付
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
お
願
い
致
し
ま
す
。 

〇
棚
経
（
お
盆
の
お
経
） 

ご
希
望
の
方
は
、
６
月
中
に
ご
連
絡
下
さ
い
。 

〇
道
灌
ま
つ
り
（
太
田
道
灌
公
の
命
日
） 

７
月
２
６
日
（
水
）
午
後
４
時
半 

法
要 

道
灌
堂 

お
祭
り 

５
時
よ
り
静
勝
寺
駐
車
場
、
夜
店
（
予
定
） 

お
祭
り
は
中
止
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。 

〇
秋
季
彼
岸
会
法
要
９
月
２
３
日
（
土
、
秋
分
の
日
） 

午
前
十
一
時 

う
た
、
法
話
、
法
要
（
予
定
） 

 

〇
坐
禅
会 

毎
月
第
一
土
曜 

午
後
２
時
半
～
４
時
半 

定
員
３
５
名
（
予
約
制
） 

〇
写
経
会 

毎
月
第
二
土
曜 

午
後
２
時
半
～
４
時 

定
員
２
５
名
（
予
約
制
） 

 

た
だ
し
７
月
は
２
２
日
、
９
月
は
１
６
日
で
す
。 

○
う
た
の
会 

毎
月
第
四
土
曜
午
後
２
時
半
～ 

 

定
員
２
５
名
（
予
約
制
） 

 

た
だ
し
７
月
は
２
９
日
、
９
月
は
３
０
日
で
す 

〇
日
曜
坐
禅
会
、
朝
の
会 

 

坐
禅
会
、
毎
週
日
曜
朝
６
時 

 
朝
の
会
（
読
経
と
話
）
６
時
５
０
分
～
７
時
３
０
分 

 

定
員
３
５
名
（
予
約
制
） 

〇
ピ
ア
ノ
教
室 

ピ
ア
ノ
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。 

ご
予
約
、
お
問
い
合
わ
せ
は 

０
３‐

３
９
０
０‐
４
４
５
５
ま
で
。 

日
程
を
変
更
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
電
話
、 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

〇
墓
地
募
集 

墓
地
に
空
き
が
ご
ざ
い
ま
す
。 

ご
希
望
の
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

永
代
供
養
墓
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ご

相
談
く
だ
さ
い
。 

インスタグラム 
@jozanchudo 
日頃の境内の様子をアップしています。

 

編集後記 コロナも５類に移行し、同じではありませんが以前の日常に戻りつつあります。お寺の行事も復活しつつあります。 
①は４年ぶりに行われた亀ヶ池弁才天の大祭。②は赤羽文化センター主催の文化講座「なぜ静勝寺に太田道灌の像があるのか」 
③はボーイスカウトの奉仕活動で境内の清掃をしてもらいました。④は BizSPOT というサイトの YouTube の坐禅撮影。坐禅指

導は品川和晃師。坐禅会の参加希望者がコロナ以前より数倍に増えました。世間は心の安寧、坐禅を求めているようです。 

静勝寺ホームページ 
http://joshoji1486.sakura.ne.jp/ 
坐禅会、写経会、うたの会の予定はこち

らでご確認ください 

赤ちゃんは縦のつながりの最先端であり、

未来につなぐ発端でもあり、さらに、家族

はじめ横のつながりの要でもあります。 

①  

② 

 

③ 

④ 

http://joshoji1486.sakura.ne.jp/

