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昨
年
の
増
上
寺
七
夕
ま
つ
り
の
模
様
。

鐘
楼
堂
前
に
は
キ
ャ
ン
ド
ル
の
天
の
川

大
本
山
増
上
寺

（東
京

都
港

区
）
境
内

は

７
月
に
入
る
と
、

様

々
な

願

い
が
書
か
れ
た
色

と

り
ど
り

の
短

冊
が

風
に
ゆ
ら

れ

ま
す
。

笹

の
棄
と
と
も

に
サ

ラ

サ

ラ
と
、

風
流

で
見
た
目
に
も

涼

し
げ

で
す
。

７
日
夕
刻

に
は

七
夕

ま

つ
り
が

開
か
れ
ま
す
が
、

中

で
も
和
紙

キ

ャ
ン
ド

ル
で
表

現
さ
れ

る
天

の
川

は
来
場
者

の

注

目

の
的
と
な
り

ま
す
。

今

回

は
そ

の
キ

ヤ
ン
ド

ル
を
演
出
す

る
東
京
都
多
摩
市

に
あ

る
多
摩

大
学

の
村
山
貞
幸
教
授

の
お
話

も
変

え
、

「
増
上
寺

七
夕

ま

つ

り
」

を
紹
介

し
ま
す
。

七
夕
は
仏
教
行
事
？

七

夕

と

言

え

ば

、

織

姫

と

彦

星

が

天

の
川

で

再

会

を

果

た

す

、

と

い

う

ロ

マ
ン

テ

ィ

ッ
ク

な

説

話

が

有

名

で

す

が

、

実

は

仏

教

と

も

か

か

わ

り

が

深

い

と

も

言

わ

れ

て

い

ま

す

。

お

盆

は

旧

暦

の

７

月

１５

日

を
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ら
そ

の
準
備
を
始

め
た
と
こ

ろ
か
ら

「
七
夕
」

を

〃
た
な
ば

た
〃

と
呼

ぶ
よ
う

に
な

っ
た
と

言
わ
れ

て
い
ま

す
。

ま

た

、

〃
笹

の

葉

サ

ラ

サ

ラ

～

〃

の

歌

い
出

し

で
知

ら

れ

る

、

菫

講

「
七

夕

さ

ま

」

の

２

番

は

〃
五
色

の
短

冊

～

〃

で
始

ま

り

ま

す

が

、

こ

の
短

冊

も

施

餓

鬼

会

で
餓

鬼

棚

の
上

に
掛

け

ら

れ

る

５

色

の
幡

（
五

如

来

）

や

、

和

紙

で

作

ら

れ

る

小

型

の
施

餓

鬼

幡

が

そ

の

原

型

で

は

な

い

か

と

い
わ

れ

て

い
ま

す

。

こ

の

よ

う

に

、

七

夕

に

は

仏

教

の

要

素

も

含

ま

れ

て

い

る

よ

う

で

す

が

、

そ

の
起

源

は

お

盆

の
他

に

も

、

豊

作

を

先

祖

に
祈

る

日

本

古

来

の
風

習

や

、

中

国

か

ら

伝

え

ら

れ

た

、

女

性

が

針

仕

事

の

上

達

を

願

う

「
乞

巧

彙

」

な

ど

も

指

摘

さ

れ

て
お

り

、

様

々

な

文

化

が

習

合

し

た

行

事

と

い
え

る

の

で

す

。

七

夕

を

一

概

に
仏

教

行

事

と

言

い
切

る

の

は

は
ば

か

ら

れ

ま

す

が

、

先

祖

を

思

い
や

る

人

々

の

願

い
が

込

め

ら

れ

、

続

け

ら

れ

て

き

た

大

切

な

文

化

で

あ

る

こ

と

は
忘

れ

て

は

い

け

な

い

で

し

ょ
う

。

日

本

大

好

き

プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト

「
そ

こ

、
も

っ
と

真

っ
直

ぐ

！
」

６

月

５

日

午

後

。

増

上

寺

の

境

内

に

学

生

た

ち

の
声

が

響

き

ま

し

た

。
こ

の

日

は

〃
天

の
川

〃

の

制

作

、

演

出

を

す

る

多

摩

大

一■
！
！
■
，一品

学

。
村
山
ゼ

ミ
の
学
生
が
本
番

に
向

け

て
リ

ハ
ー
サ
ル
を
行

っ

て

い
ま
し
た
。

長

い

ロ
ー
プ
を

使

い
キ

ャ
ン
ド
ル
を
川

の
曲
線

に
合

わ
せ
見
事

に
並
べ

て

い
き

ま
す
。

演
出

は
今
年

で
３
回
目

で
す

が
、

こ
の
ゼ

ミ
で
取

り
組
ん

で

い
る

の
が

「
日
本
大
好

き
プ

ロ

ジ

ェ
ク

ト

」
。

多

く

の

人

に

日

本

の
伝
統
文
化

に
触
れ

て
も
ら

い
、

心

か
ら
日
本
を
好
き

に
な

っ
て
ほ
し

い
と
、

平
成

２０
年

か

ら
村
山
教
授

が
始

め
た
も

の
で
、

こ
れ
ま

で
に
も
、

増
上
寺

七
夕

ま

つ
り

の
よ
う
な
集
客

型
イ

ベ

ン
ト

で

一
般

に
伝

え
て
き
た
ほ

か
、

紙

す
き
体
験
、

茶
道
、

紙

芝
居

な
ど
様
々
な
伝
統
文
化
を

幼
稚

園
な
ど

へ
出
向

き
子
ど
も

た
ち

へ
伝
え

て

い
ま
す
。

今

回

キ

ャ
ン
ド
ル
に
使

用
さ
れ
る
和

紙
も
、

４
月
８
日

に
同
寺

で
開

か
れ

た

「
法
然

さ
ま
を

た
た
え

る
よ

い
こ
の

つ
ど

い
」

で
ゼ

ミ

生

と
子
ど
も

た
ち
が

一
緒

に
漉

い
た
も

の
で
、

そ

の
紙

に
子
ど

も
た
ち
が
東
日
本
大
震
焚

の
被

災
地

へ
向
け
た

メ

ッ
セ
ー
ジ
を

書

き
ま

し
た
。

指
導

す
る
村
山
教
授

は

「
日

本

の
伝
統
文
化

と

い
う
と
少

し

堅

い
印

象
が

あ
り
ま
す
が

、
機

会

が
少

な

い
だ

け

で
、

一
般

の

人

た
ち
も
ど

こ
か
興
味
を
持

っ

て
い
る
ん
で
す
よ
。

そ
れ
を
若

い
学
生

が
伝

え

て
い
く

こ
と
に

意
味
が

あ
る
と
思

い
ま
す
し
、

そ
れ
ぞ
れ

の
文
化

に
は
長

い
歴

史

と
意
味
が
あ
り
、

な
く
な

っ

て
は

い
け
な

い
も

の
ば

か
り

で

す
。

七
夕

や
お
寺

も
同
様
。

こ

の
イ

ベ
ン
ト

は
、

近
代

の
象
徴

で
あ
る
東
京

タ

ワ
ー
を
背
景

に

長

い
歴
史

を
持

つ
増
上
寺

さ
ん

で
開

か
れ
ま
す
。

そ

の
中

で
伝

統
文
化

の
魅
力
を
学
生
た
ち
が

ど
う
引

き
出

す
の
か
を
楽

し
み

に
、

曽

さ
ん
に
足
を
運
ん

で
い

た
だ

き
た

い
」

と
語
る
。

お
盆

の
始

ま
り
を
知

ら
せ
、

江
戸
時
代

に
は
す

で
に
短

冊
に

願

い
を
込

め
る
慣
習
が
あ

っ
た

と

い
う
七
夕
。

増
上
寺

で
学
生

た
ち
が
表

現
す
る
伝
統
文
化

の

魅
力

に
触
れ

て
み

て
は

い
か
が

で
し

ょ
う
。

増
上
寺
　
七
夕
ま
つ
り

１
日
か
ら
境
内

に
短

冊
書

き

込

み
所
を

設
置
。

７
月

７
日
、

年
後

５
時
か
ら
境
内

で
縁

日
、

コ
ン
サ

ー
ト
が

予
定

さ
れ

る
ほ

か
、

日
没
か
ら

は
キ

ヤ
ン
ド

ル

が
灯
さ

れ
、

節
電

に
も

一
役
。

ま
た

、
当

日

の
収
益

は

「
あ

し

な
が
育
英
会
」
に
寄
付

さ
れ

、
震

災

に
よ

っ
て
親
を
亡
く

し
た

子

ど

も
た
ち

の
た
め

に
使

わ
れ

る
。

4月8日、よい子のつどいで紙すきをするゼミ生と子ども(写真上)
和紙に東北へのメッセージを書く子ども(写真下)


