
 上宮寺通信 第 6号 2019（平成 31）年 2月 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

鬼
は
だ
れ
？ 

  

最
近
は
豆
ま
き
よ
り
恵
方
巻
の
方

が
有
名
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
節

分
の
日
。
こ
の
節
分
の
行
事
と
い
う

の
は
も
と
も
と
宮
中
行
事
の
悪
霊
祓

い
か
ら
き
て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す
。 

本
来
、
節
分
の
日
と
い
う
の
は
二

月
三
日
だ
け
で
な
く
、
季
節
の
変
わ

り
目
で
あ
る
立
春
、
立
夏
、
立
秋
、

立
冬
の
前
日
を
い
い
ま
す
。
季
節
の

変
わ
り
目
と
い
う
の
は
ど
う
し
て
も

体
調
を
崩
し
や
す
く
疫
病
が
発
生
し

や
す
く
な
り
ま
す
。
昔
は
悪
霊
の
仕

業
に
よ
り
疫
病
が
発
生
す
る
と
思
わ

れ
て
お
り
、
そ
の
悪
霊
を
祓
う
の
が

節
分
の
行
事
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。 

  

い
ま
で
は
節
分
の
日
と
い
え
ば
、

「
鬼
は
外
、
福
は
内
」
の
掛
け
声
で

豆
を
ま
く
の
が
一
般
的
で
す
。
私
も

子
ど
も
が
小
さ
い
頃
は
、
鬼
の
お
面

を
か
ぶ
っ
て
豆
を
ぶ
つ
け
ら
れ
た
も

の
で
し
た
。
し
か
し
、
私
の
中
か
ら

「
鬼
」
は
出
て
い
く
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。 

仏
教
で
「
鬼
」
と
い
う
字
が
使
わ

れ
て
い
る
言
葉
に
「
餓
鬼
」
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
私
た
ち
人
間
の
迷
い

の
姿
の
一
つ
の
様
相
で
、
字
の
ご
と

く
飢
え
た
鬼
と
な
り
、「
あ
れ
が
欲
し

い
、
こ
れ
が
欲
し
い
」
と
欲
望
を
露

わ
に
し
て
、
満
足
す
る
こ
と
の
な
い

姿
を
い
い
ま
す
。 

 

私
の
中
の
「
飢
え
た
鬼
」
も
、
い

っ
た
ん
「
欲
し
い
欲
し
い
病
」
に
か

か
る
と
、
な
か
な
か
治
ま
っ
て
く
れ

ま
せ
ん
。
最
近
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
使
う
と
ク
リ
ッ
ク
ひ
と
つ
で
商
品

が
買
え
て
し
ま
い
ま
す
。
気
を
つ
け

な
い
と
こ
の
鬼
は
ど
ん
ど
ん
と
大
き

く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

 

そ
し
て
鬼
の
形
相
（
ぎ
ょ
う
そ
う
）

と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
鬼
は

怒
り
の
象
徴
と
し
て
も
表
さ
れ
ま

す
。
こ
の
「
怒
り
の
鬼
」
も
事
あ
る

ご
と
に
現
れ
て
き
ま
す
。 

「
腹
た
た
ば 

鏡
を
出
し
て 

顔

を
見
よ 

鬼
の
姿
が 

た
だ
で
見
ら

れ
る
」
と
い
う
法
語
が
あ
り
ま
し
た
。

腹
を
た
て
な
い
で
お
こ
う
と
思
っ
て

い
て
も
、
な
に
か
気
に
食
わ
な
い
こ

と
が
あ
る
と
腹
を
た
て
て
し
ま
い
ま

す
。
そ
ん
な
と
き
は
鬼
の
形
相
に
な

っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。 

 

ま
た
「
福
は
内
」
と
い
う
言
葉
に

も
、
自
分
の
と
こ
ろ
だ
け
「
幸
福
」

が
来
て
く
れ
れ
ば
、
ひ
と
様
の
と
こ

ろ
は
ど
う
で
も
い
い
と
い
う
根
性
が

見
え
隠
れ
し
ま
す
。 

 

「
鬼
は
外
」
と
言
い
な
が
ら
も
私

の
中
の
「
鬼
」
は
出
て
い
く
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。「
福
は
内
」
と
言
い
な

が
ら
も
自
分
の
幸
せ
の
み
を
祈
る
姿

が
あ
り
ま
す
。 

仏
様
の
教
え
に
照
ら
し
て
み
れ
ば

「
鬼
は
外
、
福
は
内
」
の
言
葉
も
自

分
自
身
を
見
つ
め
さ
せ
て
い
た
だ
く

言
葉
と
な
る
の
で
す
。 
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上
宮
寺
の
行
事 

 

２
月
23
日
（
土
） 

上
宮
寺
講 

時
間
：
午
後
二
時
～ 

 

３
月
８
日
（
金
） 

 

春
季
彼
岸
会
・
永
代
経
法
要 

時
間
：
午
前
十
時
～
・
午
後
一
時
半
～ 

法
話
：
林 

祥
眞
師 

（
一
宮
市
禮
讃
寺
前
住
職
） 

※
お
斎
（
食
事
）
が
あ
り
ま
す
。 

 

３
月
23
日
（
土
） 

上
宮
寺
講 

時
間
：
午
後
二
時
～ 

 

皆
さ
ま
の
ご
参
詣
・
ご
参
加
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。 

  

 

   

〇
お
正
月
の
修
正
会
に
は
、
た
く
さ
ん

の
方
に
お
参
り
い
た
だ
き
ま
し
て
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ビ
ン
ゴ
大
会

も
大
盛
り
上
が
り
で
し
た
。 

 

〇
早
い
も
の
で
来
月
は
春
の
お
彼
岸
・

永
代
経
法
要
が
勤
ま
り
ま
す
。
皆
様
の

ご
参
詣
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 

 

〇
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
流
行
っ
て
い
ま

す
。
体
調
に
は
十
分
お
気
を
付
け
く
だ

さ
い
。 

        

【
お
志
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
】 

河
合
様 

 

 

 

 

◆
行
事
案
内 

【
雑
感
】 

 

横
綱
・
稀
勢
の
里
が
初
場
所
の
途
中

で
引
退
を
し
ま
し
た
。
久
々
の
日
本
出

身
横
綱
と
し
て
期
待
が
高
か
っ
た
だ
け

に
非
常
に
残
念
で
す
。
昇
進
し
て
す
ぐ

ケ
ガ
を
し
て
、
横
綱
と
し
て
は
短
命
に

終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
ど
っ
し

り
と
し
た
取
り
組
み
は
非
常
に
好
感
が

持
て
ま
し
た
。
そ
ん
な
初
場
所
は
残
る

二
横
綱
も
休
場
し
、
大
関
陣
も
ふ
が
い

な
い
。
若
手
力
士
に
期
待
し
て
い
ま
し

た
が
、
関
脇
の
玉
鷲
が
三
十
四
歳
に
し

て
初
優
勝
。
大
相
撲
は
群
雄
割
拠
、
戦

国
時
代
の
様
相
で
す
ね
。
次
の
場
所
も

楽
し
み
で
す
。 

 
 
 
 
 
 

（
住
職
記
） 

そ
の
他
の
行
事 

２
月
14
日
（
木
） 

３
月
５
日
（
火
） 

讃
頌
会
研
修
会 

「
浄
土
真
宗
の
念
仏
と
信
心
」 

講
師
：
瓜
生
崇
氏
（
滋
賀
県
玄
照
寺
）

時
間
：
午
後
二
時
～
三
時
半 

会
場
：
東
別
院
会
館
２
階
「
蓮
の
間
」

会
費
：
千
円
（
一
回
） 

讃
頌
会
と
は
上
宮
寺
が
属
す
る
名
古

屋
教
区
第
30
組
の
聞
法
会
で
す
。
ど

な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。 

  

参
加
者
募
集 

三
寺
会 

特
別
企
画 

山
梨
・
親
鸞
聖
人
ご
旧
跡
め
ぐ
り 

５
月
14
日
（
火
）
～
15
日
（
水
） 

親
鸞
聖
人
の
ご
旧
跡
を
バ
ス
に
て

め
ぐ
り
、
甲
府
湯
村
温
泉
で
泊
ま

る
一
泊
二
日
の
参
拝
旅
行
で
す
。 

参
加
費 

３
４
、
０
０
０
円 

定 

員 

三
十
名 

詳
し
く
は
上
宮
寺
ま
で
。 

 

◆
話
題
あ
れ
こ
れ 

【
発
行
】 

真
宗
大
谷
派 

上 

宮 

寺 

昭
和
区
白
金
一
丁
目
十
九
番
十
五
号 
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