
7 禅の風　第 50号 6

鬼
は
我
々
が
幼
い
頃
か
ら
知
る

と
て
も
身
近
な
想
像
上
の
存
在
だ
。

仏
教
で
も
数
々
の
鬼
神
、
餓
鬼
な
ど
、

「
鬼
」
の
つ
く
存
在
が
伝
え
ら
れ
る
。

鬼
と
は
何
か
。

鬼
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
。

鬼
特
集 

『地獄草紙』（部分）
平安時代～鎌倉時代（12世紀）、一巻、紙本著色、縦 26.5 × 横454.7cm、
奈良国立博物館蔵、国宝、画像提供：奈良国立博物館

監
修

　

徳
野
崇
行
（
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
仏
教
学
科
准
教
授
）

─
一い

っ

切さ
い

衆し
ゅ

生じ
ょ
う

と
仏
道
を
成じ

ょ
う

ぜ
ん



43 禅の風　第 50号 42

描
か
れ
た
鬼

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
化
と
ユ
ー
モ
ア

　

日
本
の
絵
画
で
は
、
鬼
は
ど
の
よ
う
な
ポ
ジ
シ

ョ
ン
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
仏
や

菩
薩
、
竜
の
よ
う
に
は
メ
イ
ン
の
画
題
と
な
ら
な

か
っ
た
よ
う
だ
。
だ
が
、
鬼
が
描
か
れ
て
い
る
絵

は
あ
る
。
例
え
ば
、
鍾し
ょ
う

馗き

に
追
い
払
わ
れ
る
疫
鬼

や
地
獄
の
獄
卒
と
し
て

─
。

　
鍾
馗
は
中
国
起
源
の
神
で
、疫
病
神
を
追
い
払
う

特
集
関
連
企
画 

と
さ
れ
る
。今
も
そ
の
魔
除
け
の
力
に
あ
や
か
り
、

端
午
の
節
句
に
鍾
馗
の
人
形
を
飾
る
な
ど
す
る
。鍾

馗
と
鬼
が
描
か
れ
た
絵
は
多
い
が
、臨
済
宗
中
興
の

祖
・
白は
く

隠い
ん

慧え

鶴か
く

禅
師
（
一
六
八
五
～
一
七
六
八
）
の

『
鍾
馗
鬼お
に

味み

噌そ

』
は
際
立
っ
て
ユ
ニ
ー
ク
な
作
品
だ
。

　
鍾
馗
が
、
す
り
こ
ぎ
で
鬼
を
す
り
潰
し
て
い
る
。

賛
は
「
鬼
み
そ
ば
か
り
は
む
ご
と
ふ
て
す
り
に
く

ひ
も
の
じ
や
」（
鬼
味
噌
ば
か
り
は
、
む
ご
た
ら
し

く
て
す
り
に
く
い
も
の
だ
）。
す
り
鉢
を
手
で
押
さ

え
て
い
る
の
は
鍾
馗
の
子
ど
も
で
、「
鍾
馗
大
臣
の

む
す
こ
也
／
と
ゝ
さ
、
鬼
み
そ
を
、
ち
と
な
め
て

見み

度た

ひ
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
父
さ
ん
ち
ょ
っ
と

舐
め
さ
せ
て
な
ど
と
頼
ん
で
い
る
が
、
す
り
こ
ぎ

の
先
の
赤
い
色
は
鬼
の
血
だ
ろ
う
か
…
…
。
そ
も

そ
も
こ
の
四
匹
の
鬼
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
。

　
「
心
の
中
の
鬼
や
煩
悩
を
象
徴
す
る
な
ど
色
々
な

見
方
が
で
き
そ
う
で
す
ね
。
ま
た
、
こ
の
鬼
味
噌

を
舐
め
て
み
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
、
ど
ん
な

味
が
す
る
の
で
し
ょ
う
。
白
隠
は
こ
の
絵
で
何
を

説
こ
う
と
し
た
の
か
。
興
味
深
い
作
品
で
す
」
と

山
下
教
授
は
い
う
。

　
「
ま
た
こ
の
絵
を
見
る
と
、
白
隠
は
や
は
り
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
化
の
名
手
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す

ね
。
し
か
も
江
戸
時
代
ら
し
い
、
ち
ょ
っ
と
か
わ

い
い
方
向
性
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
化
。
人
々
は
こ
の

絵
を
見
な
が
ら
、
ユ
ー
モ
ア
に
満
ち
た
白
隠
の
説

法
を
楽
し
く
聞
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た

も
う
一
つ
、
こ
の
絵
は
と
て
も
手
の
込
ん
だ
作
品

に
見
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
筆
遣
い
は
猛
烈

な
ス
ピ
ー
ド
感
が
あ
り
ま
す
。
白
隠
は
描
く
の
が

と
に
か
く
早
い
の
で
す
が
、
こ
の
絵
も
何
日
も
か

け
て
は
い
な
い
は
ず
で
す
。
白
隠
の
高
度
な
技
術

が
見
て
取
れ
ま
す
」（
山
下
教
授
）

地
獄
と
白
隠
禅
師
の
原
体
験

　
『
地
獄
極
楽
変へ
ん

相そ
う

図ず

』
も
鬼
の
姿
の
あ
る
ユ
ー
モ

ラ
ス
な
作
品
だ
。い
く
つ
も
の
地
獄
の
様
子
を
描
き
、

古
く
は
人
々
の
想
像
⼒
を
掻
き
立
て
、
怖
が
ら
せ
て
き
た
鬼
。

し
か
し
時
代
が
下
る
と
、
ど
こ
か
お
か
し
み
の
あ
る
姿
で
描
か
れ
、

土
産
物
に
さ
え
な
り
、
人
々
を
楽
し
ま
せ
る
存
在
と
な
っ
た
。

江
戸
～
明
治
時
代
の
ユ
ニ
ー
ク
な
絵
画
を
見
て
み
た
い
。

 

白
隠
慧
鶴
筆

 『
鍾
馗
鬼
味
噌
』（
海
禅
寺
蔵
）

監
修
　
山
下
裕
二   

（
美
術
史
家
・
明
治
学
院
大
学
文
学
部
教
授
）

 

白
隠
慧
鶴
筆

 『
地
獄
極
楽
変
相
図
』（清
梵
寺
蔵
）

白隠慧鶴筆『鍾馗鬼味噌』
江戸時代、紙本著色、
縦 56.8× 横 47.5cm、
臨済宗妙心寺派平沙山海禅寺蔵（島
根県）、画像提供：花園大学国際禅
学研究所

こ
う
い
う
こ
と
を
す
れ
ば
こ
こ
へ
堕
ち
る
、
と
教
え

た
も
の
だ
。こ
の
絵
を
所
蔵
す
る
清せ
い
梵ぼ
ん
寺じ
（
沼
津
市
）

は
地
蔵
尊
で
著
名
な
お
寺
で
あ
り
、
白
隠
の
い
た

松し
ょ
う

蔭い
ん

寺じ

の
す
ぐ
近
く
に
あ
る
。
白
隠
は
清
梵
寺
へ

行
っ
て
人
々
に
絵
解
き
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、何
や
ら
短
冊
形
の
空
白
が
見
え
る
が

─
。

　
「『
世
間
メ
カ
ケ
モ
チ
』
だ
け
書
き
込
ま
れ
て
い

ま
す
。
妾
な
ん
か
持
つ
の
で
は
な
い
ぞ
、
と
い
う

戒
め
で
す
が
、
そ
れ
以
外
は
空
白
で
す
。
入
れ
る

つ
も
り
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す

が
、
謎
め
い
て
い
ま
す
ね
」（
山
下
教
授
）

　
と
こ
ろ
で
、
白
隠
に
は
「
南
無
」
で
始
ま
る
「
南

無
阿
弥
陀
仏
」「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
な
ど
の
一
行

書
が
多
数
あ
り
、
そ
の
中
で
最
も
多
い
の
が
「
南

無
地
獄
大
菩
薩
」（
六
例
）で
あ
る
。
地
獄
が
菩
薩
で
、

そ
れ
に
帰
依
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
山
下

教
授
は
こ
う
話
す
。

　
「
南
無
地
獄
大
菩
薩
の
一
行
書
は
晩
年
、
七
〇
代

か
ら
八
〇
代
に
か
け
て
の
作
と
思
い
ま
す
。
ほ
か

の
一
行
書
に
比
べ
て
一
字
一
字
の
配
置
が
整
っ
て

い
る
の
で
、
白
隠
に
と
っ
て
は
心
落
ち
着
か
せ
て

書
く
べ
き
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
白
隠
は
一
一

歳
の
頃
に
説
法
を
聞
い
て
地
獄
の
恐
怖
を
知
っ
た

こ
と
が
一
因
と
な
っ
て
一
五
歳
で
出
家
し
ま
す
。

『
地
獄
極
楽
変
相
図
』
も
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
は
あ
り
ま

す
が
、
白
隠
の
原
体
験
に
結
び
付
い
た
テ
ー
マ
で

す
。
南
無
地
獄
大
菩
薩
と
は
、
地
獄
も
極
楽
も
心

に
映
じ
た
表
裏
一
体
の
も
の
だ
と
い
う
よ
う
な
、

晩
年
の
境
地
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」



49 禅の風　第 50号 48

凌
雲
山
松
巌
寺

鬼
女
紅
葉
の
伝
説
ゆ
か
り
の
お
寺

1：紅葉の持仏と伝わる地蔵菩薩像と位牌　2：紅葉の
墓とされる五輪塔　3：紅葉の家来たちの墓。しかし
1000年以上前のものとは考えにくく、山中に散在した
中世の木地師たちの墓という説もある

10年ほど前につくられ定着している紅葉のキャラクター。表は人、裏は鬼

鬼
の
無
い
里
、
鬼き

無な

里さ

。

こ
の
地
名
の
由
来
と
い
わ
れ
る
鬼
女
紅も

み
じ葉

の
伝
説
は
、

当
地
で
は
、
能
や
歌
舞
伎
と
は
違
う
趣
き
で
語
り
継
が
れ
て
き
た
と
い
う
。

そ
の
内
容
、
人
々
の
紅
葉
へ
の
思
い
に
触
れ
る
。

里
の
人
々
は
、
鬼
と
し
て
退
治
さ
れ
た
紅
葉
を
そ

こ
ま
で
大
切
に
し
、
弔
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
地
蔵

院
の
堂
宇
は
山
門
手
前
、
今
は
観
音
堂
の
あ
る
場

所
に
あ
っ
た
そ
う
だ
。
紅
葉
の
お
地
蔵
様
は
、
今

は
本
堂
に
安
置
さ
れ
、
境
内
に
は
紅
葉
の
墓
（
五

輪
塔
）
や
、
彼
女
の
家
来
た
ち
の
も
の
と
さ
れ
る

二
〇
基
の
五
輪
塔
も
あ
る
。

　

松
巌
寺
の
清
水
泰た
い

憲け
ん

住
職
に
よ
る
と
、
鬼
無
里

で
は
、紅
葉
を「
様
」や「
さ
ん
」付
け
で
呼
ぶ
。「
当

地
で
語
り
継
が
れ
て
い
る
紅
葉
は
、
ま
ず
第
一
に

地
域
の
文
化
・
生
活
の
向
上
に
貢
献
し
た
慈
恵
の

人
で
あ
り
、
そ
の
伝
説
は
悲
恋
の
物
語
な
の
で
す
」

と
清
水
住
職
は
語
る
。

紅
葉
の
持
仏
を
祀
る
菩
提
寺

　

信
州
・
鬼
無
里
の
松し
ょ
う

巌が
ん

寺じ

は
、
鬼
女
伝
説
を
縁

起
に
持
つ
。
彼
女
の
名
は
紅も
み
じ葉
。
都
か
ら
流
さ
れ

て
当
地
へ
至
り
、
後
に
戸と

隠が
く
し

山や
ま

の
鬼
女
と
な
っ
て

平た
い
ら
の

維こ
れ

茂も
ち

に
討
た
れ
た
。
こ
れ
は
昔
水み

無な

瀬せ

と
い
っ

た
当
地
鬼
無
里
の
地
名
起
源
譚
で
も
あ
る
。

　

鬼
無
里
の
人
々
は
紅
葉
の
亡な
き

骸が
ら

を
自
分
た
ち
の

村
へ
運
び
、
埋
葬
し
、
彼
女
の
持
仏
だ
っ
た
地
蔵

菩
薩
像
を
祀
っ
て
鬼き

立り
ゅ
う

山ざ
ん

地
蔵
院
を
建
て
、
紅
葉

の
菩
提
寺
と
し
た
と
い
う
。
そ
れ
が
元
和
元
年

（
一
六
一
五
）
に
鬼
立
山
松
巌
寺
と
な
り
、
明
和
四

年
（
一
七
六
七
）
に
現
山
号
と
な
る
。
な
ぜ
鬼
無

紅
葉
伝
説
の
二
つ
の
系
統

　

能
、
絵
巻
、
浄
瑠
璃
に
歌
舞
伎
と
、
紅
葉
伝
説

を
題
材
に
し
た
話
は
数
多
い
が
、
筋
は
二
系
統
に

大
別
で
き
る
。
一
つ
は
観か
ん

世ぜ

信の
ぶ

光み
つ

（
一
四
三
五
ま

た
は
一
四
五
〇
～
一
五
一
六
）
の
能
『
紅も
み
じ葉

狩が
り

』

の
流
れ
で
、
筋
書
き
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
。

　

戸
隠
山
で
維
茂
が
鹿
狩
り
を
し
て
い
る
と
、
高

貴
な
女
性
た
ち
が
紅
葉
狩
り
の
宴
を
催
し
て
い
る

の
に
出
合
う
。
維
茂
は
不
審
に
思
う
が
、
誘
わ
れ

て
つ
い
酔
い
伏
す
。
す
る
と
夢
に
八
幡
神
の
使
い

が
現
れ
、
鬼
神
を
退
治
す
る
よ
う
伝
え
て
神
剣
を

授
け
る
。
維
茂
が
目
を
覚
ま
す
と
、
正
体
を
現
し

た
鬼
が
襲
来
。
維
茂
は
こ
れ
を
討
つ
―
―
。

　

鬼
無
里
に
伝
わ
る
話
は
、
こ
れ
と
は
違
う
第
二

の
系
統
で
あ
る
。

　

紅
葉
は
会
津
で
生
ま
れ
、
呉く
れ

葉は

と
名
づ
け
ら
れ

た
。
両
親
の
伴と
も
の

笹さ
さ

丸ま
る

と
菊き
く

世よ

は
、
第
六
天
の
魔
王

に
祈
っ
て
呉
葉
を
授
か
っ
た
と
い
う
。
娘
が
成
長

し
、
一
家
は
上
京
。
呉
葉
は
名
を
紅
葉
に
改
め
、

清
和
源
氏
の
祖
・
源
み
な
も
と
の

経つ
ね

基も
と

（
？
～
九
六
一
）
に
仕

え
る
。
紅
葉
は
経
基
の
寵
愛
を
受
け
て
身
ご
も
る

が
、
妖
術
で
御み

台だ
い

所ど
こ
ろ

（
正
室
）
を
病
に
す
る
。
し

か
し
陰
謀
は
露
見
し
、
戸
隠
へ
配
流
。

　

信
濃
に
入
っ
た
紅
葉
は
、
水
無
瀬
に
至
る
。
御

台
所
の
嫉
妬
で
流
さ
れ
た
と
語
り
、
村
人
に
読
み

書
き
、
裁
縫
、
算
術
、
音
楽
な
ど
を
教
え
、
京
の

さ
ま
ざ
ま
な
文
化
を
伝
え
た
。
ま
た
呪
術
や
医
薬

の
知
識
で
仁
術
を
行
っ
て
敬
わ
れ
た
。

1

2

3

所在地	：	長野県長野市鬼無里320
電　話	：	026-256-2061
アクセス：	JR「長野」駅からバス約1時間「鬼無里営業所」下車
	 上信越道長野ICから約1時間

松巌寺

内裏
屋敷跡

長野市
鬼無里支所

鬼無里神社

加茂神社

春日神社

至・白馬

至・長野市街

西京

東京

鬼無里
ふるさと資料館 406

36

松巌寺本堂。明治36年（1903）再建。平成12年
（2000）から続く「鬼女もみじ祭り」の主会場で
もある。ちなみに当寺は江戸時代に「鬼立山」から
「凌雲山」に改号された。甚大な長雨被害が背景
だったが、村人がその害を旧山号が含む「鬼」の
祟りと考えたためという話もある
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鬼
生
山
廣
度
寺

蝦
夷
の
首
領
を
鬼
生
明
神
と
し
て
祀
る

廣度寺

沢小屋
鬼生田館跡

阿武隈川

至・郡山市街 郡山東IC

至・三
春町

地獄田

二
本
松
金
屋
線

福
島
県
郡
山
市
の
「
鬼お

に

生う

田だ

」
の
地
に
あ
る
廣こ

う

度ど

寺じ

は
、

「
鬼
」
と
称
さ
れ
た
八
～
九
世
紀
の
英
雄
・
⼤お

お

多た

鬼き

丸ま
る

を
古
く
か
ら
明
神
様
と
し
て
祀
る
。

敵
方
・
坂さ

か
の

上う
え
の

田た

村む
ら

麻ま

呂ろ

に
も
称
え
ら
れ
た
彼
の
伝
説
と
信
仰
を
訪
ね
る
。

鬼生明神のお堂「冨月堂」（ふげつどう）。平成23年（2011）に建て替えられた。「冨月」は、建て替えの発願者、故・鬼生田冨美子氏（廣照院瑞光英冨禅尼）の
華道の雅号である

所在地	：	福島県郡山市西田町鬼生田字前田119番地
電　話	：	024-972-2714
アクセス：	JR「郡山」駅からタクシー約20分
	 東北自動車道「本宮IC」、磐越自動車道「郡山東IC」から約10分

115

73

鬼石
（民家内）


	6-7
	42-43
	48-49
	52-53

