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節
分
会 

"

２
０
１
２
年
２
月
３
日"

 

【
総
持
寺
（
茨
木
市
）
】 

総
持
寺
の
節
分
会
（
護
摩
供
） 

 

西
国
霊
場
三
十
三
番
札
所
、

高
野
山
真
言
宗 

準
別
格
本

山 

総
持
寺
の
年
中
行
事
と

し
て
、
毎
年
「
節
分
会
」
に

は
大
阪
地
区
の
修
験
者
に
よ

る
「
護
摩
行
」
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。 

 
 

修
験
者
は
、
別
名
「
山
伏
」

と
も
い
わ
れ
、
山
の
中
で
仏

道
修
行
を
す
る
人
を
指
し
ま

す
。 

修
験
者
が
信
仰
す
る
宗
教
が

修
験
道
で
、
山
岳
崇
拝
の
精

神
を
基
と
し
、
厳
し
い
山
々

で
修
行
し
、
困
苦
を
忍
び
、

心
身
を
修
練
し
、
悟
り
を
開

い
て
仏
果
を
得
る
と
い
う
、

出
家
、
在
家
を
問
わ
な
い
菩

薩
道
、
即
身
即
仏
を
実
修
す

る
日
本
古
来
の
宗
教
で
す
。 

修
験
道 

 

役
行
者
（
え
ん
の
ぎ
ょ
う

じ
ゃ
）
神
変
大
菩
薩
（
じ
ん

べ
ん
だ
い
ぼ
さ
つ
）
が
修
験

道
の
中
心
で
あ
る
大
峰
山
・

葛
城
山
を
道
場
と
し
て
開
い

た
の
が
開
基
と
し
て
い
ま
す
。 

火
渡
り 

 

護
摩
供
（
ご
ま
ぐ
）
で
組

み
上
げ
た
木
の
壇
に
火
を
焚

い
て
大
日
如
来
や
不
動
明
王

な
ど
神
々
の
降
臨
を
念
じ
、

護
摩
木
に
願
い
事
を
書
い
て

投
げ
入
れ
て
焚
き
上
げ
ま
す
。

こ
の
際
の
炎
と
煙
が
天
界
に

到
達
す
る
こ
と
で
願
い
が
届

く
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
護
摩
壇
の
木
を
並
べ
て

そ
の
上
を
歩
く
の
で
す
が
、

心
身
と
も
に
願
い
が
通
ず
る

行
い
で
し
ょ
う
。 

節
分
会
で
「
鬼
は
外
」
「
福

は
内
」
と
い
っ
て
、
豆
ま
き

を
し
ま
す
。 

立
春
の
前
日
の
節
分
に
鬼
を

払
っ
て
年
越
し
を
願
う
も
の

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
自
分

の
心
の
鬼
：
地
獄
、
餓
鬼
（
が

き
）
、
畜
生
（
ち
く
し
ょ
う
）

の
「
三
悪
道
」
と
い
っ
て
現

世
で
悪
い
こ
と
を
す
れ
ば
死

ん
だ
後
に
落
ち
る
恐
ろ
し
い

場
所
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

法
華
経
の
「
三
悪
道
」
は
全

て
の
人
の
心
に
あ
り
、
い
か

り
、
求
め
て
や
ま
な
い
欲
望
、

物
事
に
執
着
心
。 

知
ら
ず
知
ら
ず
に
周
囲
に
い

や
な
思
い
を
さ
せ
て
、
自
分

も
い
や
な
思
い
を
後
で
す
る

こ
と
に
な
る
。 

宮
沢
賢
治
は
熱
心
な
法
華
経

の
信
者
で
、「
世
界
全
体
が
幸

福
に
な
ら
な
い
う
ち
は
、
個

人
の
幸
福
は
あ
り
え
な
い
。
」 

個
人
の
願
い
を
護
摩
木
に
か

い
て
焚
く
の
も
よ
い
が
、
他

人
の
幸
福
と
切
り
離
す
わ
け

に
は
い
か
な
い
の
で
す
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ｔ
・
Ｎ 

  

〝
琵
琶
湖
一
周
の
旅
″ 

私
は
昔
か
ら
旅
行
が
好
き

で
し
た
。
乗
り
物
に
乗
る
の

が
好
き
で
、
駅
や
空
港
で
、

何
時
間
も
待
つ
の
も
苦
に
な

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
最
近
は

足
が
弱
っ
て
歩
く
の
は
駄
目

で
す
が
乗
り
物
に
乗
っ
て
い

る
分
に
は
何
時
間
で
も
平
気

で
す
。
そ
ん
な
私
に
う
っ
て

つ
け
の
こ
と
を
、
知
人
が
教

え
て
く
れ
ま
し
た
。 

Ｊ
Ｒ
に
「
運
賃
計
算
の
特

例
」
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、

「
実
際
に
乗
車
す
る
経
路
に

か
か
わ
ら
ず
最
も
安
く
な
る

経
路
で
乗
車
す
る
こ
と
が
出

来
る
」
と
い
う
も
の
で
す
。

重
複
し
な
い
限
り
、
乗
車
経

路
は
自
由
に
選
べ
ま
す
が
途

中
下
車
は
出
来
ま
せ
ん
。
改

札
を
出
る
こ
と
も
出
来
ま
せ

ん
。
１
日
限
り
で
す
。
近
畿

で
は
「
大
阪
近
郊
区
間
」
と

い
う
の
が
あ
っ
て
そ
の
範
囲

内
で
、
上
の
条
件
を
満
た
せ

ば
自
由
に
乗
車
出
来
ま
す
。

北
は
近
江
塩
津
、
西
は
播
州

赤
穂
、
東
は
米
原
、
柘
植
辺

り
で
し
ょ
う
か
。
琵
琶
湖
一

周
や
奈
良
か
ら
和
歌
山
と
ず

い
ぶ
ん
遠
く
ま
で
行
け
ま
す
。

し
か
し
特
急
に
は
乗
れ
ま
せ

ん
の
で
時
間
が
か
か
り
ま
す
。 

い
ろ
い
ろ
な
経
路
が
選
べ
る

の
で
、
時
刻
表
と
経
路
図
、

ま
た
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

駆
使
し
て
計
画
を
立
て
る
の

が
面
白
い
の
で
す
が
、
重
複

し
な
い(

同
じ
線
路
を
通
れ

な
い)

と
い
う
の
が
な
か
な

か
難
し
い
の
で
す
。 

１
日
、
計
画
を
立
て
て
出

か
け
ま
し
た
。
ま
ず
Ｊ
Ｒ
攝

津
富
田
か
ら
大
津
ま
で
乗
車

券
を
買
い
ま
す
。
５
７
０
円
。

高
槻
か
ら
新
快
速
で
琵
琶
湖

線
を
通
ら
ず
湖
西
線
を
通
り

近
江
塩
津
ま
で
行
き
下
車
し

て
、
近
江
塩
津
発
の
姫
路
行

き
新
快
速
に
乗
り
ま
す
。
今

度
は
琵
琶
湖
線
で
琵
琶
湖
の

東
側
を
通
り
大
津
で
下
車
し

ま
す
。 

大
津
か
ら
摂
津
富
田
ま
で
ま

た
５
７
０
円
で
す
。
こ
れ
を

判
り
や
す
い
よ
う
に
京
都
か

ら
と
考
え
る
と
、
京
都
か
ら

琵
琶
湖
を
一
周
す
る
の
は
乗

車
距
離
１
６
５
．
７
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
、
運
賃
２
５
６
０
円

の
と
こ
ろ
を
京
都
か
ら
大
津

の
１
８
０
円
で
行
け
る
の
で

す
。
近
江
舞
子
か
ら
は
だ
ん

だ
ん
雪
が
多
く
な
り
、
近
江

塩
津
で
は
４
０
～
５
０
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
も
あ
っ

た
で
し
ょ
う
か
。
春
、
秋
な

ど
季
節
に
よ
っ
て
は
景
色
も

違
い
面
白
い
と
思
い
ま
す
。

沿
線
に
い
っ
た
こ
と
の
あ
る

駅
や
、
歴
史
に
の
こ
る
地
名

な
ど
も
多
く
、
お
弁
当
や
コ

ー
ヒ
ー
な
ど
を
持
参
し
て
、

約
４
時
間
を
楽
し
く
過
ご
す

こ
と
が
出
来
ま
し
た
。 

た

だ
電
車
に
の
る
だ
け
な
の
で

す
が
、
計
画
を
立
て
る
楽
し

み
と
、
景
色
を
愛
で
、
ち
ょ

っ
と
し
た
旅
行
気
分
も
味
わ

え
て
私
は
と
て
も
面
白
か
っ

た
で
す
。
お
暇
な
方
に
お
勧

め
で
す
。 

 
 

Ｆ
・
Ｍ 

楽しいパッチワーク 

“一つで三つの顔を持つ” 

縦２２センチ、横巾２４センチ、 

マチ 左右底 各８センチ 

表と裏、更にリバーシブルと 

３つの表情を見せる手提げです。 

ちょっとそこまで・・・の 

お使いに出し入れ便利な 

大きさです。    Ｋ・Ｎ 

 


