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帰
山
途
中
、
東
秩
父
村
和
紙

の
里
に
立
ち
寄
り
、
各
自
が

「
和
紙
す
き
体
験
」
を
行
い

楽
し
い
一
時
を
過
ご
し
た
後
、

昼
食
を
と
り
、
信
教
寺
へ
帰

山
。
帰
山
後
、
閉
講
式
を
行

い
ま
し
た
。
閉
講
式
で
は
、

お
看
経
、
講
習
会
参
加
者
へ

の
受
講
証
の
授
与
が
行
わ
れ

終
了
と
な
り
ま
し
た
。

　
今
回
の
参
詣
人
数
は
、
お

教
務
四
師
、
薫
化
会
十
六
名
、

青
年
会
・
一
般
二
十
六
名
、

総
合
計
四
十
六
名
で
し
た
。

（
布
教
区
薫
化
会
主
事
・

佐
藤
洋
記
）

　
門
祖
聖
人
は
、
永え

い

享き
ょ
う

十
一
年
（
一
四
三
九
）

五
十
五
歳さ

い

の
時
、
現げ

ん

在ざ
い

の
大
阪
府
南み

な
み

河か
わ

内ち

郡ぐ
ん

河か

南な
ん

町ち
ょ
う

加か

納の
う

の
地
に
法ほ

っ

華け

寺じ

を
建た

て
ら
れ
た
ん
だ
。

　
そ
し
て
休
む
間
も
な
く
門
祖
聖
人
は
、
加
納
か

ら
西
に
あ
る
、
当
時
、
た
い
へ
ん
発
展
を
し
て
い

た
堺
の
町
に
足
を
延の

ば
し
、
堺
の
町
の
人
々
が
御お

題だ
い

目も
く

を
お
唱と

な

え
し
て
、
幸し

あ
わ

せ
に
な
れ
ま
す
よ
う
に

と
、
お
教き

ょ
う

化け

の
ご
奉ほ

う

公こ
う

に
励は

げ

ま
れ
た
ん
だ
。

　
さ
て
「
堺
」
の
町
は
、
皆み

な

も
知
っ
て
い
る
よ
う

に
「
古
墳
」
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
と
て
も
歴れ

き

史し

の

古
い
町
な
ん
だ
。
ま
た
海
と
陸り

く

の
交
通
の
要よ

う

所し
ょ

に

あ
り
、
室む

ろ

町ま
ち

時じ

代だ
い

に
は
堺
商し

ょ
う

人に
ん

と
呼よ

ば
れ
る
人

達た
ち

を
中
心
に
、
文ぶ

ん

化か

・
経
済
が
急き

ゅ
う

速そ
く

に
栄
え
、
国

際
都
市
と
呼
ば
れ
る
程ほ

ど

、
繁は

ん

栄え
い

し
て
い
た
ん
だ
。

　
南
河
内
の
加
納
の
村
か
ら
堺
の
町
に
、
お
教
化

の
ご
奉
公
に
出で

向む

か
れ
た
門
祖
聖
人
の
熱ね

っ

心し
ん

な
ご

奉
公
に
よ
り
、
次し

第だ
い

に
活
気
あ
ふ
れ
る
堺
の
町
に

も
、
御
題
目
を
お
唱
え
す
る
ご
信し

ん

者じ
ゃ

が
増ふ

え
て
い

っ
た
ん
だ
。

　
堺
の
町
に
ご
弘
通
ご
奉
公
を
は
じ
め
ら
れ
て
十

三
年
た
っ
た
宝ほ

う

徳と
く

三
年
（
一
四
五
一
）。
金き

ん

銀ぎ
ん

細ざ
い

工く

な
ど
を
扱あ

つ
か

う
商
人
と
材ざ

い

木も
く

を
扱
う
商
人
の
熱
心

な
外げ

護ご

（
ご
信
者
方
が
お
金
や
物も

の

で
仏ぶ

っ

教き
ょ
う

を
護ま

も

る

こ
と
）
に
よ
っ
て
、
堺
の
町
に
顕
本
寺
と
い
う
お

寺
が
建た

っ
た
ん
だ
。

　
そ
し
て
、
こ
の
顕
本
寺
の
住じ

ゅ
う

職し
ょ
く

に
加
納
の
地
で

目
の
病び

ょ
う

気き

が
治な

お

り
ご
利り

益や
く

を
い
た
だ
か
れ
、
後

に
門
祖
聖
人
の
お
弟で

子し

と
な
ら
れ
た
日に

ち

浄じ
ょ
う

師
が
、

ご
奉
公
に
当
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ん
だ
。

　
享き

ょ
う

徳と
く

二
年
（
一
四
五
三
）、
門
祖
聖
人
六
十
九

歳
の
時
。
尼あ

ま
が
さ
き崎
の
本ほ

ん

興こ
う

寺じ

で
ご
奉
公
を
さ
れ
て
い

た
門
祖
聖
人
の
右み

ぎ

腕う
で

が
突と

つ

然ぜ
ん

痛い
た

み
出
し
た
ん
だ
。

お
弟
子
が
「
ど
う
な
さ
い
ま
し
た
か
」
と
尋た

ず

ね
る

と
、「
お
寺
の
松ま

つ

を
誰だ

れ

か
が
切
っ
て
い
る
。
す
ぐ

に
止や

め
さ
せ
な
さ
い
」
と
仰

お
っ
し
ゃ

っ
た
。
調し

ら

べ
て
み

る
と
お
弟
子
の
小こ

僧ぞ
う

さ
ん
が
夜
に
月
を
見
る
の
に

ジ
ャ
マ
だ
か
ら
切
ろ
う
と
し
て
い
た
ん
だ
。

　
門
祖
聖
人
は
「
私わ

た
し

は
そ
の
木
で
自
分
の
像ぞ

う

を
刻き

ざ

み
、
後の

ち

の
世よ

の
人
々
に
残の

こ

そ
う
と
思
っ
て
ご
祈き

願が
ん

し
て
い
た
が
、
よ
う
や
く
そ
の
木
に
私
の
思
い
が

伝つ
た

わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
語
ら
れ
た
。

　
や
が
て
、
堺
の
ご
信
者
で
仏ぶ

っ

師し

（
仏ぶ

つ

像ぞ
う

を
制せ

い

作さ
く

す
る
人
）
の
浄じ

ょ
う

伝で
ん

と
い
う
人
が
呼
ば
れ
て
、
門
祖

聖
人
の
御ご

尊そ
ん

像ぞ
う

が
制
作
さ
れ
た
ん
だ
。
こ
の
御
尊

像
は
今
も
尼
崎
本
興
寺
に
ご
安あ

ん

置ち

さ
れ
、
国
の
重じ

ゅ
う

要よ
う

文ぶ
ん

化か

財ざ
い

に
指し

定て
い

さ
れ
て
い
る
ん
だ
。

　
ま
た
、
鹿か

児ご

島し
ま

県け
ん

種た
ね

子が

島し
ま

の
林り

ん

応の
う

（
後
の
日に

っ

典て
ん

師
）
と
い
う
律り

っ

宗し
ゅ
う

の
僧そ

う

。
こ
の
林
応
と
い
う
僧そ

う

侶り
ょ

に
門
祖
聖
人
の
お
弟
子
に
な
る
よ
う
に
と
勧す

す

め
た

の
が
、
盲も

う

目も
く

の
太た

い
ち都
と
い
う
堺
の
ご
信
者
な
ん
だ
。

　
商
人
を
中
心
に
町
の
人
々
が
大
き
な
力
を
持も

っ

て
い
た
自じ

由ゆ
う

都
市
で
あ
る
堺
の
町
は
、
御
題
目
を

弘ひ
ろ

め
る
ご
弘
通
ご
奉
公
に
も
た
い
へ
ん
熱
心
で
、

こ
こ
か
ら
多
く
の
ご
信
者
が
生
ま
れ
た
ん
だ
ね
。

　

大お
お

阪さ
か

市し

に
隣り

ん

接せ
つ

し
大お

お

阪さ
か

府ふ

第だ
い

二
の
商

し
ょ
う

工こ
う

業ぎ
ょ
う

都と

市し

と
し
て
栄さ

か

え
る
堺

さ
か
い

市し

。
堺
市
の
歴れ

き

史し

は
古
く
仁に

ん

徳と
く

天て
ん

皇の
う

陵り
ょ
う

な
ど
の
古こ

墳ふ
ん

で
も
有ゆ

う

名め
い

だ
ね
。
門も

ん

祖そ

聖し
ょ
う

人に
ん

の
時じ

代だ
い

に
は
、
文ぶ

ん

芸げ
い

や
経け

い

済ざ
い

に
た
い
へ
ん

な
発は

っ

展て
ん

を
み
せ
国こ

く

際さ
い

都
市
・
新し

ん

興こ
う

都
市
と
言
わ
れ

て
い
た
ん
だ
。
今
回
は
そ
の
堺
の
ご
弘ぐ

通づ
う

の
お
話
。

　
去
る
八
月
三
日
・
四
日
の

二
日
間
、
熊
谷
・
信
教
寺

（
住
職
・
浜
田
日
重
師
）
を

会
場
寺
院
と
し
て
、
埼
玉
県

立
長
瀞
元
気
プ
ラ
ザ
（
キ
ャ

ン
プ
場
）
に
て
、
埼
玉
布
教

区
薫
化
会
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル

を
、
両
日
と
も
晴
天
の
お
計

ら
い
を
い
た
だ
き
無
事
開
催

い
た
し
ま
し
た
。

　
一
日
目
は
十
時
よ
り
開
講

式
と
し
て
、
浜
田
日
重
御
導

師
ご
唱
導
に
よ
る
お
看
経
に

新
井
日
友
師
の
ご
出
座
を
賜

わ
り
、
子
供
た
ち
の
元
気
な

お
看
経
が
本
堂
内
に
響
き
渡

り
ま
し
た
。

　
お
看
経
終
了
後
、
薫
化
会

の
歌
・
誓
い
に
続
き
、
布
教

区
薫
化
会
主
事
教
務
・
滝
山

顕
廣
師
の
ご
挨
拶
、
そ
し
て

奉
修
御
導
師
の
御
法
門
で
は
、

信
行
の
功
徳
を
頂
戴
し
な
が

ら
私
た
ち
の
将
来
を
か
が
や

か
せ
て
行
く
事
の
大
切
さ
を

わ
か
り
易
く
お

教
え
い
た
だ
き

ま
し
た
。
御
法

門
の
後
、
無
始

已
来
を
言
上
し
、

開
講
式
が
終
了

と
な
り
ま
し
た
。

　
開
講
式
終
了

後
、
薫
化
会
の

参
加
者
は
「
法

鼓
の
打
ち
方
」

の
講
習
会
を
行

い
ま
し
た
。
始

め
の
う
ち
は
出

来
な
か
っ
た
法

鼓
も
、
講
習
会

の
後
半
で
は
上

手
に
打
て
る
様
に
な
り
、
最

後
は
受
講
者
全
員
で
合
わ
せ

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま

た
別
会
場
で
は
萱
森
照
薫
師

よ
り
一
般
・
青
年
会
向
け
に

「
朝
夕
勤
行
の
言
上
」
に
つ

い
て
講
習
会
が
実
施
さ
れ
ま

し
た
。

　
講
習
会
終
了
後
、
記
念
撮

影
と
ご
供
養
を
い
た
だ
き
、

野
外
会
場
の
キ

ャ
ン
プ
場
へ
移

動
。
キ
ャ
ン
プ

場
で
は
テ
ン
ト

就
寝
の
準
備
、

キ
ャ
ン
プ
フ
ァ

イ
ヤ
ー
出
し
物

練
習
、
夕
食
調

整
の
為
の
火
起

し
、
野
外
炊
飯

を
行
い
ま
し
た
。

　
各
班
手
作
り

の
美
味
し
い
夕

食
を
食
べ
た
後
の
キ
ャ
ン
プ

フ
ァ
イ
ヤ
ー
で
は
、
各
班
が

準
備
し
た
出
し
物
が
披
露
さ

れ
、
大
い
に
盛
り
上
が
り
ま

し
た
。

　
二
日
目
は
、
信
教
寺
へ
の

門
祖
聖
人
の
御
尊
像
を
刻
む
仏
師
の
浄
伝

堺
の
ご
弘
通

さ
か
い

ぐ

づ
う

国
際
都
市
・
堺

顕
本
寺
の
建
立

け
ん

ぽ
ん

じ

こ
ん

り
ゅ
う

堺
信
徒
の
活
躍

し
ん

と

か
つ

や
く

堺・顕本寺の全景

門祖聖人御尊像
（尼崎本興寺・重要文化財）

薫
化
会
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
開
催

法
鼓
の
打
ち
方
や
言
上
を
学
ぶ

埼
玉
布

6支

キャンプ場でみんな一緒に記念撮影

最後はみんなで法鼓が打てるようになりました


