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「
拭
く
」の
原
体
験
は

本
堂
の
縁
側
掃
除

　

私
の
実
家
は
岩
手
県
花
巻
市
の
浄
土

真
宗
西
本
願
寺
派
の
小
さ
な
寺
で
す
。

小
学
校
６
年
生
の
と
き
に
東
京
か
ら
疎

開
し
、
父
親
は
私
を
住
職
の
後
継
者
に

し
よ
う
と
、
日
常
の
修
行
を
さ
せ
ま
し

た
。
な
か
で
も
い
ち
ば
ん
つ
ら
か
っ
た

の
は
、
本
堂
の
縁
側
の
拭
き
掃
除
で
す
。

縁
側
を
拭
い
て
か
ら
、
長
い
阿
弥
陀
経

を
父
親
と
唱
え
る
。
毎
朝
必
ず
、
こ
の

二
つ
の
行
為
を
し
な
け
れ
ば
朝
食
に
あ

り
つ
け
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
こ
で
「
拭
く
」
と
い
う
行
為
を
徹

底
的
に
叩
き
込
ま
れ
た
の
で
す
。
昔
の

古
い
寺
の
縁
側
は
、
長
い
一
枚
板
で
は

な
く
、
短
い
板
を
貼
り
合
わ
せ
て
敷
き

詰
め
た
も
の
で
し
た
。
だ
か
ら
、
両
手

を
雑
巾
に
当
て
て
腰
を
上
げ
、
廊
下
の

ガンジス川のベナレスで洗濯する人々。ベナレスはヒンドゥー教の一大聖地で、ヴァーラーナシー、バラナシとも呼ばれる（提供：アフロ）

生
活
す
る
う
え
で
、
大
多
数
の
人
が
無

意
識
の
う
ち
に
な
に
か
し
ら
拭
い
て
い

る
。
な
ら
ば
、
「
拭
く
」
行
為
に
は
、

水
気
を
と
る
、
汚
れ
を
拭ぬ
ぐ

い
去
る
と
い

う
こ
と
以
外
に
何
か
意
味
が
あ
る
の
で

は
な
い
か

―
。
こ
れ
が
今
回
の
特
集

の
出
発
点
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は

「
拭
く
」
と
い
う
行
為
に
宿
る
精
神
性

や
、
そ
の
裏
側
に
潜
ん
で
い
る
で
あ
ろ

う
宗
教
性
に
つ
い
て
、
山
折
哲
雄
さ
ん

に
お
聞
き
し
た
。

「
拭
く
」行
為
に
宿
る

精
神
性
と
宗
教
性

概説
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端
か
ら
端
ま
で
一
気
に
拭
く
の
で
は
な

く
、
短
い
板
一
枚
ご
と
に
右
へ
左
へ
と

拭
き
掃
除
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

雪
の
降
る
寒
い
冬
な
ど
特
に
き
つ
か
っ

た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。　
　

　

ま
だ
子
ど
も
で
す
か
ら
、
つ
ら
い
労

働
か
ら
早
く
解
放
さ
れ
た
い
と
の
一
心

で
や
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
振

り
返
っ
て
み
れ
ば
修
行
の
場
で
し
た
。

こ
れ
が
私
に
と
っ
て
「
拭
く
」
と
い
う

行
為
の
原
点
で
す
。

目
に
見
え
な
い

穢
れ
を
叩
き
出
す

　

異
文
化
に
お
け
る
「
拭
く
」
行
為
の

さ
ま
ざ
ま
な
側
面
を
見
せ
つ
け
ら
れ
た

の
は
、
イ
ン
ド
を
旅
し
た
と
き
で
し
た
。

　

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
に
と
っ
て
ガ
ン
ジ

ス
川
の
水
は
、
肉
体
と
霊
魂
を
分
離
す

る
ほ
ど
の
高
い
浄
化
力
を
も
っ
た
、
聖

な
る
水
で
す
。
し
た
が
っ
て
火
葬
し
た

骨
灰
や
糞
便
も
流
せ
ば
、
そ
の
同
じ
川

で
洗
顔
や
洗
濯
も
し
ま
す
。

　

洗
い
場
の
一
画
で
不
思
議
な
光
景
を

見
ま
し
た
。
女
性
た
ち
は
洗
濯
物
を
ガ

ン
ジ
ス
川
の
水
に
つ
け
て
汚
れ
を
洗
い

流
し
た
後
、
拭
い
て
（
水
気
を
と
っ
て
）
か

ら
岩
に
叩
き
つ
け
て
い
る
の
で
す
。
洗

濯
物
を
拭
い
て
は
叩
く
、
叩
い
て
は
拭

く
の
作
業
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
叩
け

ば
生
地
が
傷
む
だ
ろ
う
に
、
な
ぜ
そ
ん

な
こ
と
を
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
謎
だ

っ
た
の
で
す
が
、
あ
ま
り
こ
れ
に
つ
い

て
考
察
し
た
文
献
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ

り
ま
せ
ん
。

　

私
な
り
に
考
え
た
仮
説
は
こ
う
で
す
。

外
面
的
な
穢け
が

れ
と
同
時
に
、
着
物
に
染

み
つ
い
た
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
内
在
し

て
い
る
目
に
見
え
な
い
穢
れ
を
叩
き
出

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
拭

き
浄き
よ

め
る
行
為
と
叩
き
出
す
行
為
が
連

続
し
て
い
る
。
拭
く
こ
と
を
叩
く
こ
と

で
補
強
し
て
い
る
、
と
見
る
こ
と
も
で

き
る
し
、
叩
い
て
悪
し
き
も
の
を
滲
み

出
さ
せ
、
そ
れ
を
拭
き
と
る
と
も
読
め

ま
す
。
文
化
人
類
学
者
が
こ
れ
を
ど
う

分
析
す
る
か
、
興
味
あ
る
問
題
で
す
。

心
の
垢
を
拭
い
去
る

聖
地
と
し
て
の
温
泉

　

イ
ン
ド
の
ベ
ナ
レ
ス
で
温
泉
に
入
っ

た
と
き
の
こ
と
。
地
下
を
掘
り
下
げ
て

つ
く
っ
た
４
ｍ
四
方
の
湯
壷
ま
で
石
段

を
10
段
ほ
ど
降
り
て
い
き
、
首
く
ら
い

ま
で
あ
る
湯
に
立
っ
て
浸
か
る
温
泉
で

す
。
し
っ
と
り
毛
穴
に
入
り
込
ん
で
く

る
よ
う
な
、
体
に
な
じ
ん
で
い
く
湯
は
、

日
本
の
温
泉
で
は
味
わ
っ
た
こ
と
の
な

い
心
地
よ
さ
で
し
た
。
足
の
裏
に
当
た

る
砂
地
の
感
触
が
、
こ
れ
ま
た
す
ば
ら

し
か
っ
た
。

　

し
ば
ら
く
浸
か
る
と
み
ん
な
静
か
に

体
を
拭
い
て
石
段
を
上
が
り
、
出
て
い

き
ま
す
。
日
本
の
温
泉
の
よ
う
に
体
を

洗
わ
な
い
の
で
す
。
せ
っ
け
ん
は
な
く
、

持
ち
込
み
も
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
よ

く
見
る
と
、
出
て
い
く
と
き
湯
壷
の
四

隅
に
両
手
を
合
わ
せ
て
拝
ん
で
い
ま
し

た
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
の
小
さ
な
彫
刻
の
神
像
で
し
た
。

　

そ
の
と
き
初
め
て
気
づ
い
た
の
で
す
。

イ
ン
ド
人
に
と
っ
て
温
泉
と
は
、
体
の

垢
を
洗
い
落
と
す
場
所
で
は
な
く
、
心

の
垢あ
か

を
洗
い
流
し
、
拭
い
去
る
聖
な
る

場
所
な
の
だ
と
。

　

や
は
り
イ
ン
ド
人
は
内
面
に
染
み
つ

い
た
穢
れ
と
外
面
の
物
理
的
な
汚
れ
を

区
別
し
て
い
る
の
だ
と
わ
か
り
ま
し
た
。

　

実
は
日
本
の
温
泉
に
も
昔
は
同
様
の

役
割
が
あ
っ
た
の
で
す
。
修
験
道
の
霊

場
の
そ
ば
に
は
温
泉
が
あ
り
、
巡
礼
者

は
心
身
を
浄
め
て
か
ら
お
参
り
し
ま
し Tetsuo Yamaori
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た
。
日
本
の
温
泉
は
、
内
面
的
な
穢
れ

と
外
面
的
な
垢
を
同
時
に
拭
い
去
る
二

つ
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

近
代
化
に
伴
っ
て
も
っ
ぱ
ら
慰
安
の
宿

と
な
り
、
も
う
一
方
の
意
味
を
日
本
人

は
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

死
の
穢
れ
を
浄
化
す
る

刀
の「
研
ぎ
拭
い
」

　
「
拭
く
」
と
い
う
行
為
に
「
穢
れ
を

拭
い
去
る
」
意
味
が
あ
る
な
ら
、
最
大

の
穢
れ
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、「
死
」
の

穢
れ
で
す
。

　

平
安
時
代
、
貴
族
政
権
が
中
国
の
律

令
制
度
を
移
入
し
刑
法
の
シ
ス
テ
ム
を

つ
く
っ
た
な
か
で
最
大
の
刑
罰
が
死
刑

で
し
た
。
こ
れ
は
国
が
死
の
穢
れ
を
地

上
に
広
げ
る
重
大
な
行
為
で
す
。

　

お
そ
ら
く
そ
の
こ
と
を
、
中
国
の
官

僚
た
ち
よ
り
は
る
か
に
日
本
の
官
僚
た

ち
の
方
が
意
識
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

死
刑
を
規
定
し
た
も
の
の
、
平
安
時
代

３
５
０
年
間
を
通
じ
て
公
的
に
は
一
度

も
執
行
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
私
的
に
は
執
行
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
そ
れ
を
担
当
し
た
の
は
武
士
で

し
た
。
貴
族
は
極
度
に
死
の
穢
れ
を
嫌

っ
た
の
で
す
。
平
安
時
代
ま
で
は
こ
う

し
た
二
重
構
造
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

や
が
て
武
士
政
権
が
誕
生
す
る
と
、

武
士
た
ち
は
人
を
殺
す
こ
と
で
得
た
穢

れ
を
浄
め
る
と
い
う
重
大
な
問
題
に
直

面
し
た
わ
け
で
す
。
人
を
殺あ
や

め
た
刀
の

穢
れ
を
ど
う
拭
い
去
る
か
。
こ
こ
で

「
研
ぐ
」
な
い
し
「
拭
く
」
と
い
う
行

為
が
重
視
さ
れ
ま
す
。

　

ど
ん
な
名
刀
で
も
人
を
斬
れ
ば
刃
こ

ぼ
れ
し
ま
す
。
だ
か
ら
研
磨
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
研
磨
技
術
の
歴
史
は

日
本
が
世
界
で
も
っ
と
も
古
く
、
旧
石

器
時
代
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
世
界
的

な
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
『
銃
・
病

原
菌
・
鉄
』
の
日
本
語
版
序
文
で
著
者

の
ジ
ャ
レ
ド
・
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
研
磨
加
工
を
施
し
、
刃
先
の
長
い
石

器
を
最
初
に
作
っ
た
の
は
日
本
人
だ
っ

た
。
こ
れ
は
、
世
界
各
地
の
人
類
が
ま

だ
石
器
を
用
い
、
鉄
器
に
つ
い
て
何
も

知
ら
な
か
っ
た
時
代
の
こ
と
で
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
石
器
が
研
磨
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
一
万
五
〇
〇
〇
年
以
上
も
前
の
こ

と
で
あ
る
。」（
倉
骨
彰
訳
／
草
思
社 

2
0
0
0
）。

研
ぎ
拭
い
の
伝
承
で

日
本
刀
は
武
士
の
魂
に

　

中
世
を
通
じ
て
刀
の
研
磨
技
術
は
ど

ん
ど
ん
進
歩
し
、
信
長
・
秀
吉
か
ら
家

康
に
至
る
時
期
に
頂
点
を
極
め
た
の
が
、

日
本
刀
研
磨
の
第
一
人
者
、
本
阿
弥
光

悦
で
し
た
。
彼
は
家
康
に
芸
術
村
の
土

地
の
寄
進
を
受
け
、
陶
芸
や
書
や
工
芸

に
も
才
能
を
発
揮
し
た
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス

的
芸
術
家
の
祖
で
す
が
、
そ
の
中
心
を

成
し
て
い
る
技
芸
は
「
研
磨
」
だ
っ
た

わ
け
で
す
。

　

研
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
刀
の
内
部
に
染

み
込
ん
だ
穢
れ
を
浮
き
彫
り
に
し
て
、

そ
れ
を
最
終
的
に
拭
い
去
り
、
浄
化
す

る
。
こ
う
し
た
伝
承
が
連
綿
と
引
き
継

が
れ
、
や
が
て
「
日
本
刀
は
武
士
の

魂
」
と
い
う
思
想
が
誕
生
し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
歴
史
を
も
つ
の
は
世
界

で
日
本
だ
け
で
す
。
刀
剣
が
工
芸
品
と

し
て
美
術
館
や
博
物
館
で
展
示
さ
れ
る

の
は
日
本
刀
く
ら
い
し
か
な
い
で
し
ょ

う
。
武
器
と
し
て
刀
剣
を
展
示
し
て
い

る
の
は
世
界
に
も
多
く
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
と
は
ま
る
で
扱
い
が
違
う
。「
武
士

の
魂
」
の
象
徴
で
す
か
ら
、
一
種
の
神

と
も
い
え
ま
す
。
日
本
刀
を
展
示
し
て

い
る
世
界
中
の
美
術
館
で
は
、
研
磨
の

た
め
に
日
本
へ
送
り
返
す
。
そ
れ
で
研

磨
が
商
売
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
「
研
ぎ
拭
い
」
の
技
術
は
、
漆
工
芸

な
ど
日
本
の
職
人
芸
の
な
か
に
も
さ
ま

ざ
ま
な
形
で
入
り
込
み
ま
し
た
。
法
隆

寺
の
宮
大
工
も
鉋か
ん
なの

研
ぎ
拭
い
に
命
を

か
け
弟
子
に
も
伝
え
て
い
る
し
、「
包
丁

一
本
さ
ら
し
に
巻
い
て
…
…
」
の
歌
で

知
ら
れ
る
料
理
人
の
世
界
で
も
同
じ
こ

と
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
根
本
を
探
っ
て

い
く
と
「
死
の
穢
れ
を
拭
い
去
る
」
問

題
に
行
き
着
く
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

　

黒
澤
明
監
督
の
映
画
『
用
心
棒
』
の

最
後
の
対
決
場
面
で
、
仲
代
達
矢
の
ピ

ス
ト
ル
に
三
船
敏
郎
の
出
刃
包
丁
が
勝

ち
ま
す
が
、
私
は
「
あ
れ
は
日
本
人
の

日
本
刀
信
仰
の
発
露
だ
」
と
冗
談
ま
じ

り
で
よ
く
言
う
の
で
す
。

〈
座
る
文
化
〉と

「
拭
く
」行
為

　

も
う
少
し
私
た
ち
の
日
常
生
活
に
照

ら
し
て
「
拭
く
」
行
為
を
考
え
て
み
る

と
、
家
の
な
か
で
も
っ
と
も
穢
れ
る

約1800年前に発見されたという日本最古の温泉「湯の峰温泉（ゆのみねおんせん）」。かつて人々は熊野詣の途
中にここで湯垢離（ゆごり）を行なって身を浄め、旅の疲れも癒したとされる（提供：アフロ）
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（
汚
れ
る
）
場
所
は
ど
こ
か
と
い
え
ば
、

天
井
や
壁
で
は
な
く
床
で
し
ょ
う
。
す

る
と
こ
れ
は
「
床
に
座
る
文
化
」
に
深

く
関
係
し
て
い
ま
す
。
拭
く
と
い
う
の

は
、
基
本
的
に
床
に
体
を
沈
め
て
す
る

行
為
で
す
。

　

最
近
の
日
本
人
は
と
て
も
背
が
高
く

な
り
ま
し
た
。
背
の
低
い
私
な
ど
電
車

に
乗
る
と
、
ま
る
で
林
の
中
に
い
る
よ

う
で
す
。
背
が
高
く
て
腰
高
に
な
る
と
、

あ
ぐ
ら
や
正
座
を
し
に
く
く
な
り
ま
す
。

床
に
座
る
文
化
か
ら
椅
子
に
座
る
文
化

に
移
り
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
と
、
雑
巾

が
け
の
よ
う
な
床
を
拭
く
行
為
が
軽
ん

じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
は
、

相
関
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

ロ
ダ
ン
の
「
考
え
る
人
」。
中
宮
寺

や
広
隆
寺
に
あ
る
「
半は
ん
か
し
ゆ
い
ぞ
う

跏
思
惟
像
」。

ど
ち
ら
も
座
っ
て
考
え
て
い
ま
す
。
さ

て
「
考
え
る
行
為
が
終
わ
っ
た
ら
、
こ

の
二
人
は
次
に
ど
う
す
る
で
し
ょ

う
？
」
と
講
義
で
よ
く
学
生
に
問
い
ま

し
た
。
私
の
答
え
は
こ
う
で
す
。「
考
え

る
人
」
は
、
考
え
る
こ
と
を
や
め
た
ら

立
っ
て
歩
き
出
す
。「
半
跏
思
惟
像
」
は
、

考
え
る
こ
と
を
や
め
た
ら
腰
を
下
ろ
し

て
床
に
あ
ぐ
ら
を
か
く
。

　

西
洋
的
な
〈
立
つ
文
化
〉
と
、
ア
ジ

ア
的
な
〈
座
る
文
化
〉。
日
常
生
活
の

基
本
と
し
て
、
立
つ
こ
と
を
中
心
に
暮

ら
し
て
い
る
文
化
圏
と
、
座
る
こ
と
を

中
心
に
暮
ら
し
て
い
る
文
化
圏
と
真
っ

二
つ
に
分
か
れ
ま
す
。
あ
ぐ
ら
や
正
座

は
「
座
る
」
こ
と
に
直
結
す
る
文
化
で

あ
り
、
椅
子
に
腰
か
け
る
の
は
「
立

つ
」
こ
と
に
直
結
す
る
文
化
で
す
。
世

界
全
体
の
分
布
で
ど
ち
ら
が
優
勢
だ
っ

た
か
と
い
え
ば
、〈
座
る
文
化
〉
圏
の
方

が
、
そ
も
そ
も
多
数
派
で
し
た
。
日
本

も
〈
座
る
文
化
〉
で
し
た
が
、
近
代
化

の
優
等
生
に
な
り
〈
立
つ
文
化
〉
へ
と
、

い
ち
早
く
移
行
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
を
成
し
遂
げ

た
の
は
煎
じ
詰
め
れ

ば
教
育
の
力
で
す
が
、

行
き
す
ぎ
た
ら
立
ち

止
ま
り
、
見
失
い
が

ち
な
価
値
を
少
し
ば

か
り
取
り
戻
す
の
も
、

や
は
り
教
育
の
力
で

し
ょ
う
。

　
〈
座
る
文
化
〉
に

由
来
す
る
雑
巾
が
け

も
、
近
代
化
と
と
も
に
失
く
し
た
習
慣

の
一
つ
。
一
時
期
、
清
掃
を
外
注
す
る

学
校
が
増
え
ま
し
た
が
、
最
近
は
生
徒

に
雑
巾
が
け
を
さ
せ
る
小
学
校
が
復
活

し
て
き
て
い
る
よ
う
で
、
よ
い
傾
向
だ

と
思
い
ま
す
。

穢
れ
を
拭
き
と
る
な
か
で

生
ま
れ
た
発
酵
文
化

　

神
道
的
な
禊み

そ
ぎは
、
ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
外
面
に
付
い
た
穢
れ
を
洗
い
流
し
、

拭
き
と
る
行
為
で
す
。
一
方
で
仏
教
的

な
考
え
方
か
ら
す
る
と
穢
れ
は
内
面
化

す
る
の
で
、
繰
り
返
し
修
行
と
し
て

「
拭
く
」
行
為
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
が
寺
に
お
け
る
拭
き
掃
除
、

雑
巾
が
け
で
あ
り
、
心
の
穢
れ
を
拭
き

と
る
こ
と
に
結
び
付
い
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
日
本
人
の
信
仰
心
な
い
し
精

神
構
造
の
基
底
に
は
、
神
仏
習
合
の
世

界
観
が
あ
り
ま
す
。
神
道
か
仏
教
か
の

二
者
択
一
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
互
い
に

補
完
し
合
う
の
が
日
本
文
化
で
す
。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
日
本
の
温
泉
も

か
つ
て
は
外
面
と
内
面
の
穢
れ
を
同
時

に
洗
い
流
し
、
拭
い
去
る
場
所
で
し
た

が
、
一
方
で
世
界
に
冠
た
る
日
本
人
の

風
呂
好
き
は
、
モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
の
発

酵
文
化
の
影
響
で
し
ょ
う
。
湿
度
が
と

て
も
高
い
の
で
、
毎
日
風
呂
に
入
ら
な

い
と
い
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
酒
、
み
そ
、

し
ょ
う
ゆ
、
酢
、
納
豆
…
…
な
ど
の
発

酵
文
化
と
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

発
酵
と
は
腐
敗
し
て
い
く
も
の
を
純

化
す
る
技
術
で
す
。
例
え
ば
酒
は
、
い

う
な
れ
ば
穀
物
を
腐
ら
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
最
終
的
に
純
正
な
液
体
を
抽
出

し
た
も
の
。
こ
う
し
た
発
酵
の
プ
ロ
セ
ス

が
穢
れ
か
ら
清
浄
な
物
を
生
み
出
し
ま

す
。
し
た
が
っ
て
解
釈
の
し
よ
う
に
よ
っ

て
は
、
発
酵
自
体
が
穢
れ
を
拭
き
と
る

過
程
で
あ
る
と
も
い
え
る
わ
け
で
す
。

（
２
０
１
７
年
11
月
16
日
取
材
）

「拭く」行為に宿る精神性と宗教性
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