
と
あ
り
、
た
だ
ひ
た
す
ら
浄
業
を
修
し
た
と
さ
れ
る
。

第
二
項
　
道
俗
の
信
仰

『
利
益
記
』
を
通
し
て
、
隠
居
後
の
祐
天
に
対
す
る
庶
民
の
信
仰
が
伝
わ
っ
て
く
る
。「
伝
左
衛
門
現
罰
を

蒙
り
し
事
」（
下
、
六
丁
）
と
し
て
、
良
忠
寺
の
順
阿
の
代
に
戸
出
村
に
お
い
て
祐
天
の
「
大
幅
の
名
号
を
拝

受
し
て
本
尊
と
し
戸
　
輪
次
に
百
万
遍
を
修
し
」
て
い
た
と
き
の
話
が
あ
る
。
伝
左
衛
門
と
言
う
男
が
「
農

事
を
怠
り
田
の
畦
に
眠
」
っ
て
い
た
。
理
由
を
問
う
と
「
昨
夜
主
人
が
親
の
年
回
な
り
と
て
。
売
僧
が
書
た

る
名
号
を
か
け
。
大
数
珠
を
く
り
。
鉦
を
打
て
。
よ
も
す
が
ら
無
間
の
業
を
造
り
し
が
い
ま
　
　
し
さ
に
。

ね
ふ
ら
れ
ざ
り
し
ゆ
ゑ
な
り
」
と
言
っ
た
。
こ
の
男
は
最
後
大
熱
を
発
し
苦
し
み
叫
ん
で
息
が
絶
え
た
と
言

う
。順

阿
と
は
『
良
忠
寺
誌
』（
十
三
頁
）
に
よ
れ
ば
良
忠
寺
第
四
十
一
世
で
、
元
禄
年
間
か
ら
住
職
を
し
て
お

り
、
享
保
七
年
に
遷
化
し
て
い
る
。

こ
れ
は
す
な
わ
ち
日
蓮
宗
の
信
者
に
対
す
る
他
宗
誹
謗
へ
の
戒
め
と
し
て
の
逸
話
で
あ
ろ
う
が
、
文
中

「
祐
天
大
僧
正
ハ
天
下
乃
大
善
知
識
に
し
て
、
貴
賎
上
下
帰
依
渇
仰
せ
ざ
る
ハ
な
し
」
と
あ
る
。
祐
天
が
家
宣

の
大
導
師
を
勤
め
た
こ
と
へ
の
反
響
が
、
民
間
レ
ベ
ル
に
も
浸
透
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
こ
の
話
は
正
徳
五
年
十
一
月
十
七
日
の
こ
と
と
記
さ
れ
て
い
る
。
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こ
の
話
を
は
じ
め
、
隠
居
時
代
の
話
を
七
話
載
せ
る
。
大
僧
正
時
代
が
五
話
、
伝
通
院
時
代
が
三
話
で
あ

る
か
ら
、
隠
居
時
代
、
再
び
隠
遁
時
代
の
よ
う
に
道
俗
と
も
に
祐
天
を
直
接
訪
れ
る
機
会
も
増
え
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
祐
天
は
す
で
に
歩
行
困
難
な
状
態
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
慕
っ
て
く
る
者
の
話
を
よ

く
聞
き
、
ま
た
名
号
の
施
与
は
以
前
と
同
様
に
続
け
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
隠
遁
時
代
と
は

異
な
り
、
天
下
の
大
導
師
と
し
て
名
実
と
も
に
名
僧
と
し
て
敬
慕
さ
れ
、
ま
た
祐
天
は
そ
れ
を
少
し
も
嵩
に

着
せ
ず
庶
民
と
接
し
た
姿
が
浮
か
ん
で
く
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
一
本
松
の
隠
居
時
代
の
遺
跡
と
し
て
隠
居
所
の
近
く
の
清
岸
寺
に
残
る
無
縁
塔
が
あ
る
。
こ
の

寺
は
運
良
く
戦
災
の
消
失
か
ら
免
れ
て
い
る
。
実
は
こ
の
寺
の
境
内
に
今
で
も
祐
天
手
植
え
の
桜
と
言
わ
れ

る
老
木
が
枝
を
張
っ
て
い
る
。
桜
に
し
て
は
珍
し
い
幹
の
太
い
古
木
で
実
際
二
百
年
以
上
生
き
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。
こ
の
寺
の
古
い
山
号
額
も
祐
海
の
筆
に
な
る
も
の
で
深
い
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

無
縁
塔
は
当
時
の
住
職
、
五
世
貫
蓮
社
練
誉
上
人
遊
国
柳
線
（「
縁
山
志
」
十
二
『
浄
全
』
十
九
、
五
七
四

頁
）
の
名
と
多
く
の
法
名
の
記
さ
れ
た
面
が
あ
り
、
そ
の
反
対
側
に
祐
天
名
号
が
彫
ら
れ
て
い
る
。
日
付
は

享
保
元
年
九
月
二
拾
有
日
と
あ
る
こ
と
か
ら
柳
線
が
一
本
松
に
隠
居
し
て
き
た
祐
天
と
結
縁
し
無
縁
塔
を
建

て
た
の
で
あ
ろ
う
。
お
手
植
え
の
桜
と
と
も
に
今
に
残
る
祐
天
の
生
き
た
教
化
の
一
つ
で
あ
る
。




