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一

元
祖
が
浄
土
宗
を
開
宗
さ
れ

て
後
、
二
祖
聖
光
三
祖
良
忠
の
出

る
に
及
ん
で
、
そ
の
教
義
内
容
が
大
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が

三
祖
以
後

は
単

に
こ
れ
を
継
承
持
続
し
て
行

つ
た
に
過
ぎ
な
い
の

で
あ

つ
て
、
特

に
そ
の
門
下
よ
り
は
六
派
の
分
裂
が
起
り
、
白
旗

寂
慧

が
正
統
の
法
流
を
伝
承
し
た
と
は
い
う
も

の
丶
、
な
お
す
ぐ

れ
た
名
匠
も
出
る
こ
と
な
く
、
宗
勢
は
依
然
と
し
て
振
は
な
か

つ

売
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
態
の
う
ち
に
あ

つ
て
、
七
祖
聖
冏

の
時

代
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。
彼
の
当
時
は
禅
の
非
常
に
盛

ん
な

時
で
、
そ
の
禅
か
ら
の
浄
土
に
対
す
る
非
難
圧
迫
が
烈
し
か
つ
た

の
で
あ
り
、
彼

の
教
学
を
考
察
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
時
代
背
景

と
な
る
禅

の
影
響
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
△
、
こ
の
点
を

付
加

し
て
彼
の
教
学

の
中
心
と
も
い
う
べ
き
教
判
を
考
寮
し
よ
う
。

二

東
福
寺

の
虎
関
師
錬
は

「
元
亨
釈
書

」
巻
第
二
十
七
諸
宗
志

の

中

で
三
論
、
唯
識
、
律
、
華
厳
、
天
台
、
密
、
禅
の
七
宗
は
日
本

現
在

の
宗
旨
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
断
じ

、
そ
の
当
時
は
こ
れ
を

講
ず
る
も

の
が
あ
つ
て
も
宗
派
と
し
て
の
命
脈

の
な
か
つ
だ
倶
舎
、

成
実
と
浄
土

の
三
宗
を
国

の
附
庸
国
に
磐

え
寓
宗
と
称
し
て
独
立

の

一
宗
と
し
て
の
存
在
を
認
あ
て
い
な
い
。
浄
土
は
伝
灯

の
統
系

が
な
い
か
ら
寓
宗
と
い
わ
れ
る
所
以
だ
と

し
て
い
る
。

こ
の
虎
騨

の

「
元
亨
釈
書
」
は
墾
冏
の
出
生
以
前

に
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
が

今
聖

冏
の
時
代
に
は
天
竜
寺

の
夢
窓
疎
石
も
浄
土
宗
を
も

つ
て
大

乗
で
な
く
小
莱
で
あ
り
、
難
行

で
あ
る
と
非
難
し
た
の
で
あ
る
。

こ

丶
に
聖
冏
は
こ
れ
ら
に
対
抗
し
、
浄

土
宗
独
立
の
価
値
を
顕

彰
す

べ
く
努
力
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
結
果
、
組
織
面
に
於

て
は

浄
土
宗
の
伝
灯
を
明
す
た
め
宗
戒
両
識

の
制
定
及
び
五
重
相
伝

の

創
設
を
な
し
、
教
学
面
に
於

て
は
二
蔵
二
教
二
頓
判
説
を
顕
彰
し
、

浄
土
宗

の
大
莱

で
あ
る
こ
と
及
び
相
頓

で
あ

つ
て
易
行
で
あ
る
こ

と
を
強
調
す
る
に
い
た

つ
た
。

三

元
祖
は

「選
択
集
」
に
二
門
判
を
用
い

て
浄
土
宗
の
敏
判
を
明

し
て
い
る
が
、

「
無
量
寿
経
釈
」
に
露
明
白

に
二
教
判
を
窺
い
知
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る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち

天

台

真

言

皆

雌
レ名
"噸

教
刷然

彼

断
レ慈

証

理

故

猶

是

漸

教

也

明
崗誌

断
憾

凡

夫

直

出
語

三

界

之

長

夜
口者

偏

是

此

教

故

以

枇

教

為

頓

中

之

頓
【也

と
あ

り
、
こ
れ
は
元
祖
が
善
導

の
二
教
判
の
童
味
を
お
し
ひ
ろ
め

て
あ

ら
た
に
頓
教
を
頓
中
漸
と
頓
中
頓
と
に
分
け
て
、
浄
土
宗
を

も

つ
て
頓
中

頓
と
し
浄
土

の
教
法

の
深
勝
性
を
表
わ
し
て
い
る
の

で
あ

り
、

こ
こ
に
元
祖
が
二
教
判
を
浄
土
の
教
判
と
し
て
組
,識
立

て
よ
う
と
さ
れ
た
意
趣
を
窺

い
知
る
の
で
あ
る
。

次

に
二
祖
は

「
浄
土
宗
要
集
」

に
浄
土
宗
を
も

つ
て
頓
教

一
乗

と
し
、
そ
の
教
法

の
漆
勝
な
る
こ
と
を
論
述
し
て
い
る
。
そ
の
後

こ
の
傾
向
は
更

に
進
展
し
て
行
き
、
了
慧
道
光
も
こ
の
説
を
う
け

『選

択
大
綱
鈔
」
に
浄
土
を
も

つ
て
頓
教

一
乗
根
本
真
実
の
法

で

あ
る
と
し
、
更
に
聖

冏
と
同
代
の
先
輩

で
あ
る
澄
円
も

「
浄
土
十

勝
論

し
に
浄
土
を
も

つ
て

「
真
実
究
意
最
上
大
乗
頓
法
」
と
い
い
、

浄
土
門

の
攻
,蔽
と
し
て
の
深
勝
性
を
顕
揚
し
て
い
る
。

か

よ
う
に
窺

つ
て
く
る
と
、
聖
冏
の
教
判
は
あ
な
が
ち
彼
の
独

創
と

い
う
こ
と
は
で
き
.な
い
。
元
祖

や
二
祖
に
於

て
二
門
判
と
共

に
二
教
判
が
重
現
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
聖

冏
以
前
に
二
教
判

は
絹
織
さ
れ
つ
丶
あ
つ
た
と
思
わ
れ
、
彼

の
当
時
は
二
教
判
が
組

識

太
成
さ
れ
る
べ
き
時
代
で
あ

つ
た
の
で
あ
る
。

四

聖

冏
の
二
蔵
二
教
二
頓
判
は
、
善
導
の
二
蔵
二
教
判
に
立
脚
し

菩
薩
流
支
の
作
と
伝
え
る
。

「麒
麟
聖
財
論
」
に
依
り
成
立
し
た

の
で
あ
る
。
彼

の
教
判
は

一
代
仏
教
を
二
分
し
て
声
聞
蔵
菩
薩
蔵

と
し
、
声
聞
蔵
は
小
乗

で
あ
り
、
菩
薩
蔵

は
大
乗
で
あ
る
。
.更
に

菩
薩
蔵
を
漸
頓
二
教

に
分
け
、
漸
教
を
細
分
し
て
初
分
教
と
後
分

教
と
す
る
が
、
共

に
階
位
を
経
て
漸
次
に
仏
邁
を
成
ず
る
が
故

に

同
じ
く
漸
教
と
名

づ
け
る
。
他
方
、
次
第
階
位
を
借
ら
な
い
で
頓

速
に
健
槃
を
証
す
る
法
門
を
頓
教
と
い
う
。
頓
教
を
更

に
緬
分

し

て
性
頓
教
と
相
頓
教
に
分
判
し
、
唯
理
唯
性
の
華
天
密
禅
を
性

頓

と
し
、
事
理
縦
横
自
在
無
礙
、
頓
中
頓
の
浄
土
宗
を
相
頓
と
し
、

浄
土
の
教
法

の
深
勝
な
る
こ
と
を
明
白

に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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