
中
世
佛

教

々
團

の
基
盤
 
(
宮

崎
)

中
世
佛
教

々
團

の
基
盤

宮

崎

圓

蓮

源
塞
に
翼
し
て
門
弟
信

塞
が
、
古
來

の
先
徳
.に
は
み
な
遺
跡

が
あ
る

の
に
、

上
人
に
は

一
個

の
寺
院

の
建
立
も
な

い
、
そ
れ
で
上
人

示
寂

の
後
は
、

何
塵
を

御
遺
跡

と
す

べ
き

か
、
と
尋
ね
た
と

い
ふ
。
源

塞
は
、
あ
と
を

一
廟
に
占

む
れ

ば
遺
法
あ

ま
ね

か
ら
ず
、

念
佛

の
聲
あ
る
と
こ
ろ
、
貴
騰
を
論
ぜ
ず
、

た
と
ひ

海
人
漁
人

の
と
ま
や

で
も
、

す

べ
て
余
が
遺
跡

な
り
、

と
答

へ
た
と

い
ふ

こ
と

は
、
源
室
傳

の
著
名
な

三
節

で
あ
る
 
(
行
状
書

圖
巻
三
七
)
。
印

ち

源
室

に
お

い
て
は
、

上
代
以
來
佛
教
教
團

の
中
心

で
あ
り
、

僧
侶
生
活

の
擦
黙

で
あ

つ
た

寺
院
が
否
定
さ
れ
て
ゐ
る
つ
然
ら
ば
、

さ
う
し

た
源
室
に
從

つ
た
念
佛

者
蓬

の

中
心
擦
黙
は
何

で
あ

つ
た

か
。

源
塞
寂
後
十
五
年
、
嘉
豫

三
年
六
月

の
專
修
念
佛

の
暉
墜

に
際

し
て
、

比
叡

山

の
大
衆

は
東

山
大
谷

の
源

塞
の
墳
墓
を

獲

か

う

と

し

た
。

百
練
抄

に
よ
る

と
、

そ
れ
は
、

念
佛
者

は

「
彼

の
墳
墓
に
於
て
興
盛
せ
る
故

」
で
あ

つ
た
。
帥

ち
念
佛
者

が
集
結

し
た
の
は
源
塞

の
墳
墓

で
あ
る
が
、

こ
の
こ
と
は
、
彼
等

が

源
塞
の
人
格
を
中
心
と

し
て
集
結
し
た

こ
と
を
示
唆

す
る
も

の
に

外

な

ら

な

い
。
寺
院
を
否
定
し
た
念
佛
教
團

の
中
心
擦
黙

は
、
印

ち
源
室

の
人
格

で
あ

つ

た

の
で
あ
る
。

と

こ

ろ

で
、
本
朝
租
師
傳

記
繕

祠
 
(
巻
四
)
・
法
然

上
人
行
状

蔭書
圖
 
(
巻
三
八
)
 そ

の
他

に

よ

る

と
、
建

暦
元
年
十

一
月
源

塞
が
示
寂
す

る

と
、
そ

の
遺
骸
を
石
櫃
に
納
め
て
大
谷
に
埋

め
た
と
い
ふ
。
元
來
佛
教

の
葬
邊

の
怯
は
火
葬

を
以
て
原
則
と
す

る
か
ら
、
と

の
土
葬

は
頗
る
異
例
と
中
す

べ
き

で
あ
る
が
、

か
う
し
た
異
例
を
敢

て
行

つ
た
と

こ
ろ
に
、
門
弟
蓬

の
源

塞
に
封

す
る
敬
慕
、

更
に

い

へ
ば
、

彼
等

に
は
、

人
間

と
し
て
生
き

て
ゐ
る
現
實

の
源

室

の
人
格
に
多
大
の
關

心
が
あ

つ
た

こ
と
を
物
語

る
も

の
で
あ
る
。

本
派
本
願
寺

に
、

親
攣

の
壽
像
と
し
て
著
名
な
安
城

の
御
影
が
あ
る
。

そ
れ

は
建

長
七
年
親
鷺

入
十
三
歳

の
像

で
、
法
眼
朝
圓

の
筆

に
な
る
も

の
で
あ

る
。

そ

の
構

圖
は
、

墨
染

の
衣

に
袈
裟
を
着
し
、

上
爵

の
上
に
坐

し

た

像

で

あ

る

が
、

黒
衣

の
下
に
は
茜
裏

の
小
袖

の
裾
が
見

へ
、
そ
の
前
に
は
火
を
容
れ

た
火

桶
や
猫

の
皮

の
草
履
、

ま

た
は
桑

の
木

の
杖
等

を
お
い
て
ゐ
る
。

と

こ
ろ

で
、

古

來
高
僧

の
像

は
多
く
描

か
れ
、

現
在
優
秀
な
作

晶
の
遺
存
す
る
も

の
が
砂
く

な

い
。
し
か
し
そ
れ
等

は
、

何
れ
も
背
景
や
前
景

の
な

い
静
止

し

た

輩
身
像

か
、
動
態

の
も

の
と

し
て
は
輕
論
講
読

の
相

や
念
佛
し
て
遊

行
す
る
姿

等
が
多

く
、

ま
た
た
と

ひ
身
邊

に
調
度
が
配
置
さ
れ
て
ゐ
て
も
、

そ
れ
は
多
く
経
雀
や

経
机

乃
至
水
瓶
等

の
佛
具

で
、
僧

侶
と
し
て
相
鷹

し
い
品

々
で
あ
る
。

そ
し
て

そ
れ
等
は
勿
論
高
僧
と
し
て

の
奪

嚴
を
添

へ
る
意
味
が
多

い
。
し
か
し

の
親

攣
像

は
、
さ
う
し
た
黙

で
著
し
く
異
り
、
そ
の
側
近
に
を
か
れ
て
ゐ
る
も

の
は
、

佛
教

と
は
凡
そ
關
係

の
な

い
普
通

一
般

人
の
日
常
生
活
に
必
要
な
身
邊

の
調
度

品
で
あ

る
。

私
は
、

こ
の
種

の
書

像

の

一
源
流
と
し
て
、

三
河
妙

源
寺

に
傳
持

す
る
源
室

の
坐
像

の
前
に

一
組

の
普

通
の
草
履
が
を
が

れ
て
ゐ
る

の
に
見
出
し

得
る

か
と
思

ふ
が
、

そ
れ
は
と
も

か
く
、

こ
の
親
鷺
像

は
右

の
如
き
織

に
お
い
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て
全
く
類

ひ
稀
な
高
曾
像
と

い
ふ
べ
き

で
あ
ら
う
。

し
か
し
、

こ
こ
に
當
時

の

親
攣
襯

が
窺

は
れ
る
。
印

ち
こ
こ
に
描
き

出
さ
う

と
し
て
ゐ
る

の
は
、

念
佛

の

先
達
と
し
て
の
親
攣
に
は
ち
が
ひ
な

い
が
、

そ
れ
は
ま

た
門
弟
達
が
常

に
身
近

か
に
接
見

し
て
ゐ
る
親
鶯

で
あ

る
。

そ
れ
は
禮
拝
の
遇
象

と
し

て
神
格
化
さ
れ

た
親
攣

で
は
な
く
、
v門
弟

の
眼
前

に
現
實

に
生
活
し
て
ゐ
る
人
間
親
饗
、

そ
れ

は
い
は

穿
市
井

の

三
老
僧

で
あ

る
。

こ
の
像

は
恐
ら
く
門
弟

の
懇

念
を
黙

覗
し

得
ず
、

親
還
が
描
く
こ
と
を
許

し
た
も

の
で
あ
ら
う
が
、

若
し
さ
う

で
あ
る
な

ら
ば
、

彼
等
門
弟

の
重

要
關
心
事
が
人
間

と
し

て
の
現
實

の
親
鷺
に
あ

つ
た

こ

と
を
物
語
る
も

の
で
あ
り
、

從

つ
て
そ

こ
に
は
、

源
室
に
封
す
る
如

上
の
門
弟

の
醐
心
事
と
相
通
ず

る
も

の
が
あ
る

こ
と
を
認
む

べ
き

で
あ
ら
う
。

し
か
も
、

か
う
し
た
傾
向
は
輩

に
源
塞

や
親
鶯
に
限
る
も

の
で
は
な
ぐ
、

中

世
佛
教

の
基
底
に
流

れ
る

一
つ
の
大
き
な
精
神

で
あ
る
と
見
る

べ
き
も

の
が
あ

る
。

そ
れ
は
中
世
に
成

立
し
た
諸
宗
に

お
い
て
、
末
徒
が
開
租
像

に
勤
仕
す
る

様
態
を
考

へ
て
も
自
ら

明
か
と
な
る
も

の
が
あ
ら
う
。

南
都
西
大
寺
に
傳

え
る
叡
尊

の
木
難像

は
、
胎
内
銘

に
よ
る
と
、

弘
安

八
年

三

月
善
春

が
彫
造
し
た
叡
尊

入
十
八
歳

の
壽
像

で
あ
る
。

從

つ
て
そ

の
相
貌

や
着

用

の
律
衣
等
は
、

生
存
中

の
す
が
た
を
現

は
し
て
ゐ
る

こ

と

は
勿
論

で
あ

る

が
、

側
に

お
か
れ
た
鐵
鉢

や
如
意
等
は
す

べ
て
平
生
使
用
し
て
ゐ
た
も

の
で
あ

る
。

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、

現
在

で
も

日

々
箸
ま

で
そ

へ
た
食
膳

を
供

へ
、
冬

に
は
火
鉢
に
火
を
容
れ

て
供

へ
る

の
で
、
全
く
存
在
中

の
叡
尊
に
仕

へ
る
の
と

攣
る
と

こ
ろ
は
な

い
。

衷
た
永
平
寺

の
租
廟
承
陽
殿

に
は
開
組
道
元
を
初
め
懐
漢

・
義
倹

・
義
演

・

義
雲
等

の
五
租
の
像
を
安
置
す
る
。

と

こ
ろ
で
そ

の
奉
仕
者
は
雲
水

の
中

か
ら

選
ば
れ
た
侍
眞
等
四
名

で
、
別
所
に
起
居
し

て

一
般

の
用
務
に
交
ら
ず
、

ま

た

鰍
供
に
用

ふ
る
水
も
專
門

の
所
謂
白
山
水

で
あ
る
。

斯
檬
に
そ

の
奉

仕
は
頗

る

巖
重

で
あ
る

が
、
蹴
供

の
晶

々
や
作

法
等
は
全
く
生
け
る
租
師

に
勤
仕
す
る

と

同
檬

で
あ
る
。

印
ち
朝
に
は
、
先
づ
御
洗
面
水
と
し

て
、
夏
な
ら
ば
水

を
冬
な

ら
ば
湯
を
供
え

て
朝

の
挨
拶
を
な

し
、
次

い
で
梅
干
と
抹
茶

と
を
献
じ
、

ま
た

粥
を
供

へ
て
調
経
す

る
。
書

は
雲
水

と
同
檬

の
食
膳

を
供

へ
る
が
、
夕

に
は
米

湯

を
献
じ
、

更
に
開
枕

に
は
珍
重

々
々
と
挨
拶
す

る
と

い
ふ
。

し
か
も

こ
の
種

の
作
法
は
古
來

の
傳
統

で
あ
る
が
、

時
に
は
夏
に
は
團
扇
を
像
前

に
供

へ
た

こ

と
も
あ
る
と

い
ふ
程

で
、
全
く
現
存

の
租
師

に
仕

へ
る
の
と
何
等
攣
る
と

こ
ろ

は
な

い
。

更
に
、

妙
心
寺

の
開
山
堂
安
置

の
關
山
慧
玄

の
木
豫

に
は
大
永

八
年

の
銘
が

あ
る
と

い
ふ
が
、

こ

の
開
山
像

に
甥
し
て
は
塔
頭
寺
院

の
佳
職

が
月
番
輪
次
に

勤

仕
し
て
ゐ
る
。

そ
し
て
日
々
食
膳
ば
か
り
で
な

く
、
菓
子
を
添

へ
た
抹
茶
を

も
供

へ
る
外
、

現
在

で
は
、

朝
に
は
木
像

の
面
前

に
布
巾
を
立

て
て
偶

文
を
論

す

る
程
度

に
形
式
化

し
て
ゐ
る
が
、

古
く
は
毎
朝
布
巾
を
も

つ
て
實
際

木
像

の

顔

を
ぬ
ぐ
ふ
た
と
い
ふ
こ
と

で
、
現
在
そ

の
顔

に
は
頗
る
光
澤

の
あ
る

の
は
、

そ

の
た
め

で
あ
る
と

い
は
れ
る
。

翻
ち

こ
こ
に
安
置
さ
れ
る
木
像
も
、

神
格
化

さ
れ
た
超
人
間
的
な
開
山

で
は
な
く
て
、
朝

に
は
顔
を
洗

ひ
食
膳
に
も

つ
く
現

實

の
人
間

で
あ
る
。

か
う
し
た
諸
例
を
通
じ

て
見
る
と
、

こ
こ
に
中
世
佛
教

の

一
つ
の
祀
師
観

が

看
取
出
來
る
。

そ
し
て
こ
の
黙

か
ら
見
る
と
、
中
世
以
來
源
塞
や
親
鷲

の
影
像

に
は
生
身

の
御
影

と
構

さ
れ
る
影
像
が
出
現
し
て
來

る
こ
と
も

理
解

出
來
る
で

あ
ら
う
。

ま
た
道
元

や
日
蓮
乃
至
親
難
等

の
壽
像

に
は
、
鏡

の
御
影
と

い
ふ
構

呼
を
も

つ
も

の
が
現

は
れ

て
ゐ
る
が
、

そ
れ
は
生
け

る
姿
を
鏡

に
影
爲

し
た
如

く
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る

こ
と
は

い
ふ
ま

で
も
な

い
の
で
、
生
身

の
意
を
現

は
さ
う
と

し
た
も

の
に
外
な
ら
な

い
。

勿

論
、
中

世

の
佛
教

々
團
に
お

い
て
も
、

時
代

の
推
移

と
共
に
、
寺

院
が
建

中
世
佛

教
々
團

の
基
盤
 
(
宮

崎
)
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中
世
佛
教

々
團

の
基
盤
 
(
宮

崎
)

立
さ
れ
、

各
宗

團
に
お
い
て
そ
れ
が
重
き
を
な
し
て
來
る

こ
と
は
否
定
出
來
な

い
。
し
か
し
、

そ
の
中

に
は
租
師

の
墳
墓

や
祀
師
堂

が
源
流
と
な

つ
た
り
、

中

心
と
な
つ
て
ゐ
る
も

の
が
多

い
。
本
願
寺
や
粟
生

の
光
明
寺
ま
た
は
身
延

の
久

遠
寺
等
、

そ
の
著
し

い
例

で
あ
る
。

ま
た
眞
宗

や
日
蓮
宗

の
寺
院
に
は
、
胆
師

堂
や
開
山
堂

が
本
堂

で
あ
る
阿
彌
陀

堂
や
法
華
堂

よ
り
も
規
模
が
大
き

く
、
親

麓

の
報
恩
講
や

日
蓮

の
會
式

の
や
う
に
、

年
中
行
事

に
お
い
て
最
も
重
要
な
も

の
は
祀
師
に
關
す
る
も

の
で
あ
る
場
合
が
あ

る
。
東
西

の
爾
本
願
寺

や
身
延

の

久
遠
寺

・
池
上

の
本
門
寺

の
如
き
、

そ

の
二
三
の
例

で
あ
る
。
印

ち
時
代

の
推

移
と
共
に
寺
院
化
し
て
教
團
醗
制

が
整
備

し
て
來
る
が
、

し
か
も
開
租

の
人
格

を
中
心
と
す
る
傳
統

的
な
精

神
は
依

然
と
し
て
強
く
生
き
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

さ
れ
ば
、
室

町
時
代

の
中
葉
、

日
親

は
身
延

の
組
骨
を
鎌

倉
本
畳
寺

に
分

つ
て

東
身
延
と
し
、
門

下
の
日
意

は
同
じ
く
祀
骨
を
京
都
妙
傳
寺

に
分
つ
て
西
身
延

と
な
し
た

の
で
、
租
骨

に
勢
す
る
宗
内

の
尊
信
は
著
し
く
強
い
も

の
が
あ
る

こ

と
を
思
は
し
め
る
。

日
蓮
宗

で
は
、

日
蓮

の
寂
後
、

六
老
曾
と
中
老
十

二
名
と
が
身

延
に
佳
し
、

月
番
輪
次

に
組
塔
を
守

つ
た
こ
と
は
著
名

で
あ
る
。

ま
た
洞
門

の
大
祀
と

い
は

れ
る
加
賀
総
持
寺

の
開
山
螢
山
紹
理
は
、

そ

の
示
寂

の
後
、

門
弟

が
輪
番
順
次

に
寺

を
佳
持
す
る

こ
と
を
規
定
し
た

の
で
、
門
弟

は

山
内

に

各

々

一
院

を

設

け
、

輪
次
に
こ
れ
に
當

つ
た

と
い
ふ
。
所
謂
塔
頭
は
中
世

に
多
く
現
は
れ

て
來

る
が
、
塔
頭

と
は
元
來
祀
師

の
塔

の
意

で
あ
り
、

そ
れ
が
組
塔
を
守
る
寺
院

の

意
に
韓

じ
た

の
で
あ
る
。

從

つ
て
そ
れ
等
は
組
塔
に
勤
仕
す

る
こ
と
を
圭
と
し

た

の
で
、
塔
頭
寺
院
に
は
本
尊
と
し

て
の
佛
菩
薩

の
像
を
奉
安
せ
ず
、

そ

の
寺

の
開
基

の
像
だ
け
を
安
置
す
る
に
止
ま
る
も

の
が
現
は
れ
た
。

か
く
て
中
世

に

お
い
て
は
、
寺
院
に
あ

つ
て
も
、

そ

根
底
に
は
矢

張
り
人
格
が
強
く
存
す
る

も

の
が
多
い
。

上
來
述
べ
た
や
う
に
、
中
世
佛
教
々
團
の
一
つ
の
大
き
な
基
盤
は
、
寺
院
で

は
な
く
て
人
格
で
あ
る
。
帥
ち
人
間
の
人
格
を
紐
帯
と
し
て
同
信
者
が
結
合
し

た
の
で
あ
り
、
人
間
中
心
の
集
團
で
あ
る
。
門
徒
と
い
ふ
言
葉
は
、
中
世
で
は

諸
宗
の
間
に
流
布
し
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
同
門
或
は

三
門
の
教
徒
の
意
で
、
さ

う
し
た
同
系
の
人
々
の
集
團
を
意
味
す
る
。

か
う
し
た
人
格
中
心
の
教
團
は
、
上
代
の
佛
教
々
團
が
寺
院
を
中
心
と
し
た

も
の
と
は
著
し
い
封
比
を
な
し
て
ゐ
る
。
上
代
で
は
、
檜
侶
は
僧
綱
の
統
制
下

に
、
寺
院
に
寂
居
し
て
戒
律
を
持
し
、
學
問
を
修
め
、
國
家
の
鎭
護
と
興
隆
と

を
祝
濤
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
檜
尼
令
等
の
法
制
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
印
ち
上
代
の
佛
教
々
團
は
、
寺
院
を
中
心
と
す
る
法
制
的

な
公
的
な
集
團
で
あ
る
。
こ
れ
に
勢
し
て
、
上
述
の
如
き
中
世
の
佛
教
々
團

は
、
一
個
の
祀
師
の
人
格
を
中
心
と
し
た
同
信
者
の
集
團
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は

人
格
的
な
結
合
で
あ
り
、
私
的
な
團
膿
で
あ
る
。
か
く
て
中
世
に
到
つ
て
、
佛

教
は
政
教
關
係
を
遮
漸
し
て
自
圭
的
な
教
團
を
形
成
し
、
宗
教
と
し
て
の
主
薩

性
を
樹
立
し
た
の
で
あ
る
。

右
の
や
う
な
中
世
佛
教
々
團
の
性
格
は
、
こ
の
時
代
に
肚
會
の
表
面
に
登
場

し
た
武
士
肚
會
の
團
結
と
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
武
士
階
級
、
殊
に
關
東
武

士
は
、
土
代
の
公
家
の
肚
會
機
構
が
律
令
に
基
く
法
制
的
な
公
的
な
も
の
で
あ

つ
た
の
に
封
し
て
、
頼
朝
を
中
心
と
す
る
人
格
的
な
私
的
な
結
合
で
あ
る
。
か

う
し
た
黙
か
ら
い
へ
ば
、
如
上
の
人
格
中
心
の
中
世
佛
教
々
團
の
形
成
は
、
一

つ
の
時
代
傾
向
に
そ
ふ
も
の
で
あ
る
と
い
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。

し
か
し
、
日
本
佛
教
の
歴
史
に
お
い
て
、
如
上
の
人
格
中
心
の
教
團
の
源
流

を
求
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
奈
良
時
代
に
お
け
る
行
基
を
中
心
と
す
る
宗
教
蓮

動
に
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ら
う
。
行
基
は
彼
に
同
心
す
る
多
藪

の
人
々
を
率
ゐ
て
集
團
的
に
行
動
し
た
の
で
、
た
と
ひ
私
的
な
道
場
を
管
む
こ
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と
は
あ

つ
て
も
、

寺
院
に
依
擦
す
る

こ
と
は
な

か
つ
た
。

さ
れ
ば

「街
衝

に
零

聾
す
る
」
と

い
は
れ
、

「
身
を
村
邑

の
中
に
寄
せ
て
聚
宿
す
る
を
常

と

な

す
」

と
評
さ
れ
て
ゐ
る
が
 
(
綾
日
本
紀

・
養
老
元
年
及

び

同
六
年

の
條
)
、
民
衆

は

行
基

の

「
化
を
慕

ふ
て
自
ら
從

ふ
」
た
も

の
で
あ

つ
て
 
(
同
上

・
天
平
勝
寳
元

年
の
條
)
、
そ

の
結

合
は
全
く
行
基

の
人
格
を
中
心

と

す

る
。

こ
れ
は
律
令
政

治
に
反
し
、
檜

尼
令

に
背

く
も

の
と
し
て
屡

々
弾
墜

さ
れ
た
が
、
彼

の
蓮
動

が

佛
教
を
律
令

か
ら
解
放

せ
ん
と
し
た
も

の
で
あ
り
、

い
は

穿
反
律
令

佛
教

の
展

開

と
し

て
頗
る
注
目
す

べ
き

で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
蓮
動

は
そ

の
後
上
代
佛
教

の

一
面

に
外流
れ
來

る
も

の
が
あ
る
が
、

如
上

の
中
世
佛
教

の
性
格
を

こ
こ
に
考

へ
合
す
な

ら
ば
、

そ
れ
は
行
基
を
源
流
と
す

る
反
律
令
佛
教

の
展
開
を
結
實
せ

し
め
た
も

の
で
あ

る
。
從

つ
て
人
格
を
中
心
と
す

る
教

團
に
は
、

反
律
令
佛
教

に
お
け
る
教
團
形

態
を
認

め
る
こ
と
が
出
來
る
。

か
く
て
こ
こ
に
到
つ
て
、
佛

教
は
律
令

か
ら
、
印

ち
國
家

と

の
關
渉
を
遮
漸
し
て
、
佛

教
と
し
て
の
圭
燈
性

を
構

成
す

る

の
で
あ
る
。

中
世
佛

教

々
團

の
基

礎
 
(宮

崎
)
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