
年
八
月
（
7
3
2
）
に
は
、「
行
基

法
師
に
従
っ
て
い
る
信
者
の
う
ち
、
男

は
61
歳
以
上
、
女
は
55
歳
以
上
の
者

は
出
家
を
許
せ
。
そ
れ
以
外
の
托
鉢

を
す
る
も
の
は
捕
ら
え
よ
。」
と
条
件

付
で
の
出
家
得
度
を
認
め
て
い
ま
す
。

当
時
は
成
人
男
子
（
21
歳
〜
60
歳
）

が
課
税
の
中
心
で
し
た
か
ら
、
納
税

者
を
減
ら
す
よ
う
な
出
家
は
厳
し
く

取
り
締
ま
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の

天
平
三
年
を
境
と
し
て
行
基
の
知
識

活
動
に
よ
る
社
会
事
業
（
道
路
や
橋
、

灌
漑
施
設
の
整
備
）
に
携
わ
る
も
の

を
条
件
付
で
出
家
を
認
め
る
と
い
う

政
策
の
転
換
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。「
小
僧
」
と
呼
ば
れ
て
い
た

太
満
池
（
た
い
ま
い
け
）

　

狭
山
池
の
北
、
1
キ
ロ
の
池
尻
北

１
丁
目
に
あ
り
、
現
在
は
半
分
埋
め

立
て
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
も
と
は
周
囲

1.3
キ
ロ
も
あ
っ
た
大
き
な
た
め
池
で

す
。
現
在
は
こ
の
池
の
狐
樋
（
西
樋
）・

中
樋
か
ら
堺
市
東
区
の
南
野
田
・
北

野
田
地
区
を
灌
漑
し
て
い
ま
す
が
、

も
う
一
つ
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
重

要
な
役
割
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
こ

の
池
の
東
北
の
隅
に
あ
っ
た
「
牢
（
漏
）

の
樋
」（
ろ
う
の
ひ
）
か
ら
美
原
・
松

原
方
面
に
狭
山
池
中
樋
か
ら
下
っ
て

き
た
狭
山
池
の
用
水
が
送
ら
れ
て
い
る

こ
と
で
す
。
こ
の
用
水
路
を
使
わ
な
い

と
、
東
除
川
と
西
除
川
の
間
に
あ
る

中
位
段
丘
（
い
わ
ゆ
る
「
丹
比
野
」）

に
用
水
を
送
れ
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、

太
満
池
は
南
野
田
・
北
野
田
村
の
用

水
池
で
も
あ
る
の
で
、
こ
の
池
に
元
か

ら
溜
め
ら
れ
て
い
る
水
は
南
野
田
・
北

野
田
村
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
の
た
め
狭
山
池
中
樋
筋
の
配

水
（
番
水
）
を
は
じ
め
る
際
に
は
予

め
そ
の
水
位
を
測
り
、
配
水
が
終
わ

る
と
元
の
水
位
ま
で
溜
め
返
す
と
い
う

複
雑
な
水
利
慣
行
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
狭
山
池
の
池
守
田
中
家
当
主
、

両
野
田
村
役
人
も
し
く
は
水
役
、
時

に
は
水
下
惣
代
の
三
者
が
立
ち
会
っ

て
、
池
の
水
位
を
測
定
し
た
竹
を
三

つ
に
割
っ
て
持
ち
帰
り
、
番
水
が
終
わ

る
と
再
び
集
ま
っ
て
そ
の
竹
の
水
位
ま

で
水
の
溜
め
返
し
を
確
認
す
る
と
い
う

や
っ
か
い
な
仕
事
で
し
た
。
現
実
に
狭

山
池
の
番
水
中
に
、
両
野
田
村
の
者

が
牢
樋
以
外
の
樋
か
ら
水
を
盗
む
こ

と
が
あ
っ
た
り
し
て
度
々
水
争
い
が
起

こ
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
太
満
池
に
で

き
る
だ
け
た
く
さ
ん
の
水
を
蓄
え
よ
う

と
、
堤
防
や
除
の
か
さ
上
げ
を
行
い
、

上
流
の
池
尻
村
の
水
田
が
排
水
不
良

に
な
り
、
こ
れ
も
争
い
と
な
っ
て
い
ま

し
た
。

　
　
　
　
　

「
狭
山
下
池
」
は
ど
こ
に
？

　

さ
て
、こ
の
太
満
池
は『
続
日
本
紀
』

に
、
天
平
四
年
（
7
3
2
）
十
二
月

に
「
河
内
国
の
丹
比
の
郡
の
狭
山
下

池
を
築
く
」
と
記
さ
れ
て
い
る
「
狭

山
下
池
」の
事
と
考
え
ら
れ
ま
す
。「
狭

山
下
池
」の
比
定
地
に
は
大
鳥
池
（
東

池
尻
5
丁
目
）
や
轟
池
（
堺
市
東
区

南
野
田
）
も
そ
の
候
補
と
し
て
考
え

ら
れ
た
事
が
あ
り
ま
す
が
、
前
者
に

狭
山
池
の
余
水
が
入
る
の
は
慶
長
の

改
修
で
東
除
が
造
ら
れ
て
か
ら
、
後

者
は
徳
川
方
の
堺
政
所
の
築
造
に
よ

る
も
の
だ
か
ら
、
と
も
に
江
戸
時
代

に
入
っ
て
か
ら
で
き
た
関
係
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
奈
良
時
代
に
築

造
さ
れ
、「
狭
山
下
池
」
と
い
う
名
に

ふ
さ
わ
し
い
機
能
を
も
っ
て
い
る
の
は

こ
の
太
満
池
の
み
な
の
で
す
。
し
か
も

こ
の
池
は
万
寿
二
年
（
1
0
2
5
）

に
記
録
さ
れ
る
「
狭
山
北
池
」（『
類

聚
符
宣
抄
』）
と
い
う
名
に
さ
わ
し
い

位
置
に
あ
り
、
同
じ
も
の
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

　

狭
山
池
で
は
、
前
年
の
天
平
三
年

（
7
3
1
）
に
行
基
が
改
修
を
行
い
狭

山
池
院
・
同
尼
院
と
い
う
施
設
を
つ

く
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
平
安
時
代
後

期
に
成
立
し
た
『
行
基
年
譜
』
と
い

う
書
物
か
ら
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
お

そ
ら
く
築
造
後
1
0
0
年
以
上
を
経

て
老
朽
化
が
進
ん
だ
狭
山
池
を
、
三

世
一
身
の
法
に
よ
る
開
発
ブ
ー
ム
の
中

で
民
衆
を
教
化
・
組
織
化
し
て
い
た

行
基
が
積
極
的
に
改
修
に
携
わ
り
、

時
の
律
令
国
家
は
、
こ
の
行
基
の
改

修
に
合
わ
せ
て
狭
山
池
本
体
で
は
な

く
、
そ
の
下
流
部
に
新
た
な
た
め
池

の
築
造
を
進
め
て
灌
漑
機
能
を
向
上

さ
せ
、
地
域
の
開
発
を
進
め
た
の
で

し
ょ
う
。
太
満
池
が
丹
比
野
の
段
丘

面
へ
の
重
要
な
灌
漑
施
設
で
あ
る
と
い

う
点
を
考
慮
す
る
と
、
太
満
池
こ
そ

狭
山
下
池
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

行
基
と
国
家
の
コ
ラ
ボ
政
策

　

こ
の
こ
と
が
物
語
る
内
容
は
実
は

大
変
興
味
深
い
も
の
で
す
。
こ
の
15
年

前
の
養
老
元
年
（
7
1
7
）
四
月
、

同
じ
『
続
日
本
紀
』
で
は
「
最
近
、

小
僧
（
つ
ま
ら
ぬ
僧
）
の
行
基
や
そ
の

弟
子
ど
も
が
巷
に
あ
ふ
れ
、
み
だ
り

に
罪
福
を
説
き
托
鉢
し
て
百
姓
を
妖

惑
し
て
い
る
」
と
名
指
し
で
批
判
し
て

い
ま
す
。
そ
れ
が
、
15
年
の
間
に
両
者

の
関
係
は
大
き
く
変
化
し
、
行
基
と

律
令
国
家
は
狭
山
池
の
改
修
と
下
池

の
築
造
を
協
力
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
の
変
化
は
、
行
基
が
故
郷
の
和
泉

国
大
鳥
郡
や
難
波
の
周
辺
で
社
会
事

業
を
積
極
的
に
展
開
し
た
結
果
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
し
か
も
狭
山
池
の
改

修
と
同
じ
『
続
日
本
紀
』
の
天
平
三

行
基
が
「
行
基
法
師
」
と
表
現
さ
れ

る
に
い
た
っ
た
の
も
、
そ
の
活
動
を
律

令
国
家
が
積
極
的
に
評
価
し
た
証
で
、

行
基
の
民
衆
教
化
に
よ
る
活
動
（
当

時
は
知
識
と
呼
ん
だ
）
に
よ
る
地
域

開
発
と
国
家
の
開
墾
政
策
の
コ
ラ
ボ

と
い
う
べ
き
転
換
点
に
行
基
の
狭
山
池

の
改
修
と
国
家
の
狭
山
下
池
の
築
造

は
位
置
し
て
い
ま
す
。
や
が
て
両
者
の

協
力
体
制
は
、
大
仏
造
営
へ
の
行
基

の
協
力
、
ひ
い
て
は
行
基
の
史
上
初
め

て
の
大
僧
正
任
命
へ
と
つ
な
が
っ
て
い

く
事
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

そ
ん
な
歴
史
の
大
き
な
う
ね
り
を

考
え
な
が
ら
、
秋
の
一
日
を
狭
山
池
や

太
満
池
を
め
ぐ
っ
て
体
感
し
て
み
る
の

も
一
興
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

池
満
太
ぶらり狭山の
ため池散歩①
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狭
山
池
は
『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』
に
名
を
記
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
発
掘
調
査
な
ど
に
よ
っ
て
年
代
の

確
定
し
た
日
本
最
古
の
た
め
池
で
す
。
1
4
0
0
年
間
以
上
、
狭
山
池
築
造
以
前
か
ら
こ
の
地
は
「
さ
や
ま
」

と
呼
ば
れ
、
し
か
も
現
在
の
地
方
公
共
団
体
の
名
称
に
ま
で
そ
の
名
が
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
全

国
的
に
見
て
も
稀
有
な
場
所
で
す
。
そ
の
中
心
に
狭
山
池
が
あ
る
こ
と
は
ご
承
知
の
通
り
で
す
が
、
地
図
を
眺

め
て
み
る
と
、
市
域
に
は
他
に
も
い
ろ
い
ろ
な
た
め
池
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
狭
山
池
以
外
の
た
め
池
を
訪
ね
て

み
る
の
も
興
味
深
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
回
は
太
満
池
を
紹
介
し
ま
す
。
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