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圓

前
回
所
述
の
如
く
、
分
別
布
施
晶
第
十
二
の
初
偶
の
意
は
、
易
行
道

実
践
に
よ
つ
て
福
徳
を
得
、
心
調
柔
軟
な
ら
し
め
ら
れ
て
み
る
と
、
福

徳
も
心
調
柔
軟
も
、
す

べ
て
正
法
の
歴
史
的
伝
灯
者
た
る
諸
仏
の
利
他

廻
向
な

る
難
事
に
よ
つ
て
得
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

鈍
解
の
菩
薩
が
領
解
し
た
、
と
い
う
意
味
で
あ

つ
た
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、

諸
仏
の
境
地
の
領
解
に
他
な
ら
な
い
。
諸
仏

の
境
地

(如
来
の
家
・
空
用
)

の
領
解

で
あ
る
か
ら
、
二
乗
の
測
り
知
る
と
こ
ろ
で
な
く
、
従

つ
て
そ

こ
に
は
当
然
、
是
の
深
浄
の
法
の
領
解
な
き
苦
悩
の
衆
生
を
慈
傷
し
、

こ
れ
を
救
護
せ
ん
と
発
願
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ

つ
て
、
「大
乗
仏

典
」
の

『
十
地
経
』
第

一
地
第
十
六
節
後
半
と
第
十
七
節
に
依
る
第
二

偶
よ
り
第
九
偶
に
は
、
こ
の
利
他
行
と
し
て
の
徹
底
的
な
布
施
行
が
詳

述
さ
れ
て
い
る

(大
乗
仏
典
の
頒
の
番
号
を
も
つ
て
、
そ
れ
の
相
当
散
文
の

節
番
と
し
た
)
。

と
こ
ろ
で
、
十
住
論
に
お
け
る
機
類

に
は
、
既

述

の
表

(本
誌
二
十

三
の
二
)
か
ら
も
知
ら
れ
る
如
く
、
序
列
が
あ
る
。
即
ち
、
正
法

の
歴

史
的
伝

灯
者
た
る
諸
仏
、
釈
尊
、
鈍
根
解
慢
、
苦
悩
の
衆
生
、
敗
壊
や
像

菩
薩
な
ど
の
下
根
及
び
外
道
な
ど
の
順
序
と
な

つ
て
い
る
。
従

つ
て
、

叙
述
の
仕
方
も
簡
叙
、
深
義
、
難
解
よ
り
次
第
に
詳
説
、
懇
切
、
平
易

へ
と
推
移
し
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
懇
切
平
易

の
部
分

(第
十
九

品
な
ど
)
に
は
、
わ
れ
わ
れ
僧
分
に
と
つ
て
反
省
す
べ
き
こ
と
が
甚

だ

多

い
。
こ
れ
ら
の
機
類
の
中
、
正
機
は
云
う
ま

で
も
な
く
鈍
慨
で
、
い

ま
の
第
四
偶
以
下
第
十
八
品
ま
で
は
、
諸
仏

さ
え
難
行

と
す
る
利

他

(布
施
)
を
こ
の
鈍
解
が
行
ず
る
の
で
あ

る
と
理
解
せ
ら
れ
る
。
従

つ

て
、
叙
述
は
ま
こ
と
に
懇
切
町
寧
で
あ
る
。
特

に
こ
の
あ
た
り
に
つ
い

て
は
、
解
説
書
が
な
い
と
思
う
の
で
暫
く
は
そ
の
内
容
を
要
約
紹
介
す

る
こ
と
と
な
る
。

そ
こ
で
、
始
め
に
も
ど
つ
て
、
第
十
二
品
第
四
偶
以
下
の
鈍
解
の
利

他
行
た
る
布
施
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
徹
底
し
た
財
施
を
説
く
の

で
あ
る
。
先
づ
、
第
四
偶
の
長
行
で
、
こ
れ
は
布
施
に
つ
い
て
の
総
説

と
見
ら
れ
、
布
施
す
る
に
つ
い
て
の
基
本
と
な
る
心
の
準
備
で
あ
つ
て

そ
れ
は
三
段
に
分
け
ら
れ
る
。
(
1
)
わ
が
も
の
と
い
う

「名
言
」
の
貧
り

か
ら
取
得
し
た
い
と
欲
す
る
悪
。
鋤
わ
が
も

の
と
い
う

「名
言
」
を
惜
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む
こ
と
か
ら
他
に
与
え
よ
う
と
せ
ず
。
個
他
に
与
え
る
こ
と
に
よ
つ
て

わ
が
も
の
と
い
う

「名
言
」
を
断
と
う
と
し
な
い
悪
。
布
施
に
は
先
づ

こ
の
三
悪
を
離
れ
よ
と
説
く
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
こ
そ

「
布
施
波
羅
蜜

へ
の
門
を
開
く
」
こ
と
に
他
な
ら
ぬ
と
い
う
の
で
あ
る
。

次
の
第
五
、
六
、
七
、
八
偶
は
、

こ
の
心
の
調
制
を
基
本
と
し
て
布

施
す
る
の
で
あ
つ
て
、
所
有
物
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
名
誉
、
地
位
な

ど
よ
り
、
春
族
、
妻
子
、
自
身
の
肉
体
ま
で
も
す
べ
て
施
す
こ
と
戸
毘

王
の
布
施
物
語
り
の
如
く
せ
よ
と
い
う
の
で
あ
る
。

次
い
で
第
九
偶
で
は

「
是
の
如
く
布
施
す
る
者
は
、
則
ち
是

の
如
き

報
を
得
」
と
偶
し
、
個

々
の
布
施
を
数
多
く
列
挙
し
、
そ
の

一
々
に
つ

い
て
夫

々
の
具
体
的
果
報
を
説
く
の
で
あ
つ
て
、
例
え
ば
、
金
銀
、
珊

瑚
、
車
渠
、
馬
脳
を
施
せ
ば
三
十
二
相
を
具
足
す
る
こ
と
を
得
、

と
説

く
が
如
く
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「是

の
如
く
施
門
の
果
報

を
開

く
」
と

す
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
、
身
命
ま
で
も
布
施
す
る
と
い
う
心

の
調
制
が
進
む
と
、
や
が
て
は
最
上
の
施
た
る
法
施
に
つ
い
て
の
正
し

い
理
解
と
も
な
り
、
法
施
に
よ
つ
て

二

切
の
法
に
通
達
し

一
切
の
功

徳
を
集
む
る
」
こ
と
を
も
了
得
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

鈍
解
の
法
施
に
い
た
る
に
は
、
な
お
多
く
の
道
程
を
要
す
る
の
で
あ
る
。

既
述

の
如
く
、

こ
れ
よ
り
以
下
は
、

い
か
に
も
鈍
解
の
た
め
の
所
述

と
い
う
感
が
深

い
。
即
ち
、

い
ま
の
所
述
で
、
先
づ
、
三
悪
を
離
れ
る

こ
と
が

「檀
波
羅
蜜

の
門
を
開
く
」
、
即
ち
、
我
所
執
の
止
滅

こ
そ
施

の
第

一
関
門
で
あ
る
と
し
、
そ
の
広
説
に
は
我
執
、
我
所
執
の
遠
離

・

止
滅
を
説
く
た
め
に
経
意
に
依

つ
て
四
偶
ま
で
も
掲
げ
て
強
調
し
な
が

ら
も
、
し
か
も
、
次
に
は

一
々
の
布
施
に
つ
い
て
夫
々
の
得
る
果
報
を

事
こ
ま
か
に
枚
挙
す
る
の
で
あ

つ
て
、
ま
こ
と
に
鈍
解
の
た
め
の
懇
切

町
寧
な
誘
導
で
あ
る
。

従

つ
て
、
如
実
修
行
の
布
施
を
行
ず
る
た
め
に
は
更
に
第
二
の
準
備

が
必
要
で
次
の
第
十
偶
で
は

「
非
法
の
財
施
等

乃
至
智
の
呵
す
る
施

是
の
如
き
施
有
る
こ
と
な
し

但
だ
空
等

に
合
す

る
施

の
み
」
と
碩

し
、
長

々
と
広
説
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
悪
行
に
よ
つ
て
財
物
を
得

て
施
す
こ
と
を
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
か
ら
説
き
は
じ
め
て
、
「
恐
畏

し
て
施
す
こ
と
な
し
、
著
す
る
が
故
に
施
す

こ
と
な
し
…
…
果
報
を
求

め
て
施
す
こ
と
な
し
…
…
色
族
、
富
貴
を
侍
み
て
施
す
こ
と
な
し
…
…

声
聞
辟
支
仏
乗
を
求
め
て
施
す
こ
と
な
し
…
…
薩
婆
若
に
廻
向
せ
ず
し

て
施
す
こ
と
な
し
…
…
智
者

の
詞
す
る
所
を
施
す
こ
と
な
し
、
是

の
如

く
施
門
を
開
示
す
。
余
の
不
浄

の
施
も
門亦
応

当

に
知
る

べ
し
」
と
し

て
、
以
下
、
上
述
と
大
同
少
異
な
る
誠
め
を
詳
述
し
て
い
る
。
次
い
で

第
三
に
は
施
は
空
心
と
合
し
て
こ
そ
檀
波
羅

蜜
の
摂
す
る
と
こ
ろ
で
あ

る
と
い
い
、
そ
う
い
う
施

の
種

々
無
尽
な
る
こ
と
を
述
べ
、
以
上
を
結

ん
で

「非
法
に
し
て
財
を
求
め
て
施
す
等

の
是
の
施
は
垢
施
な
り
。
垢

と
合
せ
ば
是
れ
不
浄
施
な
り
。
空
等

の
功
徳

と
合

せ
ば
是
れ
浄
施

な

り
」
と
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
続
い
て

「
復
た
次
に
是
の
施

の
浄
と
、
今
当
に
更
に
説

く
べ
し
し
と
云
つ
て
、
上
来
は
施
者
の
み
に
つ
い
て
述

べ
た
の
で
あ
つ

-292-



た
に
対

し
、
今
度
は
施
者
、
受
者
各

々
に
つ
い
て
の
浄
、
不
浄
を
、

い

わ
ゆ
る
四
句
分
別
的
に
次
の
如
く
分
別
し
て
い
る
。
即
ち
、

一
、
施
者

浄
、
受
者
不
浄
。
二
、
施
者
不
浄
、
受
者
浄
。
三
、
施
者
受
者
共
浄
。

四
、
施
者
受
者
共
不
浄
。

で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
は
、
何
が
浄
で
あ
り

何
を
不
浄
と
い
う
か
と
い
う
浄
、
不
浄
の
内
容
に
つ
き
、
身
口
意
の
三

業
の
浄
不
浄
を
述
べ
、
施
者
受
者
各

々
の
食
瞑
凝
の
三
毒
や
、
煩
悩
の

断
、
不
断
も

「
亦
応

に
是
の
如
く
分
別
す

べ
し
」
と
い
つ
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
施
の
浄
、
不
浄
は
結
局
、
施
者
の
心
の
在
り
方
如
何
に
あ

る
(後
述
参
照
)
と
解
せ
ら
れ
る
。
し
か
も
こ
れ
を
、
発
菩
提
心
品
第
六

に
、
発
菩
提
心
に
つ
い
て
七
発
心
を
説
く
中
、

そ
の
第
五
に
、
布
施
す

る
こ
と
に
よ
つ
て
、
過
去
の
諸
の
菩
薩
の
布
施
を
行
じ
ら
れ
た
の
を
念

じ
て
自
分
の
布
施
も
そ
の
通
り
に
行
じ
よ
う
と
の
念
を
作
し
て
発
心
す

る
こ
と
を
述

べ
な
が
ら
、
こ
の
布
施
に
よ
る
発
心
は
必
ず
し
も
成
就
す

る
も
の
で
な
い
、
と
述
べ
て
あ
つ
た
の
を
省
み
る
と
き
、
布
施
の
正
修

の
い
か
に
至
難
で
あ
る
か
が
知
ら
れ
る
と
思
う
。
か
く
、
施

の
浄
、
不

浄
に
つ
い
て
の
詳
述

の
後
、
浄
の
施
と
は
、
施
者
浄
受
者
不
浄
と
施
者

受
者
共
浄
の
二
で
あ
る
と
云
う
。
こ
こ
に
、
た
と
い
受
者
不
浄
な
る
も

施
者
浄

な
れ
ば
、
こ
れ
を
浄
施
と
す
る
理
由
は
浄
な
る
施
者
は
そ
の
果

報
を
求

め
ざ
る
に
由
る
、
と
云
う
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
先
の

一
々
の

施
に
夫

々
の
果
報
を
並

べ
挙
げ
た
こ
と
よ
り

一
段
の
向
上
と
い
え
る
。

か
く
て
、
「
不
浄
と
は
施
者
に
樫
惜
心
有
る
に
名
つ
く
。
仏
説

の
如
し
、

樫
を
施

の
垢
と
為
す
、
余
の
煩
悩
を
不
浄
と
為
す
と
錐
も
、
樫
最
も
重

し
と
為
す
」
と
結
び
、
施
者
の
樫
を
誠
め
て
い
る
の
が
注
意
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
次
の
第
十
二
偶
に
は
、
こ
の
樫
と
布
施
と
の
実
際
面
に
つ

い
て
述

べ
る
。
そ
れ
は
、
先
の
第
五
偶
及
び
第
十
偶
に
説

い
た
施
に
つ

い
て
の
制
戒
的
詳
述
の
要
約
と
も
見
ら
れ
る
。
即
ち
、
「若
し
菩
薩
、
未

だ
欲
を
離
れ
ず
、
未
だ
樫
を
断
ぜ
ず
、
如
何
が
能
く
此
の
二
の
浄
施
を

行
ぜ
ん
」
。
答
。
第

一
に

「若
し
有
命
無
命
の
物
に
お
い
て
樫

心
を
生

ず
る
こ
と
を
知
ら
ば
、
則
ち
此
の
物
を
畜
え
ざ
れ
」
。
そ
う
す

れ
ば
施

物
を
格
む
こ
と
が
無
く
な
る
か
ら
。
と
こ
ろ
で
、
さ
よ
う
に
施
物
の
畜

え
無
く
し
て
は
、
如
何
が
施
す
る
や
と
い
え
ば
、
第
二
に

「
常
に
衆
生

を
利
せ
ん
が
為
め
に
、
身
を
薬
樹
の
如
し
と
解
す
」
即
ち
、
衆
生
利
益

の
た
め
に

「挙
身
尽
く
施
し
」
か
く
し
て
「
そ

の

〔樫
惜
の
〕
心
を
降
伏

し
て
善
根
を
修
集
し
、
方
便
所
護
の
為
め
に
檀
波
羅
蜜
を
行
ず
」
と
い

う
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
二
の
浄
施
は
、
第
十
偶
の

「
但
だ
空
等
に
合

す
る
施
の
み
」
の
結
論
で
あ
り
、
亦
、
利
他
の
出
発
点
で
あ
つ
た
第
四

偶

「若
菩
薩
如
是

深
随
慈
悲
心

断
所
有
食
惜

為
施
勤
精
進
」
及

び
そ
の
具
体
的
実
践
の
第
五
偶

「
所
有

一
切
物

有
命
若
無
命

転
輪

天
王
位

無
求
而
不
与
」
の
成
就
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

こ
こ
に
、

「
施
者
浄
受
者
不
浄
」
を
浄
施
と
す
る
点
、
心
地
観
経
の
布
施
偶
や
中

辺
分
別
論
安
慧
疏
の
無
上
乗
品
に
云
う
三
輪
清
浄
の
施
と
は
そ
の
主
意

の
異
な
る
を
知
る
。
即
ち
、
彼
は
施
の
縁
起
性
を
説

い
て
布
施

の
波
羅

蜜
義
を
成
ぜ
し
む
る
に
対
し
、

い
ま
は
施
の
浄
行
が

一
に
も

つ
て
施
者

の
二
執
の
止
滅
に
あ
る
こ
と
を
主
意
と
す
る
の
で
あ
る
。
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以
上
、
清
浄
な
る
施
行
の
広
説
は
、
結
局
、

二
種
の
浄
施
に
極
ま
つ

た
が
、
も
と
、

こ
の
施
は
除
業
品
の
四
悔

の
第
四
廻
向

(序
品
の
四
功

徳
処
の
捨
処
)
の
た
め
の
且
体
的
実
践
で
あ

る
か
ら
、
次
に
は
、
こ
の

浄
施
に
よ
る
福
徳
を
無
上
菩
提
に
廻
向
す

べ
き
こ
と
を
述
ぶ
。
こ
れ
ま

た
、
四
悔
の
中
の
廻
向
に
邪
廻
向
と
正
廻
向
と
が
あ

つ
た
こ
と
の
特
分

別
と
見

ら
れ
得
る
。
即
ち
以
下
、
廻
向
に
つ
い
て
、
総
相
別
相
、
浄
の

四
廻
向

と
三
種
の
不
廻
向
、
及
び
布
施
行

の
損
減
と
増
益
の
四
法
な
ど
、

事
細
か
に
述
べ
て
あ
る
。
先
づ
、
総
別
の
廻
向
に
つ
い
て
、
総
相
の
廻

向
と
は
、
布
施
に
よ
つ
て
無
上
正
遍
道

へ
の
廻
向

(先
の
施
門
開
示
で
も

無
下
不
廻
向
薩
婆
若
施
上
)
と
、
六
度
に
よ
つ
て
無
上
正
遍
道

に
廻
向

(以

上
自
利
)
と
、
及
び
衆
生

一
般

へ
の
廻
向

(利
他
)
と
で
あ
り
、
別
相
の

廻
向
と
は
、
先
の
布
施
果
報
の
、
例
え
ば
宝
石
を

「施
せ
ば
三
十
二
相

を
且
ハ足
す
る
こ
と
を
得
」
や
、
法
施
に
よ
つ
て

一
切
法
に
通
達
し

一
切へ

の
功
徳
を
集
む
な
ど
の
自
利
、
及
び

「無
信
の
衆
生
は
信
を
得
…
…
解

怠
の
者

は
精
進
を
得
…
…
愚
痴
の
衆
生
は
智
慧
を
得
、
樫
者
は
捨
心
を

得
る
な
ど
の
如
く
、
個

々
の
衆
生

へ
の
法
施
に
よ
つ
て
の
利
他
、
及
び

個

々
へ
の
財
施
や
身
体
の
支
節
な
ど
の
布
施
に
よ
つ
て
諸
の
衆
生
が
大

最
楽
を
得
た
り
、
仏
身
を
具
足
せ
ん
こ
と
を
願
う
(
以
上
利
他
)
な
ど
を

云
う
の
で
あ
る
。
続

い
て
、
こ
の
二
利

の
廻
向
に
つ
い
て
更
に
吟
味
し
、

自
利
と
い
つ
て
も
王
位
な
ど
の
権
力
、
富
楽
、

二
乗
を
得
る
た
め
に
は

廻
向
せ
ず

(三
種
不
廻
向
)
た
だ
、
清
浄
仏
土
、
清
浄
菩
提
、
清
浄
衆
生
、

浄
薩
婆
若
の
た
め
に
廻
向

(浄
四
廻
向
)
し
て
、
も
つ
て
布
施
の
功
徳
を

損
減
せ
ず
増
益
せ
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
g
と

こ
ろ
が
復
更
に
醸
こ
の

損
減
と
増
益
に
各
四
法
を
た
て
、
無
上
正
遍
道
に
廻
向
せ
ざ
る
と
、
世

間
の
楽
に
随
遂
す
る
故
に
下
処

(安
下
処
)
に
生
ず
る
と
、
「方
便
有

つ

て
能
く
布
施
禅
定
の
果
報
た
る
自
在
に
出
つ
る

こ
と
無
」
き
と
、
大
乗

を
障
関
す
る
善
知
識
に
親
近
す
る
と
の
四
法
は
損
減
し
、
こ
れ
に
反
す

る
四
法
は
増
益
す
る
と
す
。
更
に
念
を
押
し

て
、
仏
法
、
説
法
、
衆
生

利
益
の
三
法
や
、
大
富
楽
と
檀
波
羅
蜜
の
二
法
を
得
る
た
め
に
布
施
す

べ
し
と
い
う
の
で
あ
る
が
、

こ
の
大
富
楽
に

つ
い
て
の
所
説
に
は
、
地

相
品
第
三
の

「不
活
の
畏
れ
、
死
の
畏
れ
」
云

々

(大
乗
仏
典
8
の
39
頁

第
八
節
に
依
る
偶
)
に
対
応
す
る
部
分
や
、
四
姓
夫
々
に
得
益
あ
る
と
い

う
説
述
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
大
富
楽
を
得
る
に
つ
い
て
は
、
先

の
肉
体
の
施
な
ど
と
相
反
す
る
点
が
あ
る
の
で
、
そ
の
問
答
を
も
つ
て

第
十
二
品
を
終

つ
て
い
る
。

即
ち
、
問
、
先
に
は
果
報
を
求
む
る
心
を
も

つ
て
施
さ
ず
、
又
、
豪

貴

の
た
め
の
故
に
施
さ
ず
と
。
い
ま
は
大
富
楽
を
求
む
る
た
め
に
施
す

と
、
相
違
如
何
。
答
、
先
に
は
、
も
し
自
身

の
富
楽

の
た
め
な
ら
ば
富

を
求
め
ざ
れ
と
云
え
り
。
い
ま
は
、
た
だ
衆

生
利
益

の
た
め
の
大
施
の

故
に
富
を
求
め
よ
と
云
う
。
こ
れ
果
中
説
因

な
り
。
次
に
、
樫
と
貧
な

る
垢
を
断
じ
、
等
心
施
、
無
対
施
、
廻
向
菩
提

施
、
且
足
善
寂
滅
心
施

を
行
じ
て
、
も

つ
て
菩
薩
は
檀
波
羅
蜜
を
具
足
す
べ
し
。
と
い
つ
て
第

十
二
品
は
終
る
。
但
し
、
第
十
四
品
に
出
家

の
財
施
は
菩
薩
の
死
で
あ

る
、
と
あ
る
か
ら
、

こ
こ
の
菩
薩
行
は
鈍
解

の
菩
薩
の
所
修
と
知
る
。
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