
慧
令
且
制
』
般
若
）
が
、
般
若
経
に
お
い
て
、
ま
た
広
く
大
乗
経
論
に
お
い
て
、
中
心
的
な
重
要
な
概
念
で
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も

な
い
が
、
ア
ビ
ダ
ル
一
、
文
献
に
お
い
て
も
そ
れ
は
同
様
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
南
伝
論
害
で
阿
毘
達
磨
が
「
増
上
慧
学
（
且
匡
「

圃
馴
昌
嶌
目
）
」
と
さ
れ
る
こ
と
、
倶
舎
論
で
勝
義
阿
毘
達
磨
が
「
無
漏
の
慧
念
且
倒
巳
：
）
」
と
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
か
ら
、

ジ
ャ
イ
ニ
論
文
は
筆
を
起
こ
し
て
、
先
ず
次
の
よ
う
に
述
慧
へ
る
。

そ
の
学
究
生
活
の
多
く
を
佛
教
研
究
、
こ
と
に
般
若
経
研
究
に
捧
げ
た
国
９
口
い
①
博
士
の
学
績
を
讃
え
る
印
の
蕨
。
耳
鼻
は
、
そ
れ

に
ふ
さ
わ
し
く
、
ｂ
Ｈ
ｇ
目
目
３
９
』
国
凹
ロ
ロ
閃
①
］
鼻
８
鄭
昇
①
目
印
と
標
題
さ
れ
て
い
る
（
呼
烏
の
］
ｑ
切
目
自
陣
陣
口
昌
の
ｍ
ｍ
２
の
切
昌
〕
ら
３
。

そ
こ
に
寄
せ
ら
れ
た
論
文
の
一
つ
に
飼
い
］
巴
昌
”
国
駒
茸
倒
四
目
骨
管
旨
昏
の
ぐ
巴
ｇ
凶
ぃ
房
騨
シ
ご
Ｅ
目
日
日
四
（
喝
卜
ｇ
Ｌ
弓
）
が
あ

る
。
Ｐ
ｇ
ａ
ｇ
Ｈ
ｇ
璽
昌
冒
乱
普
く
号
園
閏
胃
号
目
貫
目
の
校
訂
者
で
、
南
北
両
伝
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
文
献
に
広
い
学
識
を
も
つ
ジ
ャ
イ
ニ

博
士
の
論
策
だ
け
に
、
随
処
に
独
特
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
、
そ
の
諭
旨
を
追
い
な
が
ら
、
そ
れ
に
関
連
し
て
多
少
の
卑
見

を
差
加
え
て
見
よ
う
と
思
う
。

倶
舎
論
に
説
か
れ
る
「
慧
」
と
「
見
」

ｌ
ジ
ャ
イ
ニ
博
士
の
所
論
に
関
連
し
て
！

櫻
部

建
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無
明
を
根
絶
し
て
慧
に
達
す
る
の
が
佛
教
の
目
指
す
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
無
明
・
慧
の
対
象
と
な
る
の
は
何
か
。
何
を
知
ら
ぬ
こ

と
が
無
明
な
の
か
。
何
を
知
る
の
が
慧
な
の
か
。
と
い
え
ば
、
お
そ
ら
く
佛
教
の
す
べ
て
の
学
派
が
一
致
し
て
、
そ
れ
は
四
諦
で
あ
る
と

し
よ
う
。
四
諦
を
知
る
と
は
、
お
よ
そ
も
の
ご
と
を
「
あ
り
の
ま
ま
に
知
る
（
樹
昏
習
自
国
冒
す
鼠
ｇ
」
こ
と
て
あ
り
、
そ
れ
が
す
な
わ

ち
慧
で
あ
る
。
慧
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
脱
に
至
る
。
四
諦
を
知
ら
ぬ
と
は
、
お
よ
そ
も
の
ご
と
を
あ
り
の
ま
ま
に
知
り
得
ぬ
こ
と
で

あ
り
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
無
明
で
あ
る
。
無
明
に
よ
っ
て
永
き
輪
廻
の
苦
に
沈
む
。

こ
の
所
述
は
、
そ
の
趣
旨
に
お
い
て
も
と
よ
り
正
し
い
が
、
倶
舎
論
が
与
え
る
術
語
の
定
義
か
ら
す
れ
ば
、
慧
と
は
「
法
の
弁
別
」

（
呂
胃
日
：
国
ぐ
』
ｏ
畠
騨
』
択
法
）
で
あ
る
念
目
菖
冨
Ｈ
Ｂ
鳥
○
蟹
冒
脚
遭
い
且
胃
普
》
陣
呂
冒
口
且
．
弱
夢
か
ら
、
慧
の
〃
対
象
″
は
、
直
接

に
は
、
一
切
法
で
あ
る
。
も
っ
と
も
↑
四
諦
の
中
の
苦
諦
・
集
諦
と
は
す
琴
へ
て
の
有
漏
法
（
分
け
て
い
え
ば
、
集
諦
は
因
性
（
胃
冒
‐

目
鼻
四
）
と
し
て
の
そ
れ
、
苦
諦
は
果
性
（
吾
巴
各
自
３
）
と
し
て
の
そ
れ
（
且
ぐ
目
。
ｅ
）
に
ほ
か
な
ら
ず
（
［
芹
）
、
滅
諦
と
は
無
為
の
択

滅
で
あ
り
、
道
諦
は
有
為
の
無
漏
法
（
目
鄙
写
で
あ
る
か
ら
、
四
諦
と
一
切
法
と
は
、
、
当
然
に
、
ほ
ぼ
あ
い
掩
う
。
た
だ
非
択
滅
と
虚

空
と
の
二
無
為
法
だ
け
が
別
で
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
を
い
か
に
解
す
べ
き
か
。
一
方
に
、
無
漏
の
慧
は
四
諦
を
一
つ
一
つ
簡
択

す
る
と
も
説
か
れ
て
い
る
（
且
胃
忍
巳
か
ら
、
無
漏
慧
の
対
象
は
四
諦
、
有
漏
慧
を
含
め
て
慧
一
般
の
対
象
は
一
切
法
、
と
理
解
す
れ

ば
よ
い
か
。
倶
舎
論
の
壁
頭
に
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
語
を
解
釈
し
て
↑
「
勝
義
の
法
で
あ
る
混
渠
に
、
あ
る
い
は
法
相
に
、
対
向
す
る
か

ら
ア
ビ
ダ
ル
マ
で
あ
る
」
（
且
門
浮
）
と
あ
る
原
文
を
玄
奨
が
「
若
勝
義
法
唯
是
混
梁
、
若
法
相
法
通
四
聖
諦
、
此
能
対
向
或
能
対
観
、

故
称
対
法
」
と
訳
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
、
一
切
法
Ⅱ
四
諦
と
す
る
考
え
方
は
見
ら
れ
る
。

次
に
、
無
明
に
つ
い
て
は
、
そ
の
自
性
は
「
四
諦
と
三
宝
と
業
と
果
と
を
知
ら
し
め
な
い
こ
と
で
あ
る
」
と
定
義
さ
れ
る
（
且
日

電
ｅ
か
ら
、
無
明
の
〃
対
象
″
は
、
倶
舎
論
で
は
、
直
ち
に
四
諦
の
み
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
こ
で
、
ジ
ャ
イ
ニ
博
士
の
論
は
、
無
明
の
性
質
の
問
題
に
移
り
、
倶
舎
論
世
間
品
に
無
明
の
定
義
を
説
く
部
分
が
引
用
さ
れ
る
。
こ

こ
で
は
、
無
明
が
、
単
に
「
明
に
非
ざ
る
も
の
」
で
も
「
明
の
非
存
在
」
で
も
な
く
て
‐
明
と
あ
い
対
す
る
別
個
な
法
（
負
号
對
息
冒
島
‐
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号
四
国
身
：
目
３
号
胃
冒
習
冨
日
日
）
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
無
明
は
悪
慧
（
百
頁
塁
目
》
冒
薗
副
官
且
副
）
で
も
な
け
れ
ば
そ

の
他
の
（
貧
等
と
倶
生
す
る
）
染
汚
の
慧
で
も
な
い
こ
と
、
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
、
無
明
が
悪
慧
で
な
い
こ
と
の
理

由
と
し
て
悪
慧
の
自
性
が
見
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
、
帥
（
’
百
‐
冒
曾
画
）
・
四
身
答
航
ご
号
目
く
脚
昌
目
ぐ
国
乱
首
ご
鼻
の
）
の
に
関

連
し
て
、
ジ
ャ
イ
ニ
氏
は
、
見
（
す
な
わ
ち
五
悪
見
）
が
見
道
に
お
い
て
断
じ
尽
く
さ
れ
る
の
に
、
無
明
は
修
道
に
お
い
て
も
な
お
存
し
、

阿
羅
漢
果
に
至
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
す
べ
て
が
減
す
る
こ
と
を
、
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。
悪
慧
が
見
で
あ
る
こ
と
が
無
明
が
悪
慧
で
な
い

こ
と
の
根
拠
と
な
る
の
に
は
、
見
と
無
明
と
が
互
い
に
別
個
な
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
な
る
か
ら
、
こ
の
コ
メ
ン
ト
は
そ
れ
を

倶
舎
論
自
身
は
、
し
か
し
、
こ
こ
で
、
も
っ
と
別
な
二
つ
の
点
か
ら
、
無
明
と
見
と
が
別
個
な
法
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
論
証
し

て
い
る
。
そ
の
第
一
は
、
理
証
で
あ
る
。
無
明
は
す
な
わ
ち
療
で
、
大
煩
悩
地
法
の
随
一
で
あ
り
、
見
は
慧
の
一
分
で
大
地
法
の
随
一

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
見
は
無
明
と
倶
生
し
得
る
。
同
じ
く
慧
を
自
性
と
す
る
二
つ
の
も
の
（
日
画
く
冒
）
が
倶
生
す
る
と
い
う
こ
と

は
あ
り
得
な
い
か
ら
、
無
明
と
見
と
は
別
仙
な
法
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
第
二
は
、
教
証
で
あ
る
。
「
無
明
が
慧
を
汚
す
」
と
経
に
説
か
れ
て
い
る
。
無
明
が
見
、
す
な
わ
ち
慧
の
一
分
、
な
ら
ば
こ
れ

は
慧
が
慧
を
汚
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
不
合
理
だ
か
ら
、
無
明
は
見
で
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

次
い
で
、
見
が
問
題
と
し
て
取
り
挙
げ
ら
れ
る
。
ジ
ャ
イ
ニ
論
文
は
い
う
。
ｌ
見
は
な
ぜ
七
十
五
法
の
リ
ス
ト
の
中
に
含
ま
れ
な
い

の
か
。
六
随
眠
の
中
、
五
つ
ま
で
は
そ
の
リ
ス
ト
の
中
に
見
え
る
の
に
、
見
だ
け
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
見
は
慧
の
一
つ
の

形
態
（
す
な
わ
ち
悪
慧
）
で
あ
る
、
と
見
れ
ば
と
り
あ
え
ず
そ
の
問
題
は
一
応
解
決
す
る
。
慧
は
先
に
い
う
ご
と
く
十
大
地
法
の
一
つ
と

し
て
、
法
の
リ
ス
ト
の
中
に
位
置
を
占
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、
と
。

ゞ
見
が
、
十
大
地
法
の
一
な
る
慧
の
一
分
で
あ
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
倶
舎
論
に
明
文
が
あ
る
。
「
大
地
法
な
る
慧
の
特
殊
な
も
の
が

見
と
い
わ
れ
る
」
（
日
四
目
９
口
目
富
の
ぐ
Ｐ
菌
登
庁
冒
塁
目
負
蔚
○
烏
豊
爲
昌
ｑ
二
○
通
ｇ
》
箇
員
暗
各
）
。

示
す
た
め
に
違
い
な
い
。

３



ジ
ャ
イ
’
一
論
文
は
続
け
る
。
Ｉ
と
こ
ろ
で
、
そ
の
慧
は
十
大
地
法
の
一
で
あ
る
か
ら
「
あ
ら
ゆ
る
心
刹
那
に
あ
ま
ね
く
存
在
す
る
」

（
の
胃
ぐ
ぃ
茸
陰
・
岸
曾
爾
目
①
笛
自
侭
３
９
四
ぐ
秒
口
兵
自
国
侭
）
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
た
い
へ
ん
奇
妙
に
見
え
る
。
そ
う
す
る
と
無
明
も
慧

と
倶
生
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
慧
は
、
い
か
な
る
心
刹
那
に
も
存
在
す
る
ゆ
え
に
、
人
が
そ
れ
を
求
め
て
努
力
す
る
要
は

な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
因
み
に
、
南
伝
阿
毘
達
磨
に
お
い
て
は
、
言
は
七
つ
の
共
一
切
心
所
（
”
号
９
日
詐
尉
目
自
国
目
８
国
田
圃
）

の
中
に
は
数
え
ら
れ
な
い
で
、
二
十
五
の
浄
心
所
（
ｍ
ｏ
ｇ
息
騨
。
の
３
の
房
巴
の
一
つ
（
二
十
五
の
中
の
十
八
ま
で
は
共
浄
心
所
（
の
。
ｇ
自
画
出
‐

号
餌
国
風
８
国
凰
圃
）
で
あ
る
が
、
慧
は
そ
れ
で
も
な
い
余
他
の
七
つ
の
中
の
一
）
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
問
題
は
な
い
し
、

唯
識
派
の
論
言
も
（
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
自
身
に
帰
せ
ら
れ
る
五
語
論
を
も
含
め
て
）
、
慧
を
遍
行
（
、
胃
ぐ
胃
国
鴨
）
の
法
で
な
く
五
別
境
法

含
国
威
日
冨
冨
ご
搦
昌
昌
冒
Ｈ
ｇ
い
）
の
一
つ
と
し
て
い
る
。

「
毘
婆
沙
師
自
身
も
こ
の
問
題
に
は
気
づ
い
て
い
た
に
違
い
な
い
」
と
ジ
ャ
イ
ニ
博
士
は
い
う
が
、
そ
の
言
は
ま
さ
に
当
っ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
は
、
同
じ
く
十
大
地
法
の
一
と
さ
れ
る
定
（
ぬ
四
日
目
宮
》
三
昧
）
に
つ
い
て
、
全
く
同
様
な
考
え
方
に
発
す
る
疑
問
が
、
倶
舎

論
自
身
や
ヤ
シ
ョ
ー
ミ
ト
ラ
疏
の
中
に
、
次
の
よ
う
に
提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
知
ら
れ
る
。

ま
た
、
三
昧
は
大
地
法
な
の
で
あ
る
か
ら
〔
汝
の
い
う
ご
と
く
、
静
慮
が
心
一
境
性
で
あ
り
す
な
わ
ち
三
昧
で
あ
る
な
ら
ば
〕
す

《
へ
て
の
心
に
一
境
性
が
〔
し
た
が
っ
て
三
昧
が
〕
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
〔
否
、
そ
う
は
な
ら
〕
な
い
。
三
昧
の
力
が
弱
い

〔
場
合
に
は
心
の
一
境
性
は
あ
り
え
な
い
〕
か
ら
で
あ
る
（
日
四
目
９
コ
目
冨
貢
戯
。
・
四
の
四
日
脚
目
§
ぬ
閂
ぐ
四
目
威
呂
目
①
圃
唱
眉
国
の
四
侭
農
．

ロ
四
》
・
ロ
号
昌
呉
ぐ
詳
閨
営
目
冨
戸
〆
○
３
四
。
ぐ
目
閂
旨
）
。

も
し
三
昧
が
す
ぺ
て
の
心
に
お
い
て
あ
る
な
ら
ば
、
何
の
た
め
に
〔
四
〕
静
慮
に
対
し
て
努
力
を
す
る
の
か
。
力
強
い
三
昧
を
も
た

ら
す
た
め
で
あ
る
。
ｐ
ａ
、
騨
冒
豊
冒
］
〕
函
ブ
『
四
８
冨
隆
ず
ぽ
画
く
凹
武
』
冨
日
胃
ｇ
Ｐ
目
色
写
乱
口
の
普
罰
④
目
色
丘
胃
ご
胃
図
ヴ
巴
ゆ
く
鼻
困
冒
圏
冒
冒
緩
目
‐

こ
の
問
題
は
、
慧
が
広
い
意
味
の
‐
そ
の
中
に
種
種
の
も
の
を
含
む
、
概
念
だ
と
見
れ
ば
、
一
応
は
了
解
で
き
る
し
、
そ
れ
が
毘
婆
沙

ら
す
た
め
で
あ
る

ｑ
四
口
目
庁
彦
閏
巨
．
曙
鼠

偽
４
■

（
琶
四
Ｑ
胃

國
Ｑ
閂
胃

函

､ら
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師
の
と
る
解
釈
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
そ
う
だ
と
し
て
、
そ
れ
で
は
言
と
悪
慧
と
の
関
係
は
い
か
な
る
も
の
か
、
と
ジ
ャ
ィ
ニ

論
文
は
論
究
を
続
け
る
。
三
昧
と
染
汚
な
る
三
昧
と
の
関
係
を
、
ヤ
シ
ョ
ー
ミ
ト
ラ
（
実
は
、
ヴ
ァ
ス
ゞ
ハ
ン
ド
ゥ
。
氏
．
〆
。
３
℃
目
目
目
の
Ｑ
，

己
．
お
い
）
は
種
子
と
腐
敗
し
た
種
子
と
の
そ
れ
に
瞼
え
て
い
る
。
慧
と
悪
慧
と
を
も
似
た
よ
う
な
関
係
に
理
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、

上
記
の
よ
う
に
、
倶
舎
論
で
は
見
を
「
慧
の
特
殊
な
も
の
」
と
呼
び
、
ヤ
シ
ョ
ー
ミ
ト
ラ
は
そ
れ
を
「
判
断
決
定
作
用
を
含
む
慧
が
見
で

あ
る
」
（
閣
員
日
圃
制
も
且
副
＄
Ｑ
思
苔
）
曙
鼠
．
且
目
暗
号
）
と
説
明
す
る
。
か
れ
は
、
お
よ
そ
判
断
決
定
作
用
を
含
む
知
的
な
は
た

ら
き
を
、
そ
れ
が
正
し
い
判
断
決
定
か
否
か
は
問
わ
ず
、
す
雲
へ
て
見
す
な
わ
ち
悪
慧
と
し
て
い
る
。

ヤ
シ
ョ
ー
ミ
ト
ラ
も
、
ヴ
ァ
ス
、
ハ
ン
ド
ゥ
自
身
も
、
す
尋
へ
て
の
①
餌
日
日
涛
倒
冒
画
言
倒
を
す
な
わ
ち
日
豊
と
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、

す
尋
へ
て
の
身
豊
を
す
な
わ
ち
］
穴
呂
量
目
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
ジ
ャ
イ
ニ
博
士
の
誤
解
で
あ
る
。
平
川
索
引

に
よ
れ
ば
、
百
頁
ｐ
君
国
と
い
う
語
（
本
頌
で
の
用
語
。
散
文
の
部
分
で
は
］
自
苗
』
薗
冒
煙
甘
倒
と
言
い
換
え
て
い
る
）
は
倶
舎
論
の
中

で
た
だ
一
度
、
先
に
挙
げ
た
一
節
、
す
な
わ
ち
第
三
章
で
無
明
に
つ
い
て
定
義
を
与
え
る
箇
処
、
に
だ
け
現
わ
れ
、
そ
こ
で
は
「
悪
慧

、
、
、

は
染
汚
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
見
を
自
性
と
す
る
か
ら
、
〔
そ
れ
が
〕
無
明
で
あ
る
こ
と
は
理
に
合
わ
な
い
」
（
百
国
３
匡
己
且
圏

冨
“
画
．
３
８
日
掛
め
ど
§
目
乱
旨
ロ
ッ
、
ａ
制
冒
ご
目
の
．
即
且
冒
ロ
＆
も
辰
ご
と
言
っ
て
い
る
。
あ
き
ら
か
に
悪
慧
に
善
な
る
見
は
含

ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
す
、
へ
て
の
見
を
す
な
わ
ち
悪
慧
な
り
と
す
る
こ
の
誤
解
が
、
以
下
ジ
ャ
イ
ニ
論
文
を
最
後
ま
で

＄
冒
計
日
冨
な
特
殊
な
己
且
目
が
見
で
あ
る
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
は
、
当
然
煙
‐
の
四
日
武
昌
国
官
騨
甘
倒
が
、
す
な
わ
ち
、
見
な
ら
ざ
る

篝
が
考
驚
れ
な
く
て
ば
な
ら
な
い
，
倶
舎
論
智
閉
初
鋤
に
い
う
。
’
す
《
そ
”
鮎
憾
蒋
言
豐
璽
扇
形
態
で
ぁ
畠
。
し
か
し
神
の

す
べ
て
の
形
態
が
見
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
↑
見
で
な
い
も
の
は
判
断
決
定
の
は
た
ら
き
を
も
た
ず
（
鱒
‐
の
四
目
３
９
）
究
明
の
は
た
ら
き

を
も
た
ぬ
（
鱒
も
閏
目
倒
晶
目
色
）
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
見
Ⅱ
悪
慧
に
あ
い
対
す
る
意
味
で
の
浄
ら
か
な
（
勺
日
の
）
慧
で
あ
る
。

誉
が
無
明
と
倶
生
す
る
と
き
、
そ
の
言
は
た
だ
悪
慧
す
な
わ
ち
見
の
み
で
あ
る
。
悪
慧
は
無
明
と
背
反
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
見
道
に

混
乱
さ
せ
る
。

の
四
国
】
首
風
声
酋
据

５



お
い
て
見
が
断
じ
尽
く
さ
れ
た
の
ち
も
無
明
は
な
お
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
見
道
で
す
尋
へ
て
の
見
が
断
ぜ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
邪
ま
な
．

（
日
洋
耳
騨
）
も
の
だ
け
が
断
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
意
味
を
な
す
。
す
な
わ
ち
、
正
見
（
＄
昌
冨
沮
温
ｇ

は
修
道
の
過
程
に
お
い
て
依
然
無
明
と
共
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
正
見
も
や
は
り
悪
慧
で
あ
る
。

倶
舎
論
智
品
の
初
頭
（
且
ヨ
ロ
）
に
説
く
と
こ
ろ
は
Ｉ
慧
に
無
漏
と
有
漏
と
が
あ
る
．
無
漏
慧
の
う
ち
、
八
忍
は
見
で
あ
る
が
智

で
な
い
。
尽
智
・
無
生
智
は
智
で
あ
る
が
見
で
な
い
。
そ
の
他
の
無
漏
慧
は
智
で
も
あ
り
見
で
も
あ
る
。
有
漏
慧
の
う
ち
、
染
汚
の
五

見
と
世
間
の
正
見
と
は
智
で
も
あ
り
見
で
も
あ
る
。
そ
の
他
は
た
だ
智
で
あ
る
、
と
い
う
に
尽
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
ジ
ャ
イ
｜
一
氏
が

、
、

「
す
尋
へ
て
の
見
は
智
の
諸
形
態
で
あ
る
」
と
い
う
中
の
智
は
慧
と
訂
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
智
な
ら
ざ
る
見
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
＄
「
浄
ら
か
な
慧
」
と
は
お
そ
ら
く
無
漏
慧
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
も
し
そ
う
な
ら
、
こ
こ
の
ジ
ャ
イ
ニ
氏
の
言
い
方
は
当

ら
な
い
。
見
で
な
い
智
（
「
見
で
な
い
慧
」
と
い
っ
て
も
こ
の
場
合
は
同
じ
こ
と
に
な
る
）
に
は
、
無
漏
な
る
尽
智
・
無
生
智
の
ほ
か

に
、
有
漏
慧
（
染
汚
の
五
見
と
世
間
の
正
見
と
を
除
い
た
、
余
他
の
有
漏
の
諸
智
）
も
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
ま
た
「
浄
ら
か

な
慧
」
が
不
染
汚
の
慧
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
も
、
な
お
少
し
加
え
る
雫
へ
き
も
の
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
有
漏
の
染
汚
の
慧
で
五
悪
見

以
外
の
も
の
は
な
し
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

悪
慧
に
つ
い
て
の
ジ
ャ
イ
｜
一
氏
の
所
論
は
、
こ
こ
で
も
、
先
に
指
摘
し
た
誤
解
の
上
に
あ
る
か
ら
、
し
ば
し
ば
、
妥
当
で
な
い
↑
。
，

智
に
し
て
見
に
非
ざ
る
も
の
は
尽
智
・
無
生
智
の
二
で
あ
り
、
そ
の
二
智
が
得
ら
れ
る
の
は
、
必
ず
す
べ
て
の
分
別
の
は
た
ら
き
か
ら

離
れ
た
と
き
で
あ
り
、
そ
の
と
き
正
見
と
無
明
と
は
共
に
減
し
、
す
尋
へ
て
の
随
眠
は
尽
き
た
と
知
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
再
び
生
ず
る
こ
と
は

な
い
と
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
阿
羅
漢
果
の
獲
得
で
あ
り
、
そ
の
と
き
行
者
の
心
は
た
だ
妙
観
察
〔
智
〕
（
冒
秒
辱
四
ぐ
の
爾
四
菌
）
の
み
と

な
る
。
正
見
は
修
道
の
過
程
に
お
い
て
、
す
寺
へ
て
の
有
漏
法
（
五
臨
）
に
対
す
る
執
着
を
去
る
た
め
に
は
た
ら
き
、
最
後
に
は
そ
れ
自
身

も
減
し
て
、
そ
の
あ
と
に
、
つ
い
に
浄
ら
か
な
慧
が
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
智
に
し
て
見
に
非
ざ
る
も
の
は
尽
智
・
無
生
智
の
二
」
と
は
、
無
漏
慧
に
つ
い
て
そ
う
言
い
得
る
の
で
あ
っ
て
＄
有
漏
慧
を
含
め
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て
い
え
ば
、
そ
う
で
な
い
こ
と
は
上
記
の
と
お
り
。
正
見
に
つ
い
て
ジ
ャ
イ
’
一
論
文
が
説
く
と
こ
ろ
は
、
用
語
に
い
さ
さ
か
暖
味
さ

が
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
正
見
が
減
し
て
阿
羅
漢
果
が
獲
得
さ
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
い
う
「
正
見
」
と

は
有
学
の
正
見
を
指
す
に
違
い
な
い
が
、
そ
れ
は
自
性
と
し
て
は
無
漏
の
慧
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
最
後
に
あ
ら
わ
れ
る
「
浄
ら
か
な
慧

（
冒
愚
冒
四
茸
幽
）
」
と
は
お
そ
ら
く
無
漏
慧
の
意
味
に
相
違
な
い
が
、
そ
れ
は
尽
智
・
無
生
智
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
無
学
の
正
見
も

ま
た
無
漏
慧
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
。

尽
智
を
「
随
眠
は
尽
き
た
と
知
る
こ
と
（
四
口
煙
言
目
の
目
の
の
”
・
冷
号
の
ヰ
ロ
＆
。
ロ
・
津
ロ
①
餌
昌
鼠
昌
四
ｍ
ご
と
し
、
無
生
智
を
「
そ
れ
ら
は
再

び
生
ず
る
こ
と
は
な
い
と
知
る
こ
と
（
四
口
曾
葛
肖
曾
の
服
・
能
昏
①
傲
昇
昏
胃
苫
①
琶
言
筐
口
の
ぐ
の
Ｈ
品
騨
目
四
国
ｍ
の
）
」
と
す
る
の
は
、
倶
舎
論

が
与
え
る
そ
れ
ら
二
智
の
定
義
と
は
合
致
し
な
い
。
倶
舎
論
智
品
（
且
昌
胃
耳
厚
且
冨
ご
ａ
も
函
程
）
を
見
る
、
へ
き
で
あ
る
。

尽
智
・
無
生
智
は
、
通
常
の
智
の
ご
と
く
、
知
的
な
識
別
作
用
と
理
解
す
べ
き
で
は
な
く
て
、
分
別
を
離
れ
た
も
の
で
あ
り
「
随
眠
の

非
得
と
択
滅
の
得
と
の
生
ず
る
心
刹
那
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
阿
羅
漢
果
が
得
ら
れ
た
と
き
、
こ
の
二
智
は
減
し
（
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ら
も
ゞ

刹
那
減
な
る
有
為
法
な
の
だ
か
ら
）
、
阿
羅
漢
に
は
分
別
判
断
の
は
た
ら
き
が
再
び
生
じ
、
か
れ
は
そ
れ
以
後
の
生
を
、
預
流
の
聖
者
と

同
じ
く
邪
見
か
ら
離
れ
て
、
生
き
る
。
し
か
し
、
無
漏
の
慧
を
得
た
効
果
は
続
く
。
択
滅
は
無
為
法
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
後
も
減
し
な
い

で
、
効
果
的
に
煩
悩
の
生
起
を
抑
制
す
る
。

随
眠
の
非
得
と
択
滅
の
得
は
、
も
と
よ
り
、
無
学
道
の
段
階
に
至
っ
て
は
じ
め
て
生
ず
る
の
で
は
な
い
。
「
択
滅
は
鑿
の
事
に
随
っ

て
各
別
」
（
冠
導
倶
舎
胃
弓
）
で
あ
る
か
ら
、
見
道
・
・
修
道
の
過
程
に
お
い
て
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
煩
悩
の
減
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
そ
の

不
動
法
阿
羅
漢
に
は
尽
智
の
無
間
に
無
生
智
が
生
じ
、
す
ぐ
続
い
て
さ
ら
に
尽
智
や
無
学
の
正
見
が
生
ず
る
こ
と
は
な
い
の
に
対
し

て
、
そ
の
他
の
阿
羅
漢
の
場
合
は
尽
智
の
無
間
に
尽
智
が
あ
る
い
は
無
学
の
正
見
が
生
じ
無
生
智
は
生
じ
な
い
こ
と
も
あ
る
の
は
、
賢

聖
品
（
自
ｇ
）
に
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

て
各
別
」
（
冠
導
倶

こ
と
が
見
ら
れ
る
。

７



毘
婆
沙
師
の
説
く
無
漏
の
言
が
四
・
自
己
旨
○
国
＆
口
○
国
ｅ
ｍ
ｏ
凰
日
旨
鼻
宮
①
凹
弓
閏
①
旨
①
、
印
画
８
○
日
ｇ
巨
置
品
昏
①
原
昌
四
口
目
ｇ
〕
昇
凰
§

］
ご
四
国
闇
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
概
念
化
を
離
れ
た
点
で
般
若
経
に
説
く
慧
（
般
若
）
と
全
く
隔
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
相
違
す

る
と
こ
ろ
は
、
毘
婆
沙
師
は
正
見
を
す
ら
悪
慧
と
す
る
け
れ
ど
も
そ
の
正
見
は
＄
ぐ
煙
の
目
冨
だ
と
考
え
る
（
邪
見
は
Ｐ
ぐ
ぃ
”
菖
冨
で
あ
る
）
・

阿
含
経
典
に
見
え
る
「
法
す
ら
も
捨
す
零
へ
き
で
あ
る
。
い
わ
ん
や
非
法
を
や
」
と
い
う
考
え
方
は
、
す
な
わ
ち
法
を
も
画
く
閉
冒
冨
と
見

る
考
え
方
は
、
毘
婆
沙
師
に
は
忘
れ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
人
無
我
は
説
か
れ
る
が
、
法
無
我
は
説
か
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
至
っ
て
ジ
ャ
イ
ニ
博
士
の
考
え
方
は
ほ
と
ん
ど
私
の
理
解
を
越
え
る
。
毘
婆
沙
師
が
邪
見
を
い
く
閉
冨
菌
と
見
、
正
見
を

＄
ぐ
閉
言
厨
と
見
る
と
す
る
こ
と
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
倶
舎
論
（
且
く
む
や
ヤ
シ
ョ
ー
ミ
ト
ラ
疏
（
且
ぐ
吟
々
自
ら
の

所
論
は
、
全
く
そ
れ
に
当
ら
な
い
。
例
え
ば
ご
ロ
剖
四
旨
習
の
薊
冨
匡
①
断
号
目
豐
》
３
ぐ
閉
目
丙
呉
ぐ
弾
．
胃
○
］
○
百
＃
胃
①
３
回
蔚
困
信

旨
四
ｍ
烏
梓
冒
煙
薗
箇
目
角
鼠
且
自
ら
と
い
う
文
章
は
、
修
所
断
の
煩
悩
が
の
い
く
儲
冒
匿
で
あ
る
か
ら
堅
固
で
あ
り
、
頓
断
す
る
を

得
な
い
こ
と
を
語
っ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
正
見
を
３
ぐ
Ｐ
の
曾
冨
と
見
る
と
い
う
こ
と
と
何
の
関
係
も
な
い
よ
う
に
、
私
に
は
思
わ
れ
る
。

た
だ
最
後
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
毘
婆
沙
師
に
よ
っ
て
人
無
我
は
説
か
れ
た
が
法
無
我
は
説
か
れ
な
か
っ
た
と
い
う
見
解
は
、
広
く
受

け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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