
・
ア
ビ
ダ
ル
マ
佛
教
教
理
に
興
味
を
も
っ
て
い
る
者
に
と
っ
て
非
常
に
有

益
な
案
内
書
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
大
変
嬉
し
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は

佛
典
講
座
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
一
連
の
講
座
本
の
一
つ
で
あ
る
。
言

う
ま
で
も
な
く
、
世
親
ぐ
Ｐ
２
ｇ
目
目
が
著
わ
し
た
『
倶
舎
論
』
し
ｇ
宇

目
胃
目
鼻
○
３
９
場
意
は
、
説
一
切
有
部
曾
円
ぐ
餅
は
ご
且
旨
の
教
理
を

単
に
整
理
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
経
最
部
留
昌
働
口
は
５
等
の
他
の
部

派
の
考
え
方
を
紹
介
し
、
と
き
に
は
問
答
形
式
に
よ
っ
て
説
一
切
有
部
の

教
理
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
倶
舎
論
』
は
有
部
教
学
を
誤
解

し
た
も
の
で
あ
る
と
、
衆
賢
留
召
響
④
ｇ
且
国
に
よ
っ
て
論
駁
さ
れ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
佛
教
教
理
の
基
礎
学
の
害
と
し
て
広
い
地
域
に
わ
た

っ
て
伝
播
し
、
安
慧
陣
巨
日
日
四
茸
・
陳
那
己
旨
目
盟
等
の
大
乗
佛
教
の

学
者
に
ま
で
研
究
さ
れ
た
ほ
ど
、
重
要
な
諭
書
で
あ
っ
た
。

こ
と
に
日
本
で
は
性
相
学
と
称
し
て
、
唯
識
学
研
究
と
と
も
に
長
い
間

佛
教
学
者
に
よ
っ
て
研
究
・
講
義
さ
れ
て
き
た
。
勿
論
、
こ
れ
ら
の
研
究

方
法
は
真
諦
・
玄
英
に
よ
る
漢
訳
と
中
国
人
の
註
釈
を
も
と
に
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。

櫻
部
建
著

「
倶
舎
論
』
佛
典
講
座
十
八

三
友
健
容

さ
て
、
本
書
の
構
成
を
紹
介
す
る
と
、
『
倶
舎
論
』
の
本
頌
を
も
と
に
、

語
句
の
説
明
と
そ
れ
ら
本
頌
の
概
説
を
す
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
第
八
章
ま
で
で
、
本
頌
の
な
い
第
九
章
破
我
品
は
省
略
さ
れ

て
い
る
。
以
下
、
目
次
に
そ
っ
て
内
容
を
紹
介
し
て
い
こ
う
。

は
し
か
き
に
続
き
、
第
一
編
序
説
一
佛
教
史
上
に
お
け
る
『
倶
舎
論
』

の
位
置
と
し
て
、
「
ア
ビ
ダ
ル
マ
」
の
意
味
と
、
い
か
に
し
て
ア
ピ
ダ
ル

と
こ
ろ
が
、
『
倶
舎
論
』
の
註
釈
で
あ
る
称
友
啓
鼠
○
日
胃
四
の
普
冒
‐

酌
昇
冨
缶
ｇ
ａ
ｇ
境
目
農
ｏ
３
ぐ
乱
唇
薗
が
発
見
・
刊
行
さ
れ
て
か
ら
は
、

そ
の
研
究
方
法
論
も
に
わ
か
に
異
り
、
日
本
の
み
な
ら
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

於
て
も
輝
か
し
い
研
究
成
果
が
ぞ
く
ぞ
く
と
出
さ
れ
た
。
し
か
し
「
倶
舎

論
』
の
梵
文
原
典
が
な
い
た
め
、
こ
の
称
友
の
註
釈
を
手
が
か
り
に
チ
、
ヘ

ッ
ト
訳
・
漢
訳
か
ら
『
倶
舎
論
』
本
文
を
推
定
せ
ざ
る
を
得
ず
、
長
い
間
、

「
倶
舎
論
』
そ
の
も
の
の
梵
本
は
な
い
も
の
か
と
渇
望
さ
れ
て
い
た
。
幸

い
に
し
て
一
九
三
五
年
、
チ
ベ
ッ
ト
で
罰
豐
巳
國
圏
昌
胃
ｑ
ご
騨
口
Ｐ
が

『
倶
舎
論
』
の
梵
本
を
発
見
し
、
一
九
六
七
年
、
イ
ン
ド
の
卑
働
匡
邑

用
３
号
目
］
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ア
ピ
ダ
ル
マ
研
究
は

一
段
と
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

櫻
部
建
博
士
は
い
ち
早
く
一
九
六
九
年
、
『
倶
舎
論
』
梵
本
の
界
品
・

根
品
を
和
訳
し
、
そ
の
研
究
成
果
と
と
も
に
『
倶
舎
論
の
研
究
界
・
根

品
』
と
題
し
て
、
労
作
を
出
さ
れ
、
ま
た
『
佛
教
の
思
想
２
存
在
の
分

析
〈
ア
ビ
ダ
ル
マ
〉
』
と
い
う
入
門
書
を
出
版
さ
れ
た
斯
学
の
第
一
人
者

で
あ
る
。
し
か
も
今
回
、
「
倶
舎
論
』
の
概
説
書
が
、
櫻
部
博
士
に
よ
っ

て
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
誠
に
喜
び
に
た
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ハハ
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マ
論
害
が
成
立
す
る
に
至
っ
た
か
を
述
べ
、
こ
れ
ら
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
書

の
一
つ
で
あ
る
『
倶
舎
論
』
が
、
イ
ン
ド
・
チ
、
、
ヘ
ッ
ト
・
中
国
。
日
本
で

ど
の
よ
う
に
学
ば
れ
て
き
た
か
を
説
明
し
て
い
る
。

二
『
倶
舎
論
』
の
著
者
・
年
代
・
原
典
お
よ
び
翻
訳
で
は
、
世
親
に
帰

せ
ら
れ
て
い
る
多
く
の
著
作
を
五
方
面
に
分
類
し
、
舸
．
甸
国
ロ
ミ
巴
冒
員

の
二
人
世
親
説
を
紹
介
し
、
「
倶
舎
論
』
の
著
者
は
五
世
紀
に
在
世
し
、

ア
ビ
ダ
ル
マ
学
か
ら
出
発
し
て
琉
伽
唯
識
思
想
の
体
系
化
に
ま
で
進
ん
だ

傑
出
し
た
思
想
家
と
し
て
い
る
が
、
妥
当
な
見
方
で
あ
る
。
ま
た
『
倶
舎

論
』
の
梵
文
原
典
の
出
版
と
、
チ
、
ヘ
ッ
ト
訳
・
漢
訳
・
国
訳
・
現
代
語
訳

等
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
。

三
『
倶
舎
論
』
の
内
容
、
組
織
で
は
、
椛
成
を
示
し
、
更
に
各
品
の
梗

概
を
述
ゞ
へ
て
い
る
。

四
『
倶
舎
論
』
研
究
史
で
は
、
『
倶
舎
論
』
以
後
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
学
に

つ
い
て
述
べ
、
『
倶
舎
論
』
梵
本
発
見
者
で
あ
る
ラ
ー
フ
ラ
に
よ
っ
て
発

見
さ
れ
た
シ
ｇ
ａ
冨
月
目
四
日
君
や
衆
賢
、
称
友
等
の
イ
ン
ド
の
『
倶
舎

論
』
研
究
書
と
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
の
み
現
存
し
て
い
る
註
釈
書
な
ら
び
に
中

国
・
日
本
・
現
代
に
至
る
ま
で
の
研
究
史
を
実
に
手
ぎ
わ
ょ
く
ま
と
め
て

お
り
、
非
常
に
有
益
で
あ
る
。

第
二
編
本
文
解
説
Ｉ
本
頌
で
は
、
「
倶
舎
論
』
の
本
頌
に
従
っ
て
、

ま
ず
玄
英
訳
の
白
文
を
出
し
、
次
に
そ
の
読
み
下
し
と
語
句
の
説
明
を
行

い
、
内
容
を
概
説
し
て
、
界
・
根
・
世
間
・
業
・
随
眠
・
賢
聖
・
智
品
の

解
釈
を
行
っ
て
い
る
。

Ⅱ
分
別
定
品
第
八
は
そ
れ
ま
で
の
本
頌
の
解
説
と
は
異
り
、
『
倶
舎
論
』

梵
文
原
典
か
ら
長
行
も
含
め
て
和
訳
し
、
玄
英
訳
本
文
と
対
比
し
、
語
句

の
説
明
と
内
容
の
概
説
を
行
っ
て
い
る
。
但
し
第
九
章
破
我
品
は
本
頌
が

な
く
付
論
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
省
略
さ
れ
て
い
る
。

以
上
が
目
次
に
そ
っ
た
本
書
の
内
容
・
構
成
の
紹
介
で
あ
る
。

今
ま
で
に
も
『
倶
舎
論
』
の
概
説
害
は
い
く
つ
か
あ
っ
た
。
現
在
比
較

的
入
手
し
易
い
も
の
に
は
、

斎
藤
唯
信
『
倶
舎
宗
大
意
』
（
明
治
三
十
年
）

松
浦
僧
梁
『
倶
舎
論
指
針
』
（
明
治
三
十
七
年
）

斎
藤
唯
信
『
倶
舎
論
講
義
』
（
明
治
三
十
八
年
）

村
上
専
精
『
倶
舎
論
達
意
』
（
明
治
四
十
年
）

梶
川
乾
堂
『
倶
舎
論
大
綱
」
（
明
治
四
十
一
年
）

今
岡
達
音
「
倶
舎
宗
綱
要
』
（
明
治
四
十
三
年
）

高
木
俊
一
「
倶
舎
教
義
』
（
大
正
八
年
）

舟
橋
水
哉
『
倶
舎
論
講
義
』
（
昭
和
八
年
）

深
浦
正
文
「
倶
舎
学
概
論
』
（
昭
和
二
十
六
年
）

な
ど
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
概
説
害
は
「
倶
舎
論
』
の
梵
本
が
出
版
さ
れ
る
以
前
で
あ
っ

た
こ
と
も
あ
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
玄
奨
訳
な
ら
び
に
中
国
の
註
釈
害
に
よ
る
、

い
わ
ゆ
る
伝
統
的
な
倶
舎
学
の
説
明
に
終
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

櫻
部
博
士
は
先
に
紹
介
し
た
如
く
、
す
で
に
梵
本
か
ら
界
品
・
根
品
を

訳
出
し
て
お
り
、
こ
の
研
究
成
果
に
立
っ
て
本
頌
の
読
み
を
訂
正
し
て
お

ら
れ
る
。

い
く
つ
か
そ
の
例
を
あ
げ
る
と
、
根
品
第
二
偶
は
旭
雅
の
『
冠
導
倶
舎
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論
』
や
『
国
訳
一
切
経
」
等
の
よ
う
に
「
自
境
を
了
ず
る
増
上
は
へ
総
じ

て
六
根
を
立
つ
」
と
従
来
読
ま
れ
て
き
た
。
勿
論
こ
れ
で
も
意
味
の
通
ら

ぬ
こ
と
は
な
い
が
、
長
行
で
は
各
別
の
境
を
了
ず
る
に
勝
れ
て
い
る
の
は

五
根
で
、
一
切
の
境
を
了
ず
る
に
勝
れ
て
い
る
の
は
意
根
で
あ
っ
て
、
明

ら
か
に
分
け
て
い
る
し
、
梵
本
か
ら
も
見
て
も
分
け
て
読
む
方
が
正
し
い
。

本
書
は
従
来
の
読
み
を
訂
正
し
、
「
自
境
を
了
す
る
増
上
と
、
総
じ
て
と

に
六
根
を
立
己
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
八
偶
の
場
合
な
ど
は
『
冠
導

倶
舎
論
』
は
不
明
で
あ
る
が
、
『
国
訳
一
切
経
』
は
「
余
処
に
は
此
れ
を

喜
と
名
く
。
心
の
悦
ぱ
し
か
ら
ざ
る
を
憂
と
名
く
。
中
は
捨
な
り
。
二
の

別
無
し
」
と
読
ん
で
き
た
。
「
二
の
別
無
し
」
で
は
何
の
こ
と
か
分
ら
な

い
が
、
長
行
で
は
捨
根
は
身
・
心
受
の
二
つ
に
通
じ
、
分
別
な
し
と
し
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
な
ど
は
明
ら
か
に
誤
読
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
本

書
は
「
余
処
に
は
此
れ
を
喜
と
名
づ
く
。
心
の
不
悦
を
憂
と
名
づ
く
、
中

は
捨
な
り
。
二
な
り
。
別
無
し
」
と
し
て
、
梵
本
を
参
照
し
て
正
確
に
読

ん
で
い
る
。

ま
た
世
間
品
の
第
九
十
五
偶
（
玄
英
訳
）
を
従
来
、
「
相
は
正
し
く
円
明

な
る
に
あ
ら
ず
、
故
に
佛
と
等
し
き
に
非
ず
」
と
読
ん
で
来
た
が
、
本
書

は
「
相
は
正
・
円
・
明
な
る
に
非
ず
」
と
訂
正
し
て
い
る
。
佛
陀
の
相
に

は
よ
り
よ
い
処
に
住
す
る
こ
と
（
号
殴
⑳
言
四
ｓ
目
）
・
よ
り
明
了
な
こ
と

（
ロ
ヰ
砦
３
３
３
）
・
よ
り
円
満
な
こ
と
（
の
四
日
目
昌
鼻
肖
幾
）
の
三
が
具
足

し
て
い
て
も
、
転
輪
王
に
は
こ
れ
ら
が
な
い
こ
と
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
本
書
の
よ
う
に
読
む
筆
へ
き
で
あ
る
。

第
九
十
六
偶
（
玄
英
訳
）
を
従
来
、
「
堕
に
し
て
貯
ふ
る
に
由
り
て
賊
起

る
。
防
が
ん
が
為
め
に
雇
ふ
て
田
を
守
る
」
と
し
て
き
た
が
、
梵
文
で
は

以
上
、
本
書
の
要
略
を
述
・
へ
て
き
た
が
、
本
書
が
概
説
書
で
あ
る
と
い

う
性
格
上
、
教
理
上
の
問
題
に
つ
い
て
、
つ
っ
こ
ん
だ
説
明
の
な
い
の
は

仕
方
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
来
、
『
倶
舎
論
』
全
体
を
長
行
も
含
め
て

説
明
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
本
書
の
三
倍
以
上
の
紙
数
を
必
要
と

す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
、
欲
を
い
う
な
ら
ば
、
『
倶
舎
論
』

た
る
所
以
で
あ
る
世
親
の
教
学
的
立
場
や
、
古
来
名
所
と
い
わ
れ
て
き
た

個
所
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
該
当
偶
の
所
で
説
明
し
て
も
ら
え
れ
ば
、

説
一
切
有
部
と
の
相
違
や
、
『
倶
舎
論
』
の
立
場
も
明
解
に
な
り
、
更
に

よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

ま
た
、
こ
れ
も
紙
数
の
制
限
上
止
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
説
明

内
容
が
簡
略
す
ぎ
、
初
め
て
『
倶
舎
論
』
を
読
む
も
の
に
は
、
用
語
の
力

暑
へ
に
つ
き
当
り
、
か
な
り
困
難
を
感
ず
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
こ
の
点
も
本
書
の
索
引
に
よ
っ
て
用
語
の
説
明
を
一
つ
づ
つ
確
め

て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
、
著
者
の
一
般
向
け
の
本
で
あ
る
「
佛
教

の
思
想
２
存
在
の
分
析
〈
ア
ビ
ダ
ル
マ
〉
』
（
角
川
書
店
）
が
『
倶
舎
論
』

に
つ
い
て
の
興
味
と
理
解
を
増
す
上
で
も
好
耆
と
な
ろ
う
。

と
も
か
く
も
概
説
書
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
大
変
難
し
い
こ
と
で
あ
る

が
、
著
者
は
網
の
目
の
如
き
『
倶
舎
論
』
の
教
義
を
実
に
よ
く
ま
と
め
、

守
田
（
厨
の
茸
９
画
）
と
い
う
一
語
で
あ
る
か
ら
、
本
書
の
よ
う
に
「
防
が

ん
が
為
に
守
田
を
雇
う
」
の
方
が
正
し
い
。

こ
の
よ
う
な
所
は
こ
の
ほ
か
に
も
か
な
り
あ
る
。
ま
た
、
玄
英
訳
と
梵

本
で
は
偏
に
ず
れ
が
出
て
く
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
本
書
は
細
く
指
摘

し
て
い
る
。
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し
か
も
一
々
の
用
語
を
正
確
に
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
も
著
者
の
深
き
見 

識
に
し
て
初
め
て
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
著
者
は
定
品
を
初
め
て
和 

訳
さ
れ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
功
績
は
高
く
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な 

ら
な
い
。

本
書
は
『
俱
舎
論
』
の
正
し
い
理
解
の
た
め
に
益
す
る
こ
と
大
で
あ
る 

こ
と
を
確
信
し
、
そ
の
業
績
を
讃
え
た
い
。

(

一
九
八
一
年
四
月 

大
蔵
出
版
社B
 6
版 

三
八
七
頁
索
引
ー
ー
頁 

三
、
 

〇
〇
〇
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