
ア
ビ
ダ

ル

マ
仏
教

に
お
け
る
無
表
業
論

の
展
開
口

(
三

友
)

一
九

四

ア

ビ
ダ

ル

マ
仏

教

に

お

け

る
無

表
業

論

の
展

開

〇

二
、
『倶
舎
論
』
に
お
け
る
無
表
業
論

a
、
無
表
業
実
有
の
論
拠

三

友

健

容

人
は
、
日
々
、
何
ら
か
の
行
為
を
な
し
て
生
活
し
て
い
る
。
行
為
は

時
間
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
行
為
も
い
つ
か
は
や
ま
る
。

そ
の
と
き
、
滅
し
た
行
為
の
責
任
的
持
続
を
、
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る

か
は
、

興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
。

説

一
切
有
部

で
は
表
業
だ
け
で
な
く
、
無
表
業
も
実
有
で
あ
る
と
す

る
の
で
あ
る
が
、
な
ぜ
無
表
業
を
実
有
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
ろ
う
か
。
『
倶
舎
論
』
は
、
こ
の
論
拠
を
、
八
つ
に
分
け

て
整
理

・

説
明
し
て
い
る
。

私
は
、
先
に
倶
舎
論
以
前
に
お
け
る
有
部
系

ア
ビ
ダ
ル
マ
論
書

の
無

表
業
説

を
論
じ
て
き
た
の
で
、
こ
こ
で
は
、
紙
数

の
許
す
範

囲
内
で

『
倶
舎
論
』
に
お
け
る
無
表
業
説
を
そ
の
主
張
を
よ
り
明
確
に
す
る
た

め
に
、

世
親
経
量
部
の
反
論
を
列
挙
し
な
が
ら
検
討
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

(
1
)(有

部
)

契
経
に
色
に
三
種
あ
る
と
あ
り
、
こ
の
中
に
、
無
表
業
の
存
在
を

示
す
無
見
無
対
色
が
あ
る
。

(経
量
部
)

こ
の
主
張
は
、
喩
伽
師

(
y
o
g
a
o
u
r
a
c
a
)

の
い
う
禅
定
中

の
境
界

の

色

(
s
a
t
y
t
-
v
u
y
t
u
y
-
r
u
p
a
)

が
、
禅
定
か
ら
生
ず
る
の
と
同
じ
で
、

眼
根
の
対
象
と
な
ら
な
い
か
ら
無
見
で
、
障
碍
と
な
ら
な
い
か
ら
無

対
で
あ
る
の
と
か
わ
ら
な
い
。

有
部
で
は
、

こ
の
論
拠
は
か
な
り
早
く
か
ら
用

い
ら
れ
て
い
た
。

『
集
異
門
足
論
』
に
は
、
三
色
処
の
説
明
に
無
見
無
対
色
を

一
処

の

少
分
と
見
徹
し
て
お
り
、
『品
頼
足
論
』
で
は
、
明
確
に
無
表
色

と
し

て
い
る
。

有
部
が
、
無
見
無
対
色
を
そ
の
他
の
二
種

の
色
と
同
じ
よ
う
に
実
有

と
見
徹
す
の
に
対
し
、
経
量
部
は
喩
伽
師
の
説
を
引
用
し
て
、
定
中
の

色
は
禅
定
に
あ
つ
て
は
認
識
の
対
象
と
な
る
が
、
出
観
す
れ
ば
、
そ
れ
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は
実
有

で
な
い
の
と
同
じ
で
、
こ
れ
に
よ
つ
て
無
表
色
の
存
在
が
証
明

さ
れ
る

と
は
言
え
な
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
有
部
所
引
の
経
典
は
認

め
て
も
、
眼
根
の
対
象
に
も
な
ら
ず
、
障
碍
と
も
な
ら
な
い
も
の
は

一

般
に
い
う
存
在
で
は
な
い
と
解
釈
す
る
。

(2
)
(有
部
)

契
経
に

「無
漏
法

(
a
n
a
s
d
s
a
s
d
-
d
h
y
t
u
y
)

と
は
何
で
あ
る
の
か
。
あ

る
色

に
お
い
て
過
現
未
の
愛
が
生
ぜ
ず
、
或
い
は
、
悉
が
、
乃
至
、

あ
る
識
に
お
い
て
…
…
と
い
わ
れ
る
の
が
無
漏
法

で
あ
る
O」
と
説

か
れ
て
い
る
が
、
無
表
色
が
存
在
し
な
い
の
な
ら
ば
、
何
を
無
見
無

対
色
、
無
漏
法
と
い
え
る
か
o

(
経
量
部
)

無
漏
法
と
は
色
界
中
の
無
漏
定
に
い
る
も
の
を
、
無
漏
と
い
う
の

で
あ
り
、
ま
た
、
ほ
か
の
師
は
、
漏
の
依
で
な
い

(
a
n
i
t
o
i
r
e
)

も
の
を
無
漏
と
い
つ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
無
漏
法
の
定
義
か
ら
無
表
色
の
存
在
を
説
明
し
よ
う
と

す
る
も

の
で
あ
る
。
有
部
で
は
、
有
漏
法
は
、
随
眠
が
随
増
す
る
と
き

を
指
し
、
無
漏
法
と
は
所
縁
随
増
し
な
い
も
の
を
指
す
O
煩
悩
が
随
増

し
な
い
の
な
ら
ば
、
無
漏
法
は
存
在
し
な
い
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で

は
な
く
、
道
諦
と
三
無
為
と
い
う
よ
う
に
無
漏
法
と
呼
ば
れ
る
も
の
が

あ
る
O

こ
れ
と
同
じ
理
屈
で
、
無
表
色
と
い
う
も
の
も
、
表
色
の
存
在

の
否
定

で
は
な
く
、
無
表
色
の
存
在
が
証
明

さ
れ
る

と
い
う

の
で
あ

る
。

こ
れ
に
対
し
、
実
有
否
定
者
は
、
無
漏
定
に
入

つ
た
も
の
が
無
漏

と
い
う
の
で
あ
つ
て
、
無
漏
法
と
い
う
も
の
が
あ

る
の
で
は
な
い
と

し
、
他
の
師
も
、
煩
悩
の
所
依
で
な
い
も
の
を
無
漏
と
い
つ
て
い
る
と

述

べ
る
。

無
漏
法
の
実
有
に
よ
つ
て
、
無
表
色
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
は
、

『
倶
舎
論
』
に
の
み
あ
ら
わ
れ
る
思
想
で
、
『
倶
舎
論
』
以
前

の
論
書

に
は
見
当
ら
な
い
。

(
3
)(有
部
)

契
経
に

「有

・
無
依
の
七
福
業
事
を
成
就
し
た
人
は
、
行

・
住

・

寝

・
覚

の
状
態
に
あ
る
と
き
で
も
、
福
業
が
常
に
相
続
増
長

(
s
a
t
a

t
a
-
s
a
y
t
u
 
f
s
d
t
u
y
i
i
o
)

し
、
続
い
て
起

る

(
u
p
r
t
)」
と
あ

る
か
ら
、
染
汚
心

・
無
記
心
を
起
し
て
い
る
と
き
で
も
、
無
表
業
に

よ
つ
て
相
続
す
る
。

(
経
量
部
)

福
増
長
に
つ
い
て
は
、
先
軌
範
師

(
p
a
i
r
t
i
y
)
が
言
う
よ
う

に
、
法
爾

(
t
y
j
y
j
y
)
と
し
て
、
思
に
よ

つ
て
重
…習
さ
れ
た

(
d
s
f
t

a
n
a
-
p
a
r
t
u
y
t
u
y
)

種
子
の
相
続
が
、
微
細
な

(
s
a
y
u
t
u
)

転
変

・
差

別

(
p
e
t
e
r
y
t
y
)を
も
た
ら
す
。

こ
れ

に
よ

つ
て
、
未
来
に

よ
り
多
く
の
果
の
発
生
が
可
能
で
あ
る
。

無
依

(
n
i
e
r
t
r
i
t
o
e
r
p
)

す
な
わ
ち
施
物
が
な
い
場
合
の
福
業
事

に

お
い
て
は
、
無
依
の
福
業
事
を
所
縁
と
す
る
思
を
幾
度
も
修
習
し
て

転
ず
る
。

有

・
依
の
七
福
業
事
に
よ
る
福
業
相
続
か
ら
、
無
表
業
の
存
在
を
述

ア
ビ
ダ

ル
マ
仏
教

に
お
け
る
無
表
業
論

の
展
開
口

(
三

友
)

一
九
五
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ア
ビ
ダ

ル
マ
仏
教
に
お
け
る
無
表
業
論

の
展
開
口

(
三

友
)

一
九
六

べ
る
の
も
、
現
存
の
資
料
で
は

『倶
舎
論
』
の
み
に
見
ら
れ
る
学
説
で

あ
る
。

福
業
を
な
す
こ
と
に
ょ
つ
て
、
い
か
な
る
心
的
状
態
に
あ
る
と
き
で

も
功
徳

が
相
続
し
て
い
る
と
す
る
の
は
、
業

の
余
勢
で
あ
る
し
、
業
は

必
ず
結

果
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、

一
面
で
は
、
業
の
終
了
時

か
ら
は
、
無
表
業
が
招
果
の
と
き
ま
で
相
続
し
て
い
る
と
も
と
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
無
表
業
は
特
殊
な
場
合
を
除
い
て
、
命
終
以
後
ま
で

続
く
こ
と
は
な
く
、
ま
た
業
は
必
ず
し
も
無
表
業
を
予
想
し
な
い
と
す

る
の
が
、
有
部
の
た
て
ま
え
で
あ
る
か
ら
、

こ
こ
か
ら
招
果
の
論
拠
を

引
き
出
す
こ
と
は
難
し
い
。

こ
の
有
部
の
無
表
業
説
に
対
し
て
、
『
倶
舎
論
』
に
は
、
思

の
種

子

相
続
か
ら
の
反
論
が
あ
り
、
無
表
業
論
に
か
わ
る
も
の
と
し
て
い
る
O

と
こ
ろ
が
、
思
種
子
論
に
は
、
余
心
を
起
し
て
い
る
と
き
、
ど
う
し
て

思
種
子
が
相
続
で
き
る
の
か
と
い
う
難
点
が
あ
る
O

同
じ
心
理
作
用
に
属
す
る
の
に
、
同
時
に
思
種
子
と
余
心
と
が
併
存

す
る
こ
と
は
理
解
に
苦
し
む
O
そ
こ
で
、
経
量
部
は
無
表
業
の
実
有
が

証
明
で
き
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
と
述
べ
て
、
有
部
の
非
難
を
か
わ
す

の
で
あ

る
O

(
4
)(有
部
)

人
に
命
令
し
て
不
善
業
を
な
さ
し
め
た
と
き
に
、
無
表
業
が
な
け

れ
ば
、
命
令
者
は
直
接
の
作
業
者
で
は
な
い
か
ら
、
不
善
業
道
に
触

れ
る

こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

(経
量
部
)

使
者
が
命
令
に
よ
つ
て
所
作
を
成
ず
る
と
き
、

こ
の
命
令
と
い
う

加
行
に
よ
つ
て
命
令
者
は
他
を
害
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
(思
の
種
子

が
)
微
細
に
、
相
続

(
s
a
y
u
y
)

・
転
変

(
p
a
u
y
u
y
t
)

・
差
別

(
v
i
e
d
)

し
て
生
ず
る
。
こ
れ
に
よ
つ
て
、
命
令
者
は
そ
の
結
果
を
受
く
る
の

で
あ
る
。

無
表
を
身
語
の
業
道
と
名
け
る
よ
う
に
、

思
の
種
子
の
相
続

・
転

変

・
差
別
を
業
道
と
い
う
。

心
の
連
続

(
c
i
e
t
e
r
)
で
あ
る
身
の
加
行
に
よ
つ
て
、
命
令
さ

れ
た
仕
事
が
終

つ
た
と
き
に
、
心

・
身
と
は
別
の
異

つ
た
無
表
法
が

命
・令
者
に
起
る
と
い
う
の
は
理
に
合
わ
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、

命
令

さ
れ
た
仕
事
が
終

つ
た
と
き
に
、
命
令
・者
の
身
中
に
蕪
習
さ
れ

て
あ
つ
た
命
令
の
と
き
の
思
種
子
に
、
更
に
根
本
業
道
の
思
種
子
を

生
ぜ
し
め
る
か
ら
、
命
令
者
も
根
本
業
道
に
触
れ
る
の
で
あ
る
O

自
か
ら
が
作
さ
ず
に
、
人
を
使
つ
て
不
善
業

を

な
さ
し
め
た
と
き

に
、
直
接

の
行
為
者
が
根
本
業
道
に
ふ
れ
る
こ
と
は
わ
か
る
が
、
命
令

者
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う

こ
と
は
、
『
大
毘
婆
沙

論
』
に
も
見
ら
れ
る
。
有
部
は
直
接
の
行
為
で
は
な
い
こ
の
よ
う
な
問

題
を
無
表
業
に
よ
つ
て
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
直
接
的
行
為

(身
業
)

で
は
な
い
、
間
接
的
行
為

(語
業
)
は
、
身
表
業
と
し
て
表

面
に
あ
ら

わ
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
命
令
を
し
た
と
い
う
事
実
は
、
直
接
、
行
為
の

現
場
に
い
あ
わ
せ
な
く
と
も
、
重
大
な
責
任
を
も

つ
。
そ
の
と
き
に
、
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命
令
と

い
う
潜
在
的
影
響
力
が
、
不
善
業
を
成
し
終
る
ま
で
持
続
し
て

い
る
と
す
る
無
表
業
説
は
、
こ
の
無
表
業
が
身
心
と
は
別
の
存
在
で
あ

る
と
こ
ろ
か
ら
、
命
・令
時
の
未
だ
不
善
業
を
成
し
終
え
て
い
な
い
無
表

業
と
は
別
に
、
成
就
し
終

つ
た
と
き
に
、
根
本
業
道
に
ふ
れ
る
新
た
な

無
表
業

を
引
き
起
す
と
い
う
こ
と
は
説
明
し
難
い
。
そ
こ
で
、
世
親
は

命
令
者

の
身
中
に
黒
習
し
て
い
た
思
の
種
子
が
、
相
続

・
転
変

・
差
別

し
て
、

そ
の
結
果

へ
と
相
続
し
て
ゆ
く
の
だ
と
す
る
O

(
5
)(有
部
)

契

経
に

「法
処
と
は
外
処
で
あ

つ
て
、
十

一
処
に
摂
さ
な
い
法
で

あ
り
、
無
見
無
対
が
こ
れ
に
あ
た
る
。」
と
あ
る
か
ら
、
法
処

(
d
h
a

r
m
a
i
u
t
i
y
)
は
、
意
処
の
よ
う
に
無
色
で
は
な
く
、
無
表
色
が
こ

れ
に
該
当
す
る
。

(経
量
部
)

法
処
を
無
色
と
い
わ
な
い
の
は
、
禅
定
中
の
境
界
で
あ
る
無
見
無

対
の
法
処
中
の
も
の
を
い
う
の
で
あ
る
。

有
部

で
は
、
無
見
無
対
色
を
無
表
色
建
立
の
重
要
な
理
論
と
し
て
い

る
こ
と
は
、
(
1
)
に
述

べ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
反
論
は
、

無
見
無
対
色
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
無
表
色
否
定
の
立
場
か
ら
、

禅
定
中

の
所
縁
を
無
見
無
対
色
と
す
る
の
で
あ
る
。

(
6
)(有
部
)

禅
定
中
に
は
、
身

・
語
業
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し

無
表
色
が
な
け
れ
ば
、

八
正
道
中
の
正
語

・
正
業

・
正
命
が
欠
け
る

こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
無
漏
定
に
あ
る

と
き
は
、
実

際
に
、
正

語

・
正
業

・
正
命
の
三
正
が
あ
る
の
で
は
な

い
。
定
中
の
無
表
を
因

と
な
し
て
、
出
観
後
、
三
邪
を
離
れ
、
三
正

を
起
す

の
で
あ
る
か

ら
、
因

(口ぎ
葺
鋤
)
に
果

(n
巴
巳
践
k
鋤
)
の
名
を
立
て
て
、
定
中

の

無
表
を
正
語

・
正
業

・
正
命
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
。

(
経
量
部
)

無
表
色
が
な
く
と
も
、
無
漏
定
に
あ
る
と
き
は
、
三
正
を
行
お
う

と
す
る
意
楽

(
a
s
t
u
y
u
)

と
依
止

(縁
量
冨
)
と
を
得
る

か
ら
、
出
観

後
、
三
正
を
起
し
て
三
邪
を
起
さ
な
い
の
で
あ
る
。

禅
定
中
の
八
正
道
の
問
題
か
ら
、
無
表
業
を
因
と
な
す
と
論
じ
る
の

は
、
『倶
舎
論
』
の
み
に
見
ら
れ
る
有
部

の
主
張
で
あ
る
。
初
期

の
有

部
系
論
書
で
は
、
無
表
業
は
表
業
に
附
随
し

て
説

か
れ
る

の
で
あ

つ

て
、
無
表
業
が
独
立
し
て
因
と
な
る
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
つ

た
。
『倶
舎
論
』
で
は
、
定
中
に
あ
つ
て
三
邪
を
離
れ
よ
う
と
す
る
意

志
は
、
表
業
と
し
て
表
わ
す
こ
と
が
で
き
ず
、
無
表
業

と
し

て
存
在

し
、
出
観
後
に
表
業
と
し
て
あ
ら
わ
す
こ
と
が

で
き
る

の
で
あ
る
か

ら
、
定
中
の
三
正
は
因

と
い
え
、
因
に
果
の
名

を
立
て
る
と
い
う
新
し

い
解
釈
を
示
し
て
い
る
。

(
7
)(有
部
)

も
し
、
無
表
色
が
な
け
れ
ば
、
別
解
脱
戒

の
持
続
も
な
い
こ
と
に

な
ろ
う
。
無
表
色
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
他
の
心
を
起
し
て
い
て
も
、
比

丘
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

ア
ビ
ダ

ル
マ
仏
教

に
お
け

る
無
表
業
論

の
展
開
(
二
)(三

友
)

一
九
七
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ア
ビ
ダ

ル

マ
仏
教

に
お
け
る
無
表
業
論

の
展
開
口

(
三

友
)

一
九
八

(
経
量
部
)

別
解
脱
戒
は
、
思

(
c
e
y
t
r
y
)

に
よ
つ
て
、
以
前
に
誓
を
な
し
、
そ

の
薫

習
の
力
に
よ
つ
て
、
悪
を
な
そ
う
と
す
る
と
き
に
、
身
語
の
悪

業
を
さ
え
ぎ
る
の
で
あ
る
。

戒
体

の
持
続
は
、
何
に
よ
つ
て
行
わ
れ
る

の
か
と
い
う
問
題

は
、

『大
毘
婆
沙
論
』
に
も
あ
り
、
無
表
業
に
よ
つ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

二
心
倶
起
を
認
め
ぬ
有
部
で
は
、
無
表
色
が
心
理
作
用
と
は
別
の
存
在

で
あ
る
こ
と
を
述

べ
て
、
戒
体

の
持
続
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の

こ
と
は
次
の
問
題
と
関
連
し
て
、

(8
)
(有
部
)

契
経
に
悪
戒
を
障
げ
る
か
ら
、
堤
塘

(
s
r
t
y
r
)

と
遠
離

(
v
i
r
e
t
e
t

が
説

か
れ
る
。

そ
れ
故
、
堤
塘
と
い
う
実
体
が
あ
る
。

(経
量
部
)

堤
塘
と
い
う
考
え
方
も
、
悪
を
し
な
い
と
い
う
誓

(
p
r
e
t
r
e
)

を

憶
念

(
y
t
u
y
i
u
o
y
i
)

す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
漸
憶

(
l
a
t
y
)
が
悪
戒

を
生

ぜ
し
め
な
い
か
ら
で
あ
る
。
堤
塘
と

い
う
の
は
誓

い
を
受
持

(
s
y
t
u
t
y
u
)

す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
ま
た
、
無
表

こ
そ
が
悪

戒

を
遮
す
る
な
ら
ば
、
失
念
し
て
い
る
も
の
は
、
浄
戒
を
破
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。

別
解
脱
戒
を
、
悪
か
ら
自
分
を
守
る
堤
塘
と
し
て
無
表
業
で
あ
る
と

み
る
見
方
は
、
す
で
に

『集
異
門
足
論
』
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
こ
に

お
け
る
堤
塘
と
い
う
使
い
方
は
、
善
戒
の
無
表
業
が
、
悪
業
の

生
じ
た
と
き
に
堤
塘
と
な
る
と
い
つ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
四
諦
を
思

惟
し
た
簡
択
力
が
、
悪
戒
を
行
わ
し
め
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
制

約
さ
れ
た
こ
と
を
越
え
な
い
と
い
う
、
意
志
に
重
点
を
置
い
た
無
表
業

説
が
あ
る
の
で
あ
る
。

『倶
舎
論
』
に
お
け
る
無
表
業
実
有
主
張
論
拠
の
半
分
は
、
今
ま
で

に
な
い
新
し
い
主
張
で
あ
り
無
表
業
を
因
と
し
た
り
、
悪
を
予
防
す
る

と
見
て
、
非
常
に
実
有
的
色
採
の
濃
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

論
拠
は
、
実
践
的
要
請
と
は
か
け
離
れ
た
、
教

理
追
求

の
結

果
と
し

て
、
必
然
的
に
生
じ
た
論
理
と
も
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
二
心
倶
起
を

認
め
な
い
有
部
か
ら
す
れ
ば
、
股
重
の
信

・
猛
利
の
纒
に
よ
つ
て
生
じ

た
影
響
力
が
心
理
作
用
の

一
つ
と
し
て
相
続
す
る
こ
と
は
、
余
心
の
発

生
が
あ
る
限
り
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
色
の

一
つ
と
し
て
、
あ
く
ま
で
も
心
理
作
用
と
は
分
け
て
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
(未
完
)

註
は
紙
数
の
都
合
上
、
省
略
し
た
。
拙
稿

「
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
に
お
け
る
無

表
業
論
の
展
開
9
」
は
、
大
崎
学
報
=
一九
号
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。
本
稿

の
続
き
は
法
華
文
化
研
究
第
三
号
に
掲
載
の
予
定
で
あ
る
。

(昭
和
五
十
一
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
奨
励
研
究
A
に
よ
る
成
果
の
一
部
)
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