
転
依
-
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依
他
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『

摂
論
』
金

・
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・
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の
讐
喩

の
解

明
を
通
路

と
し
て
-

竹

村

牧

男

仏
教
で
は
響
喩
が
多
用
さ
れ
る
が
、
鉱
石
の
中
の
金
と
い
う
響
喩
は
、

特
に
如
来
蔵
系
経
典
を
中
心
に
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
唯
識
論

書
に
は
こ
の
流
れ
を

つ
ぐ
響
喩
と
し
て
、
金

・
水

・
虚
空
の
響
喩
が
見

出
さ
れ
る
。
さ
ら
に

『
摂
論
』
に
は
こ
れ
に
類
す
る
金
土
蔵
の
響
喩
な

る
も
の
が
説
か
れ
て
お
り
、

こ
の
響
喩
に
託
し
て
二
分
依
他
お
よ
び
転

依
の
思
想
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
上
述

の
一
連
の
響
喩
の
検
討

を
経
た
上
で
、
転
依
お
よ
び
二
分
依
他

の
思
想
を
究
明
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
唯
識
論
書
に
見
ら
れ
る
金

・
水

・
虚
空
の
響
喩
を
調
べ
て
み

よ
う
。
初
め
に
、
『弁
中
辺
論
』
に
見
ら
れ
る
そ
れ
は
、
真
如

・
実
際
等

と
同
義
で
も
あ
る
空
性
が
、
自
性
と
し
て
不
変

で
あ
る
こ
と
の
響
え
と

し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
空
性
に
は
雑
染

・
有
垢
と
清
浄

・
無
垢
の
差
別

が
あ
る
が
、
有
垢
か
ら
無
垢

へ
は
変
異
な
の
で
は
な
い
。
た
だ
客
塵
が

離
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
自
性
が
他
の
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
。
こ
の

こ
と
を
明
か
す
た
め
に
、
金

・
水

・
虚
空
の
響
喩
が
使
わ
れ
て
い
る
の

(
1
)

で
あ
る
。

次
に
、
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
に
使
わ
れ
て
い
る
も
の
を
見
る
と
、
「法

の
真
実
を
尋
求
す
る
こ
と
に
関
す
る
二
頚
」
の
中

で
三
性
を
説
い
て
お

り
、

そ
の
中
の
円
成
実
性
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
金

・
水

・
虚
空

の
讐

喩
が
使
わ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、
円
成
実
性
は
無
言
説

・
無
戯
論
を

自
性
と
す
る
、

と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
無
垢
清
浄

で
か
つ
本
性
上
も
清

浄
で
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
、
特
に
本
性
清
浄
の
意
義
を
表

(
2
)

わ
す
も
の
と
し
て
、
金

・
水

・
虚
空
の
讐
喩
が
使
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
『
喩
伽
論
』
に
お
い
て
は
、
転
依
に
関
し

て
こ
の
響
喩
が
使
わ

れ
て
い
る
。
同
論
に

「
此
転
依
性
、
皆
無
動
法
。

無
動
法
故
、
先
有
後

無
、

不
応
道
理
。

又
此
法
性
、
非
衆
縁
生
、
無
生
無
滅
」
と
あ
り
、
転

依
、

い
い
か
え
れ
ば
法
性
は
無
動
法
で
あ
り
、
不
生
不
滅
だ
と
主
張
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
の
説
明
の
た
め
に
、
金

・
水

・
虚
空
の

(3
)

響
喩
が
使
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
『
顕
揚
論
』
で
も
、
転
依
が
常
性
で
あ

る
こ
と

の
響
喩

と
し

(
4
)

て
、
「
真
金
の
調
柔
性
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

転
依
-
二

分
依
他

(
竹

村
)
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以
上
に
よ
れ
ば
、
『喩
伽
論
』
『
顕
揚
論
』
で
は
、
金
等
の
響
喩
が
転

依
と
結
び

つ
け
て
説
か
れ
て
い
た
。
ま
た

『
弁
中
辺
論
』
で
も
、
『
安
慧

釈
』
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
転
依
と
未
転
依
に
よ
つ
て
解
説
さ
れ

(5
)

て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
金
等
の
響
喩
と
転
依
と
の
結
び
つ

き
を
詳
細

に
説
く
も
の
が
、
『法
法
性
分
別
論
』
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

ま
ず
、
転
依
は
他
に
転
じ
た
の
だ
か
ら
変
異
し
た
の
で
は
な
い
か
、
の

問
い
に
対

し
、
決
し
て
変
異
し
た
の
で
は
な
い
と
答
え
、
そ
の
こ
と
の

響
喩
と
し
て
金

・
水

・
虚
空
の
響
喩
が
あ
る

こ
と
を
告
げ
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
ら
は
み
な
、
自
性
清
浄
で
あ
り
、
た
だ
客
塵
に
よ
つ
て
清
浄

で
な
く
な
る
が
、
そ
れ
を
離
れ
れ
ば
清
浄
と
な
る
の
で
あ

つ
て
、
こ
れ

は
、
新
た
に
清
浄
に
な
る
こ
と
で
も
、
変
異
し
た
も
の
で
も
な
い
と
い

う
理
路
を
表
わ
す
、

と
説
明
す
る
。
そ
の
上
で
、
転
依
に
つ
い
て
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
に
転
依
に
お
い
て
も
、
自
性
と
し
て
明
浄
な
る
も
の
は
先
に
無

な
の
で
は
な
く
、
客
障
が
顕
現
す
る
が
故
に

(明
浄
が
)
顕
現
し
な
い
だ
け

で
あ
る
。
(虚
空
の
)
不
浄
と
、
(金
の
)
無
妙
と
、
(水
の
)
非
清
澄
の
よ
う

で
あ
る
。
そ
れ

(客
障
)
を
離
れ
る
故
に

(明
浄
は
)
顕
現
す
る
の
で
あ
る

が
、
法
性

(自
体
)
が
変
異
を
具
す
る
故
に
変
異
が
現
わ
れ
て

(明
浄
が
)

不
生
か
ら

(新
た
に
)
生
じ
た
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
な
い
か
ら
こ
そ
、
法

(
6
)

性
と
、
そ
れ
に
よ
つ
て
言
い
表
わ
さ
れ
る
転
依
は
常
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
や
は
り
、
法
性
そ
の
も
の
で
も
あ
る
転
依
が
、
変
異
す
る

も
の
で
は
な
く
常
性
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
内
容
は
明
浄
で
あ
る

こ
と
の
響
喩
と
し
て
、
金

・
水

・
虚
空
の
響
喩
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

以
上
、
唯
識
論
書
で
は
、
金

・
水

・
虚
空
の
響
喩
が
し
ば
し
ば
見
ら

れ
る
が
、

こ
れ
ら
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

1
 
金

・
水

・
虚
空
の
響
喩
は
、
転
依
の
論
理
を
閾
明
す
る
も
の
で

あ
る
。

2
 
転
依
は
即
、
法
性
と
し
て
表
現
さ
れ
、
そ
れ
は
空
性

・
真
如
等
、

ま
た
円
成
実
性
等
と
同
義
で
も
あ
る
。

3
 
そ
こ
で
、
転
依
は
、
変
異
で
は
な
い
と
強
調
さ
れ
、
常
と
表
現

さ
れ
る
。
"転
"
と
は
、
た
だ
法
性
が
不
可
得

(
不
顕
現
)
か
ら
可
得

(顕
現
)

へ
に
す
き
な
い
。
変
る
の
は
客
塵
が
離
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

4
 
転
依
の
性
格
は
本
性
清
浄
で
代
表
さ
れ
る
。

一
方
、
『摂
論
』
の
金
土
蔵

の
響
喩
は
次

の
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
、
法

に
三
種
あ
り
、
そ
れ
は
雑
染
な
る
遍
計
所
執
性
と
、
清
浄
な
る
円
成
実

性
と
、
そ
の
二
者
に
属
す
る
依
他
起
性
で
あ
る

こ
と
が
説
明
さ
れ
、
そ

の
響
喩
と
し
て
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

こ
の
意
義
に
お
い
て
、
響
喩
は
何
が
あ
る
か
。
響
喩
は

「地
中
に
金
が
あ

る
こ
と
」
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
地
中
に
金
が
あ
る
と
き
は
、
地
界
と
、
土

と
、
金
と
の
三
が
可
得
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
(普
通
)
地
界
に
お
い
て
は
、
無

な
る
土
が
可
得
で
あ
る
が
、
有
な
る
金
は
不
可
得
で
あ
る
。
そ
し
て
火
に
よ

つ
て

(地
界
が
)
焼
か
れ
る
と
き
、
土
は
顕
わ
れ
ず
、
金
が
顕
現
す
る
。
地
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界
は
、
土
と
し
て
顕
わ
れ
る
と
き
、
虚
妄
と
し
て
顕
現
し
て
い
る
。
金
と
し

て
顕
わ
れ
る
と
き
は
、
如
と
し
て
顕
現
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
地

界
は
二
者
の
分
に
属
す
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
、
識
に
お
い
て
、
無
分
別
智
の
火
に
よ
つ
て
焼
か
れ
な
い
こ

と
に
よ
れ
ば
、
識
は
虚
妄
な
遍
計
所
執
性
と
し
て
顕
わ
れ
る
が
、
如
実
な
円

成
実
性
と
し
て
は
顕
わ
れ
な
い
。
識
に
お
い
て
、
無
分
別
智
の
火
に
よ
つ
て

焼
か
れ
る
こ
と
に
よ
れ
ば
、
そ
の
識
は
、
如
実
な
円
成
実
性
と
し
て
顕
わ
れ

る
が
、
虚
妄
な
る
遍
計
所
執
性
と
し
て
は
顕
わ
れ
な
い
。
そ
う
い
う
わ
け

で
、
虚
妄
分
別
な
る
識
の
依
他
起
性
は
二
者
の
分
に
属
す
の
で
あ
り
、
(そ

(7
)

れ
は
あ
た
か
も
)
地
中
に
金
が
あ
る
と
き
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
金
土
蔵
の
讐
喩
が
二
分
依
他
説
の
響
喩
と
し
て
使
わ
れ
て

い
る
の
は
明
了
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
先
に
見
る
転
依
の
事
態
と

同
様
だ
と
い
え
よ
う
。
事
実
、
後

(果
断
分
)
に
転
依
は
二
分
依
他
で
あ

る
と
の
明
記
も
あ
る
。

さ
て
、

こ
の
響
喩
を
前
に
な
ら
つ
て
整
理
す
れ
ば
、
次
の
よ
う

で
あ

ろ
う
。

1
 
金

土
蔵
の
響
喩
は
、
二
分
依
他
:
 
転依
の
論
理
を
閲
明
す
る
も

の
で
あ
る
。

2
 
地
界
の
金
は
、
依
他
起
性
中
の
円
成
実
性
を
表
わ
し
て
い
る
。

3
 
二
分
依
他
と
い
う
事
態
は
、
虚
妄
分
別

・
識
な
る
依
他
起
性
中
、

顕
現
し
て
い
る
遍
計
所
執
性
が
滅
し
、
潜
在
的
な
円
成
実
性
が
顕
現
す

る
こ
と
で
あ
る
。

4
 
遍
計
所
執
性
は
虚
妄
で
あ
り
、
円
成
実
性
は
如
実
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
金

・
水

・
虚
空
の
響
喩
と
金
土
蔵
の
響
喩
を
比
較
検

討
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、

ど
ち
ら
の
響
喩
も
転
依
を
明
か
す
も
の
と
し

て
共
通
だ
と
い
い
う
る
。
し
か
し
金

・
水

・
虚
空
の
響
喩
で
は
、
転
依

が
法
性
と
し
て
表
現
さ
れ
、
転
依
の
主
題
は
あ
く
ま
で
も
金
等
に
喩
説

さ
れ
る
法
性
に
あ
る
。
そ
こ
で
転

の
内
容
は
本
性
清
浄
か
ら
無
垢
清
浄

へ
で
あ
つ
て
、
実
質
的
に
変
異
な
の
で
は
な
い
。

一
方
、
金
土
蔵

の
響

喩
で
は
、
主
題
は
金
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
依
他
起
性
に
あ
る
。
そ
こ

で
転
の
内
容
は
、
依
他
起
性
を
場
と
し
て
の
遍

計
所
執
性
か
ら
円
成
実

性

へ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
依
他
起
性
そ
の
も
の
が
、
遍
計
所
執

性
と
な
り
、
そ
の
遍
計
所
執
性
が
円
成
実
性
に
な
る
、
と
い
う
の
で
は

な
い
。
依
他
起
性
は
永
遠
に
か
わ
ら
ず
依
他
起
的
な
あ
り
方
に
お
い
て

あ
る
。
た
だ
、
そ
こ
を
場
と
し
て
、
遍
計
所
執
性
が
顕
現
か
ら
不
顕
現

へ
、
逆
に
円
成
実
性
が
不
顕
現
か
ら
顕
現

へ
と
、
二
重

の
動
き
が
交

差
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
金

土
蔵
の
響
喩
に
お
い
て
も
、
自
性
清
浄
か
ら
無
垢
清
浄

へ
と
い
う
、
法

性
を
主
題
と
し
た
転
依
の
見
方
も
含
ま
れ
て
い

る
と
い
う

こ
と

で
あ

る
。
そ
れ
を
主
題
の
地
界
で
は
な
く
、
地
中
の
金
が
表
わ
し
て
い
る
。

円
成
実
性
の
不
顕
現
か
ら
顕
現

へ
は
、
あ
る
時

を
境
い
に
先
無
な
る
も

の
が
有
と
な
る
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
無
始
来
、
依
他
起
に
即
し
て

備
わ
つ
て
い
る
円
成
実
性
が
、
智
に
照
ら
さ
れ

て
表
面
に
出
て
く
る
と

転

依
-
二

分
依

他
 
(
竹

村
)
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い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
雑
染
の
依
他
起
で
さ
え
、
そ

れ
は
縁
起

・
空
で
あ
り
、
そ
こ
に
空
性
が
有
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
空

性
が
、
不
顕
現
か
ら
顕
現

へ
転
ず
る
。

こ
の
と
き
、
金
土
蔵
の
金
は
、

金

・
水

・
虚
空
の
金
等
と
同

一
の
理
路
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
あ
る
。

し
か
も

こ
の
二
分
依
他
-
転

依
は
、
依
他
起
性

・
虚
妄
分
別
な
る
識

に
お
い
て
説
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、金
な
る
円
成
実
性

・
法
性
は
、

全
八
識
の
虚
妄
分
別
そ
の
も
の
に
即
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

何
か
第
九
識
的
な
、
識

の
根
底
に
あ
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
は
な

ら
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
転
依
と
い
う
と
き
の
所
依
が
依
他
起
性
だ

と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
阿
頼
耶
識
に
局
限
さ
れ
な
い
と
い
う

こ
と
で

あ
る
。
所
依
の
語
か
ら
直
ち
に
阿
頼
耶
識
を
想
う

の
は
皮
相
な
見
方

で
あ
る
。
転
と
は
、
あ
く
ま
で
も
不
顕
現

(自
性
清
浄
)
か
ら
顕
現

(無

垢
清
浄
)

ヘ
で
あ
る
。
故
に
所
依
が

(
を
)
転
ず
る
と
い
う

よ
り
、
む

し
ろ
そ
の
転
が
お
こ
る
場
が
所
依

で
あ
る
。
こ
の
思
想
的
意
味
に
お
い

て
、
転
依
を
転
之
依

(転
と
い
う
こ
と
の
た
め
の
所
依
)
と
依

主
釈
に
解

(8
)

釈
す
る
法
相
宗
の
立
場
は
深
く
正
し
い
。
こ
の
所
依
を
法
性
と
示
す
の

が
初
期

の
転
依
理
解
で
あ

つ
た
が
、
『摂
論
』
は
自
性
清
浄
か
ら
無
垢
清

浄

へ
と
、

そ
れ
に
伴
な
う
客
染
の
有
か
ら
無

へ
を
総
合
的
に
捉
え
る
視

野
に
立
つ
て
、
依
他
起
性
と
提
示
し
た
の
で
あ

つ
た
。

と
も
か
く
、
転

依
は
法
性

(現
象
界
に
即
し
た
実
性
)
か
依
他
起
性

(実
性
を
具
し
た
現
象

界
)
に
お

い
て
語
ら
れ
た
の
で
あ
つ
て
、
阿
頼
耶
識
思
想
の
整
備

に
よ

り
、
そ
の
実
際
が
種
子
の
断
滅
等
に
よ
つ
て
説
明
さ
れ
る
に
至
る
に
せ

よ
、
阿
頼
耶
識
が
所
依
な
の
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
二
分
依
他
は
、
確
に
、
依
他
起
性
が
遍
計
所
執
性
と
し
て
顕

現
し
て
い
る
時
と
、
円
成
実
性
と
し
て
顕
現
し
て
い
る
時
と
の
二
分
を

意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
時
を
異
に
し
て

の
二
分
で
あ
る
。
し
か

し
金
土
蔵
の
響
喩
に
あ
る
よ
う
に
、
金
は
も
と
も
と
地
界
に
あ
つ
た
の

で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
依
他
起
性
中
に
は
、
そ
れ
が
遍
計
所
執
性
と
し

て
顕
現
し
て
い
よ
う
と
も
、

そ
の
直
下
に
、
自
性
円
成
実
と
し
て
の
円

成
実
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
時
を
同
じ
く
し
て
の
二
分
で

あ
る
。
こ
の
同
時
二
分
を
基
に
し
て
、

一
方
で
遍
計
所
執
性
が
顕
現
か

ら
不
顕
現
に
、
他
方
で
こ
れ
に
逆
比
例
し
、
円
成
実
性
が
不
顕
現
か
ら

顕
現
に
転
ず
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
両
者
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
二
分
依

他
は
表
わ
す
。

つ
ま
り
、
常
に
同
時

の
二
分
を
基
に
し
て
、
異
時
に
二

分
な
の
で
あ
る
。

二
分
依
他
説
は
そ
う
し
た
総
合
的
な
ひ
ろ
が
り
の
中

で
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
時
、
三
性
説
は
、
単
な
る
転
換
の

論
理
で
は
な
く
、

重
層
の
論
理
、
或
は
重
層
的
転
換
の
論
理
と
い
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。

1
 
長
尾
本
、
二
四
頁
三
-
一
五
行
。

2
 
レ
ヴ
ィ
本
、
五
八
頁
、

一
四

-
二
三
行
。

3
 
大
正
蔵
、
三
〇
、
七
四
八
、
中
。
チ
ベ
ッ
ト
北
京
版
、

N
o
五五
三
九
、
V
o
l
3
 
H
i
、

一
三
九
、
上
、
四
-
六
。

4

大
正
蔵
、
三
一
、

五
七
八
、
下
。

5
 
山
口
本
、
五
一
頁
、
一
九
-
二
〇
行
。

6
 
山
口

益
還
暦
記
念

『
印
度
学
仏
教
学
論
叢
』
所
収
テ
キ
ス
ト
、
四
四
頁
一
行
-
四

五
頁
五
行
。

7
 
佐
々
木
漢
訳
四
本
対
照
本
所
収
チ
ベ
ッ
ト
訳
テ
キ
ス

ト
、
七
〇
・
一
〇
行
-
七
二
・
四
行
。

8
 
会
本
成
唯
識
論
第
四
、
四
七

一
頁
。
(注
は
最
少
限
に
し
ま
し
た
。)
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