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ふ
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の
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不
断
煩
悩
得
浬
擦

(
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
浬
繋
を
得
る

な
り
)

末
代
悪
世
に
あ
る
，
切
の
人
々
は
、
釈
迦
如

来
の
真
実
の
言
葉
を
信
じ
る
べ
き
で
あ
る
。

本
願
を
信
じ
よ
ろ
こ
ぶ
心
が
起
こ
れ
ば
、
煩

悩
を
断
た
な
い
ま
ま
で
、
閣
は
'
壌
を
得
る
こ
と

が
で
き
る
。

中
面
に
続
く



 

塞
翁
が
馬 

 

中
国
の
故
事
に
「
人
間

に
ん
げ
ん

万
事

ば

ん

じ

塞
翁
が
馬

さ
い
お
う
が
う
ま

」
と
い
う

の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
前
漢
の
武 ぶ

帝 て
い

の
頃
に
編
纂

さ
れ
た
「
淮
南
子

え

な

ん

じ

」
と
い
う
思
想
書
に
書
い
て
あ
る
そ

う
で
す
。 

昔
、
中
国
北
方
の
城
塞

じ
ょ
う
さ
い(

と
り
で)
あ
た
り
に
一
人

の

翁
お
き
な(

老
人)

が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
あ
る
日
そ
の
老

人
が
大
切
に
飼
っ
て
い
た
馬
が
、と
な
り
の
胡 こ

の
国
に

逃
げ
て
い
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
近
所
の
人
た
ち
は
、

か
わ
い
そ
う
に
と
慰
め
て
く
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ

の
老
人
は
「
こ
れ
が
ど
う
し
て
福 ふ

く

に
な
ら
な
い
と
言

え
よ
う
か
」
と
言
い
ま
す
。 

そ
れ
か
ら
数
か
月
、逃
げ
た
馬
が
胡
の
駿
馬
を
引
き

連
れ
て
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
皆
は
「
よ
か
っ
た
、
よ
か

っ
た
。
財
産
が
増
え
た
」
と
喜
ん
で
く
れ
ま
し
た
。
家

は
栄
え
て
い
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
老
人
は
「
こ

れ
が
ど
う
し
て

禍
わ
ざ
わ
い

に
な
ら
な
い
と
言
え
よ
う
か
」

と
言
い
ま
す
。
変
わ
っ
た
老
人
で
す
。 

そ
ん
な
折
、
胡 こ

の
駿
馬
を
調
教
し
て
い
た
そ
の
老
人 

の
息
子
が
、
落
馬
し
て
太
も
も
の
骨
を
折
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
人
々
は
こ
れ
を
見
舞
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の

老
人
は
「
こ
れ
が
ど
う
し
て
福
に
な
ら
な
い
と
言
え
よ

う
か
」
と
言
い
ま
す
。 

そ
れ
か
ら
一
年
が
た
ち
ま
し
た
。
今
度
は
敵
の
胡
の

国
が
城
塞
に
攻
め
込
ん
で
き
ま
し
た
。
体
の
丈
夫
な
若

者
は
み
ん
な
弓
矢
を
も
っ
て
戦
い
ま
し
た
が
、
城
塞
近

く
の
者
は
十
人
中
九
人
ま
で
も
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
こ
の
老
人
の
息
子
だ
け
は
、
足
が
不

自
由
で
戦
に
か
り
だ
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
親
子
と
も

無
事
で
あ
っ
た
、
と
い
う
話
で
す
。 

こ
の
こ
と
か
ら
、
人
間
、
元
々

も
と
も
と

は
ジ
ン
カ
ン
と
呼
ぶ

そ
う
で
し
て
、
人
の
間

あ
い
だ

つ
ま
り
世
の
中
と
い
う
の
は
、

万
事
す
べ
て
が
、
「
塞
翁

さ
い
お
う

が
馬 う

ま

」
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
何
が
福
に
な
り
、
禍
に
な
る
か
は
分
か
ら
な
い
。

「
禍
福

か

ふ

く

は
あ
ざ
な
え
る
縄 な

わ

の
ご
と
し
」
と
い
う
こ
と
わ

ざ
も
あ
る
よ
う
に
、
福
が
禍
と
な
り
、
禍
が
福
に
変
化

す
る
こ
と
は
、
世
の
常
で
あ
り
、
そ
れ
を
見
極
め
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
幸
福
な
時
も
そ
れ
は
禍 

の
種
か
も
し
れ
な
い
か
ら
、
驕 お

ご

っ
て
は
い
け
な
い
。
ま

た
、
禍
で
不
幸
な
時
も
そ
れ
は
幸
福
の
種
か
も
し
れ
な

い
か
ら
、
そ
ん
な
に
深
刻
に
な
る
必
要
も
な
い
。
も
っ

と
鷹
揚

お
う
よ
う

に
構
え
て
、
目
先
の
禍
福

か

ふ

く

に
一
喜
一
憂
せ
ず
、

長
期
的
な
展
望
に
立
つ
こ
と
が
大
切
だ
と
教
え
て
く
れ

て
い
る
人
生
訓
の
よ
う
で
す
。
座
右

ざ

ゆ

う

の
銘 め

い

に
し
て
い
る

人
も
多
い
と
聞
き
ま
し
た
。
私
も
好
き
な
言
葉
で
す
。 

で
す
が
、
こ
の
言
葉
を
思
い
出
す
ご
と
に
、
何
か
別

の
こ
と
を
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
課
題
を
背
負
っ
て
い
る

よ
う
な
気
が
し
ま
す
。 

そ
れ
は
、
私
の
見
方
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
が
禍
に
見

え
た
り
、
福
に
見
え
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
の
だ
ろ
う

か
。
何
を
禍
と
し
、
何
を
福
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う

私
の
価
値
基
準
の
問
題
で
す
。 

こ
れ
か
ら
出
会
っ
て
い
く
こ
と
は
、
禍
に
な
る
か
福

に
な
る
か
分
か
ら
な
い
。確
か
に
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
で
は
、
私
は
何
を
禍
と

し
何
を
福
と
し
て
い
る
か
と
い
う
、
私
の
も
の
さ
し
の 



問
題
が
深
く
根
本
的
に
横
た
わ
っ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。 「

塞
翁
が
馬
」
の
場
合
、
馬
が
大
切
な
財
産
で
、
そ

れ
を
失
う
こ
と
が
禍
で
、馬
が
増
え
る
こ
と
が
福
で
あ

る
。
息
子
が
落
馬
し
て
怪
我
を
し
た
。
病
気
や
怪
我
を

す
る
こ
と
が
禍
で
、健
康
な
こ
と
が
福
だ
と
い
う
前
提

が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

「
そ
れ
は
人
間
に
と
っ
て
当
た
り
前
の
こ
と
で
、一

体
何
が
問
題
な
の
か
」
と
言
わ
れ
そ
う
で
す
が
、
仏
法

を
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
と
、ど
う
も
そ
の
こ
と
が
私
の

問
題
の
本
質
に
あ
る
と
気
づ
か
さ
れ
て
き
ま
す
。 

   

 
 
 

私
の
も
の
さ
し 

 

私
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
も
の
と
社
会
か
ら
影
響
さ

れ
た
も
の
さ
し
を
持
っ
て
い
ま
す
。 

た
と
え
ば
、
若
く
て
健
康
な
こ
と
、
長
生
き
を
す
る

こ
と
が
す
ば
ら
し
い
（
福
）
と
い
う
、
も
の
さ
し
が
あ 

り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
老
人
に
な
る
こ
と
、
病
気
に

な
る
こ
と
、
短
命
な
こ
と
は
よ
く
な
い
こ
と
だ(

禍
）
と

し
か
受
け
取
れ
ま
せ
ん
。 

以
前
、
お
寺
の
掲
示
板
に
「
生
き
て
よ
し
、
死
し
て 

よ
し
、
ど
こ
と
て
も
御
手

み

て

の
真ま

ん
中
」
と
い
う
標
語
を

掲
示
し
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
す
る
と
そ
れ
を
見

た
方
が
、「
生
き
て
良 よ

い
の
は
分
か
る
が
、
何
で
死
ん
で

良 よ

い
ん
だ
。
仏
教
は
そ
ん
な
変
な
こ
と
を
教
え
て
い
る

の
か
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
話
を
人
伝

ひ
と
づ
て

に
聞
い

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。私
た
ち
の
常
識
か
ら
す
る
と「
生

き
て
良
し
、
死
ん
で
悪
し
」
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
仏
教

が
教
え
て
く
れ
る
真
実
は
、
生
は
、
良
し
で
も
悪
し
で

も
な
い
。
若
い
こ
と
も
、
年
と
る
こ
と
も
、
健
康
も
、

病
気
も
、
死
も
み
ん
な
そ
う
で
あ
る
。
生
老
病
死
と
い

う
単
な
る
生
命
現
象
で
す
。
敢 あ

え
て
点
数
付
け
れ
ば
ど

ん
な
時
も
皆
百
点
満
点
で
す
。
け
れ
ど
も
、
私
は
、
若

く
て
、
健
康
な
こ
と
が
良
い
（
福
）
こ
と
だ
と
い
う
執

着
が
あ
る
か
ら
、
老
人
に
な
る
こ
と
や
病
気
に
な
る
こ

と
が
苦
（
禍
）
と
し
て
し
か
受
け
取
れ
な
い
。 

本
来
、
こ
れ
が
本
当
の
あ
る
べ
き
私
だ
と
執
着
す
べ

き
も
の
は
何
も
な
い
「
空 く

う

」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、

仏
教
の
教
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。 

ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
は
、「
障
害
は
不
便
で
あ
る
。
し
か

し
、
不
幸
で
は
な
い
。」
と
言
い
ま
し
た
。
確
か
に
そ
れ

が
真
実
な
ん
で
し
ょ
う
。
で
す
が
、
私
に
は
、
健
康
で

五
体
満
足
な
こ
と
が
、
幸
せ
な
こ
と
だ
と
い
う
も
の
さ

し
が
あ
る
か
ら
、
障
害
が
不
幸
と
し
か
受
け
取
れ
な
い

も
の
を
抱
え
て
い
ま
す
。
そ
の
私
の
も
の
さ
し
を
取
り

払
え
ば
、
今
の
私
の
あ
り
方
を
百
点
満
点
に
引
き
受
け

て
い
け
る
心
が
開
け
る
は
ず
で
す
。 

年
を
と
り
、
病
気
に
な
っ
た
。「
お
ぞ
い
も
ん
に
な
っ

た
。
つ
ま
ら
ん
も
ん
に
な
っ
た
」
と
思
い
悩
む
私
が
い

ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
真
実
で
は
な
く
て
、
私
が
そ

う
勝
手
に
思
っ
て
い
る
だ
け
な
ん
だ
と
気
づ
か
さ
れ
て

い
く
こ
と
は
、
そ
の
苦
悩
を
乗
り
越
え
て
い
く
視
点
を

与
え
て
く
れ
ま
す
。 

た
だ
、
残
念
な
こ
と
に
、
私
自
身
が
私
の
も
の
さ
し

か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
裏
面
に
続
く
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



（
中
面
か
ら
の
続
き
） 

そ
れ
が
私
の
幸
・
不
幸
を
感
じ
る 

基
で
あ
り
、生
き
る
力
の
原
動
力
に
な
っ
て
い
る
か
ら

で
す
。
人
間
を
止
め
な
け
れ
ば
、
捨
て
な
け
れ
ば
絶
対

に
不
可
能
な
こ
と
で
す
。 

こ
の
絶
望
す
る
し
か
な
い
私
の
た
め
に
、阿
弥
陀
如 

来
は
立
ち
上
が
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。 

  

仏
の
も
の
さ
し 

 

お
釈
迦

し

ゃ

か

さ
ま
（

釋
し
ゃ
く

尊 そ
ん

）
が
、
お
亡
く
な
り
に
な
り

涅
槃

ね

は

ん

に
帰
ら
れ
て
、
す
ぐ
に
釈
迦
は
「
如
来

に
ょ
ら
い

」（
真
実

を
悟
っ
た
方
）
で
あ
る
と
い
う
表
現
が
出
て
き
ま
す
。

そ
し
て
、
種
々
の
お
徳
を
讃
歎

さ
ん
だ
ん

す
る
言
葉
と
し
て
、

「
無
量

む
り
ょ
う

」（
ア
ミ
タ
）
と
い
う
、
計
り
知
れ
な
い
、
限

り
が
な
い
と
い
う
意
味
の
言
葉
が
使
わ
れ
て
き
ま
す
。

や
が
て
、お
釈
迦
さ
ま
と
そ
の
教
え
の
永
遠
性
と
普
遍

性
を
、

寿
い
の
ち

（
永
遠
性
）
に
限
り
が
な
い
、

光
ひ
か
り

（
普

遍
性
）
に
限
り
が
な
い
、
と
言
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
お
釈
迦
さ
ま
と
そ
の
教
え
こ
そ
「
無
量

む
り
ょ
う

寿 じ
ゅ

」 

（
ア
ミ
タ
ー
ユ
ス
）
で
あ
り
「
無
量
光

む
り
ょ
う
こ
う

」
（
ア
ミ
タ
ー

バ
）
で
あ
る
と
讃
歎
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ

の
無
量
寿
と
無
量
光
を
合
体
さ
せ
た
言
葉
が
阿
弥
陀

あ

み

だ

で

す
。
で
す
か
ら
、
お
釈
迦
さ
ま
と
そ
の
教
え
こ
そ
阿
弥

陀
だ
と
讃
歎
さ
れ
て
き
た
。
後
に
そ
の
阿
弥
陀
の
人
格

的
な
象
徴
表
現
と
し
て
阿
弥
陀
如
来
が
登
場
し
て
き
た

歴
史
的
経
緯
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

ま
た
、
後
に
、
釈
尊
の
悟
り
は
肉
体
上
の
束
縛
か
ら

解
放
さ
れ
て
い
な
い
、
余
す
と
こ
ろ
の
あ
る
限
界
の
あ

る
「
有
余

う

よ

涅
槃

ね

は

ん

」
で
あ
り
、
亡
く
な
っ
て
は
じ
め
て
完

全
な
悟
り
「
無
余

む

よ

涅
槃

ね

は

ん

」
に
入
ら
れ
た
と
理
解
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。 

こ
の
無
余
涅
槃
か
ら
の
は
た
ら
き
を
浄
土

じ
ょ
う
ど

教
き
ょ
う

で
は
、

阿
弥
陀
如
来
と
受
け
取
っ
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

釈
尊
の
永
遠
性
・
普
遍
性
を
阿
弥
陀
と
言
っ
た
。
で
す

か
ら
、
釈
迦
も
弥
陀
も
本
来
同
じ
こ
と
な
の
で
す
が
、

私
が
救
わ
れ
て
仏
に
な
る
と
い
う
こ
と
か
ら
す
る
と
、

ど
う
し
て
も
不
完
全
な
も
の
よ
り
も
完
全
な
無
余
涅
槃

の
は
た
ら
き
を
象
徴
す
る
阿
弥
陀
如
来
が
前
面
に
出
で 

き
て
、
釈
尊
が
薄
ら
い
で
き
た
観か

ん

が
浄
土
教
に
は
あ

り
ま
す
。 

と
も
あ
れ
、
そ
の
阿
弥
陀
如
来
が
、
私
を
救
う
た
め

に
本
願
を
建
て
出
現
し
て
く
だ
さ
っ
た
。 

本
願
と
は
、す
べ
て
の
も
の
を
救
わ
な
け
れ
ば
仏
に

な
ら
な
い
と
い
う
、
仏
の
も
の
さ
し
で
す
。 

煩
悩
の
も
の
さ
し
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
の
な
い

私
に
、本
願
の
仏
の
も
の
さ
し
に
気
付
け
と
呼
び
か
け

て
く
だ
さ
っ
た
。 

 

仏
教
は
欲
望
を
無
く
せ
と
い
う
教
え
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
の
欲
望
を
ど
の
方
向
に
向
け
る
か
で
す
。 

如
来
の
呼
び
か
け
に
耳
を
傾
け
、私
の
欲
望
が
如
来

の
本
願
の
心
に
生
き
よ
う
と
す
る
と
き
、私
の
い
の
ち

が
感
動
し
、私
の
い
の
ち
の
意
味
と
目
的
が
明
ら
か
に

な
っ
て
い
き
ま
す
。 

 

煩
悩
が
そ
の
ま
ま
如
来
の
願
い
に
よ
っ
て
転
ぜ
ら

れ
て
い
く
。
必
ず
悟
り
に
到
る
こ
と
が
で
き
る
。 

そ
う
い
う
道
を
阿
弥
陀
如
来
は
私
の
た
め
に
明
ら

か
に
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
合
掌 

 

（
文
責 

住
職
） 


