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諸
行
無
常 

  

月
日
が
経
つ
の
は
本
当
に
早
い
も

の
で
す
。
あ
っ
と
い
う
間
に
三
月
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
月
の
十

八
日
か
ら
二
十
四
日
ま
で
は
「
お
彼

岸
」
と
な
り
ま
す
。 

お
彼
岸
の
時
期
に
な
る
と
、
い
よ

い
よ
春
ら
し
く
な
り
、
そ
ろ
そ
ろ
桜

開
花
の
た
よ
り
が
聞
か
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
ま
す
。 

 
 

日
本
で
は
こ
と
の
ほ
か
桜
が
愛
さ

れ
て
い
ま
す
。
お
花
見
が
待
ち
遠
し

い
と
思
わ
れ
て
い
る
方
も
お
ら
れ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
に
代
表
さ
れ
る
よ

う
に
、
そ
の
満
開
の
見
事
さ
に
は
思

わ
ず
見
と
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
、

桜
吹
雪
と
な
っ
て
散
っ
て
い
く
姿
も

す
ば
ら
し
い
も
の
で
す
。 

そ
の
反
面
、
一
夜
の
夢
の
ご
と
く

桜
の
時
期
は
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ

去
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
桜

の
持
つ
「
華
や
か
さ
」
と
「
は
か
な

さ
」
に
日
本
人
は
心
打
た
れ
て
き
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

  

こ
の
「
は
か
な
く
」
散
っ
て
し
ま

う
こ
と
か
ら
、
古
く
か
ら
桜
は
「
無

常
」
を
表
す
も
の
と
さ
れ
て
き
ま
し

た
。 親

鸞
聖
人
が
出
家
得
度
を
さ
れ
る

時
の
こ
と
で
す
。
九
歳
で
あ
っ
た
親

鸞
聖
人
は
京
都
の
青
蓮
院
で
出
家
得

度
を
す
る
た
め
に
叔
父
の
日
野
範
綱

（
ひ
の
の
り
つ
な
）
に
連
れ
ら
れ
、

慈
円
（
じ
え
ん
）
僧
正
の
も
と
を
訪

ね
ま
す
。
し
か
し
、
時
は
夕
刻
。「
も

う
遅
い
時
間
だ
か
ら
出
家
得
度
の
儀

は
明
日
に
し
ま
し
ょ
う
」
と
述
べ
る

慈
円
僧
正
を
前
に
、
親
鸞
聖
人
は
歌

を
詠
ん
で
答
え
ま
す
。 

 

明
日
あ
り
と 

 

思
う
心
の
あ
だ
桜 

夜
半
（
よ
わ
）
に 

嵐
の
吹
か
ぬ
も
の
か
は 

 

こ
の
歌
の
意
味
は
「
も
う
遅
い
か

ら
明
日
に
し
よ
う
、
と
当
然
の
よ
う

に
明
日
が
や
っ
て
く
る
思
い
で
お
り

ま
す
。
し
か
し
、
そ
ん
な
保
証
は
ど

こ
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
嵐
が
来
れ
ば

一
晩
で
桜
が
散
っ
て
し
ま
う
よ
う
に

我
が
身
も
は
か
な
い
無
常
の
い
の
ち

を
生
き
て
い
る
の
で
す
」
と
い
う
こ

と
で
す
。 

慈
円
僧
正
は
心
を
打
た
れ
、
す
ぐ

に
支
度
を
整
え
出
家
得
度
の
儀
を
行

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

九
歳
の
親
鸞
聖
人
が
本
当
に
こ
の

歌
を
詠
ん
だ
の
か
真
偽
は
わ
か
り
か

ね
ま
す
が
、
ま
さ
に
「
諸
行
無
常
」

を
言
い
当
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
だ
か

ら
こ
そ
私
た
ち
は
「
今
」
と
い
う
こ

の
一
瞬
一
瞬
を
大
事
に
生
き
て
い
か

な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ
の
こ
と
を

あ
ら
た
め
て
教
え
ら
れ
ま
す
。 

 

で
も
、
桜
を
見
る
と
「
無
常
」
を

感
じ
る
と
い
う
よ
り
も
、
お
花
見
気

分
で
心
が
躍
り
ま
す
。
「
花
よ
り
団

子
」
で
、
花
以
外
の
も
の
に
心
を
奪

わ
れ
て
い
る
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
…
。 
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上
宮
寺
の
行
事 

 

３
月
８
日
（
金
） 

 

春
季
彼
岸
会
・
永
代
経
法
要 

時
間
：
午
前
十
時
～
・
午
後
一
時
半
～ 

法
話
：
林 

祥
眞
師 

（
一
宮
市
禮
讃
寺
前
住
職
） 

※
お
斎
（
食
事
）
が
あ
り
ま
す
。 

 

３
月
23
日
（
土
） 

上
宮
寺
講 

時
間
：
午
後
二
時
～ 

 

４
月
23
日
（
火
） 

上
宮
寺
講 

時
間
：
午
後
二
時
～ 

 

皆
さ
ま
の
ご
参
詣
・
ご
参
加
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。 

  

 

   

〇
３
月
８
日
に
春
の
お
彼
岸
・
永
代
経

法
要
を
勤
め
ま
す
。
皆
様
の
ご
参
詣
を

心
よ
り
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

 

〇
４
月
１
日
～
４
日
、
東
本
願
寺
で
は

「
春
の
法
要
」
が
勤
め
ら
れ
ま
す
。
桜

の
良
い
時
期
で
す
の
で
、
京
都
に
行
か

れ
る
方
も
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
ぜ

ひ
東
本
願
寺
に
も
ご
参
詣
く
だ
さ
い
。 

 

〇
そ
の
東
本
願
寺
で
の
「
春
の
法
要
」

に
住
職
が
楽
僧
（
雅
楽
担
当
の
僧
）
と

し
て
出
仕
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

〇
寒
暖
の
差
が
激
し
い
季
節
で
す
。
体

調
に
は
十
分
お
気
を
付
け
く
だ
さ
い
。 

      

 

 

 

 

◆
行
事
案
内 

【
雑
感
】 

 

２
月
に
誕
生
日
を
迎
え
、
50
歳
と
な

り
ま
し
た
。
気
持
ち
は
若
い
つ
も
り
で

い
ま
す
が
、
鏡
を
見
る
と
「
年
相
応
だ

な
ぁ
」
と
が
っ
く
り
と
き
て
し
ま
い
ま

す
。
昨
年
末
に
膝
痛
に
悩
ま
さ
れ
、
整

体
の
先
生
か
ら
「
体
が
硬
い
の
が
原
因

の
一
つ
」
と
言
わ
れ
た
の
が
き
っ
か
け

で
、
最
近
、
ス
ト
レ
ッ
チ
の
本
を
買
い

ま
し
た
。
足
腰
を
中
心
に
簡
単
に
で
き

る
こ
と
を
や
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ

の
成
果
な
の
か
、
膝
痛
も
少
し
和
ら
ぎ
、

調
子
が
良
く
な
っ
て
き
た
気
が
し
ま

す
。
年
齢
を
重
ね
れ
ば
仕
方
の
な
い
こ

と
で
す
が
、
だ
ん
だ
ん
と
老
い
を
感
じ

て
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

 
 

（
住
職
記
） 

そ
の
他
の
行
事 

 

３
月
５
日
（
火
） 

讃
頌
会
研
修
会 

「
浄
土
真
宗
の
念
仏
と
信
心
」 

講
師
：
瓜
生
崇
氏
（
滋
賀
県
玄
照
寺
）

時
間
：
午
後
二
時
～
三
時
半 

会
場
：
東
別
院
会
館
２
階
「
蓮
の
間
」

会
費
：
千
円
（
一
回
） 

讃
頌
会
と
は
上
宮
寺
が
属
す
る
名
古

屋
教
区
第
30
組
の
聞
法
会
で
す
。
ど

な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。 

  

参
加
者
募
集 

三
寺
会 

特
別
企
画 

山
梨
・
親
鸞
聖
人
ご
旧
跡
め
ぐ
り 

５
月
14
日
（
火
）
～
15
日
（
水
） 

親
鸞
聖
人
の
ご
旧
跡
を
バ
ス
に
て

め
ぐ
り
、
甲
府
湯
村
温
泉
で
泊
ま

る
一
泊
二
日
の
参
拝
旅
行
で
す
。 

参
加
費 

３
４
、
０
０
０
円 

定 

員 

三
十
名 

詳
し
く
は
上
宮
寺
ま
で
。 

 

◆
話
題
あ
れ
こ
れ 

【
発
行
】 

真
宗
大
谷
派 

上 

宮 

寺 

昭
和
区
白
金
一
丁
目
十
九
番
十
五
号 

☏
０
５
２-

８
７
１-

０
５
４
７ 


