
諸
行
無
常
説
は
釈
尊
が
説
い
た
教
え
の
一
っ
と
さ
れ
る
も
の
で
、
現
象
世
界
の
一
切
は
無
常
！
必
ず
滅
び
る
も
の

i

で
あ
る
、
と

い
う
説
で
あ
る
。
こ
の
説
は
、
三
法
印
や
四
法
印
の
中
に
必
ず
組
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
一
般
的
に
は
仏
説
の
中
の
仏
説
と
理

解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
仏
教
の
思
想
史
に
お
け
る
、
こ
の
諸
行
無
常
説
の
一
生
は
波
乱
万
丈
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
諸
行

無
常
説
の
生
涯
に
注
目
し
、
初
期
か
ら
後
期
ま
で
の
イ
ン
ド
仏
教
思
想
史
を
概
観
す
る
作
業
は
ー
ー
こ
の
教
説
が
、
あ
ま
り
に
も
「
非
宗

教
的
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
|
ー
我
々
が
仏
教
と
い
う
宗
教
の
核
心
に
迫
る
上
で
有
効
な
手
続
き
で
あ
る
と
言
え
る
。

初
期
仏
教
の
段
階
で
は
、
諸
行
無
常
説
は
、
数
多
く
あ
る
釈
尊
の
教
説
の
核
心
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
部
派
仏
教
の
三
蔵
文

献
は
諸
行
無
常
説
を
再
三
に
わ
た
っ
て
説
く
。
そ
し
て
、
部
派
仏
教
の
中
で
最
有
力
で
あ
っ
た
説
一
切
有
部
の
よ
う
に
、
諸
行
無
常
説
に

論
理
的
な
説
明
を
与
え
る
こ
と
に
尽
力
し
た
者
た
ち
も
い
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
が
目
指
し
た
の
は
、
諸
行
無
常
説
の
根
拠
を
示
し
、

「
諸
行
無
常
」
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ら
見
る
イ
ン
ド
仏
教
思
想
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そ
れ
に
よ
り
疑
念
な
く
修
行
に
専
念
す
る
こ
と
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
諸
行
無
常
の
根
拠
が
示
さ
れ
る
こ
と
で
、
出
家
の
修
行
者
た
ち

は
無
常
な
も
の
を
無
常
な
も
の
と
し
て
正
し
く
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
そ
れ
に
よ
り
、
無
常
な
も
の
に
執
着
す
る
こ
と
の
過
ち

が
理
解
さ
れ
、
最
終
的
に
無
明
を
滅
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
考
え
方
が
彼
ら
の
思
弁
の
背
景
に
あ
っ
た
。
部
派
仏
教
が
説
く
十
二

縁
起
説
で
は
、
無
常
で
あ
る
も
の
を
無
常
で
あ
る
と
知
ら
な
い
こ
と
が
無
明
と
解
釈
さ
れ
る
が
、
世
界
が
無
常
で
あ
る
根
拠
を
知
る
智
慧

こ
そ
が
、
人
間
を
煩
悩
の
束
縛
か
ら
解
放
し
、
覚
り
に
導
く
も
の
で
あ
る
と
初
期
の
仏
教
徒
た
ち
は
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
理
性
的
に
理
解
す
る
諸
行
無
常
と
連
関
す
る
形
で
、
初
期
仏
教
の
修
行
に
は
、
無
常
を
感
得
す
る
た
め
の
種
々
の
瞑
想
・
観
法
が
取
り

入
れ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
そ
れ
は
、
白
骨
観
、
或
い
は
骨
鎖
観
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
死
体
が
次
第
に
腐
敗
し
て
散
り
失
せ
、
最

後
に
白
骨
と
な
る
ま
で
の
姿
を
心
中
に
観
想
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
宣
揚
さ
れ
た
諸
行
無
常
説
も
、
大
乗
仏
教
の
体
系
の
中
で
は
、
空
思
想
の
陰
に
隠
れ
る
こ
と
に
な
る
。
初
期
の

大
乗
経
典
で
あ
る
般
若
経
系
経
典
は
空
の
思
想
を
標
榜
し
、
そ
れ
に
基
づ
く
徹
底
し
た
無
執
着
、
無
所
有
こ
そ
が
、
釈
尊
の
覚
り
の
境
地

で
あ
る
と
説
い
た
。
諸
行
の
無
常
性
の
理
解
は
妄
執
の
否
定
に
資
す
る
が
、
無
常
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
の
「
有
」
を
認
め
る
な
ら

ば
、
妄
執
の
対
象
が
依
然
と
し
て
残
る
と
般
若
経
系
経
典
は
「
有
」
を
認
め
る
立
場
を
批
判
す
る
。
こ
の
空
思
想
の
登
場
に
よ
り
、
イ
ン

ド
仏
教
は
転
換
点
を
迎
え
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
諸
行
無
常
説
で
は
な
く
、
空
思
想
こ
そ
が
、
仏
説
の
核
心
で
あ
る
と
い
う
確
信
が
仏
教

徒
た
ち
、
と
り
わ
け
大
乗
仏
教
徒
た
ち
に
生
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
識
革
命
は
、
結
果
論
と
し
て
見
れ
ば
、
以
降
の
イ
ン
ド
仏
教
思
想

史
の
方
向
性
、
と
り
わ
け
大
乗
仏
教
教
団
の
展
開
の
方
向
性
を
決
定
付
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。

部
派
仏
教
徒
た
ち
が
諸
行
無
常
説
に
論
理
的
説
明
を
与
え
た
よ
う
に
、
大
乗
仏
教
の
思
想
家
た
ち
も
、
空
思
想
に
論
理
的
な
説
明
を
与

え
た
。
彼
ら
は
、
空
と
は
本
質
を
も
た
な
い
こ
と
で
あ
る
と
解
釈
し
た
。
本
質
と
は
、
或
る
も
の
を
そ
れ
単
独
で
そ
れ
と
し
て
成
り
立
た

せ
し
め
て
い
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
、
人
が
「
有
る
」
と
考
え
て
い
る
も
の
の
一
切
が
本
質
を
欠
い
て
い
る
こ
と
を



説
明
す
る
た
め
に
、
関
係
性
の
理
論
を
説
い
た
。
こ
と
ば
で
表
さ
れ
る
概
念
を
含
め
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
他
と
の
関
係
に
お
い
て
成
立
し

て
い
る
の
で
、
そ
れ
単
独
で
そ
れ
と
し
て
成
り
立
つ
こ
と
は
あ
り
得
な
い
、
ゆ
え
に
本
質
を
も
た
ず
、
空
で
あ
る
、
と
い
う
理
論
で
あ

る。
関
係
性
の
理
論
は
、
大
乗
仏
教
の
社
会
的
拡
大
と
い
う
点
で
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
大
乗
の
衆
生
救

済
精
神
の
背
景
に
あ
る
煩
悩
即
菩
提
、
生
死
即
涅
槃
と
い
っ
た
考
え
方
は
、
関
係
性
の
理
論
を
背
景
に
も
つ
も
の
で
あ
る
。
更
に
こ
の
理

論
は
初
期
仏
教
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
世
界
観
を
生
み
出
し
た
。
そ
れ
は
凡
夫
の
常
住
性
で
あ
る
。
如
来
蔵
を
説
く
代
表
的
な
大
乗
経
典

で
、
四
世
紀
以
降
の
成
立
と
さ
れ
る
『
勝
霊
経
』
で
は
、
仏
が
常
住
な
る
肉
体
と
精
神
を
も
つ
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
背
景
に

は
関
係
性
の
理
論
が
あ
る
。
『
勝
霊
経
』
は
、
凡
夫
は
、
無
常
で
、
苦
で
、
無
我
で
、
不
浄
な
る
存
在
で
あ
る
が
、
凡
夫
と
相
即
の
関
係

に
あ
る
仏
は
、
常
住
で
、
楽
で
、
永
遠
不
変
な
る
自
我
を
も
ち
、
清
浄
な
存
在
で
あ
る
と
説
く
。
更
に
進
ん
で
、
同
経
は
、
実
は
、
凡
夫

も
、
本
性
上
は
、
常
住
で
、
楽
で
、
永
遠
不
変
な
る
自
我
を
も
ち
、
清
ら
か
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
凡
夫
が
、
無
常

を
、
苦
を
、
無
我
を
、
そ
し
て
不
浄
を
厭
い
、
従
っ
て
涅
槃
を
希
求
す
る
、
と
い
う
事
実
が
説
明
で
き
な
い
、
と
い
う
逆
説
的
な
説
明
を

『
勝
婁
経
』
は
与
え
る
。

仏
が
常
住
な
る
肉
体
や
自
我
を
も
ち
、
そ
し
て
、
我
々
凡
夫
も
本
性
上
、
そ
れ
と
同
様
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
、
部
派
仏
教
の
諸
行
無

常
の
世
界
観
か
ら
は
到
底
あ
り
え
な
い
。
部
派
仏
教
で
は
、
凡
夫
は
勿
論
の
こ
と
、
た
と
え
仏
と
い
え
ど
も
肉
体
を
も
つ
以
上
、
諸
行
無

常
の
真
理
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
ず
、
死
後
、
そ
の
肉
体
は
灰
と
な
り
、
意
識
は
消
失
す
る
と
説
く
。
初
期
仏
教
の
教
理
と
の
対
比
で
見
れ

ば
、
煩
悩
即
菩
提
や
、
仏
と
凡
夫
の
不
二
、
常
・
楽
・
我
・
浄
と
い
う
考
え
方
は
、
そ
の
背
景
に
あ
る
深
い
哲
学
的
洞
察
を
離
れ
、
そ
の

文
字
面
だ
け
を
見
る
な
ら
ば
、
極
め
て
楽
観
的
で
あ
り
、
仏
教
の
教
え
を
衆
生
に
近
し
く
安
易
な
も
の
に
す
る
と
い
う
効
果
が
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
い
っ
た
考
え
は
、
大
乗
仏
教
の
布
教
、
教
団
の
拡
大
に
お
い
て
、
極
め
て
有
力
な
教
理
に
な
っ
た
の
で
は
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な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
大
乗
仏
教
教
団
の
拡
大
と
発
展
を
考
え
た
場
合
、
空
思
想
の
台
頭
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
伴
う
関
係
性
の
論
理
は
そ

の
中
心
点
に
位
置
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
空
思
想
の
台
頭
に
よ
り
影
を
潜
め
た
諸
行
無
常
説
で
あ
る
が
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
宗
教
間
論
争
が
盛
ん
に
な
っ
て
く

る
四
世
紀
後
半
か
ら
五
世
紀
以
降
、
思
想
史
の
表
舞
台
に
登
場
し
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
、
部
派
仏
教
の
み
な
ら
ず
、
大
乗
仏
教

を
含
め
た
、
仏
教
一
般
の
世
界
観
と
し
て
、
対
外
的
な
論
争
の
場
面
で
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
グ
プ
タ
朝
が
成
立
し
た
四
世

紀
以
降
、
仏
教
徒
と
非
仏
教
徒
と
の
間
の
論
争
が
徐
々
に
激
化
し
て
ゆ
く
が
、
そ
の
中
で
、
仏
教
徒
が
仏
教
の
世
界
観
を
対
外
的
に
主
張

す
る
際
に
標
榜
し
た
の
が
諸
行
無
常
説
で
あ
り
、
他
方
、
外
教
徒
が
、
仏
教
の
世
界
観
を
否
定
す
る
際
、
執
拗
に
攻
撃
し
た
の
も
他
な
ら

ぬ
諸
行
無
常
説
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
空
思
想
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
が
宗
教
間
論
争
の
中
心
と
な
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た

と
言
っ
て
良
い
。
と
い
う
の
も
、
外
教
徒
た
ち
は
空
思
想
を
虚
無
論
と
見
な
し
、
議
論
の
中
心
と
は
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
空
思
想

は
、
大
乗
の
菩
薩
の
救
済
精
神
を
根
底
か
ら
基
礎
づ
け
る
も
の
と
し
て
教
団
内
部
で
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
宗
教
的
理
念
だ
っ
た

が
、
対
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、
対
ジ
ャ
イ
ナ
教
と
い
っ
た
対
外
的
な
場
面
で
は
、
仏
教
全
体
を
代
表
す
る
世
界
観
と
は
成
り
得
え
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
六
世
紀
以
降
に
活
躍
し
た
と
さ
れ
る
、
大
乗
仏
教
の
或
る
思
想
家
の
著
作
の
中
に
、
そ
の
大
乗
思
想
を
否
定
す
る

対
論
者
の
見
解
と
し
て
、
仏
が
常
住
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
三
法
印
の
―
つ
で
あ
る
諸
行
無
常
説
に
抵
触
す
る
の
で
、
も
は
や

仏
説
と
は
言
え
な
い
、
と
い
う
批
判
が
現
れ
る
。
こ
の
批
判
は
、
部
派
仏
教
徒
に
よ
る
大
乗
批
判
と
理
解
さ
れ
る
が
、
こ
の
批
判
に
は
、

仏
常
住
説
を
仏
教
徒
が
認
め
る
な
ら
ば
、
仏
教
が
仏
教
た
り
え
な
く
な
る
と
い
う
危
機
感
が
現
れ
て
い
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
反

論
に
対
す
る
回
答
と
し
て
、
当
該
の
大
乗
の
思
想
家
は
、
仏
の
常
住
性
は
諸
行
無
常
説
に
抵
触
せ
ず
、
諸
行
無
常
説
の
枠
組
み
の
中
で
解

釈
で
き
る
と
主
張
す
る
。
そ
の
回
答
と
し
て
、
思
想
家
は
、
仏
そ
の
も
の
が
永
遠
な
の
で
は
な
く
、
覚
り
の
真
理
を
明
瞭
に
直
観
す
る
、



仏
の
智
慧
が
永
遠
な
の
だ
、
と
述
べ
る
。
更
に
彼
は
、
仏
は
常
住
で
あ
る
と
い
う
場
合
の
、
「
常
に
」
と
い
う
副
詞
は
、
瞬
間
的
な
も
の

に
で
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
主
張
す
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
、
炎
は
一
瞬
一
瞬
形
を
変
え
る
瞬
間
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
炎

に
対
し
て
、
炎
は
常
に
燃
え
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
だ
、
と
彼
は
述
べ
て
い
る
。
説
得
力
の
あ
る
回
答
と
は
思
え

な
い
が
、
こ
こ
で
大
乗
の
思
想
家
が
、
仏
の
常
住
性
と
諸
行
無
常
説
の
折
り
合
い
を
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
重
要
で
あ

る。
実
際
の
イ
ン
ド
思
想
史
を
見
れ
ば
、
四
世
紀
の
グ
プ
タ
朝
以
降
、
仏
教
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
化
す
る
バ
ラ
モ
ン
教
に
対
抗
で
き
な
く
な
り
、

没
落
の
一
途
を
辿
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
仏
教
に
追
い
打
ち
を
か
け
た
の
が
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
密
教
化
で
あ
る
。
こ
の
密
教
化
の
大
き

な
流
れ
に
仏
教
も
飲
み
込
ま
れ
て
行
き
、
そ
の
後
の
仏
教
は
、
儀
礼
面
、
実
践
面
で
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
自
ら
を
区
別
す
る
こ
と
が
困
難
に

な
っ
て
い
く
。
こ
う
い
っ
た
思
想
状
況
の
中
、
中
・
後
期
か
ら
終
末
期
に
か
け
て
の
仏
教
徒
は
、
自
ら
と
外
教
徒
を
区
別
し
、
仏
教
の
仏

教
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
保
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
中
・
後
期
か
ら
終
末
期
に
か
け
て
の
仏
教
で
は
、
儀

礼
面
で
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
へ
の
同
化
と
、
教
理
面
で
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
か
ら
の
差
別
化
と
い
う
、
非
常
に
複
雑
な
現
象
が
起
こ
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
教
理
面
で
の
差
別
化
で
重
視
さ
れ
た
の
が
諸
行
無
常
説
だ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
む
し
ろ
、
諸
行
無

常
説
以
外
に
、
も
は
や
当
時
の
仏
教
徒
に
は
、
自
ら
の
宗
教
と
外
教
を
差
別
化
す
る
も
の
は
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
言
う
べ
き
か
も
し

れ
な
い
。

こ
の
思
想
史
上
の
事
実
は
、
我
々
が
仏
教
と
い
う
宗
教
の
本
質
を
考
え
る
際
、
大
き
な
問
い
を
投
げ
か
け
る
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
と
い

う
人
間
の
精
神
活
動
の
本
質
を
、
死
を
免
れ
え
な
い
有
限
な
我
々
人
間
の
、
無
限
な
る
も
の
へ
の
根
源
的
欲
求
に
見
る
な
ら
ば
、
仏
教
は

そ
も
そ
も
宗
教
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
或
い
は
、
宗
教
た
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
永
遠
な
る
も
の
を
徹
底
し
て

排
除
す
る
諸
行
無
常
説
を
核
心
と
す
る
仏
教
は
、
宗
教
と
し
て
最
初
か
ら
矛
盾
を
学
ん
で
い
る
、
あ
る
い
は
宗
教
と
し
て
機
能
し
な
い
も

「
諸
行
無
常
」
か
ら
見
る
イ
ン
ド
仏
教
思
想
史
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の
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
部
派
仏
教
の
説
く
と
こ
ろ
で
は
、
釈
尊
で
さ
え
諸
行
無
常
の
真
理
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
ず
、
入
滅

後
、
そ
の
肉
体
は
灰
と
な
り
、
そ
の
意
識
は
消
失
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
初
期
仏
教
が
理
解
す
る
仏
教
は
、
い
わ
ゆ
る

「
普
通
の
宗
教
」
か
ら
は
一
線
を
画
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

一
方
、
大
乗
仏
教
の
救
済
論
は
、
仏
教
と
い
う
異
様
な
宗
教
が
、
「
普
通
の
宗
教
」
と
し
て
あ
る
べ
き
、
宗
教
の
道
に
行
き
つ
い
た
当

然
の
結
果
と
見
な
せ
る
だ
ろ
う
。
大
乗
仏
教
運
動
は
釈
尊
の
死
を
克
服
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
と
理
解
す
る
研
究
者
は
多
い
。
そ
し

て
、
ま
さ
に
大
乗
仏
教
は
仏
の
永
遠
性
を
説
い
て
い
る
。
更
に
ま
た
、
大
乗
仏
教
の
救
済
論
が
行
き
着
く
と
こ
ろ
ま
で
行
き
つ
い
た
如
来

蔵
思
想
で
は
、
仏
と
凡
夫
の
相
即
関
係
が
主
張
さ
れ
る
。
本
性
上
、
我
々
と
仏
に
は
如
何
な
る
違
い
も
な
く
、
我
々
も
ま
た
、
常
住
な
る

存
在
、
楽
な
る
存
在
で
、
永
遠
不
変
な
る
自
我
を
も
ち
、
清
浄
な
る
存
在
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
形
で
教
団
内
部
に
大
き
な
教
理
上
の
矛
盾
、
あ
る
い
は
断
絶
を
卒
み
つ
つ
、
し
か
し
、
対
外
的
に
は
諸
行
無
常
説
を
唱
え

続
け
て
い
く
中
で
、
イ
ン
ド
仏
教
は
終
に
一
三
世
紀
初
頭
に
滅
亡
を
経
験
す
る
。
釈
尊
在
世
時
か
ら
の
約
一
八

0
0年
の
歴
史
を
閉
じ
る

の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
、
無
常
と
永
遠
を
め
ぐ
る
せ
め
ぎ
合
い
の
中
に
、
仏
教
と
い
う
宗
教
の
本
質
を
探
る
た
め
の
手

が
か
り
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。




