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　﹁
臨
終
正
念
﹂
と
言
っ
て
も
︑
特
に
英
語
で
は
︑
専
門
知
識
の
な
い
人
に
は

何
の
こ
と
か
分
か
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒
あ
え
て
見
慣
れ
な
い
用
語
で
何
だ
ろ

う
と
思
わ
せ
︑
副
題
で
こ
う
い
う
こ
と
か
と
思
わ
せ
る
作
戦
で
あ
る
︒
副
題

の
通
り
に
︑
本
書
は
平
安
中
期
か
ら
院
政
期
︑
即
ち
十
世
紀
末
か
ら
十
二
世

紀
に
か
け
て
の
死
の
儀
礼
を
︑
執
念
と
も
言
え
る
ほ
ど
徹
底
的
に
追
求
し
て
︑

全
体
で
六
百
頁
近
い
大
冊
と
な
っ
て
い
る
︒

　
そ
の
主
要
な
資
料
と
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
往
生
伝
類
と
臨
終
行
儀
書
と
呼

ば
れ
る
テ
キ
ス
ト
群
で
あ
る
︒
往
生
伝
類
に
関
し
て
は
︑
戦
後
の
一
時
期
研

究
者
の
注
目
を
集
め
た
こ
と
が
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
井
上
光
貞
︑
家
永
三
郎

氏
ら
に
よ
っ
て
︑
浄
土
教
中
心
史
観
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
仏
教
史
学
の
主

流
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
︒
そ
の
最
大
の
成
果
は
﹃
日
本
思
想
大
系
﹄
に
収

め
ら
れ
た
﹃
往
生
伝
・
法
華
験
記
﹄（
井
上
光
貞
・
大
曾
根
章
介
編
︑
岩
波
書
店
︑

一
九
七
四
）
の
巻
で
あ
り
︑
往
生
伝
類
の
基
本
テ
キ
ス
ト
と
註
が
提
供
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
浄
土
教
中
心
史
観
は
︑
鎌
倉
期
の
法
然
・

親
鸞
を
日
本
仏
教
の
頂
点
と
見
る
鎌
倉
新
仏
教
中
心
史
観
と
セ
ッ
ト
に
な
っ

た
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
故
︑
往
生
伝
類
は
︑
悪
人
往
生
や
民
間
聖
の
活
動

な
ど
︑
新
仏
教
に
連
な
る
要
素
を
含
む
点
が
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
︑
そ

れ
自
体
と
し
て
評
価
研
究
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
そ
の
後
︑
顕
密
体

制
論
が
出
て
︑
浄
土
教
中
心
史
観
が
崩
れ
る
中
で
︑
往
生
伝
は
研
究
者
の
中

心
的
な
関
心
か
ら
外
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

　
も
う
一
つ
の
本
書
の
基
本
資
料
は
臨
終
行
儀
書
で
あ
る
︒
こ
れ
は
臨
終
の

作
法
を
記
し
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ
る
が
︑
こ
れ
ま
で
各
宗
派
の
中
で
多
少
の

研
究
は
あ
る
も
の
の
︑
そ
の
枠
を
外
し
て
宗
教
史
の
大
き
な
テ
ー
マ
と
し
て

論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
本
書
は
巻
末
付
録
と
し
て
︑
臨
終
行
儀
書

書 
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の
解
説
付
き
の
目
録
を
付
し
て
い
る
が
︑
そ
こ
に
は
平
安
時
代
か
ら
江
戸
時

代
に
ま
で
わ
た
る
十
八
種
類
の
臨
終
行
儀
書
が
解
説
さ
れ
て
い
て
︑
こ
の
リ

ス
ト
だ
け
で
も
貴
重
で
あ
る
︒

　
こ
う
し
て
︑
本
書
は
往
生
伝
と
臨
終
行
儀
書
と
い
う
打
ち
捨
て
ら
れ
た
資

料
群
に
沈
潜
し
︑
膨
大
な
資
料
を
縦
横
に
活
用
し
て
︑
中
世
初
期
の
仏
教
的

な
死
に
ざ
ま
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
︒
そ
こ
に
は
︑
確
か
に
法
然
の
名
前
は

し
ば
し
ば
現
れ
る
も
の
の
︑
従
来
の
仏
教
史
の
表
舞
台
の
主
人
公
だ
っ
た
親

鸞
・
道
元
な
ど
は
︑
終
わ
り
の
ほ
う
で
ち
ょ
っ
と
出
て
く
る
だ
け
で
︑
本
書

の
中
心
を
な
す
の
は
多
数
の
無
名
の
往
生
者
た
ち
で
あ
る
︒
臨
終
行
儀
の
出

発
点
と
な
る
の
は
源
信
の
﹃
往
生
要
集
﹄
と
二
十
五
三
昧
会
の
活
動
で
︑
さ

す
が
に
そ
の
あ
た
り
は
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
後
の
実じ
っ

範ぱ
ん

・
覚か
く

鑁ば
ん

・
道
範

な
ど
は
︑
こ
れ
ま
で
密
教
浄
土
教
と
し
て
名
が
出
る
程
度
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒

　
そ
れ
な
ら
ば
︑
本
書
は
中
世
浄
土
教
史
の
書
き
直
し
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒

じ
つ
は
私
も
最
初
は
そ
の
よ
う
な
思
い
込
み
で
読
み
始
め
た
の
だ
が
︑
読
み

進
む
に
つ
れ
て
そ
の
間
違
い
を
痛
切
に
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

本
書
は
︑
死
の
儀
礼
化
と
い
う
ま
っ
た
く
新
し
い
視
点
か
ら
日
本
の
仏
教
史
︑

あ
る
い
は
精
神
史
を
読
み
直
す
き
わ
め
て
野
心
的
な
試
み
で
あ
る
︒
そ
こ
で

は
︑
ア
リ
エ
ス
な
ど
の
ア
ナ
ー
ル
学
派
や
最
近
の
文
化
人
類
学
な
ど
の
影
響

も
受
け
な
が
ら
︑
死
の
捉
え
直
し
と
い
う
現
代
的
な
テ
ー
マ
を
歴
史
の
中
か

ら
読
み
解
く
と
い
う
作
業
が
︑
地
道
で
根
気
の
い
る
文
献
解
読
を
通
し
て
果

た
さ
れ
て
い
る
︒
著
者
は
そ
の
た
め
に
十
数
年
に
及
ぶ
年
月
を
か
け
て
周
到

に
準
備
を
進
め
︑
本
書
刊
行
以
前
に
は
︑
仏
教
に
お
け
る
死
の
問
題
を
扱
う

注
目
す
べ
き
論
文
集
二
冊
を
共
同
編
集
で
出
版
し
て
い
る（

1
）

︒

　
こ
こ
で
︑
著
者
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
︒
ス
ト
ー
ン
氏
は

U
C
L
A
で
W
・
ラ
フ
ル
ー
ア
教
授
（W

illiam
 LaFleur

　
後
︑
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ

ア
大
学
教
授
︒
二
〇
一
〇
年
逝
去
）
の
指
導
を
受
け
︑
博
士
論
文
は
日
蓮
の
偽

書
と
さ
れ
る
遺
文
の
検
討
を
行
っ
た（

2
）

︒
博
士
論
文
に
手
を
加
え
て
出
版
す
る

の
が
一
般
的
で
あ
る
が
︑
問
題
が
特
殊
過
ぎ
る
と
い
う
の
で
︑
代
わ
り
に
新

た
に
本
覚
思
想
に
関
す
る
大
著
を
書
き
下
ろ
し
て
出
版
し
た（

3
）

︒
徹
底
的
な
文

献
解
読
に
基
づ
く
日
本
中
世
仏
教
史
の
解
明
に
定
評
が
あ
る
︒
プ
リ
ン
ス
ト

ン
大
学
宗
教
学
部
教
授
と
し
て
︑
多
く
の
日
本
宗
教
研
究
者
を
育
て
て
い
る
︒

　
さ
て
︑
そ
れ
で
は
本
書
の
内
容
を
見
て
み
よ
う
︒
目
次
は
以
下
の
通
り
で

あ
る
︒

　
　
序
論

　
　
1
︑ 

日
本
に
お
け
る
臨
終
作
法
の
は
じ
め
（T

he B
eginning of D

eathbed 

Practice in Japan

）

　
　
2
︑
は
る
か
彼
方
の
領
域
（A

 R
ealm

 A
part

）

　
　
3
︑
典
型
的
な
死
（E

xem
plary D

eath

）

　
　
4
︑
瑞
祥
の
解
釈
（Interpreting the Signs

）

　
　
5
︑
不
安
（A

nxieties

）

　
　
6
︑
臨
終
の
介
助
者
（D

eathbed A
ttendants

）
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7
︑
臨
終
儀
礼
の
長
き
持
続
（T

he Longue D
urée of D

eathbed R
ites

）

　
　
結
論

　
序
論
は
︑
本
書
の
目
的
・
前
提
・
資
料
な
ど
を
述
べ
る
が
︑
そ
の
中
で
︑

本
書
を
通
し
て
の
重
要
な
視
点
と
し
て
︑
死
に
関
す
る
論
理
の
重
層
と
い
う

問
題
が
提
示
さ
れ
て
い
る
︒
即
ち
︑
臨
終
行
儀
を
成
り
立
た
せ
る
に
は
︑
三

つ
の
相
互
に
矛
盾
も
含
む
論
理
が
重
層
し
て
い
る
と
い
う
（pp. 6–7

）︒
第
一

は
︑﹁
個
人
的
な
努
力
と
責
任
の
論
理
﹂
で
あ
り
︑
個
人
は
過
去
の
行
為
の
結

果
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
即
ち
︑
よ
き
来
世
を

得
る
た
め
に
は
生
前
に
善
行
を
積
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
第
二
は
︑
仏
式

の
葬
儀
の
根
本
に
あ
る
の
は
︑﹁
功
徳
の
譲
渡
﹂（
廻
向
）
と
い
う
論
理
で
あ
る
︒

こ
れ
に
よ
り
︑
も
は
や
善
行
を
な
し
得
な
い
他
者
（
死
者
）
に
︑
援
助
者
の

功
徳
を
譲
渡
し
︑
死
者
の
功
徳
と
し
て
よ
き
来
世
に
資
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
す
る
︒
第
三
に
︑﹁
臨
終
の
論
理
﹂
が
あ
る
︒
こ
れ
は
︑﹁
最
後
の
思
念
は

非
常
に
強
力
で
︑
一
生
の
間
の
悪
行
を
乗
り
越
え
︑
よ
り
よ
い
来
世
や
︑
解

脱
さ
え
も
可
能
に
す
る
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
り
︑
臨
終
行
儀
の
根
幹
を
成
り

立
た
せ
る
︒
こ
の
三
つ
の
論
理
は
相
互
に
矛
盾
し
な
が
ら
も
︑
望
ま
し
い
来

世
を
得
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
実
践
の
根
底
と
な
っ
て
い
る
︒

　
本
論
を
ざ
っ
と
概
観
し
て
お
く
と
︑
第
一
章
で
は
︑
臨
終
儀
礼
を
歴
史
的

に
展
望
す
る
︒
十
世
紀
後
半
に
︑
源
信
が
﹃
往
生
要
集
﹄
を
撰
述
し
︑
慶
滋

保
胤
が
最
初
の
往
生
伝
で
あ
る
﹃
日
本
往
生
極
楽
記
﹄
を
著
わ
し
︑
さ
ら
に

二
十
五
三
昧
会
が
結
成
さ
れ
て
︑
往
生
の
儀
礼
が
実
践
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒

そ
こ
か
ら
そ
の
後
へ
の
展
開
を
展
望
し
て
い
る
︒

　
第
二
章
以
下
は
︑
往
生
伝
︑
臨
終
儀
礼
︑
貴
族
の
日
記
な
ど
を
使
い
な
が

ら
︑
往
生
儀
礼
の
具
体
的
な
問
題
を
解
明
し
て
い
く
︒
第
二
章
で
は
︑
浄
土

と
の
隔
絶
の
問
題
を
論
ず
る
︒
死
後
に
往
生
す
る
と
言
っ
て
も
︑
浄
土
は
は

る
か
彼
方
で
あ
り
︑
不
知
の
他
者
の
世
界
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
世
界
へ

入
る
に
は
現
世
の
準
備
行
為
が
必
要
で
あ
り
︑
そ
こ
で
往
生
の
問
題
は
社
会

的
な
側
面
を
持
つ
こ
と
に
な
る
︒
そ
こ
か
ら
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
悪
人
の
問
題
が

生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
第
三
章
は
︑
具
体
的
な
死
の
儀
礼
の
手
順
を
追
っ

て
ゆ
く
︒
往
生
す
る
人
は
あ
ら
か
じ
め
死
期
を
知
り
︑
身
心
を
浄
め
︑
戒
を

受
け
て
︑
無
常
院
に
入
る
︒
そ
こ
で
︑
定
め
ら
れ
た
方
式
に
従
っ
て
臨
終
を

迎
え
︑
往
生
す
る
と
何
ら
か
の
形
で
そ
の
瑞
祥
を
示
す
︒
こ
の
よ
う
に
︑
往

生
者
の
死
の
儀
礼
は
細
か
く
規
定
さ
れ
て
い
る
︒
第
四
章
は
︑
そ
の
往
生
の

瑞
祥
を
だ
れ
が
受
け
取
り
︑
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
と
い
う
問
題
を
取
り

上
げ
る
︒
そ
の
点
で
︑
往
生
は
き
わ
め
て
社
会
的
な
問
題
に
な
る
︒
往
生
は

聖
な
る
世
界
に
入
る
こ
と
で
あ
る
が
︑
同
時
に
死
の
ケ
ガ
レ
の
危
険
を
持
ち
︑

そ
の
両
義
性
の
中
で
捉
え
ら
れ
る
︒
第
五
章
で
は
︑
は
た
し
て
臨
終
を
正
し

く
迎
え
ら
れ
る
か
と
い
う
不
安
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
︒
病
気
の
苦
痛
や
さ

ま
ざ
ま
な
執
着
の
中
で
正
念
を
保
つ
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
︒
そ
れ
を
乗
り

越
え
る
た
め
に
︑
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
必
要
と
な
る
︒
そ
れ
で
も
好
相
を

も
っ
て
死
ね
な
か
っ
た
場
合
は
︑
そ
れ
に
ど
う
対
処
す
る
か
が
遺
さ
れ
た
者
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の
課
題
と
な
る
︒

　
以
上
は
死
に
ゆ
く
者
の
準
備
と
手
順
で
あ
る
が
︑
そ
の
中
で
し
ば
し
ば
著

者
が
注
意
を
促
す
の
は
︑
死
が
個
人
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
︑
他
者
と
の
関

わ
り
の
中
で
生
ず
る
社
会
的
な
問
題
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
第
六

章
は
こ
の
点
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
る
︒
臨
終
を
正
し
く
迎
え
ら
れ
る
た
め

に
は
︑
死
に
ゆ
く
者
を
身
体
的
に
も
精
神
的
に
も
介
助
し
︑
世
話
す
る
仲
間

が
必
要
で
あ
る
︒
そ
れ
が
善
知
識
と
呼
ば
れ
︑
死
に
ゆ
く
者
が
よ
き
死
を
得

ら
れ
る
た
め
に
き
わ
め
て
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
︒

　
こ
の
よ
う
に
読
ん
で
く
る
と
︑
は
じ
め
は
遠
い
昔
の
奇
妙
な
風
習
の
話
の

よ
う
だ
っ
た
の
が
︑
次
第
に
そ
れ
が
現
代
の
死
の
作
法
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ

し
て
く
る
︒
第
六
章
ま
で
来
る
と
︑
こ
れ
は
ま
っ
た
く
ホ
ス
ピ
ス
に
お
け
る

看
取
り
の
問
題
と
一
つ
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
第
七
章
で
そ
の
後
の
歴
史
的
展

開
を
述
べ
る
が
︑
臨
終
行
儀
が
近
代
の
初
め
ま
で
続
い
て
い
た
と
い
う
の
も
︑

納
得
が
い
く
と
こ
ろ
が
あ
る
︒

　
こ
う
し
て
︑
結
論
で
は
︑
序
論
で
出
た
三
つ
の
論
理
を
再
び
取
り
上
げ
る

が
︑
そ
れ
は
よ
り
深
め
ら
れ
た
目
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
第
一
の
個
人
的

な
修
練
と
第
二
の
他
者
に
よ
る
援
助
と
が
︑
第
三
の
臨
終
に
お
い
て
ぎ
り
ぎ

り
の
と
こ
ろ
で
結
び
あ
う
こ
と
に
な
る
（p. 376

）︒
こ
れ
は
今
日
で
言
え
ば

死
に
ゆ
く
者
の
看
取
り
の
知
恵
に
他
な
ら
な
い
︒
本
書
は
こ
の
よ
う
に
千
年

の
昔
と
現
代
を
絡
み
合
わ
せ
な
が
ら
︑
仏
教
史
を
見
る
新
し
い
視
点
を
提
供

す
る
︒
そ
れ
は
ま
さ
し
く
死
に
立
ち
向
か
う
知
恵
の
集
積
だ
っ
た
の
だ
︒

　
す
で
に
許
さ
れ
た
紙
幅
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
︑
最
後
に
本
書
に
よ
っ
て
提

示
さ
れ
た
死
の
理
論
と
実
践
と
し
て
の
仏
教
と
い
う
視
点
を
︑
も
う
一
度
中

世
に
戻
し
て
位
置
づ
け
て
み
た
い
︒
近
年
︑
こ
の
よ
う
な
死
の
側
面
と
と
も

に
︑
中
世
仏
教
に
お
け
る
生
（
性
と
誕
生
）
の
問
題
が
注
目
さ
れ
て
い
る
︒
即

ち
︑
五
蔵
曼
荼
羅
と
呼
ば
れ
る
身
体
観
想
法
か
ら
︑
母
胎
内
で
胎
児
が
成
長

し
︑
誕
生
す
る
過
程
を
観
想
す
る
胎
内
五
位
説
へ
と
発
展
す
る
の
で
あ
る（

4
）

︒

こ
の
よ
う
に
中
世
仏
教
は
︑
生
と
死
の
両
方
に
わ
た
っ
て
き
わ
め
て
深
い
思

索
と
実
践
を
積
み
重
ね
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
両
面
が
切
り
結
ぶ
核
と
し

て
︑
覚
鑁
に
お
い
て
大
き
く
展
開
し
た
五
輪
思
想
︑
あ
る
い
は
五
輪
塔
の
思

想
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
︑
今
の
私
の
仮
説
で
あ
る
︒
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