
浄
土
教
に
お
け
る
臨
終

の
問
題

-
法然

・
親

驚

を
中

心

に

し

て
-

鍋

島

直

樹

現
代
人
は
、
死
を
こ
と
さ
ら
に
話
題
に
す
る
こ
と
を
避
け
て
、
生
を

謳
歌
し
て
い
る
。
脚
色
さ
れ
た
死
を
知

っ
て
い
て
も
、
自
己
の
死
や
愛

す
る
者
の
死
に
つ
い
て
は
延
期
し
て
考
え
、
死
を
忘
れ
て
い
る
。
そ
れ

だ
け
に
突
然
に
死
が
ふ
り
か
か
る
と
、
死
に
対
す
る
何
の
準
備
も
な
い

た
め
に
自
己
の
足
場
を
失
い
、
看
取
る
側
も
そ
の
事
実
を
覆
い
隠
し
て

し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
(
ホ
ス
ピ
ス
)
が
叫
ば
れ
て
い

る
今
日
、
人
生
の
最
期
に
お
い
て
宗
教
や
死
の
意
味
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

フ
さ
れ
て
い
る
が
、
浄
土
教
が
長
い
歴
史
の
中
で
、
臨
終
を
ど
の
よ
う

に
捉
え
、
死
を
見
送

っ
て
き
た
か
に
つ
い
て
改
め
て
考
究
し
た
い
と
思

う
。
仏
教
に
お
い
て
は
、
生
と
死
を
分
け
て
考
え
る
西
洋
思
想
と
は
異

な

っ
て
、
「
生
死

一
如

(
j
a
t
i
m
a
r
a
n
a
)
」

(龍
樹
)
と
捉
え

る
。

即
ち
、

生
と
死
は
分
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
表
裏

一
枚

の
も
の
で
あ
り
、
日
常

か
ら
死
を
自
覚
し
て
主
体
的
に
生
き
る
と
こ
ろ
に
、
生
死
輪
廻

の
苦
を

超
え
る
道
が
あ
る
と
説

い
て
い
る
。
法
然
や
親
鷲
の
中
世
の
時
代
も
、

平
安
期
以
来
、
種

々
の
往
生
伝
が
編
纂
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
考

え

て
、
や
は
り
日
常
よ
り
死
が
生
の
問
題
と
し
て
見

つ
め
ら
れ
て
い
た
と

理
解
で
き
よ
う
。

こ
こ
よ
り
私
達
は
死
を
人
生
の
終
わ
り
や
敗
北
と
見

な
さ
ず
に
、
自
ら
の
死
を
生

の
内
に
見
透
し
て
、
平
生
か
ら
死
を
訓
練

す
る
精
神
を
培

っ
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
先
ず
、
法
然
浄
土
教
に
い
た
る
ま
で

の
臨
終
の
問
題
を
振

り
返

つ
て
み
た
い
。
日
本
仏
教
に
お
け
る
死

の
看
取
り
に
多
大
な
影
響

を
与
え
た
の
は
、
善
導
の

『
臨
終
正
念
訣
』
の
臨
終
行
儀
や

『
観
念
法

門
』
に
説
か
れ
て
い
る

「入
道
場
お
よ
び
看
病
人
法
用
」
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
れ
を
承
け
て
、
源
信
は

『
往
生
要
集
』
巻
中
末
に
善
導
の
臨
終

行
儀
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
、
厭
離
稼
土
と
い
う
厳

し
い
現
世
批
判
を
通

じ
て
、
浄
土
を
析
求
す
る
仏
道
を
明
か

し
た
。

ま
た

こ
の

『往

生
要

集
』
の
思
想
に
基
づ
い
て
、
寛
和
二
年

(九
八
六
)
五
月
に
は
、
比
叡
山

横
川
の
首
樗
厳
院
の
住
僧

二
十
五
名
が
、

二
十
五
三
昧
会
と
い
う
仏
教

僧
伽
を
結
成
し
、

こ
れ
が
臨
終
行
儀

の
原
型
と
し

て
後
世
に
引
き
継
が

れ
、
や
が
て
迎
講
と
し
て
民
衆

の
間
に
浸
透
し
て
い
っ
た
。

こ
の
よ
う

浄
土
教
に
お
け
る
臨
終

の
問
題
 
(
鍋

島
)
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浄
土
教
に
お
け
る
臨
終
の
問
題
 (鍋

島
)

な
源
信
浄
土
教
に
お
け
る
死

の
看
取
り
は
、
日
常

の
仏
道
修
行
か
ら
、

臨
終
に
お
け
る
謄
病
、

そ
し
て
葬
送
に
い
た
る
ま
で
相
互
に
援
助
し
合

う
と
い
う
も
の
で
、
友

の
死
を
看
取
り
な
が
ら
、
自
己
の
死
を
見
透
し

て
超
え
て
ゆ
こ
う
と
す
る
運
動
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
こ
れ
が
法
然
浄
土
教
に
移
る
と
少
し
変
容
し
て
く
る
。
法
然
は

臨
終
行
儀

や
往
生
伝

の
流
行
し
た
時
代
に
生
き
て
い
る
が
、
そ
の
臨
終

行
儀
を
重
ん
じ
る
考
え
方
と
、
臨
終
行
儀
に
執
わ
れ
な
い
考
え
方
と
の

二
重
の
方

向
を
も

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
臨
終
行
儀
を
重
視
す
る
側

面
は
、
例
え
ば

「往
生
浄
土
用
心
」
に

「先
徳
た
ち
の
お
し

へ
に
も
、

臨
終
の
時
に
阿
弥
陀
仏
を
西
の
か
べ
に
安
置
し
ま
ゐ
ら
せ
て
、
病
者
を

そ
の
ま

へ
に
西
む
き
に
ふ
し
て
、
善
知
識
に
念
仏
を
す

め
ら
れ
よ
う

と
こ
そ
候

へ
。
そ
れ
こ
そ
あ
ら
ま
ほ
し
き
事
に
て
候

へ
。」
と
述

べ
ら

れ
て
お
り
、
源
信

の
浄
土
教
を
継
承
し
て
い
る
文
言
が
見
ら
れ
る
。
ま

た
法
然
作

と
伝
え
ら
れ
て
い
る

『臨
終
行
儀

(臨
終
講
式
)
』
に
も
、
臨

終

の
心
構

え
が
記
述
さ
れ
、
後

の
浄
土
宗
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
し

か
し

一
方
、

臨
終
行
儀
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
平
生

の
念
仏
を
重
視
す
る
側

面
も
法
然

の
思
想
の
中
に
色
濃
く
表
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば

「念
仏
往

生
要
義
抄
」

に
は
、
「
問
い
て
い
は
く
、
摂
取
の
益
を
か
う
ぶ
る
事
は
、

平
生
か
臨
終

か
い
か
む
。
答
え
て
い
は
く
平
生
の
時
な
り
。
」
と
説

か

れ
、
平
生
に
お
い
て
す
で
に
摂
取
の
利
益
を
蒙
る
こ
と
を
明
か
し
て
い

る
。
ま
た

「
正
如
房

へ
つ
か
わ
す
御
文
」
に
は
、
「
た
だ
の
と
き
に
よ

く
く

申

し
お
き
た
る
念
仏
に
よ
り
て
、
仏

は
来
迎

し
た

ま
ふ
と
き

に
、
正
念
に
は
住
す
と
申
す
べ
き
に
て
候
也
。
」

と
あ
り
、
平
生

に
お

い
て
念
仏
を
申
し
て
お
け
ば
、
臨
終
に
は
必
ず
来
迎
を
え
て
、
正
念
に

住
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に

「浄
土
宗
略
抄
」
に
は
、
「
も

と
よ

り
念
仏
を
信
せ
ん
人
は
、
臨
終
の
沙
汰
を
は
あ
な
か
ち
に
す

へ
き
様
も

な
き
事
な
り
」
と
さ
れ
、
臨
終
の
姿
の
理
非
を
論

じ
た
り
裁
い
た
り
す

べ
き
で
は
な
い
と
語

っ
て
い
る
。

こ
の
死
の
姿
に
よ

っ
て
人
間
の
救
い

の
是
非
を
判
断
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
精
神
は
、
そ
の
門
下
の
親
鷲

の
思
想
に
展
開
す
る
深
い
意
味
を
も

っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
実
際

に
法
然
自
身
が
死
に
臨
ん
だ
時
の
様
子
は
、
「
御
臨
終
の
時
門
弟
等

に

示
さ
れ
け
る
御
詞
」
に
よ
れ
ば
、

五
色
の
糸
を
握

っ
て
往
生
す
る
と
い

う
臨
終
行
儀
は
、
「
つ
ね
の
人
の
儀
式
」
、つ
ま

り
普
通

一
般
の
人

々
の

行
う
儀
式
で
あ
る
と
い
っ
て
、
法
然
自
ら
は
実
行
し
な
か

っ
た
と
記
録

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
要
因
の

三
つ
に
は
、
当
時

の
臨
終
行
儀
が
次
第
に

形
骸
化
し
は
じ
め
て
い
た
背
景
も
考
え
ら
れ
る
。

か
く
し
て
法
然
は
、

従
来
の
臨
終
行
儀
を
容
認
し
つ
つ
も
、

一
方

で
は
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
踏

襲

せ
ず
に
、
臨
終
行
儀
の
形
式
を
自
由
化
さ
せ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
源
信
ま
で
の
浄
土
教
に
お
い
て
は
、
臨
終

正
念

の
の
ち
見
仏
、

即
ち
臨
終
来
迎
を
迎
え
る
こ
と
が
仏
道

の
理
想
と
さ
れ
、
そ
の
正
念
を

保

つ
た
め
に
、
い
ろ
い
ろ
な
修
道
を
積
む
必
要
が
あ

っ
た
の
に
対
し
、

法
然
は
そ
れ
を

一
歩
進
め
て
、
平
生
よ
り
念
仏
を
申
す
こ
と
に
よ

っ
て

必
ず
臨
終
来
迎
を
え
て
、
自
然
に
臨
終
正
念
に
住
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
説
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
法
然
に
お

い
て
は
、
臨
終

の
間
際
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の
み
を
取
り
繕
う
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
日
常

の
念
仏
道
に
身
を
浸
す

こ
と
を
大
切
に
し
て
い
た
と
理
解
で
き
よ
う
。

さ
て
、

こ
の
よ
う
に
法
然
浄
土
教

は

二
重

の
側
面

を
も

っ
て
い
た

が
、
そ
の
二
つ
の
臨
終
観
は
、
後
世
の
浄
土
教
に
二
つ
の
流
れ
を
産
み

だ
す
こ
と
に
な
る
。

一
つ
は
、
弁
長
や
良
忠
に
流
れ
て
ゆ
く
、
臨
終
行

儀
や
死
に
様

を
大
切
に
す
る
精
神
で
あ
り
、

ま
た

一
つ
は
、
親
驚
に
み

ら
れ
、
死

の
姿
で
は
な
し
に
死
を
抱
え
た
生
死
全
体
を
見
き
わ
め
よ
う

と
す
る
精
神

で
あ

っ
た
。
弁
長
や
良
忠
に
お
け

る
臨

終
重
視

の
思
想

は
、
弁
長

の

『臨
終
用
心
砂
』
や
良
忠
の

『看
病
用
心
砂
』
な
ど
に
著

わ
さ
れ
、

そ
の
内
容
は

『観
無
量
寿
経
』
の
下

々
品
、

お
よ
び
善
導

の

『観
念
法
門
』
『臨
終
正
念
訣
』
、
さ
ら
に
は
法
然
作
と
さ
れ
る

『臨
終

行
儀
』
に
基

づ
い
て
臨
終
看
護
の
方
法
が
書
か
れ
、
来
迎
を
う
る
と
こ

ろ
に
救

い
を
求
め
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
親
攣

に
お
け
る
平
生
重

視

の
思
想

は
、
平
生
に
お
い
て
信
心
体
験
を
確
立
す
る
こ
と
を
第

一
と

し
、
死
の
プ
ロ
セ
ス
の
美
醜
に

つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。

こ

れ
を
教
え

る

一
通
の
乗
信
房
に
宛

て
た
手
紙
が
残

っ
て
い
る
。

「な
に
よ
り
も
、
こ
ぞ
こ
と
し
、
老
少
男
女
お
ほ
く
ひ
と
び
と
の
死
に
あ
い

て
候
ら
ん
こ
と
、
あ
は
れ
に
候
へ
。
た
だ
し
生
死
無
常
の
こ
と
は
り
、
く
は

し
く
如
来
の
と
き
を
か
せ
お
は
し
ま
し
て
候
う
へ
は
、
お
ど
ろ
き
お
ぼ
し
め

す
べ
か
ら
ず
候
。
ま
ず
善
信
が
身
に
は
臨
終
の
善
悪
を
ば
ま
ふ
さ
ず
、
信
心

決
定
の
ひ
と
は
、
う
た
が
ひ
な
け
れ
ば
正
定
聚
に
住
す
る
こ
と
に
て
候
な

り
。
さ
れ
ば
こ
そ
愚
痴
無
知
の
人
も
、
お
は
り
め
で
た
く
候
へ
。」
(『末
燈

砂
』
第
六
通

真
聖
全
二
の
六
六
四
-
五
)

こ
の
手
紙
の
前
年
は
飢
饅
や
疫
病
で
多
く
の
同
行

が
悶
絶
し
て
死
ん
で

い
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
親
驚
が
そ
の
死
を

「生
死
無
常
の
こ
と
は

り
」
と
し
て
冷
静
に
受
容
し
、
そ
の
上
で
信
心
決
定
の
人
は
、
臨
終

の

姿

の
善
し
悪
し
を
問
う
必
要
が
な
い
と
い
っ
た
言
葉
は
、
友
を
看
と

っ

た
乗
信
房
た
ち
に
大
き
な
安
ら
ぎ
と
な

っ
た
に
違

い
な
い
。
当
時
の
律

生
観
を
破

っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
死
の
姿
を
許
し
、

苦
し
い
ま
ま
で
も
律

生
は
間
違
い
な
い
と
語

っ
た
と
こ
ろ
に
、
親
鷲

の
人
間
に
対
す
る
深

い

理
解
が
う
か
が
え
る
。
か
く
し
て
親
鶯

は
究
極
的
に
、
死
の
姿

の
善
悪

に
集
約
し
て
人
間

の
真
価
を
判
断
し
な
か

つ
た
の
で
あ
り
、
平
生
に
お

い
て

「生
死
を
こ
え
る
道
」
を
探
し
見
い
だ
す
こ
と
を
こ
そ
主
眼
に
し

て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、

こ
の
臨
終

の
善
悪
を
問
わ
な
い
精
神
を
生
み
出
し
た
思

想
的
な
背
景
を
考
え
て
み
る
と
、
先
ず
第

一
に
は
、
法
然
浄
土
教

に
み

ら
れ
る
よ
う
に
、
臨
終
行
儀
か
ら
脱
皮
し
て
平
生

の
念
仏
を
重
視
し
た

精
神
を
承
け
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
第
二
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
浄
土

教
が

『観
無
量
寿
経
』
の
下

々
品
や

『法
華
経
』

の
読
諦
に
基
づ
い
た

臨
終
来
迎
の
思
想

で
あ

っ
た
の
に
対
し
、
親
鷲

の
浄
土
教
が

『
無
量
寿

経
』
を
中
心
と
し
た
平
生
業
成
の
思
想

へ
と
翻
転
し
た
こ
と
も
考
え
ら

れ
よ
う
。

そ
し
て
第
三
に
は
、
平
安
中
期
以
降
、

隆
盛
を
き
わ
め
た
臨

終
行
儀
自
体
が
次
第

に
形
骸
化
し
て
、
必
ず
し
も
見
事
に
死
ん
で
ゆ
け

な
い
問
題
が
生
じ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
特
に
疫
病
や

浄
土
教
に
お
け
る
臨
終

の
問
題
 
(
鍋

島
)
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飢
饒
な
ど
が
続
く
と
、
貴
族
で
も
な
い
か
ぎ
り
、
臨
終
の
荘
厳
を
施
す

こ
と
は
困
難
だ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
第
四
に
は
、
間
接
的
に
で
は

あ
る
が
、
親
驚
が
先
達
と
し
て
い
る
教
信
娑
弥

の

二
人
野
辺
で
死
ん
で

い

っ
た
姿
勢
に
影
響
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思

わ
れ
る
。
教
信
娑
弥

の
生
涯
に
つ
い
て
は

『
日
本
往

生
極
楽
記
』
や

『
今
昔
物
語
』
等
に
わ
ず
か
に
み
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は

暖
か
く
見
守
ら
れ
て
死
ん
で
ゆ
く
思
想
で
は
な
く
、
独
り
死
し
な
が
ら

動
物
や
自
然
に
自
ら
の
命
を
捧
げ
よ
う
と
し
た
思
想
が
う
か
が
わ
れ
、

こ
の
看
死
か
ら
独
死

へ
の
方
向
性
を
、
親
驚
や

一
遍
も
宿
し
て
い
た
だ

ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
親
攣
が
臨
終
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
を
通
し
て
、

死
に
際
に
執
わ
れ
な
か

っ
た
理
由
を
別
の
角
度
か

ら
見

直

し
て
み
た

い
。
親
攣

に
お
い
て
臨
終
の
語
は
、
お
よ
そ
二
つ
の
ヶ
ー
ス
に
使
わ
れ

て
い
る
。

一
つ
は
、
肉
体
的
な
死
の
こ
ち
ら
側
、

即
ち
人
生
の
只
中
で

体
験
さ
れ
る
臨
終
で
あ
る
。
例
え
ば

『愚
禿
砂
』
に
、
「本

願
を
信

ず

る
は
前
念
命
終
な
り

即
得
往
生
は
後
念
即
生
な
り
」
と
説
か
れ
る
の

は
、
本
願
に
出
遇

い
信
心
決
定
す
る
時
に
、
今
ま
で
の
日
常
的
な
自
己

に
死
し
て

「仏
と
な
る
べ
き
身
」

へ
と
誕
生
す
る
こ
と
を
明
か
し
て
い

る
。
し
た
が

っ
て
ま
た

『末
燈
紗
』
第

一
通
に
は
、

「
真
実
信
心
の
行
人
は
、
摂
取
不
捨
の
ゆ
へ
に
正
定
聚
の
く
ら
ゐ
に
住
す
。

こ
の
ゆ
え
に
臨
終
ま
つ
こ
と
な
し
、
来
迎
た
の
む
こ
と
な
し
、
信
心
さ
だ
ま

る
と
き
往
生
ま
た
さ
だ
ま
る
な
り
。」
(真
聖
全
二
の
六
五
六
)

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
真
実
信
心
を
決
定

し
た
人
間
は
、
最
早
臨

終
来
迎
を
待
ち
望
む
必
要
は
な
く
、
信
心
決
定

の
時
が
臨
終
で
あ
る
と

明
か
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
人
生
に
お
け
る
宗
教
的
な
自
己
の

確
立
を
、
臨
終
と
捉
え
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
親
鷲
は
、
死
に
至
る
ま
で
さ
と
る
と
は
い
わ
な
い
。
肉
体
的

な
死
の
瞬
間
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
解
脱
を

う

る
と
さ
れ

て
い
る
。

『信
巻
』
に

「念
仏
衆
生
は
、
横
超
の
金
剛
心
を
窮
む
る
が
故
に
、
臨

終

二
念

の
夕
べ
、
大
般
浬
墾
を
超
証
す
」
と
あ
る
の
は
、
ま
さ
し
く
そ

の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
れ
が
も
う

一
つ
の
、
肉
体
的
な
死

の
瞬

間
に
お
け
る
臨
終
と
誕
生
で
あ
る
。
そ
し
て

『
一
念
多
念
文
意
』
に
は

「『凡
夫
』
と
い
ふ
は
、
無
明
煩
悩
わ
れ
ら
が
み
に
み
ち
み
ち
て
、
欲
も
お
ほ

く
、
い
か
り
は
ら
だ
ち
、
そ
ね
み
ね
た
む
こ
こ
ろ
お
ほ
く
ひ
ま
な
く
し
て
、

臨
終
の
一
念
に
い
た
る
ま
で
、
と
ど
ま
ら
ず
き
え
ず
た
え
ず
と
、
水
火
二
河

の
た
と
え
に
あ
ら
わ
れ
た
り
。」
(真
聖
全
二
の
六

一
八
)

と
記
さ
れ
、
信
心
決
定
し
て
い
て
も
、
仏
の
法
鏡

の
中
で
、
生
涯
残
り

続
け
る
自
己
中
心
的
な
肉
体
性
や
煩
悩
が
き
び
し
く
自
覚
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
か
く
し
て
親
鶯
が
臨
終

の
様
相
を
問

わ
な
か

っ
た
の
は
、

基
本
的
に
、
信
心
の
決
定
す
る
時
点
で
臨
終

(宗
教
的
な
死
)
を
体
験
し

終

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
臨
終
ま
で
消
え
る
こ

と
の
な
い
人
間
の
生

へ
の
執
着
心
、
虚
妄
の
深

さ
を
自
覚
し
て
い
た
か

ら
、
見
せ
か
け
の
安
楽
な
死
に
様
に
固
執
し
よ

う
と
し
な
か

っ
た
と
理

解
で
き
る
だ
ろ
う
。

(龍
谷
大
学
研
究
生
)
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