
「
今
」
と
い
う
瞬
間
を
意
識
し
て
生
き
た

い
と
思
う
。「
今
の
心
」
と
書
く
と
「
念
」

と
い
う
字
に
な
る
と
気
づ
い
た
時
、「
念

ず
れ
ば
花
開
く
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
が

わ
か
る
よ
う
に
思
っ
た
も
の
で
す
。

　　
年
末
年
始
は
、こ
れ
ま
で
一
年
を
振
り
返
り
、

ま
た
、
来
る
一
年
に
想
い
を
馳
せ
る
時
期
。
忙

し
い
年
末
を
経
て
新
年
を
迎
え
た
朝
、
束
の
間

ほ
っ
と
し
つ
つ
も
、新
た
な
年
の
目
標
を
立
て
、

ま
た
、
そ
の
目
標
が
叶
う
よ
う
に
神
仏
に
そ
の

成
就
を
願
う
ひ
と
と
き
を
送
ら
れ
る
こ
と
で

し
ょ
う
。
同
時
に
、
過
去
と
未
来
の
は
ざ
ま
に

あ
る
「
今
」
を
見
つ
め
る
こ
と
の
で
き
る
得
難

い
機
会
で
も
あ
り
ま
す
。

　
私
た
ち
は
つ
い
、
過
去
の
出
来
事
を
思
い
わ

ず
ら
い
、
ま
だ
来
ぬ
未
来
に
不
安
を
感
じ
て
し

ま
う
あ
ま
り
に
、「
今
」
と
い
う
瞬
間
へ
の
意

識
が
薄
れ
て
し
ま
い
ま
す
。「
今
」
と
い
う
瞬

間
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、そ
の
時
、

自
分
が
本
当
に
な
す
べ
き
こ
と
を
見
失
っ
て
し

ま
う
ほ
か
、
生
き
て
い
く
上
で
ど
う
し
て
も
直

面
す
る
厳
し
い
現
実
や
不
条
理
を
前
に
心
が
折

れ
て
し
ま
う
も
の
で
す
。

　
そ
ん
な
時
、
お
釈
迦
様
を
は
じ
め
多
く
の
仏

教
の
先
達
は
、呼
吸
に
戻
る
こ
と
に
よ
り
「
今
、

こ
こ
」
を
意
識
す
る
術
を
伝
え
て
く
だ
さ
い
ま
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し
た
。
そ
れ
が
坐
禅
・
読
経
・
御
詠
歌
・
写
経
・

作
務
と
い
っ
た
、
行
住
坐
臥
（
歩
き
、
止
ま
り
、

座
り
、
臥
す
と
い
っ
た
日
常
の
ふ
る
ま
い
）
に

な
す
べ
き
仏
行
な
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
共
通
点

は
、
身
を
調
え
、
呼
吸
を
調
え
、
一
心
に
一
つ

の
こ
と
に
専
念
す
る
こ
と
。
禅
は
、
何
も
坐
禅

で
な
く
と
も
、
実
践
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　
と
は
い
え
、
生
き
て
い
く
上
で
の
大
き
な
方

向
性
を
定
め
る
必
要
は
あ
り
ま
す
。も
ち
ろ
ん
、

仏
教
徒
と
し
て
は
、六
波
羅
蜜
の
徳
目
（
布
施
・

持
戒
・
忍
辱
・
精
進
・
智
慧
）
を
修
め
、
仏
の

悟
り
を
目
指
し
て
歩
む
こ
と
が
大
切
な
方
向
性

と
手
段
で
す
が
、
各
自
が
日
常
生
活
の
中
で
の

目
標
を
短
期
的
・
長
期
的
に
定
め
る
こ
と
が
重

要
で
す
。
新
年
に
あ
た
っ
て
そ
れ
を
し
っ
か
り

定
め
、「
今
、
こ
こ
」
を
意
識
し
て
心
に
念
じ
、

た
ゆ
む
こ
と
な
く
実
践
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ

と
こ
そ
、
望
ま
し
い
未
来
に
つ
な
が
り
、「
目

標
＝
花
」
を
咲
か
せ
る
最
善
の
道
な
の
で
す
。

　
一
年
の
計
は
元
旦
に
あ
り
。
あ
な
た
は
こ
の

新
年
、ど
ん
な
「
計
＝
計
画
」
を
立
て
ま
す
か
？

　
　 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

合
掌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

　
　
　

名
句
・
名
言
に
学
ぶ

渡
辺 

和
子
（
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
学
園
理
事
長
）

Ｑ
、
お
通
夜
と
お
葬
式
は
別
々
に

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す

か
？

Ａ
、
通
夜
、
夜
を
通
し
て
故
人
に

つ
い
て
語
り
明
か
し
、
故
人
の
こ

と
を
一
人
一
人
の
胸
に
「
記
憶
す

る
」
儀
式
で
す
。
ま
た
、
通
夜
に

お
い
て
、
授
戒
を
し
、
亡
き
方
に

仏
弟
子
に
な
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

葬
儀
は
仏
弟
子
と
な
っ
た
亡
き
方

を
い
よ
い
よ
仏
さ
ま
の
世
界
へ
と

「
お
見
送
り
す
る
」
儀
式
で
す
。
そ

れ
ぞ
れ
の
目
的
の
違
い
に
目
を
向

け
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
通
夜
と
葬

儀
を
別
々
に
行
う
理
由
が
明
ら
か

に
な
り
ま
す
。

Ｑ
、
亡
く
な
っ
た
人
が
私
た
ち
に

何
か
災
い
を
起
こ
す
こ
と
は
あ
り

ま
す
か
？

Ａ
、
あ
り
ま
せ
ん
。
死
者
が
災
い

を
起
こ
す
と
い
う
考
え
は
、
日
本

人
が
古
く
か
ら
信
じ
て
い
る
、
死

者
あ
る
い
は
死
そ
の
も
の
に
対
す

る
怖
れ
が
生
み
出
し
た
考
え
で
す
。

仏
教
に
は
こ
の
よ
う
な
考
え
は
あ

り
ま
せ
ん
。
亡
く
な
ら
れ
た
方
は

仏
さ
ま
と
な
っ
て
、
の
こ
さ
れ
た

家
族
を
守
っ
て
く
だ
さ
る
安
ら
か

な
存
在
と
な
り
ま
す
。

参
考
：「
お
く
る
〜
曹
洞
宗
の
葬
儀
と
供

養
」（
編
著
：
曹
洞
宗
岐
阜
県
青
年
会
）

第
三
十
回

せ
ん
だ
つ

ぎ
ょ
う
じ
ゅ
う
ざ
が

と
と
の

に
ん
に
く

す
べ


