
新
た
な
時
代
、
更
新
と
持
続
。

新
た
な
年
を
迎
え
、
改
め

て
今
年
の
目
標
を
確
認
し
、

ス
タ
ー
ト
を
切
ら
れ
た
こ
と

で
し
ょ
う
。
今
年
は
元
号
が

変
わ
る
年
で
も
あ
り
、
い
つ

も
に
も
増
し
て
「
時
代
」
を

意
識
さ
れ
た
方
が
多
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

初
日
の
出
を
迎
え
る
、
仏

壇
や
神
棚
に
手
を
合
わ
せ
る
、

お
墓
参
り
を
し
て
祖
先
と
対

話
を
す
る
、
箸
や
食
器
を
更

新
す
る
、
花
を
飾
る
、
年
賀

状
を
通
じ
て
ご
無
沙
汰
し
て

い
る
人
と
再
会
を
約
す
、
新

し
い
衣
服
を
下
ろ
す
…
…
。

こ
の
よ
う
に
し
て
日
本
人

は
、
千
年
あ
ま
り
も
、
年
ご

と
に
環
境
や
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
を
更
新
・
強
化
す
る
こ
と

を
習
慣
と
し
て
き
ま
し
た
。

時
間
は
、
本
来
途
切
れ
る

こ
と
な
く
連
綿
と
続
い
て
い

て
い
る
も
の
で
す
が
、
人
間

は
、
時
刻
を
考
え
、
暦
を
生

み
出
し
、
年
や
月
、
週
や
日

を
数
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
日
本
人
は
、
と
く
に
そ

れ
を
意
識
し
、
無
常
、
流
転

な
ど
の
考
え
方
を
心
に
置
く

国
民
と
な
り
ま
し
た
。

◎

「
更
新
」
は
全
取
っ
換
え
を

意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、

「
継
続
」
が
基
本
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
人
生
の
目
標

や
信
仰
、
好
ま
し
い
生
活
習

慣
、
家
族
や
人
間
関
係
、
健

康
や
仕
事
、余
暇
活
動
な
ど
。

こ
れ
ら
の
も
の
は
、
年
ご

と
に
持
続
性
を
強
め
て
こ
そ
、

自
分
の
生
き
が
い
が
深
ま
り
、

人
か
ら
信
頼
や
尊
敬
を
受
け

る
要
素
に
も
な
り
ま
す
。

新
年
と
は
、
心
の
中
に
、

ご
来
光
を
輝
か
せ
る
と
き
で

も
あ
る
よ
う
で
す
。

2019 年新春号



増
上
寺
散
策
記

衆
徒

浅
尾

妙
綾

真
宗
高
田
派
、
東
京
神
奈
川
青
年
会
の

勉
強
会
で
、
東
京
芝
に
あ
る
増
上
寺
（
ぞ
う

じ
ょ
う
じ
）に
参
拝
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

増
上
寺
は
、
親
鸞
聖
人
の
師
で
あ
る
法
然

上
人
（
ほ
う
ね
ん
し
ょ
う
に
ん
）
ゆ
か
り
の
、
浄

土
宗
の
大
本
山
で
す
。
徳
川
将
軍
の
菩
提

寺
と
し
て
も
有
名
で
す
。
参
拝
前
に
職
員
の

方
か
ら
増
上
寺
の
歴
史
と
着
眼
点
を
伺
い

ま
し
た
。

〇
増
上
寺
は
室
町
地
代
に
開
山
さ
れ
、
戦

国
時
代
に
か
け
て
東
国
の
浄
土
宗
の
要
と

し
て
発
展
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
徳
川
家
康
が

江
戸
を
治
め
る
際
に
、
浄
土
宗
の
檀
徒
で

あ
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
当
時
の
住

職
、
源
誉
存
応
上
人
（
げ
ん
よ
ぞ
ん
の
う
し
ょ

う
に
ん
）
に
帰
依
を
し
た
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
大

き
く
発
展
し
ま
し
た
。

増
上
寺
に
は
徳
川
将
軍
の
う
ち
六
人
の

将
軍
、
そ
の
正
室
と
側
室
の
墓
所
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
中
で
も
有
名
な
の
は
、
二
代
将
軍

秀
忠
、
十
四
代
将
軍
家
茂
の
正
室
皇
女
和

宮
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
徳
川
家
康
ゆ
か
り
の
黒
本
尊
が
奉

納
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
黒
本
尊
は
家
康

が
陣
中
に
奉
持
し
て
戦
の
勝
利
を
祈
願
し

た
阿
弥
陀
如
来
像
で
あ
り
、
勝
運
、
災
難
除

け
と
し
て
江
戸
庶
民
の
信
仰
を
集
め
て
き
ま

し
た
。

明
治
に
な
っ
て
か
ら
は
、
新
政
府
に
境
内

の
土
地
の
一
部
を
召
し
上
げ
ら
れ
た
り
、
大

火
に
見
舞
わ
れ
た
り
と
受
難
の
時
代
と
な
り

ま
し
た
。
そ
の
後
、
浄
土
宗
の
大
本
山
に
列

せ
ら
れ
ま
し
た
が
、
大
正
時
代
の
関
東
大
震

災
、
第
二
次
世
界
大
戦
時
の
空
襲
で
堂
宇

（
ど
う
う

堂
の
屋
根
の
一
部
）
や
、
徳
川
秀

忠
の
壮
大
な
霊
廟
も
焼
失
し
ま
し
た
。

戦
後
の
国
内
の
復
興
と
と
も
に
、
増
上
寺

も
再
建
さ
れ
、
今
の
姿
に
な
り
ま
し
た
。

今
も
壮
大
な
本
堂
で
す
が
、
隆
盛
と
苦
難

を
経
て
い
る
こ
と
を
知
る
と
、
深
い
感
慨
を
覚

え
ま
す
。
参
拝
の
方
が
多
く
、
に
ぎ
や
か
な

境
内
で
す
が
、
お
堂
か
ら
の
「
南
無
阿
弥
陀

仏
」
の
お
念
仏
を
耳
に
す
る
と
、
幾
た
び
の

苦
難
を
経
験
し
な
が
ら
も
、
信
仰
心
の
あ
る

方
々
に
支
え
ら
れ
て
今
日
ま
で
存
続
し
て
き

た
意
味
を
深
く
感
じ
る
の
で
し
た
。



私
は
僧
侶
で
あ
る
と
と
も
に
管
理
栄
養

士
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
精
進
料

理
と
し
て
お
出
し
す
る
お
料
理
に
つ
い
て

み
な
さ
ん
か
ら
「
こ
の
お
食
事
、
た
ん
ぱ

く
質
も
と
れ
ま
す
ね
」「
こ
の
お
野
菜
で
食

物
繊
維
が
補
給
で
き
そ
う
」
な
ど
と
、
確

認
さ
れ
た
り
、
尋
ね
ら
れ
た
り
し
ま
す
。

〇

食
事
は
、
基
本
的
に
は
栄
養
素
と
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
補
給
す
る
こ
と
が
第
一
目
的
で

す
が
、
こ
こ
ま
で
進
化
し
た
人
間
に
と
っ

て
は
、
そ
れ
以
外
の
い
ろ
い
ろ
な
意
味
が

で
て
き
ま
す
。

修
行
僧
の
よ
う
に
進
行
を
深
め
る
目
的

と
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
し
、
多
く
の
社

会
人
の
よ
う
に
、
交
際
の
場
と
し
た
り
、

気
分
転
換
の
機
会
に
し
た
り
も
し
ま
す
。

し
か
し
、
動
物
で
あ
る
以
上
、
食
事
と

睡
眠
は
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
基
軸
に
な

り
ま
す
。
そ
れ
ら
が
乱
れ
る
と
健
康
の
維

持
の
リ
ズ
ム
も
狂
っ
て
き
ま
す
。

〇

日
本
で
は
「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
を
「
生

活
習
慣
」
の
意
味
で
使
う
人
が
多
い
の
で

す
が
、
英
語
の
「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
は
、

人
生
観
や
価
値
観
な
ど
を
指
し
ま
す
。
日

本
語
の
「
美
し
い
ス
タ
イ
ル
」
の
こ
と
は

「
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
」
と
言
い
ま
す
。

〇

栄
養
士
が
栄
養
素
の
補
給
の
意
味
だ
け

を
説
く
時
代
は
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

と
は
言
え
、、
栄
養
士
と
し
て
人
生
の
意
味

を
説
く
の
は
、
や
や
身
に
余
る
こ
と
。

そ
こ
で
、
食
事
の
栄
養
素
補
給
以
外
の

意
味
、
一
日
三
回
、
定
刻
に
安
ら
ぎ
の
補

給
を
す
る
意
味
、
気
分
転
換
の
意
味
、
人

と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
こ
と

の
意
味
な
ど
を
説
い
て
、
美
し
い
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
を
意
識
す
る
き
っ
か
け
に
し
て

い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

栄
養
士
と
僧
侶
の
仕
事
は
、
両
方
と
も
、

人
生
を
楽
し
く
、
豊
か
に
す
る
た
め
の
後

押
し
に
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

新
年
に
あ
た
り
、
一
年
の
目
標
を
決
め

る
と
と
も
に
、
そ
の
地
盤
と
な
る
ラ
イ
フ

タ
イ
ル
に
つ
い
て
も
お
考
え
に
な
っ
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

健
康
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と
は
…
…
。
常
國
寺
衆
徒

浅
尾
理
昌



春
夏
秋
冬
お
料
理
帳

管
理
栄
養
士

浅
尾
昌
美

ご
ぼ
う

ご
ぼ
う
は
、
細
く
長
く
し
っ
か
り
と
根

を
張
り
、
基
礎
を
か
た
め
る
縁
起
物
で
す
。

白
は
お
正
月
ち
な
ん
だ
色
に
も
な
る
の

で
、
ご
ぼ
う
を
白
く
仕
上
げ
ま
す
。

〇

食
物
繊
維
が
強
い
の
で
す
が
、
や
わ
ら

か
く
煮
て
、
ど
な
た
に
で
も
い
た
だ
け
る

よ
う
に
調
理
し
ま
す
。

〇

欧
米
で
は
見
か
け
な
い
食
材
で
す
が
、

来
日
し
て
寺
庵
の
料
理
教
室
に
来
て
い

た
だ
い
た
外
国
の
方
に
は
、
き
ん
ぴ
ら
ご

ぼ
う
を
初
め
て
食
べ
て
、
ご
ぼ
う
が
お
い

し
い
と
興
味
を
持
た
れ
ま
す
。

今
回
ご
紹
介
す
る
レ
シ
ピ
は
、
ご
ぼ
う

を
白
く
煮
る
料
理
で
す
。
ね
っ
と
り
と
し

た
胡
麻
が
ご
ぼ
う
に
か
ら
ん
で
、
お
い
し

い
煮
物
に
な
り
ま
す
。

ご
ぼ
う
の
白
煮

【
作
り
方
】

1

ご
ぼ
う
は
洗
い
、
長
さ

1
㎝
く
ら
い
の

斜
め
切
り
に
す
る
。

2

胡
麻
は
す
り
鉢
で
よ
く
す
る
。

3

鍋
に
ご
ぼ
う
を
入
れ
、
水
を
ひ
た
ひ
た

に
な
る
く
ら
い
加
え
、
中
火
で
や
わ
ら

か
く
な
る
く
ら
い
ま
で
ゆ
で
る
。
途
中
、

水
が
少
な
く
な
れ
ば
足
す
。

4

ご
ぼ
う
が
や
わ
ら
か
く
な
っ
た
ら
火
か

ら
お
ろ
し
、
ざ
る
に
あ
げ
る
。

5

鍋
に
ご
ぼ
う
を
入
れ
、
煮
汁
と
胡
麻
を

加
え
、
弱
火
で
ト
ロ
リ
と
す
る
く
ら
い

煮
つ
め
る
。
器
に
も
り
、
黒
ご
ま
を
散

ら
す
。

赤
坂
寺
庵
（
て
ら
ん
）
精
進
料
理
教
室
の

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

h
ttp

:/
/
akasaka-

teran
.n
et/

材
料

ご
ぼ
う

１
５
０
ｇ

白
炒
り
ご
ま

大
さ
じ1

強

煮
汁牛

乳

２
０
０
ｃ
ｃ

昆
布
出
汁

１
０
０
ｃ
ｃ

砂
糖

大
さ
じ
１

白
味
噌

３
０
ｇ

黒
ご
ま

適
宜

常
國
寺
だ
よ
り

編
集
者

浅
尾

妙
綾

発
行

真
宗
高
田
派
常
國
寺
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