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新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

早
期
収
束

・
鋳
息
を
祈
願
祈
濤
し
、

皆
様

の
健
康
と
無
事
を
念
じ
、
あ
わ
せ
て

本
年
の
ご
多
幸
を
む
よ
り
祈
り
上
げ
ま
す

特
に
祈
る
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仏
紀

ニ
ユ
入
八
年

邦

暦

今

わ

四

年

五
日

西
暦

二
〇

〓

一
年



(2)

轟
．入
本
書
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一桑
萎
を
．子
・け
．４
．

「瑞
世
」
と
は
か

つ
て

「
一
夜
住
職
の
お

つ
と

め
」
と
も

い
わ
れ
、
両
大
本
山
に
拝
登
し
、
導

師
と
し
て
法
要
を
お

つ
と
め
す
る
儀
式
で
す
。

「
転
衣
」
と

い
い
、
資
格
を
備
え
て
墨
染
め
の

袈
裟
か
ら
色

の
つ
い
た
袈
裟
を
か
け
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う

に
な
る
と
、
大
本
山
永
平
寺
、
大

本
山
組
持
寺

に
拝
登
し
、
導
師
法
要
を

つ
と
め

大
本
山
永
平
寺
　
令
和
二
年
二
月
十
七
日

大
本
曲
線
持
寺
　
令
和
三
年
十

一
月
二
十

一
日

さ
せ
て
頂
く
こ
と
で
あ
り
、
導

師

の
で
き
る
資
格
を
得
た
こ
と

に
も
な
り
ま
す
。

弟
子
秀
憲
は
大
本
山
永
平
寺

に
お
い
て
は
修
行
中
の
令
和
三

年
三
月
十
七
日
に
お

つ
と
め
し

て
お
り
ま
し
た
の
で
、
昨
年
永

平
寺
を
送
行
し
て

（修
行
を
終

え

て
）
、
直
ち

に
大
本
山
組
持

寺
に
拝
登
す

べ
く
申
込
み
令
和

二
年
十
二
月
に
拝
登
の
予
定
で

し
た
が
、

コ
ロ
ナ
禍
と
な
り
、

そ
れ
も
ま
ま
な
ら
ず

一
年
以
上
待

つ
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

よ
う
や
く
感
染
者
減
少
で
受
け
入
れ
て
頂
き

ま
し
た
が
、
随
伴

（共
に
参
列
す
る
こ
と
）
は

許
さ
れ
ず
、　
一
人
で
上
山
し
ま
し
た
。
私
祥
文

の
と
き
は
檀
家
の
皆
様
に
も
ご
同
道
頂
き
有
難

か

っ
た
の
で
す
が
、
焼
香
師
拝
登
に
引
き
続
き
、

随
伴
な
し
と
な

つ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
た
だ
、

よ
う
や
く
瑞
世
が
了
じ
ら
れ
、
今
後

「副
住
職
」

資
格
の
申
請
に
入
ら
せ
て
頂
く
予
定
で
す
。

令和 3年 11月 21日 於 大本山線持寺

当日瑞世拝登の4名の方々と共に
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風
が
強
く
冷
た
く
な
り
、
冬

の
気
配
が
強
く

な
り
年
末
と
な
り
ま
し
た
。
皆
さ
ま
は
い
か
が

お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。

前
回
は
、
永
平
寺

の
山
門
に
立

っ
た
日
の
こ

と
を
掲
載
し
ま
し
た
。
今
回
は
、
新
入
の
修
行

た
ん
　
が
　
り

ょ
う

僧
が
過
ご
す

「旦
過
寮
」
で
の
生
活
を
お
伝
え

し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

山
門
に
て
永
平
寺
に
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
た

我
々
は
、
あ
る
建
物

の
中
に
通
さ
れ
ま
し
た
。

後
で
知

っ
た
こ
と
で
す
が
、
そ
こ
は
修
行
僧

の

生
活
の
場
で
あ
る
衆
寮
と
い
う
建
物
の

一
室
で

し
た
。

こ
れ
か
ら
修
行
僧
と
し
て
の
生
活
が
始
ま
る
、

か
と
思
い
き
や
。
今
度
は
旦
過
寮

（し
ば
ら
く

過
す
寮
と
い
う
意
味
）
と
い
う
場
所
で
修
行
僧

と
し
て
の
生
活
に
慣
れ
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま

す
。
地
蔵
院

で
は
着
物

の
着
方
、
お
拝

の
仕
方

な
ど
ご
く
ご
く
初
歩

の
作
法
を
学
び
ま
し
た
。

今
度
は
坐
禅

の
作
法
や
法
要
の
初
歩
的
な
作
法

な
ど
、
日
常
で
必
須
の
作
法
を
実
際
に
生
活
し

な
が
ら
覚
え
る
の
で
す
。
今
思
え
ば
、
旦
過
寮

は
永
平
寺
の
仲
間
に
な
る
た
め
の
心
の
洗
濯
場

で
も
あ
り
ま
す
。

我
々
を
指
導
す
る
の
は
、
山
門
で
我
々
に
覚

悟
を
問
う
て
き
た
修
行
僧
。
彼
は

「客
行
」
と

い
う
役
職
で
、
新
入
の
修
行
僧
を
指
導
す
る
立

場
に
あ
り
ま
す
。
客
行
の
意
味
は

「お
客
さ
ん

を
お
世
話
す
る
人
」
す
な
わ
ち
我
々
は
ま
だ
永

平
寺

の

一
員
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
お
客
さ
ん

な
の
で
す
。

修
行
僧
の
仲
間
入
り
を
果
た
す
た
め
の
特
訓

が
始
ま
り
ま
し
た
。
起
床
は
午
前
三
時
半
。
今

ま
で
し
た
こ
と
も
な

い
早
起
き
を
し
て
す
ぐ
、

僧
堂
に
向
か
い
　
．ミ

坐

禅

を

し

ま

一
一

す
。
坐
禅
が
終

　

・一

わ

っ
た
か
と
思
　
一
一

え
ば
、
今
度
は
　
一
一

法
堂
（大
本
堂
）

一
ｓ

で
朝

の
お
勤
め
。
僧
堂
に
戻

っ
た
ら
、
坐
禅
を

し
な
が
ら
朝
ご
は
ん
を
頂
き
ま
す
。
ご
飯
を
済

ま
せ
て
旦
過
寮
に
戻
り
、
着
替
え
て
回
廊
清
掃

に
向
か
い
ま
す
。
お
昼
、
晩
の
お
勤
め
が
始
ま

る
ま
で
は
、
普
段
お
唱
え
す
る
お
経
を
暗
記
す

る
時
間
。
そ
の
生
活
は
常
に
客
行
さ
ん
の
指
導

の
も
と
、
心
休
ま
る
暇
は

一
瞬
た
り
と
も
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

当
時
は
今
ま
で
の
生
活
と
の
ギ

ャ
ッ
プ
に
疲

弊
し
、
早
く
正
式
な
修
行
僧
と
し
て
認
め
ら
れ

な
い
か
な
、
そ
う
す
れ
ば
少
し
は
楽
に
な
れ
る

か
な
と
逃
げ
腰
な
思
考

で
い
っ
ぱ

い
で
し
た
。

し
か
し
今
に
し
て
思
え
ば
、
坐
禅
と
法
要
に
専

念
し
て
い
れ
ば
よ
い
、
と
て
も
恵
ま
れ
た
時
間

だ

っ
た
の
で
す
。
甘

っ
た
れ
た
私
は
こ
の
先
何

度
も

「今
ま
で
の
方
が
よ
か

っ
た
」
と
泣
き
を

み
る
こ
と
に
な
る
の
で
し
た
。
次
回
に
続
き
ま

す
。
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第
六
波
の
大
波
は
来
る
の
か
？

令
和
三
年
七
月
～
八
月
の
第
五
波
は
、
本
当
に
強

烈
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
令
和
二
年
の
十

二
月
あ
た
り
か
ら
自
ら
の
身
近
や
知
り
合
い
の
方
々

か
ら
コ
ロ
ナ
に
よ
り
亡
く
な
っ
た
高
齢
者
の
方
々
の

お
話
し
や
罹
患
し
た
後
の
様
子
、
回
復
し
た
け
れ
ど

後
遺
症
が
残
り
大
変
な
こ
と
な
ど
が
伝
わ
っ
て
き
ま

し
た
。

市
内
の
各
地
の
寺
院
か
ら
も
亡
く
な
ら
れ
た
方
々

や
遺
族
の
方
々
の
葬
儀
や
そ
の
前
後
の
各
自
の
苦
悩

等
も
伝
わ
り

（個
人
情
報
で
は
な
く
感
染
防
止
の
観

点
か
ら
気
を

つ
け
る
べ
き
こ
と
等
が
伝
え
ら
れ
た

が
）
、
地
域
全
体
の
こ
と
と
な
り
、
高
齢
者

（六
十
歳

以
上
、
八
十
代
～
九
十
代
の
方
々
）
の
リ
ス
ク
が
い

か
に
高
い
か
を
思
い
知
っ
た
の
で
し
た
。
寺
院
も
例

外
で
は
な
く
、
全
国
的
に
は
感
染
が
お
よ
ん
だ
例
が

そ
れ
な
り
に
あ
り
、
防
護
体
制
を
と
ら
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
長
秀
院

・
仲
興
寺
と
し
て

は
勿
論
で
す
が
、
渡
辺
家
と
し
て
九
十
四
歳
の
母
親

が
お
り
、
外
の
世
界
と
最
も
接
触
し
て
い
る
住
職
が

一
番
危
険
な
存
在
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
の
で

し
た
。
私
自
身
の
身
の
振
り
方
が
大
き
く
全
て
に
影

響
す
る
こ
と
な
の
で
、
厳
し
く
律
し
て
い
た
の
も
事

魃
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実
で
す
。
家
族
に
高
齢
者
が
い
る
か
い
な
い
か
も
大

き
な
意
識
の
違
い
と
な
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま

た
こ
ど
も
さ
ん
を
か
か
え
る
ご
家
族
も
同
様
で
し
た
。

同
調
圧
力
と
な
っ
て
人
に
厳
し
す
ぎ
た
り
差
別
的

に
な
っ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
油
断
な

く
皆
で
頑
張
り
ま
し
ょ
う
と
す
る
の
も
私
の
役
目
と

思
っ
て
い
ま
す
。

今
後
は
、
年
末
年
始
に
か
け
て
第
六
波
は
来
る
の

か
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
十
月
～
十

一
月
～
十
二
月
初
旬
と
感
染
者
は
劇
的
に
減
っ
て
い

ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
動
き
出
し
、
私
も
宗
務

庁

へ
行
く
た
め
に
東
京
出
張
も
し
て
い
ま
す
。
た
と

え
感
染
減
少
の
理
由
不
明
で
も
こ
の
状
況
は
有
難
い

限
り
で
す
。
第
六
波
の
大
波
は
果
し
て
来
る
の
で
し
ょ

う
か
。
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
も
来
る
の
で
し
ょ
う
か
？

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
感
染
拡
大
中
、
隣
国
韓
国
は
十
二
月

初
旬
現
在
、
た
い
へ
ん
な
感
染
拡
大
の
状
況
に
な
っ

て
い
ま
す
。

結
局
、
予
想
不
能
、

万
全
の
心
掛
け
を

知

っ
て
い
る
だ
け
の
医
師
、
看
護
師
、
薬
剤
師
等

の
方
々
に
聞
き
あ
た
り
、
予
想
を
聞
い
て
い
る
の
で

す
が
、

「わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
今
な
ぜ
こ
ん
な
に
日

本
の
感
染
が
お
さ
ま

っ
た
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
の

で
す
。
で
も
強
烈
な
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
三
年
間
ぐ
ら

い
は
あ
た
り
ま
え
で
す
か
ら
ね
。
こ
れ
か
ら
冬
の
期

間
は
ヤ
バ
イ
の
で
す
。
方
丈
さ
ん
も
皆
に
い
っ
て
く

だ
さ
い
。
安
心
し
て
油
断
す
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」

結
局
予
想
は
つ
か
な
い
け
れ
ど
安
心
す
る
に
は
ま

だ
早
い
と
い
う
こ
と
だ
そ
う
で
す
。
ほ
ぼ
皆
さ
ん
同

じ
こ
と
を
い
っ
て
い
ま
す
。

「経
済
も
、
社
会
も
ま
わ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

す
よ
ね
。
で
も
ウ
イ
ル
ス
の
変
化
は
そ
ん
な
こ
と
関

係
な
い
で
す
か
ら
ね
。
人
間
の
希
望
的
観
測
は
通
用

し
な
い
で
す
」

そ
う
だ
ろ
う
な
ぁ
と
、

つ
く
づ
く
思
い
ま
す
。

無
理
を
せ
ず
に

柔
軟
に
生
活
す
る

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
か
ら
三
年
を
迎
え
ま
す
。
「
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
よ
、
い
い
加
減
に
し
て
ほ
し
い
」
と
言
い

た
い
の
で
す
が
、
も
と
も
と
話
が
通
じ
る
も
の
で
は

な
く
大
自
然
の
中
の
生
命
の
様
相
で
す
か
ら
人
間
が

対
応
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
感
染
し
な
い
方
法
も

学
ん
で
き
て
い
ま
す
。
無
理
せ
ず

「柔
軟
心
」
、　
一
般

語
化
し
た
柔
軟
な
対
応
で
過
ご
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（住
職
拝
記
）
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線
持
寺

一十
五
世

えヽ

が
一
わ

し

ん

ざ

ん

大
本
山
線
持
寺
貫

首

（住
職
）
で
あ
ら

れ
た
独
住
第
二
十
五

世
江
川
辰
三
禅
師
様

が
去
る
令
和
三
年
九

月
十
九
日
ご
遷
化

（逝
去
）
さ
れ
ま
し
た
。

故
板
橋
禅
師
様
の
後
に
貫
首
の
位
に
就
か

れ
線
持
寺
在
住
十
年
、
曹
洞
宗
の
僧
俗
を
教

化
さ
れ
ま
し
た
。

令
和
三
年
十
月
の
退
童
法
要

（引
退
引
継

の
法
要
）
が
予
定
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、

そ
の
前
の
ご
遷
化
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

大
本
山
組
持
寺
は
、
明
治
前
ま
で
は
輪
住
制

と
い
う
多
く
の
有
徳
の
方
々
が
定
期
交
替
で

住
職
を

つ
と
め
て
い
く
方
法
が
と
ら
れ
、
明

治
後
独
住
制
と
い
う
お

一
人
の
住
職
が
長
く

つ
と
め
る
形
と
な

っ
た
た
め

「
二
十
五
世
」

と
い
う
代
数
に
な
っ
て
い
ま
す
。

江
川
禅
師
様
は
ご
年
齢
の
た
め
お
体
が
た

大

本

山

江
．川
辰
三
禅
師
様
ご
遷
化

独
住
第
一

せ

ん

　

げ

い
へ
ん
に
な
ら
れ
て
お
ら
れ

（昭
和
三
年
生
）

令
和
三
年
十
月
に
引
退
さ
れ
る
こ
と
を
表
明

し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

満
九
十
三
歳

で
あ
ら
れ
ま
し
た
が
、
本
山

行
持
を
只
管

に
つ
と
め
ら
れ
雲
水
を
指
導
し

て
く
だ
さ

つ
た
お
姿
に
た
だ
合
掌
あ
る
の
み

で
す
。

両
大
本
山
の
貫
首
禅
師
様
は
、
二
年
交
代
で

宗
派

の
代
表

「
管
長
」
職
を
お

つ
と
め
に
な

り
ま
す
。
私
事

で
す
が
、
私
自
身
特
派
布
教

師
と
し
て
、
「
管
長
名
代
」
と
し
て
、
管
長
様

の
お
こ
と
ば

「
管
長
告
諭
」
を
た
ず
さ
え

て

全
国
を
巡
ら
せ
て
頂
く
立
場
で
あ
り
、
十
四

年
目
と
な
り
ま
し
た
。
（
こ
の
二
年
間
は

コ
ロ

ナ
禍

の
た
め
に
巡
回
し
て
い
ま
せ
ん
）
そ
の

間
江
川
禅
師
様
管
長

の
告
論
を
読
み
上
げ
さ

せ
て
頂

い
て
き
ま
し
た
。
そ
う

い
う
意
味
で

も
尊
く
有
難

い
ご
縁
で
あ

っ
た
と
改
め
て
合

掌
礼
拝
す
る
と
こ
ろ
で
す
。
（住
職
合
掌
拝
記
）

令
和
三
年
十

一
月
よ
り
再
開
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。　
一
年
振
り

で
皆
様
が

つ

ど

い
、
と

て
も
嬉
し

い
気
持
ち

に
な
り
ま

し
た
。術

ｒ
．辟
倅
止
鐘
警
栃
ざ

オ
ミ
ク
ロ
ン
株
の
出
現
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
の
動
向
、
三
回
目
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
、
今

後
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
、
ま
だ
予
想
が
つ

き
ま
せ
ん
。
寺
院
行
事
も
無
理
の
な
い
よ
う

に
ク
ラ
ス
タ
ー
発
生
と
な
ら
な
い
よ
う
に
、

冬
期
間
行
事
中
止
を
継
続
い
た
し
ま
す
。

各
寺
院

・
教
区

。
福
島
県
と
、
や
は
り
多

人
数
で
の
忘
年
会

。
新
年
会
は
時
期
尚
早

と
い
う
こ
と
で
行
な
わ
な
い
こ
と
に
な

っ

て
い
ま
す
。
今
後
も
充
分
気
を
つ
け
て
運

営
い
た
し
ま
す
。

（
子≒轟

上



公
Ｕ

堪‐:ド

除夜の鐘

午後 11時 30分打出し

マ
ス
ク
着
用
に
て
、
係
の
誘
導
に
従

っ
て
下
さ
い
。

誘
導
に
従

っ
て
撞
い
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
宜
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

:メ唇

行

事

案

内

★
長

秀

院

十
二
月
二
十

一
日
　
午
後
十

一
時
三
十
分

除
夜
の
鐘
打
出
し

元
日
一　
午
前
零
時
三
十
分

元
朝
祈
祷

★
仲

皿
（
寺

元
旦
　
午
前
十
時

元
朝
祈
祷

以
降

一
月
中
、
年
始
回
礼

年
頭
回
礼
だ
け
で
は
間
に
合
わ
な

く
な

っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

つ
き
ま

し
て
は
、
年
末
に
ご
挨
拶
申
し
上
げ

る
お
宅
も

で
て
ま
い
り
ま
す

の
で
、

何
卒
宜
し
く
お
願

い
申
し
上
げ

ま

す
。

お

ね

が

い

年
始
回
礼
中
は
不
在
と
な
り

ま
す
。
ご
相
談
等
の
場
合
は
ご
来

山
前
に
確
認
を
お
願

い
い
た
し

ま
す
。

一
周

忌

三

回

忌

七

回

忌

十
三
回
忌

十
七
回
忌

甘
三
回
忌

廿
七
回
忌

舟
三
回
忌

舟
七
回
忌

五
十
回
忌

百

回

忌

百
五
十
回
忌

二
百
回
忌

二
百
五
十
回
忌

三
百
回
忌

三
百
五
十
回
忌

四
百
回
忌

今

和

三

年

か

和

二

年

平
成
二
十
八
年

平
成
二
十
二
年

平
成
十
八
年

平
成
十
二
年

平

成

八

年

平

成

二

年

昭
わ
六
十
一
年

昭
和
四
十
八
年

大
二
十
二
年

明

治

六

年

丈

攻

六

年

安

永

二

年

享

保

八

年

延

宝

元

年

寛
丈
十
二
年

元

和

九

年

（
二

〇

二

一
）

（
二

〇

二

〇

）

（
一
一
〈∪
　
一　
一
ハ
）

（
二

〇

一
〇
）

（
二

〇

〇
六

）

（
二

〇

〇

〇
）

（
一
九
九
六
）

（
一
九
九
〇
）

（
一
九
八
六
）

（
一
九
七
二
）

貧

九
二
一こ

（
一
人

セ

ニ

）

（
一
人

二
三

）

（
一
セ

セ

三

）

（
一
セ

ニ
ニ

）

（
一　ユハ
Ｌ一
〓
一）

（
一
二ハ
一
一〓
一）

¬

年

回

正

当

年
回
正
当
の
ほ
と
け
様
方
の
ご

命
日
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
ご
連
絡
と
貼
り
出
し
を
ご

覧
頂
き
ま
す
よ
う
、
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

目
回
目


