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コ
ロ
ナ
禍
中
で
緊
急
事
態
宣
言

が
延
長
し
て
、
ウ
イ
ル
ス
ま
ん
延

防
止
の
為
、
又
も
や
、
自
宅
待
機
、

三
密
を
避
け
、
お
盆
の
帰
省
、
大

人
数
の
会
食
を
止
め
て
自
粛
、
他

府
県
へ
の
移
動
も
制
限
を
せ
ら
れ

た
。
従
っ
て
山
内
の
行
持
も
制
約

せ
ら
れ
縮
小
せ
ざ
る
を
得
な
い
状

態
で
あ
る
。

　

中
国
、
唐
の
時
代
に
、
禅
宗
に

五
家
（
潙
仰
宗
・
臨
済
宗
・
曹
洞
宗
・

雲
門
宗
・
法
眼
宗
）
が
成
立
し
盛

え
た
時
代
で
あ
る
。

　

中
国
曹
洞
宗
の
開
祖
と
さ
れ

る
、洞
山
大
師
、良
价
和
尚（
八
〇
七

～
八
六
九
）
の
孫
に
当
る
護
国
守

澄
和
尚
（
生
没
年
不
詳
）、
浄
果
大

師
と
諡
号
さ
れ
る
。

　
「
護
国
三
懡
」
と
い
う
話
が
残
さ

れ
て
い
る
。
僧
の
問
に
、
三
度
懡ま

　
ら
　

（
恥
辱
の
意
）
と
答
え
た
こ
と
に

基
づ
く
話
で
あ
る
。

　

第
一
問

　
「
僧
、
護
国
に
問
う
、
鶴
、
枯

松
に
立
つ
時
如
何
。」

　

立
派
な
鶴
が
飛
ん
で
き
て
、
枯

れ
た
松
の
木
に
立
っ
て
い
る
の
は

如
何
で
し
ょ
う
か
。
修
行
僧
は
僧

堂
に
安
居
し
て
、
毎
日
の
行
持
に

明
け
暮
れ
て
い
る
、
毎
日
坐
禅
し

て
、
悟
り
を
求
め
て
、
遂
に
悟
り

を
開
い
て
百
尺
竿
頭
に
迄
き
ま
し

た
が
如
何
で
し
ょ
う
か
と
問
い
か

け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
国
云
く
、
地
下
底
一
場
の
懡ま

　
ら
　

。」

　

護
国
禅
師
は
、
答
え
て
、
下
か

ら
見
上
げ
る
と
、
百
尺
竿
頭
に
住

著
す
る
と
已
到
住
著
の
病
に
か

か
っ
て
い
る
。
却
来
の
法
が
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
も
一
つ
の
恥

さ
ら
し
だ
と
答
え
た
。

　

第
二
問

　
「
僧
云
く
、
滴
水
滴
涷
の
時
如

何
。」

　

法
身
法
性
で
、
一
滴
一
滴
落
ち

て
は
涷
っ
て
い
く
。
一
滴
一
滴
の

水
が
涷
っ
て
内
外
玲
瓏
で
立
派
な

こ
と
で
あ
り
ま
す
が
如
何
で
し
ょ

う
か
。

　
「
国
云
く
、
日
出
で
て
後
一
場
の

懡ま

　
ら
　

。」

　

そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
太
陽
が

出
て
く
る
こ
と
そ
の
光
に
よ
っ
て

溶
け
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
、
法

身
法
性
と
い
う
も
、
法
身
法
性
は

修
行
し
な
い
そ
の
ま
ま
が
悟
り
だ

と
思
う
と
駄
目
で
あ
る
。
こ
れ
も

一
場
の
恥
さ
ら
し
だ
。

　

第
三
問

　
「
僧
云
く
、
会
昌
沙
汰
の
時
、

護
法
善
神
甚
麽
の
処
に
向
か
っ
て

去
る
や
。」

　

会
昌
と
い
う
の
は
、
中
国
の
年

号
の
こ
と
で
会
昌
の
時
代
に
は
、

三
武
一
宗
の
法
難
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
時
護
法
の
善
神
は
何
処
に
居

ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
と
い
う

問
い
で
あ
る
。

　

中
国
で
は
、
仏
教
が
入
っ
て
き

て
、
歴
史
も
長
く
、
国
土
も
広
大

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
間
に
、
仏
教

が
発
展
、
制
御
不
能
と
、
道
教
、

儒
教
の
軋
轢
等
に
よ
り
、「
三
武
一

宗
法
難
」北
魏
の
太
武
帝（
四
四
六
）

北
周
の
武
帝
（
五
七
四
）
唐
の
武
宗

（
八
四
三
）
後
周
の
世
宗
（
九
五
五
）

の
法
難
を
い
う
。
三
武
一
宗
の
法

難
、
廃
仏
が
行
わ
れ
た
。
会
昌
は

唐
の
時
代
の
廃
仏
を
言
う
。
そ
の

時
、
護
法
善
神
は
何
処
に
居
ら
れ

た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
「
国
云
く
、
三
門
の
両
箇
、
一
場

の
懡ま

　
ら
　

。」

　

護
国
和
尚
は
答
え
て
、
三
門
に

立
っ
て
居
た
二
人
の
仁
王
が
恥
さ

ら
し
だ
。

　

こ
れ
は
惜
事
門
と
い
う
こ
と
で
一

つ
の
事
柄
を
惜
り
て
、
仏
性
の
真
実

を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
人
々

の
心
の
中
に
仏
性
を
護
持
す
る
道

心
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
言
う
。

　

如
上
の
本
則
に
対
し
て
、
宏
智

禅
師
は
頌
古
し
て
、

　
「
壮
士
稜
々
鬢
未
秋

　

男
児
不
憤
不
封
候

　

翻
思
清
白
伝
家
客

　

洗
耳
渓
頭
不
飲
牛
」

　

護
国
和
尚
の
と
こ
ろ
へ
勢
い
よ

く
問
答
を
か
け
て
き
た
若
者
は
若

い
。
又
若
い
頃
に
奮
発
、
努
力
し

て
く
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　

我
宗
は
清
白
伝
家
の
家
風
で
あ

る
。
古
人
の
家
風
を
守
っ
て
「
鶴

古
松
に
立
つ
」
空
見
識
も
立
て
る

こ
と
で
な
く
道
心
を
持
っ
て
正
念

相
続
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。

　

修
証
義
に

　
「
我
等
が
行
持
に
依
り
て
諸
佛

の
行
持
見
成
し
、
諸
佛
の
大
道
通

達
す
る
な
り
」

　

コ
ロ
ナ
対
策
と
し
て
、
緊
急
事
態

宣
言
発
令
中
で
あ
り
ウ
イ
ル
ス
拡

大
防
止
の
為
、
自
粛
等
要
請
さ
れ

て
い
る
。
今
日
、出
家
以
来
護
法
神
、

守
道
上
に
守
ら
れ
て
い
る
。
行
持
を

勤
め
た
い
と
祈
願
し
て
い
る
。
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テ
レ
ホ
ン
法
話 

（
〇
八
九
七
）
四
一
‐
〇
〇
三
三

　

禅
の
た
よ

り

 
 

自
分
を
磨
い
て 
 

　
　
　
　

人
に
感
動
を

　

私
は
つ
い
先
日
知
っ
た
ば
か
り
の

で
す
が
、
佐
賀
県
の
海
苔
の
漁
師
さ

ん
で
大
変
に
努
力
し
て
ピ
ア
ノ
を
弾

け
る
よ
う
に
な
っ
た
方
が
お
ら
れ
る

そ
う
で
す
が
、
皆
さ
ん
は
ご
存
じ
で

し
ょ
う
か
？

　

そ
の
方
の
お
名
前
は
、
徳
永
義
昭

さ
ん
。
佐
賀
県
佐
賀
市
の
海
苔
漁
師

さ
ん
で
、
か
つ
て
は
パ
チ
ン
コ
が
大

好
き
な
方
だ
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。

し
か
し
、
そ
の
大
好
き
な
パ
チ
ン
コ

で
大
金
を
使
っ
て
し
ま
い
、
と
て
も

落
ち
込
ん
で
い
た
時
に
、
テ
レ
ビ
で

フ
ジ
コ
ヘ
ミ
ン
グ
と
い
う
方
が
弾

く
、
ラ
・
カ
ン
パ
ネ
ラ
と
い
う
ピ
ア

ノ
曲
に
出
会
い
ま
し
た
。

　

徳
永
さ
ん
は
、
そ
の
演
奏
に
た
い

そ
う
感
動
し
て
「
自
分
で
も
弾
い
て

み
た
い
」
と
一
念
発
起
。
そ
れ
ま
で

触
っ
た
こ
と
も
無
い
ピ
ア
ノ
に

五
十
二
才
か
ら
挑
戦
し
て
、
毎
日
何

時
間
も
練
習
し
た
結
果
、
な
ん
と
次

の
年
に
は
弾
け
る
よ
う
に
な
り
、
今

で
は
演
奏
会
に
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
腕

前
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
徳
永
さ
ん
の
挑
戦
が
多
く
の

方
に
希
望
と
力
を
与
え
て
い
る
そ
う

張
れ
る
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。『
自

未
得
度
先
度
他
』
の
「
自
分
」
と
「
他

の
人
」
が
感
動
と
い
う
力
で
互
い
に
支

え
合
い
、
一
つ
に
な
っ
て
い
る
の
だ

と
思
い
ま
す
。
自
分
を
磨
き
続
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
多
く
の
方
と
の
心

の
通
い
合
い
に
至
る
と
い
う
の
は
、

本
当
に
す
ば
ら
し
い
こ
と
で
す
ね
。

　

も
ち
ろ
ん
徳
永
さ
ん
は
ピ
ア
ノ
で

な
く
て
も
、
元
々
作
っ
て
お
ら
れ
た
海

苔
で
も
、
多
く
の
方
に
幸
福
を
届
け
て

お
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し

か
し
、
夢
中
に
な
っ
て
打
ち
込
ん
だ
ピ

ア
ノ
に
よ
っ
て
、
多
く
の
方
と
の
心
の

通
い
合
い
が
顕
れ
た
の
で
す
。
感
動
か

ら
自
分
を
磨
き
、
多
く
の
方
に
感
動
を

運
び
、
そ
の
感
動
が
ま
た
自
分
に
返
っ

て
く
る
。
本
当
に
す
ば
ら
し
い
感
動
の

連
鎖
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

コ
ロ
ナ
禍
で
、
何
か
と
気
持
ち
が

ふ
さ
ぎ
が
ち
に
な
る
毎
日
で
す
が
、

私
た
ち
も
自
分
を
磨
き
続
け
る
こ
と

で
、
徳
永
さ
ん
の
よ
う
に
周
り
の

方
々
を
明
る
く
し
て
い
き
た
い
も
の

で
す
ね
。
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広
い
視
野
を
も
つ

　

皆
さ
ん
、
禅
寺
で
坐
禅
を
さ
れ
た

こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？
体
験
し
た
こ

と
の
あ
る
方
は
、
坐
禅
を
ど
う
感
じ

ら
れ
た
で
し
ょ
う
か
？

で
、
私
も
、
す
ご
い
な
あ
、
人
間
、
夢

中
に
な
れ
ば
す
ご
い
こ
と
が
で
き
る

も
の
だ
な
あ
、
と
感
じ
入
り
ま
し
た
。

　

徳
永
さ
ん
は
「
演
奏
会
で
は
失
敗
や

ミ
ス
が
多
い
。
そ
れ
で
も
、
皆
さ
ん

に
喜
ん
で
も
ら
え
る
と
嬉
し
い
し
励

み
に
な
る
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

私
は
こ
の
、
徳
永
さ
ん
の
姿
を
み
た

と
き
『
自
未
得
度
先
度
他
』
と
い
う
、

仏
教
の
教
え
を
思
い
起
し
ま
し
た
。

　
『
自
未
得
度
先
度
他
』
…
自
分
が

救
わ
れ
て
い
な
く
て
も
他
の
人
を
先

に
苦
し
み
か
ら
救
お
う
、
と
い
う
仏

教
の
実
践
項
目
の
一
つ
で
す
。

　

ご
自
身
の
挫
折
が
出
発
点
で
は
あ

り
ま
し
た
が
、
徳
永
さ
ん
は
ラ
・
カ

ン
パ
ネ
ラ
と
い
う
曲
に
出
会
っ
て
行

い
を
改
め
、
夢
中
に
な
っ
て
練
習
に

打
ち
込
み
ま
し
た
。
そ
し
て
、
乞
わ

れ
て
出
向
く
演
奏
会
で
は
、
た
と
え

完
全
で
な
く
と
も
来
場
し
た
方
々
に

喜
ん
で
も
ら
お
う
と
真
摯
に
ピ
ア
ノ

に
向
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
姿
は
自

然
の
う
ち
に
『
自
未
得
度
先
度
他
』

の
教
え
と
同
じ
姿
と
な
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

　

徳
永
さ
ん
は
「
演
奏
会
で
上
手
く
弾

け
ず
に
落
ち
込
ん
だ
時
、
必
ず
応
援

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
来
た
、
だ
か
ら
頑

　

新
築
の
家
は
気
持
ち
が
い
い
。
杉
や
檜

の
香
り
一
杯
な
ら
申
し
分
な
い
。
家
に
限

ら
ず
、
車
に
し
ろ
、
電
化
製
品
に
し
ろ
、

更
に
い
ろ
い
ろ
な
道
具
類
も
総
じ
て
新
し

い
物
は
い
い
。
そ
し
て
、
大
抵
は
、
物
に

も
依
る
が
、
十
年
間
く
ら
い
は
悪
く
な
ら

な
い
し
、
故
障
も
余
り
し
な
い
。

　

食
べ
物
な
ど
も
、
中
に
は
年
代
物
が
珍

重
さ
れ
る
物
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
多
く
は

新
し
い
物
、
い
わ
ゆ
る
新
鮮
な
物
が
喜
ば

れ
る
。
最
近
は
、
賞
味
期
限
云
々
が
よ
く

問
題
に
さ
れ
、
大
量
廃
棄
に
人
の
目
が
う

る
さ
く
は
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
、
新

し
い
物
を
好
む
か
ら
だ
ろ
う
。

　

人
間
も
古
く
な
る
と
い
ろ
い
ろ
な
故
障

が
出
て
く
る
。
た
だ
、
徒
然
草
に
言
う
と

お
り
、
人
ほ
ど
長
持
ち
す
る
物
は
あ
ん
ま

り
な
い
。
徒
然
草
の
頃
と
今
で
は
人
の
平

均
寿
命
は
全
然
違
う
。
当
時
で
も
、
長
寿

の
人
は
、
例
え
ば
藤
原
定
家
の
お
父
さ
ん
、

藤
原
俊
成
は
相
当
長
命
で
、
九
十
の
賀
を

行
い
、
定
家
も
、
そ
の
子
の
為
家
も
八
十

近
く
ま
で
長
寿
を
保
っ
た
。
兼
好
に
し
ろ
、

四
十
路
に
足
ら
ぬ
程
に
て
死
な
ん
こ
そ
め

や
す
べ
け
れ
、
な
ど
と
言
っ
て
い
る
が
、

か
な
り
の
長
寿
だ
っ
た
。
正
確
な
没
年
は

分
か
ら
な
い
が
、
七
十
そ
こ
そ
こ
ま
で
は

消
息
が
分
か
る
。
医
療
が
今
ほ
ど
発
達
し

て
い
な
か
っ
た
頃
に
、
そ
の
年
齢
の
人
は
、

本
当
に
健
康
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
今
の

医
療
は
、
若
年
で
死
ぬ
と
言
う
こ
と
を
防

ぎ
、
平
均
寿
命
を
高
め
て
い
る
が
、
人
間

の
寿
命
そ
の
も
の
を
延
ば
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
一
説
で
は
、
人

間
の
寿
命
は
昔
か
ら
、
百
二
十
歳
く
ら
い

と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
私
は
昨
年

満
八
十
歳
を
超
え
た
。
昨
年
暮
れ
の
頃
か

ら
、
以
前
何
回
か
経
験
し
た
こ
と
の
あ
る

い
わ
ゆ
る
五
十
肩
の
症
状
、
放
っ
て
置
い

た
わ
け
で
は
な
く
、
治
療
は
し
て
貰
っ
て

い
た
。
と
こ
ろ
が
、
先
月
末
頃
か
ら
、
肩

か
ら
、
腕
に
か
け
て
痛
む
。
勧
め
ら
れ
て
、

整
形
外
科
に
行
っ
た
。
レ
ン
ト
ゲ
ン
で
は

年
相
応
と
の
こ
と
。
痛
み
止
め
の
貼
り
薬

を
貰
っ
た
。
全
然
良
く
な
ら
な
い
。
そ
し

た
ら
、
Ｍ
Ｒ
Ｉ
検
査
を
せ
よ
と
言
わ
れ
、

病
院
を
紹
介
さ
れ
た
。
改
め
て
診
察
が
あ

り
、お
医
者
さ
ん
日
く
、八
十
歳
な
ら
こ
ん

な
も
の
で
し
ょ
う
と
の
こ
と
、
念
の
た
め
、

検
査
は
す
る
が
、
多
分
同
じ
だ
ろ
う
と
。

　

ま
さ
に
、
体
の
経
年
劣
化
、
じ
た
ば
た

し
た
と
こ
ろ
で
何
と
も
成
ら
な
い
、
仕
方

な
い
と
諦
め
る
他
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

私
の
仏
教
　
―
経
年
劣
化
―

文
学
博
士

　
田 

島
　
毓 

堂
三才図絵�蘇軾
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以
前
、
子
供
さ
ん
た
ち
が
お
寺
体

験
を
す
る
『
子
供
坐
禅
会
』
を
開
い
た

時
の
こ
と
で
す
。
坐
禅
が
終
わ
っ
た

後
に
、
一
人
の
男
の
子
が
「
あ
ー
、
気

持
ち
良
か
っ
た
！
」
と
大
き
な
声
を
あ

げ
ま
し
た
。
そ
の
男
の
子
は
、
坐
禅

を
し
て
い
る
最
中
も
落
ち
着
い
た
様

子
で
ほ
と
ん
ど
動
か
ず
に
坐
っ
て
い

た
の
で
、「
坐
禅
の
時
、
ど
ん
な
感
じ

だ
っ
た
か
な
？
」
と
訊
い
て
み
ま
し

た
。

　

す
る
と
、「
と
っ
て
も
広
か
っ
た
！

遠
く
で
鳥
の
声
も
聞
こ
え
た
」
と
い
う

答
え
で
し
た
。

　

坐
禅
の
時
に
は
目
を
普
通
に
開
い

て
坐
る
の
で
す
が
、
曹
洞
宗
の
坐
禅

は
壁
と
向
き
合
っ
て
坐
る
の
で
、
前

が
塞
が
れ
て
窮
屈
な
感
じ
を
持
た
れ

る
方
も
お
ら
れ
る
よ
う
で
す
。
そ
の

た
め
、「
ど
こ
を
見
れ
ば
良
い
の
で
す

か
」
と
い
う
質
問
を
受
け
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　

そ
ん
な
と
き
に
私
は
「
目
に
入
る
も

の
を
あ
り
の
ま
ま
に
、
そ
の
ま
ま
受

け
入
れ
ま
す
。
一
点
に
集
中
し
な
い

で
、
見
え
る
範
囲
全
部
を
見
て
く
だ

さ
い
」
と
説
明
し
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
は
普
段
、
ど
う
し
て
も
何

か
を
見
よ
う
と
し
ま
す
。
欲
し
い
も

の
を
見
て
い
た
り
、
見
た
い
も
の
だ

け
を
見
つ
め
て
い
た
り
。
そ
の
時
に

は
、
欲
し
い
も
の
、
見
た
い
も
の
以

外
の
も
の
は
、
目
に
は
見
え
て
い
る

の
に
、
無
意
識
の
う
ち
に
捨
て
て
し

ま
っ
て
い
る
の
で
す
。「
目
に
入
る
も

の
を
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
る
」
と

い
う
の
は
、
捨
て
て
し
ま
っ
て
い
る

も
の
を
も
う
一
度
、
取
り
戻
そ
う
と

い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　
「
と
っ
て
も
広
か
っ
た
！
遠
く
で
鳥

の
声
も
聞
こ
え
た
」
と
い
う
男
の
子
の

言
葉
は
、
五
感
で
感
じ
た
こ
と
を
あ

り
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
た
か
ら
こ
そ

の
感
想
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

仏
教
で
は
、
欲
し
い
も
の
や
手
に

入
れ
た
い
も
の
が
あ
る
と
き
、
そ
し

て
そ
れ
が
手
に
入
ら
な
い
と
き
の
欲

望
は
、
炎
の
よ
う
に
燃
え
盛
っ
て
、

私
た
ち
に
迫
っ
て
来
て
、
苦
し
み
の

元
に
な
る
と
教
え
て
い
ま
す
。
こ
の
、

心
に
迫
る
欲
望
の
炎
が
消
え
て
静
か

に
安
ら
ぐ
境
地
を
、
涅ね

槃は
ん

寂
じ
ゃ
く

静じ
ょ
う

と
い

い
ま
す
。

　

涅
槃
寂
静
、
な
か
な
か
難
し
い
で

す
が
、
姿
勢
を
調
え
、
息
を
調
え
て
、

心
静
か
に
坐
る
坐
禅
が
、
良
い
入
口

に
な
る
は
ず
で
す
。
苦
し
さ
を
感
じ

た
時
、
禅
寺
を
訪
ね
て
み
ま
せ
ん
か
？

ほ
ん
の
少
し
立
ち
止
ま
っ
て
、
一
息

つ
く
時
間
を
も
ち
ま
し
ょ
う
。
周
り

を
ゆ
っ
く
り
見
渡
せ
ば
、
そ
れ
ま
で

目
に
入
っ
て
来
な
か
っ
た
も
の
が
見

え
て
く
る
は
ず
で
す
。
空
は
何
色
で

す
か
？
雲
は
ど
ん
な
形
を
し
て
い
ま

す
か
？
ゆ
っ
た
り
し
た
時
間
を
持
て

ば
、
自
分
が
ど
れ
ほ
ど
狭
い
中
で
右

往
左
往
し
て
い
た
か
に
気
が
付
き
、

広
々
と
し
た
世
界
が
、
目
の
前
に
戻
っ

て
き
ま
す
。
広
い
視
野
を
持
っ
て
、

毎
日
を
過
ご
し
て
参
り
ま
し
ょ
う
。

�

徳
島
県�

城
満
寺　

田
村
航
也
師

�

令
和
三
年
七
月
二
十
一
日
～
三
十
一
日

 
 

如
来
応
量
器

　
「
応
量
器
」
と
は
、
禅
宗
の
修
行
僧

が
使
用
す
る
個
人
の
食
器
の
こ
と
で
、

仏
（
如
来
）
さ
ま
以
来
お
袈け

裟さ

と
共
に

出
家
者
が
常
に
所
持
す
る
大
事
な
も

の
で
す
。
修
行
道
場
で
は
今
も
毎
日

の
食
事
の
と
き
、
お
釈
迦
さ
ま
の
一

代
を
ふ
り
か
え
り
な
が
ら
展て

ん

鉢ぱ
つ

の
偈

を
と
な
え
て
い
ま
す
。「
仏ぶ

つ

生
し
ょ
う

迦か

毘び

羅ら

、
成

じ
ょ
う

道ど
う

摩ま

掲か

陀だ

、
説せ

っ

法ぽ
う

波は

羅ら

奈な

、

入に
ゅ
う

滅め
つ

拘く

絺ち

羅ら

、
如に

ょ

来ら
い

応お
う

量
り
ょ
う

器き

、
我が

今こ
ん

得と
く

敷ふ

展て
ん

、
願が

ん

共ぐ

一い
っ

切さ
い

衆し
ゅ

、
等と

う

三さ
ん

輪り
ん

空く
う

寂じ
ゃ
く

」。「
仏
は
迦
毘
羅
に
生
ま
れ
、
道
を

摩
掲
陀
に
成
じ
、
法
を
波
羅
奈
に
説

き
、
拘
絺
羅
に
入
滅
し
た
も
う
。
如

来
の
応
量
器
を
我
れ
今
、
敷
展
す
る

こ
と
を
得
た
り
、
願
わ
く
は
一
切
衆

と
共
に
、
等
し
く
三
輪
を
空
寂
な
ら

し
め
ん
」
と
。

　

こ
の
よ
う
に
如
来
か
ら
受
け
続
け

て
き
た
応
量
器
は
仏
さ
ま
の
弟
子
と

し
て
生
き
る
我
ら
出
家
者
を
象
徴
す

る
も
の
の
一
つ
で
す
。
そ
の
象
徴
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
が
あ
る
と
思
い

ま
す
が
、
今
回
「
応
量
器
」
と
い
う
名

を
「
ま
さ
に
は
か
る
べ
き
う
つ
わ
」
と

読
む
こ
と
で
、
も
っ
と
深
い
実
践
的

な
意
味
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

五
観
の
偈
に
、「
一
つ
に
は
、
功
の

多
少
を
は
か
り
彼か

の
来ら

い

処し
ょ

を
は
か
る

（
感
謝
）。
二
つ
に
は
、
お
の
れ
が
徳と

く

行ぎ
ょ
う

の
全
欠
を[

と]

は
か
っ
て
供
に
応
ず

（
反
省
）。
三
つ
に
は
、
心
を
ふ
せ
ぎ

過と
が

を
は
な
る
る
こ
と
は
貪と

ん

等と
う

を
宗
と

す
（
修
養
）。
四
つ
に
は
、
ま
さ
に
良

薬
を
こ
と
と
す
る
は
、
形

ぎ
ょ
う

枯こ

を
療

り
ょ
う

ぜ

ん
が
た
め
な
り
（
目
的
）。
五
つ
に
は
、

成じ
ょ
う

道ど
う

の
た
め
の
ゆ
え
に
、
い
ま
こ
の

食じ
き

を
う
く
（
念
願
）」
と
、
示
さ
れ
た

よ
う
に
「
応
量
器
」
に
は
、
そ
の
う
つ

わ
の
な
か
に
入
っ
て
い
る
も
の
、
す

な
わ
ち
供
養
の
も
の
・
供
養
を
す
る

人
・
供
養
を
う
け
る
自
分
な
ど
、
ま

さ
に
量
る
べ
き
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
う
つ
わ
を
さ
ら
に
広
げ
る
と
、

自
分
の
こ
こ
ろ
・
自
分
の
か
ら
だ
・
所
縁

た
る
対
象
な
ど
、
日
常
生
活
の
す
べ

て
の
こ
と
に
応
用
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
例
え
ば
、私
は
僧
堂
で
典
座（
食

事
係
）
の
仕
事
を
長
年
経
験
し
て
来
ま

し
た
。
そ
の
う
ち
身
に
つ
け
た
業
、

す
な
わ
ち
「
三
つ（
時
・
量
・
味
）の
量
る

こ
と
」
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
「
時
を
は
か
る
」
こ
と
で
す
。

僧
堂
は
共
同
生
活
を
し
て
い
て
一
日

の
差
定
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
食
事

を
す
る
こ
と
も
修
行
の
一
つ
で
あ
り
、

食
事
を
準
備
す
る
人
も
時
間
を
守
る

の
が
ま
ず
大
事
で
す
。
一
分
一
秒
も

遅
れ
て
は
皆
の
時
間
を
奪
う
事
に
な

り
ま
す
。

　

次
は
「
量
を
は
か
る
」
こ
と
で
す
。

お
寺
の
食
事
は
毎
回
人
数
が
変
わ
り

ま
す
。
山
内
の
修
行
僧
の
他
に
も
役
寮

や
参
禅
者
ま
た
は
お
檀
家
様
な
ど
の

出
入
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
度
人

数
を
確
認
し
食
事
の
分
量
を
量
る
の

が
大
事
な
こ
と
で
す
。
食
べ
物
が
足
り

な
い
と
口
寂
し
く
な
る
し
、
余
っ
て
も

大
事
な
供
養
物
を
捨
て
る
事
に
な
り

ま
す
。
量
を
は
か
る
こ
と
で
食
材
を
無

駄
な
く
使
う
事
が
で
き
ま
す
。

　

最
後
に
「
味
を
は
か
る
」
こ
と
で
す
。

こ
の
味
は
美
味
し
い
も
の
と
か
好
き

な
も
の
と
か
味
覚
を
喜
ば
せ
る
欲
望

の
味
で
も
な
く
、
ま
た
献
立
が
決
ま
っ

て
い
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
的
な
味
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。
限
ら
れ
た
時
間
に
、
そ
の
時

の
在
庫
の
素
材
を
如
何
に
使
う
か
に

よ
っ
て
毎
度
違
う
味
が
生
ま
れ
ま
す
。

ま
さ
に
一
期
一
会
の
う
ま
い
味
で
す
。

こ
の
味
は
「
時
」
と
「
量
」
と
を
は
か
る

毎
日
の
実
践
に
よ
っ
て
現
わ
れ
た

「
味
」
で
す
。
ま
さ
に
今
を
生
き
る
（
は

か
る
）
如
来
の
智
慧
（
う
つ
わ
）
で
す
。

そ
の
智
慧
を
「
如
来
」
は
、今
日
も
「
応

量
器
（
ま
さ
に
は
か
る
べ
き
う
つ
わ
）」

と
、
我
ら
に
聞
か
せ
て
く
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

�

瑞
應
寺
専
門
僧
堂�

蔵
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金
範
松

�

令
和
三
年
八
月
一
日
～
十
日
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鐘 

声

■���

筆
供
養
・
弁
天
大
祭

　

七
月
廿
六
日
（
旧
暦
六
月

十
七
日
）
に
毎
年
恒
例
の
筆
供

養
・
弁
天
大
祭
が
行
わ
れ
た
。

■���

大
施
食
会

　

八
月
二
日
、
大
施
食
会
が
山

内
大
衆
合
山
に
て
厳
修
さ
れ
た
。

導
師
は
、
村
上
山
主
が
務
め
ら

れ
た
。

　
八
月
の
日
鑑

一　

日　

祝
祷

　
　
　
　

日
曜
参
禅
会

四　

日　

住
友
展
墓

九　

日　

楞
厳
会
満
散

　
　
　
　

土
地
堂
念
誦

十　

日　

小
参
・
人
事
行
礼

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

十
六
日　

水
施
食

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

廿
四
日　

白
眉
殿
地
鎮
祭

廿
五
日　

僧
堂
視
察

丗
一
日　

略
布
薩

　

東
司
の
掃
除
を
し
て
お
り
ま
す

と
、
汚
れ
て
い
る
な
。
嫌
だ
な
と

思
っ
て
始
め
る
事
が
多
々
あ
り
ま

し
た
が
、
仏
法
で
は
、
浄
穢
不
二

と
い
い
ま
し
て
元
来
、
綺
麗
だ
と

か
、
汚
い
と
か
い
う
事
は
な
い
と

い
っ
て
お
り
ま
す
。

　

人
間
の
分
別
の
知
恵
は
、
気
に

入
っ
た
も
の
は
取
り
込
み
、
気
に

入
ら
ん
も
の
は
捨
て
よ
う
と
す

る
、
こ
れ
は
得
手
勝
手
な
の
で
す
。

仏
様
は
清
浄
と
い
う
事
は
別
の
事

を
い
う
の
で
は
な
い
の
で
す
。
泥

沼
の
中
で
、
蓮
は
育
つ
。
綺
麗
な

丘
の
上
や
、
綺
麗
事
で
清
浄
と
い

う
事
が
で
る
の
で
は
な
い
の
で

す
。
別
の
世
界
の
も
の
で
は
な
い
。

そ
う
い
う
事
を
は
っ
き
り
さ
せ
て

い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、

東
司
の
掃
除
を
一
つ
と
っ
て
も
修

行
の
難
し
さ
を
痛
感
し
ま
し
た
。

日
々
精
進
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

�
�

（
副
堂
道
喜
）

■���

夏
安
居
解
制

　

五
月
に
入
制
以
来
、
三
ヶ
月
。

首
座
を
中
心
に
、
弁
道
精
進
を
続

け
た
夏
安
居
は
、
八
月
九
日
の
楞

厳
会
満
散
・
土
地
堂
念
誦
、
十
日

の
小
参
・
人
事
行
礼
等
の
諸
行
事

を
勤
め
、
無
事
解
制
と
な
っ
た
。

　
九
月
の
予
定

一　

日　

祝
祷

七　

日　

参
玄
会
（
九
日
迄
）

十　

日　

��

開
山
忌
報
恩
托
鉢�

（
十
七
日
迄
）

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

廿
一
日　

開
山
忌
逮
夜

廿
二
日　

開
山
忌
正
当

廿
三
日　

寶
筺
印
塔
供
養

廿
八
日　

��

自
彊
舎
益
友
会
秋
季
法
要

両
祖
忌
逮
夜

廿
九
日　

両
祖
忌
正
当

丗　

日　

略
布
薩

　

銀
杏
感
謝
録

栃
木
県　

長
泉
寺　

殿

埼
玉
県　

永
福
寺　

殿

広
島
県　

伝
福
寺　

殿

広
島
県　

慶
寿
院　

殿

岡
山
県　

洞
松
寺　

殿

愛
媛
県　

梶
原
恵
都
子
殿

長
崎
県　

西
方
寺　

殿

東
京
都　

片
上
学　

殿

愛
媛
県　

宮
崎
芳
久
殿

愛
媛
県　

鴻
上
諄
二
郎
殿

静
岡
県　

志
太
保
江　

殿

長
崎
県　

宝
泉
寺　

殿

高
知
県　

五
松
寺　

殿

広
島
県　

広
福
寺　

殿

�
(

令
和
三
年
六
月
廿
五
日
受
付
迄)

白眉殿進捗状況
写真の通り工事が進んでおります。

弁天池改修工事

土地堂念誦

大施食会 弁天大祭


