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コ
ロ
ナ
禍
中
、
三
度
目
の
非

常
事
態
宣
言
が
発
出
せ
ら
れ
た
。

　

未
だ
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に

よ
る
感
染
症
は
収
束
を
み
な

い
。
変
異
株
の
ま
ん
延
に
よ
る

対
応
に
苦
慮
し
、
感
染
症
は
拡

大
す
る
模
様
で
、
む
し
ろ
、
一

層
の
三
密
を
避
け
、
消
毒
、
手

洗
い
、
自
宅
待
機
、
不
要
不
急

の
外
出
を
控
え
る
こ
と
を
要
請

せ
ら
れ
て
い
る
。

　

四
月
に
入
り
、
僧
堂
に
も
、

新
到
和
尚
が
入
堂
し
、
五
月

十
四
・
十
五
日
に
夏
安
居
に

入
っ
た
。

　

六
月
に
入
る
と
、
梅
雨
の
季

節
で
も
あ
る
。仏
制
に
従
っ
て
、

僧
堂
に
安
居
し
楞
厳
会
を
啓
建

し
、
雨
安
居
を
無
事
過
せ
る
よ

う
に
精
進
す
る
季
節
で
も
あ
る
。

　

古
参
の
役
寮
さ
ん
、
副
監
事

さ
ん
、
二
・
三
年
安
居
の
古
参

大
衆
と
、
初
め
て
大
衆
に
混
っ

て
僧
堂
生
活
を
す
る
新
到
和
尚

も
、
僧
堂
裡
で
、
朝
の
洗
面
、

暁
天
坐
禅
、
楞
厳
会
行
道
、
朝

課
等
、慣
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
安
居
の
三
ケ
月
間
で
、

読
経
、
行
持
を
習
熟
し
、
お
盆

の
頃
に
は
僧
堂
生
活
も
、
雲
水

ら
し
く
な
る
。
龍
蛇
混
雑
で
、

不
可
思
議
の
力
が
働
い
て
く

る
、
梅
熟
の
時
節
で
も
あ
る
。

　

中
国
の
唐
の
時
代
、
禅
宗
が

盛
ん
に
な
っ
た
時
代
に
、
中
国

江
西
省
を
中
心
に
禅
風
を
振
っ

た
時
代
に
、
馬
祖
道
一
禅
師
が

居
ら
れ
た
。
そ
の
元
へ
、
法
常

と
い
う
僧
が
修
行
に
来
ら
れ

た
。
法
常
は
馬
祖
禅
師
に
、

「
如
何
な
る
か
仏
」
と
尋
ね
た
。

こ
れ
に
対
し
て
馬
祖
は
、

「
即
心
是
仏
」(

こ
の
心
が
、
そ

の
ま
ま
仏
で
あ
る
と
い
う
意)

と
、
端
的
に
答
え
ら
れ
た
。

　

こ
れ
を
聞
い
て
、
法
常
は
悟

り
を
開
い
て
、大
梅
山
に
登
り
、

質
素
な
生
活
を
し
、三
十
年
間
、

山
も
下
り
ず
、
坐
禅
三
昧
を
続

け
ら
れ
た
。

　

あ
る
時
、
そ
の
山
中
へ
、
雲
水

が
入
っ
て
き
て
、
道
を
尋
ね
る
と
、

「
山
が
青
く
な
っ
た
り
黄
色
く
な

る
こ
と
を
見
る
だ
け
で
あ
る
。」

「
山
を
下
り
る
に
は
ど
う
し
た

ら
良
い
か
。」
を
尋
ね
る
と
、

「
随
流
去
」（
流
れ
に
随
っ
て
下

れ
）
と
、
答
え
る
。

風
変
り
な
和
尚
が
居
る
も
の
だ

と
不
審
に
思
い
、
馬
祖
の
処
に

帰
り
、心
あ
た
り
を
尋
ね
る
と
、

そ
の
昔
、
法
常
と
い
う
和
尚
が

居
た
が
、
そ
の
和
尚
に
違
い
な

い
と
思
わ
れ
た
の
か
、馬
祖
は
、

も
う
一
度
訪
ね
さ
せ
、馬
祖
は
、

現
在
「
即
心
是
仏
」
で
は
な
く

「
非
心
非
仏
」
と
説
い
て
い
る
。

と
言
わ
せ
る
と
、
法
常
は
、

「
你
非
心
非
仏
、
我
は
只
管
即

仏
」
と
答
え
た
。

　

そ
れ
を
伝
え
聞
い
た
馬
祖
門

下
で
は
、塩
官
斉
安
は
嘆
い
て
、

「
梅
子
熟
」
と
、
梅
の
実
が
成

熟
す
る
と
同
様
に
馬
祖
が
法
常

を
印
可
し
た
語
、
馬
祖
の
「
即

心
是
仏
」
を
承
当
し
、
大
梅
山

に
、
只
管
打
坐
す
る
処
に
、
護

聖
寺
と
い
う
大
伽
藍
が
完
成

し
、
衆
徒
六
・
七
０
０
人
と
し

て
、
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

私
共
の
修
行
は
、
道
元
禅
師

の
お
示
し
の

「
仏
道
を
な
ら
ふ
と
い
ふ
は
、

自
己
を
な
ら
ふ
也
。
自
己
を
な

ら
ふ
と
い
ふ
は
、
自
己
を
わ
す

る
ゝ
な
り
。
自
己
を
わ
す
る
ゝ

と
い
ふ
は
、
万
法
に
証
せ
ら

る
ゝ
な
り
。
万
法
に
証
せ
ら

る
ゝ
と
い
ふ
は
、
自
己
の
身
心

お
よ
び
他
己
の
身
心
を
し
て
、

脱
落
せ
し
む
る
な
り
。
悟
迹
の

休
歇
な
る
あ
り
、
休
歇
な
る
悟

迹
を
長
々
出
な
ら
し
む
。」
と

あ
り
ま
す
。

　

こ
の
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
ま
ん

延
す
る
無
常
の
世
の
中
を
「
発

心
、
修
行
、
菩
提
、
涅
槃
」
と
、

仏
祖
単
伝
の
行
事
道
環
の
道
理

に
随
っ
て
、
心
を
新
た
に
し
て

精
進
、
行
道
し
た
い
と
念
じ
て

い
る
次
第
で
す
。�

合�

掌　

　

来
年
は
先
師
一
光
方
丈
様
の

二
十
七
回
忌
の
年
回
法
事
に
相

当
い
た
し
ま
す
。

　

東
堂
老
師
は
瑞
應
寺
所
蔵
の

法
宝
の
散
逸
を
防
ぎ
、保
持
・
展

観
を
図
る
、
宝
物
館
『
白
眉
殿
』

を
発
願
さ
れ
ま
し
た
。
浄
行
の

御
協
賛
を
賜
わ
り
た
く
、
御
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。�

再�

拝　

夏
安
居　

─ 

梅
熟
の
時
節 

─

住�

職　

村
　
上
　
德
　
存
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禅
の
た
よ

り

� 
 

内 

証

　
　
～
自
己
を
見
極
め
る

　

今
日
は
、
仏
教
用
語
の
お
話

し
の
２
回
目
「
内
緒
」
で
す
。「
内

緒
の
話
」
と
い
う
童
謡
が
あ
り

ま
す
が
覚
え
て
お
い
で
で
し
ょ

う
か
？
そ
う
で
す
「
な
い
し
ょ
、

な
い
し
ょ
、
内
緒
の
話
は
あ
の

ね
の
ね
～
♬
」
と
い
う
、
あ
の

歌
で
す
。
こ
の
歌
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
に
、
一
般
的
に
「
内
緒
」

と
言
え
ば
、「
こ
れ
は
誰
に
も

言
っ
ち
ゃ
駄
目
だ
か
ら
ね
」
と

い
う
意
味
で
使
わ
れ
ま
す
。

　

で
も
、
元
々
こ
の
言
葉
は
仏

教
用
語
で
、
内
外
の
内
に
、
証

明
書
の
証
と
書
い
て
「
内
証
」
が

本
来
の
言
葉
な
の
だ
そ
う
で
す
。

さ
ら
に
こ
の
「
内
証
」
は
、
元
々

の
言
葉
で
あ
る
「
自
内
証
」
を
略

し
た
も
の
だ
と
の
こ
と
で
す
。

　

ど
う
い
う
意
味
か
と
い
う
と
、

自
分
で
正
し
い
こ
と
を
悟
る
・
明

す
。
長
距
離
を
走
っ
て
疲
れ
て

い
た
の
で
し
ょ
う
ね
、
足
を
伸

ば
し
た
つ
も
り
が
伸
ば
し
切
れ

て
お
ら
ず
、
砂
利
道
で
無
様
に

ド
タ
ー
ン
！
と
転
ん
で
し
ま
っ

た
の
で
す
。
数
日
前
に
購
入
し

た
ば
か
り
の
新
品
の
ヘ
ル
メ
ッ

ト
は
勿
論
の
こ
と
、
顔
も
、
砂

利
道
に
ズ
リ
ズ
リ
と
…
。
幸
い
な

こ
と
に
顔
の
傷
は
軽
か
っ
た
の
で

す
が
、
お
気
に
入
り
の
ヘ
ル
メ
ッ

ト
が
傷
だ
ら
け
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
が
と
て
も
シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
。

　

こ
の
転
倒
事
件
、
さ
す
が
に

自
転
車
を
買
っ
て
く
れ
た
息
子

に
隠
し
立
て
出
来
ず
、「
あ
の
な
、

内
緒
の
話
な
ん
だ
が
な
…
」
と

報
告
し
た
の
で
す
。
す
る
と
、

息
子
が
こ
う
言
っ
て
く
れ
ま
し

た
。「
ほ
か
に
怪
我
し
た
と
こ
ろ

は
無
か
っ
た
の
か
？
」
と
心
配

し
て
く
れ
た
り
、「
ヘ
ル
メ
ッ
ト

を
被
っ
て
い
て
、良
か
っ
た
じ
ゃ

な
い
」
と
。

　

そ
こ
で
気
が
付
い
た
の
で
す
。

『
な
い
し
ょ
』
と
は
、
自
転
車
で

転
ん
だ
こ
と
を
隠
そ
う
と
す
る

の
が
「
内
緒
」
で
は
な
く
、体
幹
を

鍛
え
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
怠
っ
て

い
た
の
が
そ
も
そ
も
の
原
因
で

ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
。
…
私

た
ち
が
普
段
使
っ
て
い
る
内
緒

と
は
大
分
違
っ
て
い
ま
す
ね
。

　

実
は
、
昨
年
の
十
月
の
こ
と
。

遠
方
に
住
む
次
男
か
ら
健
康
の

為
に
と
、
自
転
車
が
送
ら
れ
て

来
ま
し
た
。
ス
ポ
ー
ツ
タ
イ
プ

の
な
か
な
か
格
好
い
い
ス
タ
イ

ル
が
気
に
入
っ
て
、
暇
を
見
つ

け
て
は
そ
の
自
転
車
に
乗
る
よ

う
に
な
り
、「
今
日
は
、
何
キ
ロ

走
っ
た
」
と
か
「
カ
ロ
リ
ー
を
こ

ん
な
に
消
費
し
た
ぞ
！
」
と
、

一
人
で
悦
に
入
っ
て
い
た
の
で

す
。
新
し
い
自
転
車
に
も
慣
れ

て
、
ど
ん
ど
ん
距
離
を
伸
ば
し

て
１
０
０
キ
ロ
走
に
挑
戦
し
始

め
た
あ
る
日
の
こ
と
。
そ
れ
は

フ
ト
し
た
、
一
瞬
の
心
の
隙
間

の
出
来
事
で
し
た
。

　

歩
く
よ
り
遅
い
く
ら
い
の
ス

ピ
ー
ド
で
Ｕ
タ
ー
ン
を
し
よ
う

と
、
足
を
路
面
に
伸
ば
し
た
と

き
に
そ
の
事
件
が
起
き
た
の
で

あ
る
と
見
極
め
る
の
が
「
内
証
」

で
あ
っ
た
と
。
そ
の
見
極
め
、

内
証
を
明
日
へ
と
繋
ぐ
こ
と
が
、

気
遣
っ
て
く
れ
た
息
子
の
心
を

生
か
す
こ
と
に
な
る
の
か

な
ぁ
?!
と
自
戒
し
た
次
第
で
す
。

　

人
に
隠
し
事
を
す
る
内
緒
で

は
な
く
、
自
分
を
し
っ
か
り
と
見

極
め
る
内
証
を
、
明
日
へ
の
一
歩

に
し
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

�

高
知
県�

浄
貞
寺　

伊
藤
正
賢�

師

�

令
和
三
年
四
月
二
十
一
日
～
三
十
日

 

コ
ロ
ナ
禍
で

「
マ
ス
ク
は
い
つ
ま
で
や
る
の
？
」

麻
生
太
郎
副
総
理
な
ら
ず
と
も
、

愚
痴
を
こ
ぼ
し
た
く
な
る
マ
ス

ク
生
活
継
続
中
で
す
。

　

コ
ロ
ナ
禍
に
於
い
て
、
心
に

留
め
置
き
た
い
教
え
が
、
お
釈

迦
さ
ま
の
遺
言
の
お
経
に
あ
り

ま
し
た
。

　

突
発
的
な
災
難
の
苦
し
み
が

一
世
に
留
ま
る
と
し
て
も
、
人

災
に
よ
る
禍
は
累
世
に
及
ぶ
と

仰
っ
て
い
ま
す
。

　

人
災
の
基
と
な
る
の
が
、
眼
耳

鼻
舌
身
の
五
根
で
あ
り
、
五
根
か

ら
情
報
が
入
る
と
、
意
識
が
働
き

始
め
ま
す
。私
事
で
考
え
ま
す
と
、

良
い
、
悪
い
、
ど
ち
ら
で
も
な
い
、

と
い
う
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
大
別

す
る
よ
う
で
、
悪
い
グ
ル
ー
プ
に

入
れ
た
対
象
に
つ
い
て
は
嫌
悪
感

が
生
じ
、
そ
れ
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト

す
れ
ば
攻
撃
と
い
う
事
態
と
な
り

え
ま
す
。
攻
撃
と
い
う
と
余
程
の

事
で
す
が
、
ネ
ッ
ト
社
会
で
は
、

匿
名
で
他
者
を
攻
撃
出
来
る
た

め
、
誹
謗
中
傷
が
発
生
し
や
す
い

社
会
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

昨
年
、
プ
ロ
レ
ス
ラ
ー
の
木
村

花
さ
ん
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。
テ

レ
ビ
で
彼
女
の
振
る
舞
い
を
観
た

視
聴
者
の
一
部
が
、
彼
女
を
悪
者

と
決
め
つ
け
、
ネ
ッ
ト
上
で
誹
謗

中
傷
し
、
彼
女
は
生
き
て
い
ら
れ

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
五
根
が

人
災
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
っ
た

事
件
で
す
。

　

般
若
心
経
で
は
、
五
根
は
、
絶

対
的
普
遍
的
で
は
無
い
と
説
く

の
で
す
が
、
意
識
を
大
勢
で
共

有
し
て
作
ら
れ
た
常
識
を
過
信

し
、
常
識
外
れ
を
叩
く
と
い
う

愚
行
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
こ
の
一

年
間
で
も
多
く
発
生
し
ま
し
た
。
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そ
れ
ら
を
受
け
た
人
の
心
の
傷

は
、
コ
ロ
ナ
後
も
残
る
で
し
ょ

う
。
真
に
恐
る
べ
き
は
、
コ
ロ

ナ
よ
り
も
、
人
の
心
と
言
え
ま

す
。
言
動
を
慎
み
、
心
静
か
に

コ
ロ
ナ
禍
が
過
ぎ
去
る
の
を
待

ち
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　

瑞
應
寺
専
門
僧
堂

�

侍�

者　

阿
部�

信
宏

�

令
和
三
年
五
月
一
日
～
十
日

 

老
婆
心

　

風
薫
る
五
月
。
コ
ロ
ナ
禍
と

は
い
え
、
み
ず
み
ず
し
い
新
緑

を
目
に
す
る
と
心
が
洗
わ
れ
る

よ
う
な
気
が
す
る
今
日
こ
の
頃

で
す
。

　

そ
ん
な
心
地
よ
い
季
節
の
は

ず
の
五
月
で
は
あ
り
ま
す
が
、

「
五
月
病
」
と
い
う
言
葉
を
耳
に

し
た
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う

か
？
新
入
学
生
や
新
入
社
員
と

な
っ
た
青
年
た
ち
が
、
ゴ
ー
ル

デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
で
お
休
み
が
続

く
と
、
そ
れ
ま
で
の
一
か
月
間
、

緊
張
し
て
張
り
詰
め
て
い
た
心

の
糸
が
プ
ツ
リ
と
キ
レ
て
、
休

は
、
老
婆
心
と
は
「
父
母
の
心
」

な
り
と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

さ
て
、
で
は
ど
の
よ
う
な
心

が
「
父
母
の
心
」
な
の
で
し
ょ
う

か
？
こ
の
書
物
の
中
に
そ
の
心

が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。「
自
ら

の
寒
さ
を
顧
み
ず
、
自
ら
の
暑

さ
を
顧
み
ず
、
子
を
蔭
い
子
を

覆
う
」
と
。
な
る
ほ
ど
そ
う
で
す

ね
、
子
供
の
こ
と
と
な
れ
ば
自

分
の
こ
と
は
さ
て
お
い
て
、
ま

ず
は
、
子
供
を
飢
え
や
暑
さ
寒

さ
か
ら
か
ば
い
、
守
る
。
そ
れ

が
親
の
愛
情
、
親
心
と
い
う
も

の
で
す
ね
。
そ
こ
で
道
元
禅
師

さ
ま
は
、
食
事
を
作
る
に
当
た
っ

て
は
、
食
物
を
取
り
扱
う
こ
と

ひ
と
つ
、
水
を
取
り
扱
う
こ
と

ひ
と
つ
も
、
親
が
子
を
育
て
る

時
と
同
じ
よ
う
に
慈
し
み
深
く

真
心
を
も
っ
て
務
め
よ
と
仰
る

の
で
す
。

　

そ
し
て
さ
ら
に
道
元
禅
師
さ
ま

は
、
こ
う
も
示
し
て
下
さ
っ
て
い

ま
す
。「
一
途
に
他
の
も
の
の
こ

と
を
思
い
、努
力
す
る
こ
と
を『
老

心
』『
老
婆
心
』
と
い
う
」
と
。

　

甘
や
か
す
で
も
な
く
、
厳
し

く
す
る
で
も
な
く
、
一
途
に
他

の
も
の
の
こ
と
を
思
い
や
る
行

み
明
け
に
、
学
校
や
会
社
に
行

き
た
く
な
い
と
か
、
な
ん
と
な

く
体
調
が
優
れ
な
い
と
い
っ
た

状
態
に
な
る
こ
と
を
称
し
て
「
五

月
病
」
と
い
う
の
だ
そ
う
で
す
。

　

端
か
ら
見
て
い
る
分
に
は
、

一
所
懸
命
に
受
験
勉
強
を
し
た

り
就
職
活
動
を
し
た
り
し
て
、

せ
っ
か
く
入
っ
た
学
校
や
会
社

じ
ゃ
な
い
か
。
何
が
あ
っ
た
か

分
か
ら
な
い
が
、
も
う
少
し
頑

張
っ
て
み
な
い
か
い
？
と
老
婆

心
な
が
ら
言
っ
て
や
り
た
く

な
っ
た
り
も
致
し
ま
す
ね
。

　

そ
こ
で
、
今
回
は
こ
の
「
老
婆

心
」
と
い
う
言
葉
を
紐
解
い
て
い

こ
う
と
思
い
ま
す
。

　

今
時
は
、
こ
の
言
葉
自
体
、

使
う
人
が
居
な
く
な
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
え
る
ほ
ど
死
語

に
近
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。

皆
さ
ん
な
ら
、
こ
の
老
婆
心
と

い
う
言
葉
を
ど
の
よ
う
に
解
釈

さ
れ
ま
す
か
？

　

曹
洞
宗
の
宗
祖
道
元
禅
師
さ

ま
に
、
修
行
僧
の
食
事
を
作
る

に
あ
た
っ
て
の
、
修
行
僧
の
心

得
を
書
き
記
し
た
『
典
座
教
訓
』

と
言
う
書
物
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
書
物
の
中
で
道
元
禅
師
さ
ま

い
が
老
婆
心
だ
と
仰
る
の
で
す
。

老
婆
心
を
も
っ
て
、
新
入
学
生

や
新
入
社
員
に
接
す
れ
ば
、
五

月
病
で
苦
し
む
人
も
減
る
に
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。

�

高
知
県�

浄
貞
寺　

伊
藤
正
賢�

師

�

令
和
三
年
五
月
十
一
日
～
二
十
日

僧堂内朝課
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お
茶
摘
み

　

五
月
一
日
（
土
）、
毎
年
恒
例

の
お
茶
摘
み
を
当
山
和
敬
会
様

と
大
量
の
茶
葉
を
収
穫
し
た
。

■�

夏
安
居
入
制

　

五
月
十
三
日
（
木
）
よ
り
、
衆

寮
諷
経
、
配
役
行
茶
、
入
寺
式
、

楞
厳
会
啓
建
等
、
入
制
行
事
が

行
わ
れ
、
三
ヶ
月
の
夏
制
中
に

入
っ
た
。
今
夏
首
座
は
岡
部
道

喜
士
（
神
奈
川
県　

白
峰
寺
住
職

西
田
篤
玄
老
師
徒
弟
）。

　

山
内
大
衆
乳
水
和
合
し
、
今

制
中
切
磋
琢
磨
・
辨
道
精
進
し
、

仏
道
修
行
の
無
事
円
成
を
誓
願

し
た
。

　
五
月
の
日
鑑

一　

日　

祝
祷

六　

日　

参
玄
会
（
七
日
迄
）

十
四
日　

配
役
行
茶
・
首
座
入
寺
式

　
　
　
　

楞
厳
会
啓
建

　
　
　
　

土
地
堂
念
誦
・
庫
司
点
湯

十
五
日　

祝
祷

　
　
　
　

小
参
・
人
事
行
礼

　
　
　
　

略
布
薩

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

世
一
日　

略
布
薩

　
六
月
の
予
定

一　

日　

祝
祷

八　

日　

参
玄
会
（
十
日
迄
）

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

丗　

日　

略
布
薩

　
銀
杏
感
謝
録

岐
阜
県　

正
宗
寺�

殿

鳥
取
県　

自
照
寺�

殿

島
根
県　

完
全
寺�

殿

鳥
取
県　

松
田
徒
郎�

殿

島
根
県　

岩
瀧
寺�

殿

鳥
取
県　

国
分
寺�

殿

静
岡
県　

洞
慶
寺�

殿

長
崎
県　

田
口
寿
子�

殿

広
島
県　

洞
門
寺�

殿

兵
庫
県　

円
通
寺�

殿

岩
手
県　

常
春
院�

殿

静
岡
県　

常
雲
寺�

殿

�

（
令
和
三
年
三
月
廿
五
日
交
付
迄
）

「
た
ゆ
ま
ざ
る　

歩
み
お
そ
ろ
し�

�

か
た
つ
む
り
」

（
歩
み
は
遅
く
て
も
、
長
い
年
月
か

け
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
遠
く
ま
で
た

ど
り
つ
く
こ
と
が
で
き
る
）

　

こ
の
詩
は
長
崎
の
平
和
記
念
像

を
作
ら
れ
た
方
の
も
の
で
す
。

　

今
夏
安
居
首
座
の
配
役
を
頂
き
、

ま
だ
ま
だ
未
熟
者
で
す
が
、
こ
の

任
を
し
っ
か
り
勤
め
上
げ
ら
れ
る

よ
う
、
か
た
つ
む
り
の
よ
う
に
歩
み

は
遅
く
て
も
弁
道
精
進
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。�

〈
今
夏
首
座
〉

　

制
中
配
役
（
雲
水
）
は
以
下
の

通
り
。

　

首　

座�

道
喜
上
座

　

書　

記�

龍
慈
座
元

　

辦　

事�

英
俊
上
座

　

堂
行�

兼�

粥
頭�

宏
真
座
元

　

方　

行�

光
暉
力
生

　

後
単
行�

秀
鳳
座
元

　

菜　

頭�

利
貴
上
座

　

菜　

頭�

徳
正
座
元

　

鐘　

司�

孝
道
上
座

　

鐘　

司�

慧
岳
座
元

お茶摘み

楞厳会啓建

土地堂念誦

人事行礼

配役行茶

今夏首座寮　（左より　辨事　首座　書記）　


