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春
季
例
大
祭
斎
行

令
和
二
年

夏越
大祓式
ご案内

　
植
物
た
ち
に
恵
み
の
雨
を
も
た
ら
せ
る
梅

雨
の
最
盛
期
は
若
葉
か
ら
新
緑
、
そ
し
て
深

緑
へ
と
移
り
ゆ
く
木
々
の
命
の
輝
き
が
こ
と

さ
ら
美
し
く
映
え
、
見
る
者
の
心
さ
え
も
浄

化
さ
せ
て
く
れ
る
か
の
よ
う
な
非
常
に
清
ら

か
な
季
節
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
そ
し
て
瑞

穂
の
国
日
本
に
と
っ
て
は
田
を
潤
す
重
要
な

雨
の
季
節
で
も
あ
り
ま
す
。

　
生
命
の
常
若
や
自
然
の
営
み
を
感
じ
る
六

月
三
十
日
、
宮
中
を
は
じ
め
全
国
の
神
社
で

は
天
下
万
民
の
罪
穢
を
祓
う
夏
越
大
祓
式
が

執
り
行
わ
れ
ま
す
。

　
当
護
國
神
社
境
内
に
設
え
ら
れ
た
瑞
々
し

い
茅
の
輪
の
緑
が
鮮
や
か
に
映
る
の
も
こ
の

お
祭
り
な
ら
で
は
。
一
般
参
加
の
方
々
と
共

に
知
ら
ず
知
ら
ず
の
間
に
身
に
つ
い
て
し

ま
っ
た
年
明
け
か
ら
半
年
間
の
悪
し
き
こ
と

を
祓
い
清
め
て
新
た
な
半
年
間
の
ス
タ
ー
ト

と
し
ま
す
。

　
茅
の
輪
く
ぐ
り
と
水
盤
に
浮
か
べ
る
ご
自

身
の
人
形
（
ひ
と
が
た
）
で
今
年
前
半
の
さ

ま
ざ
ま
を
祓
う
。
美
し
い
四
季
を
持
つ
日
本

に
お
い
て
神
様
を
敬
い
日
常
生
活
に
お
い
て

も
常
に
神
様
と
と
も
に
過
ご
す
日
本
人
。
日

本
に
い
ま
し
ま
す
神
々
と
緑
奥
深
く
に
お
鎮

ま
り
の
大
神
様
へ
ご
自
身
の
平
安
を
祈
る
古

く
か
ら
の
お
祭
り
で
す
。

明
治
大
分
水
路
水
神
祭

並
び
に
物
故
者
慰
霊
祭

上
旬

骨
董
市
十
六
日
・
十
七
日

神
梅
収
穫
祭

中
旬

御
田
植
え
祭

中
旬

夏
越
大
祓
式

三
十
日

五
月

第
六
十
七
回

大
分
市
朝
顔
展

下
旬

七
月

み
た
ま
ま
つ
り

十
三
日
・
十
四
日
・
十
五
日

み
た
ま
ま
つ
り
平
和
祭

十
五
日
正
午

八
月

六
月

みたままつり献灯のお願い
　
四
四
四
五
八
柱
の
英
霊
を
お
祀
り
す

る
大
分
縣
護
國
神
社
の
夏
の
風
物
詩
で

あ
る
み
た
ま
ま
つ
り
。
護
國
神
社
な
ら

で
は
の
大
切
な
お
祭
り
と
し
て
の
戦
後

よ
り
灯
り
の
歴
史
を
重
ね
て
い
ま
す
。

　
祖
国
の
た
め
、
愛
す
る
家
族
の
た
め

に
尊
い
命
を
捧
げ
て
国
の
内
外
に
お
い

て
散
華
さ
れ
た
英
霊
た
ち
。
そ
の
御
霊

を
お
慰
め
す
る
境
内
に
掲
げ
ら
れ
た
幾

千
も
の
御
灯
は
、
懐
か
し
い
ふ
る
さ
と

大
分
へ
と
お
帰
り
い
た
だ
く
お
盆
の
道

し
る
べ
の
優
し
い
灯
り
と
し
て
、
そ
し

て
我
が
国
日
本
が
世
界
に
た
ぐ
い
ま
れ

な
平
和
国
家
で
あ
る
こ
と
へ
の
感
謝
の

思
い
を
込
め
た
美
し
く
も
意
義
深
い
灯

り
と
し
て
、
毎
夏
ご
遺
族
崇
敬
者
は
も

と
よ
り
、
各
団
体
や
企
業
よ
り
お
心
の

こ
も
っ
た
献
灯
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　
昨
今
の
疫
病
に
よ
る
災
禍
に
世
界
中

が
震
撼
と
し
て
い
ま
す
が
、
七
十
五
年

前
の
終
戦
か
ら
続
く
ゆ
る
ぎ
な
い
日
本

の
平
和
へ
の
感
謝
。
そ
し
て
さ
ら
な
る

平
和
と
各
々
皆
様
方
の
平
安
を
願
う
私

た
ち
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
尊
い

命
を
犠
牲
に
し
て
こ
の
国
の
平
和
の
礎

と
な
っ
た
英
霊
へ
の
真
心
こ
め
た
慰
霊

と
恒
久
平
和
の
願
い
。
そ
し
て
不
戦
の

誓
い
の
お
気
持
ち
と
し
て
、
是
非
み
た

ま
ま
つ
り
献
灯
に
ご
賛
同
い
た
だ
き
た

く
お
願
い
致
し
ま
す
。

‐

お
申
し
込
み‐

大
分
縣
護
國
神
社

〒
８
７
０‐

０
９
２
５

大
分
市
牧
一
三
七
一

電
　
話
／
〇
九
七‐

五
五
八‐

三
〇
九
六
㈹

Ｆ
Ａ
Ｘ
／
〇
九
七‐

五
五
八‐

三
〇
九
八

振
　
替
／
０
１
９
５
０‐

４‐

１
８
８
７
４

◎
振
替
用
紙
は
神
社
社
務
所
で
も
ご
用
意
し
て
お
り
ま
す

お
申
し
込
み
締
め
切
り
／
七
月
三
十
一
日
㈮

■
小
型
提
灯

　（
47
セ
ン
チ
）

　
初
穂
料
／

　
一
灯
　
三
千
円

■
大
型
提
灯

　（
68
セ
ン
チ
）

　
初
穂
料
／

　
一
灯
　
一
万
円

日　

時
／
令
和
二
年
六
月
三
十
日
㈫　

午
後
三
時
よ
り

場　

所
／
大
分
縣
護
國
神
社
神
門
に
て
夏
越
大
祓
式
斎
行

　
　
　
　

茅
の
輪
く
ぐ
り
の
あ
と
本
殿
に
て
参
拝

初
穂
料
／
一
世
帯
三
千
円

　
　
　
　

◎
事
前
、
当
日
と
も
社
務
所
に
て
受
け

　
　
　
　
　

付
け
て
お
り
ま
す
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令
和
二
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春
季
例
大
祭
を
終
え
て

大
分
縣
護
國
神
社
宮
司

八
坂
秀
史

　

今
年
も
境
内
は
桜
で
華
や
い
だ
。
余
寒
の
風
に
薄
紅
色
の
河

津
桜
が
揺
れ
、
サ
ク
ラ
属
の
代
表
山
桜
の
白
い
花
が
後
を
追
う
。

戦
没
者
ゆ
か
り
の
陽
光
桜
が
鮮
や
か
な
紅
を
青
空
に
映
す
頃
、

優
美
に
枝
垂
ら
す
桜
も
あ
り
。
純
白
の
染
井
吉
野
が
そ
の
装
い

を
散
ら
す
と
き
、
丸
く
ふ
ん
わ
り
と
牡
丹
桜
が
花
開
き
桜
花
リ

レ
ー
の
終
わ
り
を
告
げ
る
。
初
夏
は
近
い
。
今
季
の
例
大
祭
は

桜
舞
い
散
る
な
か
を
奉
仕
申
し
上
げ
た
。
梢
を
離
れ
る
花
弁
に

御
霊
も
我
を
重
ね
ら
れ
た
こ
と
で
は
と
拝
し
た
。

　

世
情
を
鑑
み
参
拝
者
を
お
招
き
し
な
い
祭
典
だ
っ
た
が
、
悪

疫
予
防
の
た
め
や
む
を
得
な
か
っ
た
と
ど
う
か
ご
理
解
賜
り
た

い
。
そ
の
影
響
で
東
京
五
輪
は
延
期
と
な
っ
た
が
、
ス
ポ
ー
ツ

の
世
界
で
は
無
観
客
試
合
と
な
る
と
ア
ス
リ
ー
ト
達
は
競
技
の

良
い
う
ね
り
に
乗
れ
な
い
と
云
わ
れ
る
。
競
技
者
と
観
客
が
一

体
と
な
っ
た
熱
い
大
き
な
情
熱
の
塊
り
が
よ
り
速
い
記
録
、
よ

り
高
度
な
プ
レ
イ
を
導
く
の
だ
ろ
う
。
春
秋
の
例
大
祭
も
然
り
。

奉
仕
者
と
参
列
者
の
役
割
は
違
え
ど
も
御
霊
安
ら
か
な
れ
と
祈

る
気
持
ち
に
変
わ
り
は
な
い
。
仕
え
る
も
の
額
づ
く
方
々
両
者

の
真
摯
で
純
粋
な
祈
り
は
太
い
波
動
と
な
り
開
か
れ
た
ご
本
殿

奥
深
く
に
届
く
。
常
に
も
増
し
て
御
霊
た
ち
は
ご
感
応
召
さ
れ

て
い
る
こ
と
と
信
じ
る
。
私
は
逆
の
心
境
も
日
々
体
感
す
る
。

毎
日
の
命
日
祭
で
御
扉
を
お
開
け
申
し
上
げ
た
時
、
日
の
刺
さ

ぬ
外
陣
か
ら
冷
え
た
空
気
が
底
を
崩
す
よ
う
に
流
れ
出
す
。
そ

の
感
触
は
間
近
で
接
す
れ
ば
冷
気
で
は
な
く
し
て
霊
気
と
し
か

思
え
な
い
ほ
ど
厳
か
で
心
身
に
沁
む
。
目
に
見
え
ぬ
気
は
大
床

を
這
い
き
ざ
は
し
を
降
り
拝
殿
で
頭
を
垂
れ
る
ご
遺
族
に
達
し

て
、
和
ま
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

今
年
の
春
季
例
大
祭
、
開
扉
の
の
ち
無
人
の
境
内
に
御
霊
は

当
惑
さ
れ
た
の
で
は
と
案
じ
な
が
ら
御
扉
を
閉
じ
た
。
先
の
大

戦
が
終
結
し
て
か
ら
本
年
は
七
十
五
年
を
迎
え
る
。
七
十
五
年

間
実
に
長
い
年
月
が
過
ぎ
去
る
。
し
か
し
、
長
い
と
同
時
に
平

和
な
こ
の
時
代
の
そ
の
い
し
づ
え
を
身
を
賭
し
て
築
い
て
下

さ
っ
た
御
霊
た
ち
。
そ
の
ご
命
日
や
春
秋
二
季
例
大
祭
の
節
目

の
日
に
は
追
悼
と
感
謝
の
お
心
を
新
た
に
し
て
い
た
だ
き
た
い

と
願
う
。

　
　
　
　
　
　
　

 

節
目
を
尊
ぶ
、
人
生
は　

旅

　

例
年
に
比
べ
春
の
訪
れ
を
早
く
感
じ
た
今
年
。
し
か
し
、
令

和
二
年
の
桜
は
ま
る
で
春
季
例
大
祭
の
日
を
待
っ
て
い
た
か
の

よ
う
に
長
く
咲
き
誇
り
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
は
世
の
中
の
す
さ

み
ご
と
を
英
霊
た
ち
に
報
告
す
る
こ
と
を
憚
っ
て
、
せ
め
て
絹

布
の
よ
う
な
桜
花
で
覆
い
隠
そ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

一
気
に
咲
き
誇
っ
て
ひ
と
思
い
に
散
り
ゆ
く
潔
い
桜
の
花
は
、

尊
い
命
を
捧
げ
て
国
を
守
っ
て
く
だ
さ
っ
た
英
霊
た
ち
の
美
し

い
形
見
の
よ
う
で
す
が
、
今
年
は
暖
冬
と
い
わ
れ
桜
の
開
花
も

早
い
と
思
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
花
の
納
め
が
例
大
祭
に
間
に

合
い
自
然
の
営
み
や
季
節
の
綾
の
有
り
難
さ
を
心
か
ら
感
謝
し

ま
し
た
。
社
頭
に
は
時
折
吹
く
風
に
舞
う
桜
の
花
び
ら
。
そ
し

て
奉
納
さ
れ
る
巫
女
が
舞
う
浦
安
の
舞
に
合
わ
せ
る
か
の
よ
う

に
霊
璽
簿
奉
安
殿
の
奥
か
ら
啼
き
は
じ
め
た
ウ
グ
イ
ス
。
そ
れ

は
一
瞬
鳥
肌
の
立
つ
言
い
よ
う
の
な
い
心
震
え
る
思
い
が
し
ま

し
た
。
英
霊
た
ち
が
今
ま
さ
に
此
処
で
ご
感
応
さ
れ
て
い
る
様

子
が
し
っ
か
り
と
感
じ
た
祭
典
に
な
り
ま
し
た
。

　

季
節
の
巡
り
の
歩
み
が
狂
う
と
人
の
心
も
乱
れ
、
そ
し
て
今

は
思
い
も
か
け
な
い
疫
病
が
世
界
中
を
駆
け
巡
り
人
々
を
恐
怖

に
陥
れ
て
い
ま
す
。
幾
度
と
な
く
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
人
間
の

営
み
と
崩
壊
の
歴
史
。
戦
争
で
あ
っ
た
り
自
然
災
害
で
あ
っ
た

り
、
災
い
の
原
因
が
ま
さ
し
く
再
来
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

今
年
の
桜
の
花
は
華
や
か
さ
や
可
憐
さ
、
そ
し
て
散
り
ゆ
く
ひ

と
ひ
ら
ひ
と
ひ
ら
の
花
び
ら
が
英
霊
た
ち
の
も
の
言
わ
ぬ
姿
に

も
似
て
、
潔
く
す
べ
て
の
人
を
慰
め
る
霊
力
を
特
に
見
せ
て
く

れ
た
か
の
よ
う
に
強
く
感
じ
ま
し
た
。

　

各
方
面
に
お
い
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
さ
ま
ざ

ま
な
催
し
物
の
中
止
が
続
い
て
い
ま
す
。
大
分
縣
護
國
神
社
で

も
大
勢
の
ご
参
列
を
仰
ぐ
春
季
例
大
祭
を
今
年
は
規
模
縮
小
を

せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
な
っ
て
し
ま
い
、
誠
に
不
本
意
な
こ

と
で
し
た
。
ご
本
殿
に
お
鎮
ま
り
の
英
霊
を
は
じ
め
毎
年
の
大

祭
に
お
越
し
の
ご
遺
族
の
皆
様
方
に
は
大
変
心
が
痛
む
思
い
が

し
て
お
り
ま
す
。
護
國
神
社
の
百
四
十
五
年
の
歴
史
は
じ
ま
っ

て
以
来
の
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
ず
は
世
情
を
鑑
み
こ
の
よ
う
な
窮
余
の
策
を
講
じ
ざ
る
を

得
な
い
決
断
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
ご
理
解
い
た
だ

き
、
心
よ
り
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ご
遺
族
や
崇
敬
者
の
ご
参
列
を
い
た
だ
く
こ
と
は
叶
い
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
春
季
例
大
祭
当
日
は
ご
本
殿
に
お
い
て
常
と
ま
っ

た
く
変
わ
る
こ
と
の
な
い
大
祭
を
粛
々
と
斎
行
い
た
し
ま
し
た
。

縮
小
さ
れ
た
大
祭
に
な
り
ま
し
た
が
神
職
一
同
心
を
込
め
て
ご

奉
仕
し
、
さ
ら
に
人
々
を
不
安
に
駆
り
立
て
て
い
る
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
早
期
鎮
静
と
終
息
を
願
っ
て
斎
行
い
た
し
ま
し
た
。

　

ご
参
列
の
方
々
の
お
姿
が
な
い
こ
と
に
英
霊
た
ち
も
さ
ぞ
か

し
お
寂
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
ほ
ど
に
今

が
大
変
な
状
況
で
あ
る
こ
と
に
も
驚
か
れ
、
ご
遺
族
崇
敬
者
の

上
に
「
健
康
や
家
内
安
全
」
の
お
陰
を
お
授
け
く
だ
さ
る
の
で

は
と
思
い
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
国
難
に
も
似
た
難
儀
を
救
っ

て
く
だ
さ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

人
間
は
味
わ
っ
た
苦
し
み
を
忘
れ
る
と
驕
り
高
ぶ
り
、
人
様

や
世
の
中
を
軽
ん
じ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
緊
張
感
の

な
い
ま
や
か
し
に
も
似
た
平
和
な
月
日
は
そ
う
長
く
続
か
な
い

こ
と
を
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
の
な
か
で
人
間
は
そ
の
都
度
起
こ
っ

た
不
幸
な
出
来
事
を
通
し
て
学
習
を
重
ね
て
い
た
は
ず
で
す
。

今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
も
中
国
か
ら
世
界
中
へ
と
感
染

が
拡
大
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク

に
陥
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
世
界
の
国
々
の
な
か
の
一
国
が
他

国
へ
の
無
遠
慮
な
進
出
と
、
あ
る
意
味
身
勝
手
さ
を
ま
か
り
通

し
て
い
た
国
民
性
が
引
き
起
こ
し
た
人
災
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

そ
し
て
人
間
が
行
っ
た
過
去
の
あ
ら
ゆ
る
負
の
事
例
を
思
い
起

こ
し
、「
神
様
は
私
た
ち
の
行
い
を
常
に
ご
覧
に
な
っ
て
い
た
ん

だ
な
」
と
改
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
暮
ら
し
の
な
か
で
「
当
た
り
前
」
だ
と
思
い
、

何
気
に
過
ご
し
て
い
た
日
々
が
、
実
は
ど
れ
ほ
ど
有
り
難
く
て

幸
せ
で
貴
重
な
こ
と
で
あ
っ
た
か
。
小
さ
い
事
柄
を
コ
ツ
コ
ツ

と
積
み
重
ね
て
い
く
努
力
の
賜
物
へ
の
感
謝
が
ど
れ
ほ
ど
大
切

な
こ
と
で
あ
っ
た
か
。
日
本
中
、
世
界
中
で
日
々
感
染
者
数
が

増
え
て
い
く
ニ
ュ
ー
ス
を
見
る
た
び
に
、
自
分
た
ち
が
行
っ
て

き
た
さ
ま
ざ
ま
を
顧
み
て
い
ま
す
。
そ
し
て
護
國
神
社
に
お
鎮

ま
り
の
大
神
様
に
一
日
も
一
刻
も
早
く
こ
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
感
染
が
終
息
す
る
よ
う
日
々
祈
願
を
し
て
い
ま
す
。

　

間
も
な
く
迎
え
る
創
建
百
四
十
五
年
を
前
に
大
分
県
鎮
護
の

社
と
し
て
、
英
霊
た
ち
の
慰
霊
と
県
民
の
平
和
へ
の
祈
り
を
篤

く
続
け
る
大
分
縣
護
國
神
社
で
す
。
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そ
の
ほ
か
の
祭
典
行
事

二
月
十
一
日　
　

紀
元
節

二
月
十
七
日　
　

祈
年
祭

二
月
二
十
三
日　

天
長
祭

三
月
二
十
日　
　

春
季
皇
霊
祭
遥
拝
式

　
　
　
　
　
　
　

春
分
祭

節分祭春
の
護
國
神
社
点
描

2月3日

じ
ょ
う
さ
い
し
ょ
う

　

十
二
支
最
初
の
干
支
、
子
年
。
そ
し
て
新
た

な
元
号
に
な
っ
て
初
め
て
の
節
分
祭
は
心
な
し

か
毎
年
と
は
異
な
っ
て
い
る
よ
う
な
新
鮮
さ
が

あ
り
ま
し
た
。

　

入
り
き
れ
な
い
ほ
ど
に
埋
め
尽
く
さ
れ
た
拝

殿
最
前
列
に
は
こ
の
日
、
厄
払
い
の
正
式
参
拝

を
さ
れ
た
裃
姿
の
年
男
年
女
の
晴
れ
が
ま
し
い

方
々
が
。
そ
し
て
祭
典
後
の
社
頭
で
は
大
勢
の

皆
さ
ん
に
ご
参
加
い
た
だ
い
た
賑
や
か
な
豆
ま

き
に
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
節
分
祭
を
終
え
た
直
後
か
ら
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
流
行
の
兆
し
を
現
し
は
じ
め

ま
し
た
。
災
い
を
払
い
除
け
る
こ
と
を
攘
災
招

福
と
言
い
ま
す
が
、
ま
さ
し
く
今
年
の
節
分
祭

は
特
に
そ
の
意
味
が
大
き
か
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
ま
す
。

　

新
た
な
年
が
明
け
、
気
持
ち
も
リ
セ
ッ
ト
で

き
た
節
分
祭
と
翌
日
の
立
春
。
さ
て
今
年
も
無

病
息
災
、
家
内
安
全
で
一
年
を
無
事
に
過
ご
し

ま
し
ょ
う
と
神
聖
な
気
持
ち
で
迎
え
て
い
た
矢

先
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
災
禍
の
拡
大
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
後
三
月
に
予
定

さ
れ
て
い
た
「
梅
ま
つ
り
」
や
「
赤
ち
ゃ
ん
泣

き
笑
い
相
撲
」
の
中
止
と
、
こ
の
た
び
の
「
春

季
例
大
祭
」
が
ま
さ
か
の
規
模
縮
小
に
ま
で
追

い
込
ま
れ
る
と
は
ゆ
め
ゆ
め
思
わ
な
い
く
ら
い

穏
や
か
で
平
和
を
感
じ
る
賑
わ
い
の
あ
っ
た
節

分
祭
の
あ
の
日
が
、
今
は
非
常
に
懐
か
し
く
、

そ
し
て
無
事
に
斎
行
で
き
る
常
日
頃
の
お
祭
り

の
有
り
難
さ
を
再
認
識
し
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん

が
お
元
気
に
集
え
る
こ
と
が
お
祭
り
の
原
点
で

あ
る
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
神
様
の
大
き
な
ご
神

威
で
あ
る
と
改
め
て
感
じ
て
い
ま
す
。

　

笑
顔
が
あ
ふ
れ
た
二
月
三
日
の
節
分
祭
を
思

い
返
す
た
び
に
、
多
く
の
人
々
の
命
、
ま
た
日

本
の
お
茶
の
間
に
半
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
笑
い

を
提
供
し
て
く
れ
た
有
名
人
の
命
ま
で
奪
っ
た

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
早
期
終
息
と
と
も
に
、
初

春
を
お
祝
い
し
た
節
分
祭
に
年
男
年
女
と
し
て

厄
を
払
わ
れ
た
皆
さ
ん
や
当
日
の
祭
典
や
豆
ま

き
に
ご
参
加
く
だ
さ
っ
た
元
気
な
皆
さ
ん
と
そ

の
ご
家
族
の
上
に
ど
う
か
災
難
が
訪
れ
な
い
よ

う
に
と
改
め
て
心
か
ら
祈
る
ば
か
り
で
す
。

　

護
國
神
社
で
は
毎
朝
変
わ
る
こ
と
な
く
神
様

に
神
饌
を
お
揃
え
し
お
日
供
祭
の
ご
奉
仕
を
務

め
て
お
り
ま
す
。
午
前
十
一
時
か
ら
は
命
日
祭

が
斎
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
職
員
全
員
に
よ
る
朝

の
お
勤
め
と
宮
司
が
斎
主
と
な
っ
て
執
り
行
わ

れ
る
毎
日
の
命
日
祭
。
そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
祭

典
。
そ
れ
は
一
年
三
百
六
十
五
日
、
変
わ
る
こ

と
の
な
い
英
霊
た
ち
へ
の
鎮
魂
と
日
本
の
恒
久

平
和
の
願
い
、
そ
し
て
大
分
県
民
と
ご
遺
族
崇

敬
者
の
皆
さ
ん
の
平
安
を
粛
々
と
お
祈
り
す
る

こ
と
が
護
國
神
社
の
大
き
な
役
目
で
あ
る
と
心

得
て
ご
奉
仕
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
こ
の
た
び

の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
拡
大
に
よ
る
外
出
自
粛
で

あ
っ
て
も
、
神
職
は
神
様
の
お
そ
ば
に
お
仕
え

し
、
世
の
中
の
平
和
を
祈
念
す
る
使
命
が
あ
る

の
で
す
。

　

日
々
の
静
寂
な
ご
奉
仕
の
な
か
で
聞
こ
え
て

く
る
の
は
季
節
ご
と
に
や
っ
て
く
る
野
鳥
の
さ

え
ず
り
、
そ
し
て
ご
本
殿
を
囲
ん
で
い
る
深
い

森
の
木
々
が
四
季
の
変
化
に
呼
応
す
る
か
の
よ

う
な
息
吹
。
そ
れ
は
香
り
で
あ
っ
た
り
風
に
そ

よ
ぐ
葉
の
音
で
あ
っ
た
り
。
雨
に
濡
れ
る
姿
で

あ
っ
た
り
。
ま
さ
に
世
の
中
の
禍
事
を
一
切

遮
っ
て
く
れ
る
か
の
よ
う
な
自
然
の
豊
か
な
恵

み
と
自
然
が
も
た
ら
す
人
智
を
超
え
た
大
き
な

パ
ワ
ー
を
五
感
で
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

私
た
ち
神
職
の
仕
事
は
神
様
へ
の
祈
り
と
ご

奉
仕
に
加
え
て
、
神
様
と
皆
さ
ん
と
の
中
取
り

持
ち
の
お
役
目
で
あ
る
と
心
得
て
い
ま
す
。
私

た
ち
神
職
を
通
し
て
ど
う
か
こ
こ
松
栄
山
の
お

社
に
お
わ
し
ま
す
英
霊
た
ち
の
御
心
を
お
感
じ

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

ふ
く

山
歩
紀

や
ま

あ
る

き

山
に
思
う

御　許　山

宮司　八坂秀史

　
明
神
系
の
そ
の
石
鳥
居
は
柱
間
が
一
間
ほ
ど

な
の
で
高
さ
は
二
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
か
。
鳥
居
と

し
て
は
小
ぶ
り
だ
。
が
、
此
方
を
睨
む
対
の
獅

子
、
笠
が
苔
む
し
た
石
灯
篭
、
樹
々
茂
る
斜
面

に
点
在
す
る
古
め
か
し
い
石
塔
な
ど
と
ワ
ン

チ
ー
ム
と
な
り
、
こ
の
先
立
ち
入
る
な
と
た
だ

な
ら
ぬ
気
配
を
漂
わ
せ
る
。﹇
奥
宮
﹈
と
刻
ま
れ

た
神
額
を
い
た
だ
く
こ
の
鳥
居
か
ら
先
は
神
奈

備
（
か
む
な
び
）
だ
。

　
山
上
に
は
神
代
に
三
神
の
比
賣
大
神
が
ご
降

臨
さ
れ
た
磐
座
（
い
わ
く
ら
）
が
あ
る
が
一
般

人
は
立
ち
入
れ
な
い
禁
足
地
。
拝
殿
横
に
並
ぶ

様
式
の
異
な
る
石
灯
篭
の
列
も
興
味
深
い
。
宇

佐
神
宮
発
祥
の
聖
地
御
許
山
に
鎮
ま
る
大
元
神

社
に
詣
で
た
。

　 

七
二
〇
年
に
編
纂
さ
れ
た
日
本
書
紀
の
神
代

記
・
天
安
川
誓
約
（
ウ
ケ
ヒ
）
の
段
に
は
、「
日

神
（
あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み
）
が
生
ま
れ
た

三
柱
の
女
神
を
、
葦
原
中
国
の
宇
佐
嶋
に
天
降

ら
せ
た
」
と
の
一
文
が
あ
る
。
三
柱
の
女
神
と

は
多
岐
津
姫
命
（
た
ぎ
つ
ひ
め
の
み
こ
と
）・
市

杵
嶋
姫
命
（
い
ち
き
し
ま
ひ
め
の
み
こ
と
）・
多

紀
理
姫
命
（
た
ぎ
り
ひ
め
の
み
こ
と
）
を
指
し
、

宇
佐
神
宮
の
東
南
に
坐
し
ま
す
宇
佐
嶋
つ
ま
り

こ
こ
御
許
山
（
標
高
六
四
七
メ
ー
ト
ル
）
に
天

降
っ
た
と
す
る
三
女
神
降
臨
が
伝
承
さ
れ
て
い

る
。
八
幡
さ
ま
が
現
わ
れ
る
以
前
の
古
い
神
だ
。

今
回
宇
佐
の
ご
遺
族
の
勧
め
で
御
許
山
へ
の
山

行
と
な
っ
た
。

　
自
宅
か
ら
移
動
九
十
分
。
途
中
、
同
様
に
山

頂
に
磐
座
を
も
つ
米
神
山
の
ふ
も
と
佐
田
京
石

の
岩
々
か
ら
力
を
い
た
だ
き
正
覚
寺
登
山
口
か

ら
歩
き
始
め
る
。
檜
を
見
上
げ
な
が
ら
雲
ケ
岳

分
岐
と
な
る
お
地
蔵
さ
ん
ま
で
の
急
坂
に
喘
ぐ
。

こ
こ
か
ら
は
ほ
ぼ
平
坦
、
眺
望
は
き
か
な
い
が

北
東
に
山
香
の
山
々
西
に
八
面
山
が
見
え
隠
れ

す
る
。
整
備
さ
れ
た
山
道
を
進
み
山
香
か
ら
の

車
道
と
合
流
す
れ
ば
ほ
ぼ
大
元
神
社
の
境
内
に

到
る
。
つ
ま
り
は
車
種
を
絞
れ
ば
楽
ち
ん
山
行

も
可
能
な
わ
け
だ
。

　
し
か
し
宇
佐
神
宮
発
祥
の
聖
域
に
初
め
て
参

詣
す
る
の
に
ど
う
し
て
お
気
楽
な
行
程
な
ど
選

べ
よ
う
か
。
古
く
は
わ
ら
じ
履
き
の
神
職
が
修

行
を
積
ん
だ
「
お
も
と
古
道
」
は
い
ず
れ
ま
た

訪
ね
る
と
し
て
、
先
ず
は
少
し
で
も
こ
の
足
で

宇
佐
の
聖
地
に
詣
で
る
べ
く
本
日
の
ル
ー
ト
と

な
っ
た
。
前
の
め
り
の
気
合
の
割
に
は
登
山
口

か
ら
三
十
二
分
で
大
元
神
社
に
着
い
た
。
拝
殿

向
こ
う
に
は
冒
頭
の
鳥
居
が
建
ち
神
と
人
の
居

場
所
を
厳
し
く
分
け
る
。
あ
ら
た
め
て
参
拝
、

山
上
の
巨
石
に
か
し
わ
手
四
つ
は
届
い
た
だ
ろ

う
か
？

　
巨
石
信
仰
は
世
界
中
に
及
び
あ
ら
ゆ
る
民
族

が
祈
り
を
捧
げ
て
き
た
。
人
の
起
源
と
は
比
べ

よ
う
も
な
い
太
古
よ
り
鎮
ま
る
巨
石
、
何
か
し

ら
の
規
則
に
基
づ
い
た
列
石
。
そ
こ
に
神
や
不

思
議
な
力
を
認
め
て
尊
ん
で
き
た
の
は
、
人
と

自
然
が
調
和
す
る
一
つ
の
在
り
様
だ
と
思
う
。

見
る
こ
と
の
な
い
三
巨
石
を
想
い
な
が
ら
修
行

と
は
？
神
奈
備
と
は
？
と
思
案
し
つ
つ
の
山
行

だ
っ
た
。

お　　　  もと　　　 やま
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大
切
な
人
た
ち

大
切
な
人
た
ち

る
の
が
こ
の
お
守
り
と
お
札

で
す
。

　
と
い
い
ま
す
の
が
、
お
守

り
と
お
札
は
神
様
の
力
を
頂

い
た
も
の
、
頒
け
た
も
の
で

あ
り
ま
す
の
で
、
神
様
で
あ

る
と
い
っ
て
も
差
し
障
り
の

な
い
も
の
だ
か
ら
で
す
。
で

す
の
で
、
神
社
で
は
「
売
る
」

で
は
な
く
、「
授
与
」
と
表

現
し
て
お
り
ま
す
し
、「
商

品
」
で
は
な
く
、「
頒
布
品
」

と
表
現
し
て
お
り
ま
す
。
若

し
、
今
後
神
社
で
お
守
り
や

お
札
を
求
め
ら
れ
る
際
は

「
受
け
る
」、「
お
頒
か
ち
頂

く
」
と
表
現
を
さ
れ
て
み
て

は
如
何
で
し
ょ
う
か
。

　
皆
さ
ん
の
最
も
身
近
に
い

る
神
様
が
お
守
り
や
お
札
で

す
。
文
字
通
り
、
い
つ
も
皆

さ
ん
を
「
お
守
り
」
し
て
く

だ
さ
っ
て
い
る
存
在
で
す
。

今
回
は
そ
ん
な
お
守
り
と
お

札
に
焦
点
を
当
て
て
徒
然
な

る
ま
ま
に
書
き
記
し
ま
し

た
。
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
少

し
お
守
り
と
お
札
に
対
す
る

意
識
が
変
わ
り
ま
し
た
で

し
ょ
う
か
。
一
人
で
も
多
く

の
方
に
知
識
を
深
め
て
頂

き
、
気
持
ち
が
豊
か
に
な
っ

て
頂
け
た
ら
幸
い
で
す
。

　
今
回
は
ち
ょ
っ
と
タ
メ
に

な
る
、
使
う
と
「
こ
の
人
は

分
か
っ
て
い
る
」
と
神
社
か

ら
も
し
か
し
た
ら
一
目
置
か

れ
る
か
も
し
れ
な
い
知
識
を

紹
介
致
し
ま
す
。

　
受
験
の
時
、
病
気
の
時
、

良
く
な
い
事
が
続
い
た
時
、

皆
さ
ん
は
神
社
に
何
を
求
め

て
向
か
わ
れ
ま
す
で
し
ょ
う

か
。
祈
願
を
受
け
ら
れ
る
方

も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま

す
が
、
大
抵
の
方
は
お
守
り

や
お
札
を
求
め
ら
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ

の
際
、
皆
さ
ん
は
何
と
表
現

を
さ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う

か
。
多
く
の
方
は
「
買
う
」

と
表
現
さ
れ
て
い
る
と
思
わ

れ
ま
す
。
神
社
に
と
っ
て
、

取
り
扱
い
を
気
を
付
け
て
い

権禰宜
　一原　昂貴

　

展
望
台
入
り
口
。
豊
後
梅
の
梅
林
を
左
に

入
っ
た
奥
深
く
が
西
南
戦
争
で
亡
く
な
っ
た
軍

人
た
ち
の
墓
所
で
す
。
大
東
亜
戦
争
後
に
は
豊

霊
宮
と
社
名
が
変
わ
り
ま
し
た
が
、
昭
和
二
十

七
年
に
再
び
大
分
縣
護
國
神
社
の
社
名
に
戻
り

今
に
至
っ
て
い
ま
す
。
英
霊
た
ち
を
お
祀
り
す

る
た
め
明
治
八
年
に
招
魂
社
と
し
て
創
建
さ
れ

百
四
十
余
年
の
歴
史
と
ゆ
か
り
あ
る
場
所
で
あ

り
、
神
社
の
歴
史
そ
の
も
の
の
よ
う
な
た
た
ず

ま
い
を
感
じ
る
一
画
で
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
に
一
本
の
陽
光
桜
が
あ
り
ま
す
。
ソ
メ

イ
ヨ
シ
ノ
よ
り
も
お
よ
そ
一
週
間
ほ
ど
早
く
咲

く
こ
の
桜
は
鮮
や
か
な
ピ
ン
ク
色
を
し
て
い
て
、

ま
さ
し
く
春
本
番
の
訪
れ
を
告
げ
、
そ
し
て
寿

ぐ
か
の
よ
う
な
存
在
で
す
。
そ
れ
は
ま
た
こ
の

墓
所
に
百
四
十
年
も
の
間
眠
り
続
け
る
数
多
の

御
霊
を
慰
め
る
か
の
よ
う
な
彩
り
を
放
っ
て
い

ま
す
。

　

こ
の
陽
光
桜
の
誕
生
に
も
戦
争
を
通
し
て
深

い
物
語
が
あ
り
ま
す
。
鮮
や
か
な
花
色
の
陽
光

桜
は
、
愛
媛
県
で
学
校
教
員
を
し
て
い
た
高
岡

正
明
氏
が
戦
後
、
戦
死
し
た
生
徒
た
ち
の
冥
福

を
祈
っ
て
各
地
に
桜
を
送
る
こ
と
を
決
意
し
、

環
境
適
応
に
強
い
桜
を
と
二
十
五
年
も
の
歳
月

を
費
や
し
て
作
出
し
た
日
本
原
産
の
新
し
い
品

種
の
桜
で
す
。
当
時
の
国
の
あ
り
方
と
は
い
え
、

教
え
子
た
ち
を
戦
場
に
送
り
出
し
た
慚
愧
に
耐

え
ら
れ
な
か
っ
た
鎮
魂
（
歌
）
の
思
い
が
美
し

い
桜
へ
と
姿
を
変
え
た
の
で
す
。
教
え
子
た
ち

の
命
が
花
の
精
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
。

　

当
社
の
陽
光
桜
は
十
数
年
前
に
崇
敬
者
か
ら

献
木
さ
れ
た
も
の
で
す
。
参
道
か
ら
神
社
大
駐

車
場
へ
と
向
か
う
入
り
口
左
手
に
鮮
や
か
な
花

を
た
く
さ
ん
つ
け
る
陽
光
桜
の
姿
。
亡
き
教
え

子
た
ち
へ
の
高
岡
正
明
氏
の
愛
情
深
い
思
い
を

感
じ
、
平
和
の
有
り
難
み
と
、
そ
こ
に
あ
る
数

多
く
の
犠
牲
者
の
存
在
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い

き
ま
せ
ん
。

　

お
祭
り
や
季
節
の
行
事
の
時
に
見
か
け
た
方

も
い
ら
っ
し
ゃ
る
は
ず
で
す
。
元
号
も
令
和
に

替
わ
り
ま
し
た
が
、
昭
和
か
ら
平
成
、
そ
し
て

令
和
と
、
数
人
は
御
代
三
代
に
わ
た
っ
て
ご
奉

仕
く
だ
さ
っ
て
い
る
神
社
に
と
っ
て
と
て
も
大

切
な
皆
さ
ん
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　

境
内
整
備
技
師
の
三
名
は
広
大
な
神
苑
の
管

理
や
自
然
林
人
工
林
が
混
在
し
て
い
る
樹
木
の

管
理
、
そ
し
て
春
秋
の
例
大
祭
や
夏
越
、
師
走

の
大
祓
な
ど
祭
典
行
事
の
準
備
の
采
配
を
事
細

か
に
行
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
目
に
つ
か

な
い
こ
と
や
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
を
毎
日
変
わ
る

こ
と
な
く
見
守
り
、
そ
し
て
大
分
市
内
で
は
希

有
の
豊
か
な
自
然
を
擁
す
る
神
社
の
森
の
成
長

の
手
助
け
を
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

　

今
を
大
切
に…

。
そ
れ
は
護
國
神
社
を
次
代

の
大
分
県
人
に
心
や
す
く
受
け
継
い
で
も
ら
い

た
い
た
め
春
夏
秋
冬
変
わ
る
こ
と
の
な
い
縁
の

下
の
力
持
ち
の
お
仕
事
を
な
さ
っ
て
い
ま
す
。

　

い
つ
も
に
こ
や
か
な
笑
顔
の
ご
婦
人
た
ち
。

七
草
粥
や
小
豆
粥
の
お
振
る
舞
い
や
夏
か
ら
始

ま
る
豊
後
梅
の
仕
込
み
、
出
来
上
が
っ
た
梅
干

し
を
参
拝
者
に
お
授
け
す
る
福
梅
と
し
て
丁
寧

に
梅
仕
事
を
続
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
職

員
の
お
昼
の
用
意
や
祭
典
行
事
の
折
に
は
、
大

忙
し
の
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
で
事
細
か
な
作
業
を
長

年
お
手
伝
い
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

一
朝
一
夕
で
は
身
に
つ
か
な
い
神
社
な
ら
で

は
の
数
々
の
大
切
な
し
き
た
り
を
長
年
の
豊
か

な
経
験
の
な
か
で
重
ん
じ
、
そ
れ
を
日
々
裏
方

と
し
て
「
神
社
の
表
」
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
だ

さ
っ
て
い
ま
す
。

　

神
社
に
と
っ
て
大
切
な
皆
さ
ん
は
英
霊
た
ち

が
心
安
ら
か
に
お
眠
り
い
た
だ
け
る
神
社
と
し

て
、
そ
し
て
参
拝
者
が
気
持
ち
よ
く
お
参
り
で

き
る
神
社
と
し
て
「
何
を
ど
の
よ
う
に
し
た
ら

い
い
の
か
」
を
熟
知
さ
れ
た
心
強
い
方
た
ち
ば

か
り
と
言
え
ま
す
。

坂本さん坂本さん

石田さん石田さん 森山さん森山さん
中尾さん中尾さん

小椋さん小椋さん

三宮さん三宮さん

桜井さん桜井さん 黒木さん黒木さん

　
偶
然
が
重
な
る
と
奇
跡
と
名
を
変
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
神
苑
に
咲
き
誇
る
桜
を
撮
影
中
の
四
月
朔
日
の
こ
と
。

も
う
か
れ
こ
れ
ひ
と
昔
の
時
を
経
て
奇
跡
の
よ
う
な
再
会

が
あ
り
ま
し
た
。

　
今
春
、
大
分
市
内
の
中
学
校
入
学
を
控
え
て
い
る
吉
岡

祐
人
君
。
入
学
を
前
に
ご
家
族
と
就
学
報
告
に
い
ら
し
て

い
ま
し
た
。
十
一
年
前
の
晩
秋
の
夕
方
、
お
母
さ
ん
と
二

の
鳥
居
そ
ば
で
ド
ン
グ
リ
拾
い
に
来
て
い
た
の
が
二
歳
の

時
で
し
た
。
一
心
に
一
粒
一
粒
を
拾
い
集
め
て
い
た
幼
子

が
見
違
え
る
く
ら
い
に
大
き
く
成
長
し
て
い
ま
し
た
が
、

幼
い
頃
の
面
差
し
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
残
っ
て
い
て
、
一

気
に
私
の
こ
の
十
一
年
と
い
う
年
月
ま
で
遡
る
思
い
が
し

ま
し
た
。

　「
若
者
の
紛
れ
も
な
い
立
派
な
成
長
ぶ
り
に
比
べ
て
、
は

て
、
私
の
こ
の
十
年
あ
ま
り
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」

と
。
よ
し
な
し
ご
と
を
思
い
煩
う
原
因
に
な
り
ま
す
。「
い

や
い
や
詮
無
い
こ
と
。
考
え
ま
い
」

　
感
受
性
豊
か
に
し
て
繊
細
な
心
を
持
つ
小
学
生
の
時
に

平
成
か
ら
令
和
へ
の
感
動
の
御
代
替
わ
り
を
体
験
で
き
た

こ
と
は
人
生
の
素
晴
ら
し
い
思
い
出
に
な
る
こ
と
と
思
い

ま
す
。
そ
し
て
日
本
の
次
代
を
担
う
若
者
と
し
て
心
の
ど

こ
か
に
何
か
し
ら
の
夢
や
希
望
や
心
意
気
の
灯
り
が
灯
っ

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
彼
の
芯
の
し
っ
か
り
し
た

受
け
答
え
と
涼
や
か
な
眼
差
し
に
未
来
の
日
本
を
託
す
身

と
し
て
安
堵
の
思
い
が
し
ま
し
た
。
若
者
一
人
ひ
と
り
が

彼
の
よ
う
で
あ
っ
て
く
れ
た
な
ら
ば
日
本
は
大
丈
夫
だ
と
。

　
吉
岡
祐
人
君
に
は
英
霊
た
ち
が
叶
え
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
未
来
へ
の
大
き
な
夢
や
希
望
を
抱
い
て
自
分
が
立

て
た
目
標
に
向
か
っ
て
日
々
頑
張
っ
て
も
ら
い
た
い
。
そ

れ
が
何
よ
り
の
親
孝
行
に
な
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で
感
動
が
重
な
る
「
青
春
」
を
存
分

に
享
受
し
て
も
ら
い
た
い
と
願
わ
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。

　
令
和
に
な
っ
て
初
め
て
の
桜
の
時
季
に
心
が
ほ
ど
け
た

よ
う
な
あ
た
た
か
な
再
会
を
ご
神
威
と
い
う
の
で
し
ょ
う

か
。
そ
れ
と
も
満
目
の
桜
の
優
し
い
磁
力
に
引
き
寄
せ
ら

れ
た
ご
縁
で
し
ょ
う
か
。

　
護
國
神
社
に
お
鎮
ま
り
の
大
神
様
が
吉
岡
祐
人
君
の
門

出
を
嘉
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

大
き
く
な
っ
た
ね


