
　

今
年
に
入
り
国
内
に
持
ち
込
ま
れ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
は
、
ま
た
た
く
間
に
全
国
へ
拡
散
し
、

そ
の
終
息
は
未
だ
見
通
せ
な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
四

月
に
は
緊
急
事
態
宣
言
が
出
さ
れ
、
そ
の
解
除
後
も
密

な
る
接
触
を
避
け
る
た
め
、
人
々
の
行
動
・
活
動
が
制

約
さ
れ
、
自
粛
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
日
々
が
続
い
て
お

り
ま
す
。
当
神
社
に
お
き
ま
し
て
も
感
染
防
止
の
た
め

年
毎
恒
例
の
祭
事
を
総
代
及
び
関
係
団
体
の
代
表
者
の

み
の
参
列
に
て
斎
行
す
る
と
と
も
に
、
併
せ
て
感
染
症

の
鎮
静
を
大
神
様
に
奏
上
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

永
い
歴
史
の
中
で
こ
れ
ま
で
幾
度
と
な
く
疫
病
が
流

行
し
人
々
を
苦
し
め
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
祖
先
達
は

そ
の
都
度
、
疫
病
を
鎮
め
る
べ
く
あ
ら
ゆ
る
手
立
て
を

講
じ
、
そ
の
災
厄
を
祓
う
た
め
に
神
々
に
祈
り
を
捧
げ

ま
し
た
。
ま
さ
に
祖
先
達
は
人
事
を
尽
く
し
て
天
命
を

待
つ
思
い
で
そ
の
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
の
で
す
。

　

も
う
す
ぐ
令
和
三
年
の
正
月
を
迎
え
ま
す
。
当
神
社

と
し
て
も
様
々
な
防
止
策
を
取
り
、
皆
様
が
安
心
し
て

ご
参
拝
し
て
い
た
だ
け
る
環
境
を
作
っ
て
ま
い
る
所
存

で
す
。
皆
様
に
も
マ
ス
ク
着
用
や
会
話
を
控
え
て
い
た

だ
く
等
、
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
疫
病
が
一
日
も
早
く
収
ま
り
、
人
々
が
穏
や
か

な
日
常
に
戻
り
ま
す
よ
う
心
か
ら
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。
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「
変
わ
ら
な
い
祈
り
の
た
め
に
」
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●
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
当
社

へ
の
影
響

　

今
年
に
入
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
拡
が
り
は
国
民
に
自

粛
を
強
い
る
も
の
で
し
た
。
そ
の
影

響
は
多
方
面
に
及
び
、
当
神
社
の
恒

例
の
神
事
・
行
事
も
形
を
変
え
て
斎

行
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
し
た
。

・
「
大
祓
・輪
く
ぐ
り
神
事
」
並
び

に
「
人
形
祓
神
事
」

　

例
年
六
月
三
十
日
午
後
二
時
か
ら

多
く
の
氏
子
・
崇
敬
者
の
ご
参
列
の
も

と
斎
行
し
て
お
り
ま
す
「
大
祓
・
輪
く

ぐ
り
神
事
」
並
び
に
「
人
形
祓
神
事
」

は
「
密
」
を
避
け
る
た
め
、
斎
行
時
刻

を
午
前
八
時
半
に
変
更
し
て
神
職
の
み

上
げ
ま
し
た
。

　

ま
た
午
後
二
時
か
ら
は
、
茨
木
神
社

雅
楽
会
に
よ
る
奉
納
演
奏
が
、
演
奏
す

る
人
数
・
演
目
を
減
ら
し
て
実
施
さ
れ

ま
し
た
。

・
夏
祭

　

例
年
七
月
十
三
日
・
十
四
日
に
斎
行

し
て
お
り
ま
す
夏
祭
に
つ
き
ま
し
て
は
、

本
殿
に
神
輿
を
据
え
て
神
事
を
斎
行
す

る
「
居
祭
（
い
ま
つ
り
）
」
と
い
う
形
式

で
行
い
、
氏
子
地
域
へ
の
神
輿
・
太
鼓

の
巡
幸
・
巡
行
は
中
止
と
な
り
ま
し
た
。

　

午
前
十
時
よ
り
総
代
・
祭
礼
委
員
長

並
び
に
役
員
の
方
々
の
ご
参
列
の
も
と
、

神
事
を
斎
行
し
、
居
祭
と
な
っ
た
こ
と

の
奉
告
と
コ
ロ
ナ
禍
の
一
日
も
早
い
終

息
を
併
せ
て
大
神
様
に
祈
願
奏
上
申
し

・
例
大
祭

　

十
月
十
日
の
例
大
祭
は
参
列
者
を
総

代
及
び
各
会
の
代
表
者
に
限
り
、
例
年

通
り
斎
行
い
た
し
ま
し
た
。

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

大
防
止
の
当
社
の
取
り
組
み

　

手
水
舎
は
接
触
感
染
防
止
の
た
め
、

柄
杓
を
撤
去
し
、
流
水
で
直
接
手
を
清

め
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
い
た
し
ま
し

た
。

　

仮
拝
殿
前
や
休
憩
所
な
ど
境
内
各
所

に
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
液
を
設
置
す
る
と

で
斎
行
し
、
そ
の
後
「
茅
の
輪
」
を
終

日
設
置
い
た
し
ま
し
た
。
あ
い
に
く
朝

か
ら
雨
が
降
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
一

日
を
通
じ
て
密
に
な
る
こ
と
無
く
、
多

く
の
方
に
ご
参
拝
い
た
だ
き
ま
し
た
。

と
も
に
、
授
与
所
に
は
飛
沫
防
止
の
た

め
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
を
設
置
し
て
お
り

ま
す
。

●
御
本
殿
創
建
四
百
年
記
念
「
令

和
の
大
造
営
」
進
捗
状
況

・
旧
本
殿
等
の
解
体

　

御
本
殿
創
建
四
百
年
目
と
な
る
令
和

四
年
の
佳
節
に
向
け
て
、
平
成
二
十
九

年
三
月
よ
り
「
令
和
の
大
造
営
」
を
遂

行
し
て
お
り
ま
す
。
前
号
で
既
報
の
通

り
、
六
月
十
一
日
に
仮
殿
遷
座
祭
を
斎

行
し
、
大
神
様
を
本
殿
か
ら
仮
殿
へ
お

遷
し
申
し
上
げ
ま
し
た
。
そ
の
後
六
月

下
旬
よ
り
解
体
工
事
が
始
ま
り
、
ま
ず

基
壇
の
石
垣
・
石
段
の
撤
去
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
全
て
の
石
類
に
は
、
将
来
の

復
元
の
た
め
番
号
が
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

仮殿内での神事の様子

宮司によるくぐり初め

仮殿に据えられた神輿

基壇の石垣・石段の撤去
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七
月
中
旬
か
ら
は
工
事
幕
が
張
ら
れ

て
、
幣
殿
・
拝
殿
が
解
体
さ
れ
ま
し
た
。

ま
ず
屋
根
の
銅
板
を
取
り
外
し
、
拝
殿

か
ら
順
次
取
り
壊
し
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

八
月
上
旬
に
は
幣
殿
・
拝
殿
の
解
体

が
終
わ
り
、
基
壇
の
上
に
は
天
に
そ
び

え
る
か
の
如
く
旧
本
殿
の
み
が
残
り
、

素
朴
さ
の
中
に
威
容
を
感
じ
ま
す
。

　

そ
の
後
、
旧
本
殿
に
素
屋
根
が
組
ま

れ
、
九
月
・
十
月
の
約
二
ヶ
月
か
け
て
、

用
材
一
本
ず
つ
確
認
・
調
査
し
な
が
ら

解
体
さ
れ
ま
し
た
。

　

十
月
上
旬
に
は
本
殿
の
解
体
工
事
が

ほ
ぼ
完
了
し
、
基
壇
の
み
が
残
る
状
況

と
な
り
、
こ
の
後
、
基
壇
も
撤
去
し
て

更
地
の
状
態
に
整
備
い
た
し
ま
す
。

　

造
営
工
事
の
間
、
ご
参
拝
・
ご
祈
祷

等
は
仮
殿
に
て
通
常
通
り
斎
行
い
た
し

て
お
り
ま
す
。
ご
参
拝
の
皆
様
に
は
何

か
と
ご
不
便
を
お
掛
け
い
た
し
ま
す
が
、

ご
理
解
・
ご
協
力
を
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

・
本
殿
地
鎮
祭

　

十
一
月
十
七
日
晴
天
の
下
、
四
百

年
記
念
事
業
委
員
会
堀
茂
夫
委
員
長
を

は
じ
め
と
す
る
事
業
委
員
の
方
々
、
施

工
業
者
及
び
設
計
者
、
そ
し
て
神
社
関

係
団
体
の
代
表
の
方
々
ご
参
列
の
も
と
、

本
殿
地
鎮
祭
を
斎
行
い
た
し
ま
し
た
。

　

当
日
午
前
十
一
時
か
ら
古
式
に
則
り
、

本
殿
建
設
用
地
の
四
方
及
び
中
央
に
、

五
色
の
御
幣
と
盛
砂
を
設
け
、
ま
ず
仮

殿
に
於
い
て
奉
告
祭
を
斎
行
し
ま
し
た
。

続
い
て
、
本
殿
建
設
用
地
に
場
所
を
移

し
、
四
方
清
祓
の
後
、
設
計
者
に
よ
る

刈
初
の
儀
、
堀
委
員
長
と
宮
司
に
よ
る

穿
初
（
う
が
ち
ぞ
め
）
の
儀
、
斎
主
に

よ
る
鎮
物
埋
納
の
儀
、
施
工
会
社
の

代
表
に
よ
る
鍬
入
（
く
わ
い
れ
）
の
儀

幣殿・拝殿解体

旧本殿に組まれた素屋根

本 殿 地 鎮 祭

旧 本 殿 の 様 子

旧本殿解体後の基壇

工事幕の組み立て
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と
続
き
、
関
係
者
の
見
守
る
中
粛
々
と

神
事
は
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。

●
ご
奉
賛
へ
の
御
礼

　

令
和
元
年
十
月
よ
り
、
氏
子
・
崇

敬
者
の
皆
様
に
御
本
殿
創
建
四
百
年
記

念
事
業
「
令
和
の
大
造
営
」
へ
の
ご
奉

賛
を
お
願
い
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
数

多
く
の
方
々
か
ら
御
篤
志
を
賜
り
ま
し

た
。
こ
こ
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

今
後
と
も
、
事
業
完
遂
の
た
め
格
別
の

ご
支
援
・
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

●
神
社
誌
編
纂
室
だ
よ
り

　

御
本
殿
創
建
四
百
年
記
念
「
令
和
の

大
造
営
」
の
竣
工
を
記
念
し
ま
し
て
、

現
在
「
茨
木
神
社
誌
（
仮
称
）
」
の
編

纂
作
業
を
進
め
て
お
り
ま
す
。
歴
史
や

祭
礼
な
ど
を
ま
と
め
た
本
に
す
る
予
定

で
す
。
そ
の
内
容
の
一
部
を
随
時
皆
様

に
御
報
告
す
る
た
め
に
、
本
紙
に
「
神

社
誌
編
纂
室
だ
よ
り
」
の
欄
を
設
け
ま

し
た
。
氏
子
の
皆
様
の
氏
神
様
へ
の
厚

い
崇
敬
の
歴
史
を
感
じ
て
頂
け
れ
ば
幸

い
で
す
。

　

な
お
、
刊
行
時
期
は
本
殿
完
成
後
を

予
定
し
て
お
り
ま
す
。　

・
南
鳥
居
前
の
狛
犬
一
対

　

Ｊ
Ｒ
茨
木
駅
と
阪
急
茨
木
市
駅
を
結

ぶ
中
央
通
り
に
面
し
た
南
鳥
居
を
入
っ

て
す
ぐ
に
、
一
対
の
狛
犬
が
参
拝
者
を

迎
え
て
く
れ
ま
す
。

側
狛
犬
台
座
の
碑
文
よ
り
分
か
り
ま
す
。

東
側
狛
犬
台
座
の
碑
文
に
は
、
「
茨
木

町　

小
林
四
三
郎
・
小
林
新
・
小
林
鹿

太
郎
」
と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

建
立
当
時
の
写
真
で
は
、
一
対
の
狛

犬
を
囲
む
よ
う
に
竹
を
立
て
て
注
連
縄

が
張
ら
れ
、
お
そ
ら
く
竣
功
の
清
祓
が

斎
行
さ
れ
た
際
の
様
子
だ
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
出
来
た
ば
か
り
の
狛
犬
が
、
白

く
輝
い
て
い
る
様
子
が
分
か
り
ま
す
。

　

当
時
の
境
内
の
様
子
は
、
石
畳
は
ま

だ
な
く
、
今
は
な
い
松
の
木
が
狛
犬
後

方
す
ぐ
に
二
本
見
え
ま
す
。
ま
た
こ
の

時
期
に
は
す
で
に
狛
犬
後
方
の
雪
見
灯

籠
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。
ま
た
西
側
狛
犬
の
す
ぐ
左
に
は
、

高
札
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
詳
細
な

内
容
は
読
み
取
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん

が
、
大
阪
府
が
境
内
の
木
々
の
伐
採
を

禁
じ
て
い
る
内
容
だ
と
推
測
出
来
ま
す
。

本
殿
は
茅
葺
き
で
あ
り
、
現
在
も
現
役

の
神
輿
庫
（
現
在
の
参
集
殿
前
）
も
こ

の
時
代
に
は
既
に
建
設
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。

　

ま
た
参
列
者
は
、
当
時
の
正
装
で
あ

る
紋
付
袴
の
方
が
多
い
の
も
、
そ
の
時

代
を
よ
く
表
し
て
い
ま
す
。
中
央
に
写

っ
て
い
る
神
職
は
当
時
の
社
司
（
宮
司
）

で
あ
る
岡
市
正
人
氏
で
す
。

　

こ
の
狛
犬
は
大
正
十
三
（
一
九
二

四
）
年
一
月
に
建
立
さ
れ
た
こ
と
が
西 大正１３年の様子 現 在 の 様 子

◆

越
年
祭

　
　
　
十
二
月
三
十
一
日

◆

歳
旦
祭

　
　
　
一
月
一
日
午
前
十
時
斎
行

◆

十
日
戎
祭

　
　
　
一
月
八
日
〜
十
二
日

◆

御
火
焚
（
と
ん
ど
）

　

祈
祷
木
奉
焼
祭

　
　
　
一
月
十
五
日

◆

節
分
祭

　

鎮
魂
星
祭

　
　
　
二
月
二
日

◆

初
午
祭

　
　
　
二
月
三
日

◆

紀
元
祭

　
　
　
二
月
十
一
日

◆

人
形
奉
焼
祭

　
　
　
四
月
八
日

◆

春
祭
（
祈
年
祭
）

　

奉
賛
会
厄
除
安
全
祈
願
祭

　
　
　
四
月
十
八
日

◆

大
祓
・
茅
の
輪
く
ぐ
り
神
事

　
　
　
六
月
三
十
日

　

初
詣
は
、
混
雑
を
避
け
、
分
散

し
て
ご
参
拝
下
さ
い
。
そ
の
際
、

マ
ス
ク
の
着
用
と
控
え
め
な
会
話

を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
行
事
予
定


