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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

拡
大
が
収
ま
ら
な
い
。
三
年
に
も

わ
た
る
感
染
拡
大
の
中
で
、
他
県

に
い
る
小
中
学
生
だ
っ
た
孫
た
ち

は
、
ほ
と
ん
ど
顔
を
見
な
い
ま
ま

中
高
生
に
な
っ
た
。
会
え
な
い
の

は
寂
し
い
限
り
で
あ
っ
た
が
、
そ

の
分
ラ
イ
ン
で
の
や
り
取
り
が
増

え
、
日
々
の
楽
し
み
と
な
っ
た
。

た
だ
そ
の
中
で
気
に
な
る
こ
と
が

あ
る
。
こ
ち
ら
は
会
え
な
い
も
の

だ
か
ら
あ
れ
こ
れ
と
書
き
連
ね
る

の
だ
が
、
返
っ
て
く
る
の
は
、「
あ

り
が
と
う
」「
楽
し
か
っ
た
よ
」
と

か
「
〇
〇
し
た
よ
」
の
単
語
や
短

文
ば
か
り
で
、
時
に
は
ス
タ
ン
プ

一
つ
の
時
も
あ
る
。
そ
れ
ら
が
数

回
に
分
か
れ
て
送
ら
れ
て
く
る
。

お
ま
け
に
「
じ
い
ち
ゃ
ん
の
ラ
イ

ン
は
長
い
ね
ぇ
」
と
言
わ
れ
る
始

末
で
あ
る
。
味
気
な
さ
と
、
孫
た

ち
に
は
論
理
的
に
説
明
す
る
能
力

が
な
い
の
で
は
と
思
い
、
電
話
を

し
て
み
る
と
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
受

け
答
え
が
で
き
る
。
ど
う
や
ら
簡

潔
、
短
文
が
ラ
イ
ン
の
主
流
で
あ

る
よ
う
だ
。

　
こ
う
し
た
こ
と
は
小
生
と
孫
た

ち
と
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、
教
育

現
場
で
も
み
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
。
コ
ロ
ナ
禍
や
デ
ジ
タ
ル
化
の

中
で
多
く
の
学
校
で
リ
モ
ー
ト
授

業
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、

授
業
や
用
件
を
成
立
さ
せ
る
こ
と

が
優
先
さ
れ
、
よ
り
簡
潔
か
つ
平

易
で
ス
ト
レ
ー
ト
な
表
現
が
必
要

と
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
た
め

に
論
理
的
な
思
考
経
路
や
日
本
語

が
持
っ
て
い
る
歴
史
的
、
社
会
的
、

文
化
的
な
含
意
が
削
り
取
ら
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
加
え
て
、

学
生
た
ち
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
の
プ
ラ

イ
ベ
ー
ト
な
ツ
ー
ル
に
よ
っ
て
誰

と
で
も
繋
が
れ
る
と
い
う
便
利
さ

や
気
軽
さ
を
最
優
先
し
、
も
の
事

の
良
し
悪
し
の
判
断
を
、「
い
い
ね
」

「
ひ
ど
い
」
と
い
っ
た
表
現
で
済
ま

せ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
表
現
は
感
情
や
感
覚
で

あ
っ
て
、
そ
れ
が
あ
た
か
も
意
見

で
あ
る
か
の
よ
う
に
拡
散
し
て
し

ま
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
状
況
下
だ
か
ら
こ
そ

日
本
語
の
重
要
性
に
つ
い
て
改
め

て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
り
は
し

な
い
だ
ろ
う
か
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
は
、
自
ら
の
表
現
の
み
で
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に
日
本
語
の
豊
か
さ
が
失
わ
れ
る

わ
け
で
は
な
い
。
想
像
力
を
も
っ

て
相
手
の
世
界
に
思
い
を
巡
ら
せ

る
こ
と
、
つ
ま
り
、
自
分
が
相
手

に
ど
の
よ
う
に
見
え
る
か
、
自
分

の
思
い
や
考
え
を
ど
う
す
れ
ば
相

手
に
伝
え
ら
れ
る
の
か
と
試
行
錯

誤
す
る
こ
と
に
よ
り
日
本
語
の
豊

か
さ
は
維
持
さ
れ
る
と
思
う
。

　

全
国
の
教
育
現
場
に
お
い
て
、

対
面
授
業
や
直
接
的
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
制
限
さ
れ
て
し

ま
っ
た
こ
と
に
よ
り
失
わ
れ
て
し

ま
っ
た
も
の
は
何
か
を
考
え
る
よ

り
、
こ
れ
ま
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
含
ま
れ
て
い
た
日
本
語

の
豊
か
さ
と
は
ど
う
い
う
も
の
か

を
考
え
て
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

そ
う
す
る
良
い
機
会
が
得
ら
れ
た

と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
何
よ
り

私
た
ち
神
職
は
、「
言
霊
の
幸
ふ
国
」

に
住
む
言
霊
を
扱
う
者
だ
か
ら
。

出
雲
支
部  

山
崎
　
寧
子

　
六
月
十
八
日
、
神
社
本
庁
に
て

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
開
催
は
ハ
イ

ブ
リ
ッ
ト
方
式
で
、
会
場
参
加
18

名
、
ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
で
の
参
加
26
名
で

し
た
。
島
根
県
か
ら
は
廣
江
会
長

と
私
の
二
人
の
会
場
参
加
で
す
。

　
国
歌
斉
唱
、
敬
神
生
活
の
綱
領

唱
和
、
教
育
勅
語
奉
読
は
全
員
で

の
唱
和
、
奉
読
は
な
く
、
拝
聴
す

る
形
で
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

講
演
は
、
講
義
Ⅰ
、
講
義
Ⅱ
の
二

部
構
成
で
し
た
。

 ---------------------

◆  

講
義
Ⅰ

「
国
産
麻
栽
培
の
重
要
性
と
伝
統
文
化
」

皇
學
館
大
學
教
授  

新
田
　
均 

先
生

　
い
ま
ま
で
私
は
、
大
麻
は
麻
薬

の
一
種
で
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

を
持
っ
て
い
ま
し
た
が
、
日
本
の

大
麻
に
は
毒
性
が
ほ
と
ん
ど
な
い

と
聞
い
て
目
か
ら
う
ろ
こ
で
し
た
。

ア
メ
リ
カ
の
大
麻
は
毒
性
が
あ
り
、

そ
れ
と
同
一
視
し
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
日

本
の
大
麻
を
禁
止
し
現
在
に
至
る

そ
う
で
す
。
古
来
よ
り
、
麻
は
神

事
だ
け
で
な
く
、
日
本
の
伝
統
文

化
の
様
々
な
場
面
で
使
わ
れ
て
き

ま
し
た
。
し
か
し
、
今
や
伝
統
的

な
麻
の
生
産
農
家
は
十
一
軒
と
な

り
、
そ
の
存
続
も
危
ぶ
ま
れ
て
い

ま
す
。
神
社
で
使
う
麻
の
90
％
は

中
国
産
に
な
り
、
ビ
ニ
ー
ル
製
で

な
く
、
そ
れ
自
体
が
感
情
の
交
歓

や
関
係
の
紐
帯
で
あ
り
文
化
的
な

体
験
で
も
あ
る
。
そ
し
て
言
葉
は

自
ら
を
支
え
る
道
具
で
あ
り
、
相

手
に
分
か
っ
て
も
ら
う
た
め
の
手

段
で
も
あ
る
。
依
頼
し
た
り
、
感

謝
を
伝
え
た
り
、
ま
た
言
い
に
く

い
こ
と
を
伝
え
た
り
す
る
場
合
、

相
手
の
事
を
思
い
遣
っ
た
り
、
敬

意
を
含
ん
だ
表
現
に
よ
っ
て
心
理

的
な
負
担
を
和
ら
げ
、
円
滑
な
や

り
取
り
や
合
意
が
な
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
や

り
取
り
は
形
式
張
っ
て
面
倒
く
さ

い
と
い
っ
た
風
潮
に
な
り
つ
つ
あ

る
。
そ
れ
ら
が
不
要
な
も
の
と
し

て
切
り
捨
て
ら
れ
、
合
理
化
さ
れ
、

ス
リ
ム
化
さ
れ
る
こ
と
で
分
か
り

や
す
く
な
っ
た
と
す
る
の
が
現
代

で
あ
る
。
何
と
も
味
気
な
い
も
の

で
は
な
い
か
。

　
た
だ
、
そ
う
は
言
っ
て
も
す
ぐ
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て
も
重
要
な
足
場
に
な
る
」
更
に
、

神
と
人
と
の
交
わ
り
や
自
然
と
の

関
わ
り
に
つ
い
て
の
考
察
、
現
代

神
道
に
求
め
ら
れ
る
視
角
な
ど
の

お
話
が
あ
り
ま
し
た
。

　

　
　
　
出
雲
支
部  

塩
野
　
清
明

　
八
月
十
日
、
十
一
日
愛
知
県
名

古
屋
市
の
ホ
テ
ル
・
ル
ブ
ラ
王
山

を
会
場
と
し
て
全
教
神
協
全
国
大

会
が
開
催
さ
れ
た
。
コ
ロ
ナ
禍
に

よ
り
三
年
ぶ
り
の
全
国
大
会
に
は　
　

代
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

毒
性
が
少
な
く
麻
薬
に
は
な
ら
な

い
日
本
在
来
種
の
大
麻
草
の
復
活

を
訴
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

 ---------------------

◆ 

講
義
Ⅱ
「
共
存
・
共
栄
の
思
想
」

國
學
院
大
學
教
授  

菅
　
浩
二 
先
生

　
「
共
存
・
共
生
の
た
め
の
宗
教
・

精
神
文
化
の
役
割
は
ど
こ
に
あ
る

か
」
を
考
え
る
上
で
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に

着
目
し
、「
人
間
の
欲
求
に
基
づ
く

経
済
活
動
に
対
す
る
倫
理
的
責
任
」

「
伝
統
的
生
活
の
知
恵
と
大
量
消

費
・
営
利
の
相
克
」「
人
新
世　
人

が
環
境
に
与
え
る
影
響
」「
近
代
国

家
行
政
で
は
な
い
活
動(

Ｎ
Ｇ
Ｏ

な
ど)

が
導
く
公
共
」
と
４
つ
の

視
点
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
「
神
道

は
ど
の
よ
う
に
応
答
で
き
る
か
」

を
参
加
者
に
問
い
か
け
ら
れ
ま
し

た
。
そ
の
上
で
世
界
へ
の
開
か
れ

た
視
点
を
持
つ
上
で
「
神
道
が
と

各
地
か
ら
62
名
の
参
加
が
あ
っ
た
。

先
ず
創
立
六
十
周
年
記
念
式
典
か

ら
始
ま
っ
た
。

　
神
宮
遙
拝
、
国
歌
斉
唱
、
教
育

勅
語
奉
読
と
進
み
寶
来
会
長
挨
拶
、

ご
来
賓
と
し
て
神
社
本
庁
田
中
恒

清
総
長
よ
り
、
全
教
神
協
全
国
大

会
に
は
毎
回
出
席
を
し
て
い
る
。

結
成
以
来
六
十
年
に
亘
り
神
道
精

神
の
昂
揚
に
努
め
、
青
少
年
の
教

育
の
正
常
化
に
尽
力
さ
れ
た
こ
と

に
敬
意
と
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す

と
の
ご
祝
辞
を
頂
い
た
。
記
念
式

典
に
引
続
き
、
総
会
令
和
三
年
度

事
業
報
告
、
決
算
報
告
、
令
和
四

年
度
事
業
計
画
、
予
算
案
審
議
と

続
い
た
。

　
中
央
研
修
会
の
基
調
講
演
は
倉

山
満
先
生
の
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
危
機

の
打
開
策
を
日
本
近
現
代
史
か
ら

学
ぶ
」
で
あ
っ
た
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ

事
変
【
ロ
シ
ア
は
宣
戦
布
告
を
し

て
い
な
い
】
か
ら
今
、
日
本
は
何

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
直

面
し
て
い
る
台
湾
有
事
は
日
本
有

事
で
も
あ
る
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
並
み
の

Ｇ
Ｄ
Ｐ
２
％
以
上
の
防
衛
予
算
と

き
ち
ん
と
軍
隊
を
も
つ
こ
と
が
パ

ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ
上
で
極
め

て
重
要
で
あ
る
と
感
じ
た
。

　
記
念
講
演
は
、
宮
澤
浩
司
先
生

に
よ
る
「
細
井
平
洲
か
ら
学
ぶ
お

し
え
」
で
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
後

期
の
地
元
平
島
村
（
東
海
市
）
生

ま
れ
の
儒
学
者
。
24
歳
で
江
戸
に

私
塾
「
嚶
鳴
館
」
を
開
き
、
特
に
、

米
沢
（
山
形
県
）
藩
主
と
な
る
上

杉
鷹
山
公
の
師
と
な
る
。
窮
乏
を

極
め
て
い
た
藩
財
政
を
一
代
で
立

て
直
し
た
こ
と
で
有
名
。
大
名
か

ら
一
般
の
人
ま
で
幅
広
く
交
流
し
、

教
え
を
広
め
て
い
っ
た
と
こ
ろ
が
、

今
で
も
皆
か
ら
慕
わ
れ
る
要
因
で

あ
ろ
う
。

全国大会の様子
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二
日
目
は
、
三
つ
の
分
科
会
に

分
か
れ
、
①
国
家
意
識
へ
の
教
化

②
国
史
国
文
へ
の
教
化
③
道
徳
と

し
て
の
神
道
教
化
の
グ
ル
ー
プ
討

議
で
あ
っ
た
。
私
は
①
の
分
科
会

に
所
属
し
、
国
旗
や
国
歌
、
神
話

教
育
、
領
土
問
題
な
ど
に
つ
い
て

実
践
発
表
や
感
想
を
述
べ
あ
っ
た
。

各
県
の
ベ
テ
ラ
ン
の
先
生
方
の
豊

富
な
実
践
に
学
び
の
多
い
時
間
を

過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
。　
　
　
　
　
　

平
洲
先
生
の
教
え「
学
思
行
相
ま
っ

て
良
と
な
す
」

　
勉
強
を
実
行
す
る
こ
と
が
本
当

の
学
び
で
あ
る
。

出
雲
支
部  

山
崎
　
寧
子

　
中
止
が
続
い
て
い
た
山
口
県
で

の
大
会
が
三
年
ぶ
り
に
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
総
勢
19
名
。
島
根
県
か

ら
の
参
加
は
３
名
で
し
た
。

　
防
府
天
満
宮
に
集
合
、
正
式
参

拝
、
記
念
撮
影
、
歴
史
館
を
拝
見

し
た
後
、
天
満
宮
の
中
に
あ
る
芳

松
庵
で
一
服
頂
き
ま
し
た
。
庭
も

美
し
く
素
敵
な
所
で
し
た
。

　
開
会
行
事
の
後
、
防
府
天
満
宮

の
鈴
木
宏
明
宮
司
の
講
話
「
防
府

天
満
宮
の
歴
史
に
つ
い
て
」
を
拝

聴
し
ま
し
た
。
全
国
に
一
万
二
千

社
あ
る
天
満
宮
の
中
で
も
最
初
に

創
建
さ
れ
た
天
神
様
だ
そ
う
で
す
。

道
真
公
左
遷
の
行
程
は
海
路
か
陸

路
か
を
各
地
に
あ
る
天
満
宮
の
謂

れ
な
ど
調
べ
た
結
果
、
海
路
で
あ

る
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
続
い

て
「
山
頭
火
記
念
館
」
を
学
芸
員　

さ
ん
の
案
内
で
回
り
ま
し
た
。
俳

人
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
五
七

五
と
は
無
縁
な
自
由
詩
、
余
り
に

自
由
な
生
活
で
び
っ
く
り
で
し
た
。

　

ホ
テ
ル
に
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
後
、

イ
タ
リ
ア
ン
の
お
店
を
貸
し
切
っ

て
の
懇
親
会
。
こ
こ
も
防
府
天
満

宮
の
鈴
木
宮
司
が
手
配
さ
れ
た
そ

う
で
、
一
日
目
、
二
日
目
全
て
の

行
程
に
於
い
て
鈴
木
宮
司
に
も
お

世
話
に
な
り
ま
し
た
。

　
二
日
目
、
毛
利
博
物
館
へ
。
館

長
さ
ん
か
ら
い
ろ
い
ろ
説
明
を
聞

き
な
が
ら
見
物
し
ま
し
た
。
手
紙

が
沢
山
残
っ
て
い
て
、
信
仰
に
厚

か
っ
た
事
な
ど
が
わ
か
る
と
言
わ

れ
て
い
ま
し
た
。
屋
敷
の
造
り
、

二
階
か
ら
見
る
庭
の
景
色
は
す
ば

ら
し
い
物
で
し
た
。

 　
そ
の
後
、
山
口
県
の
渡
邉
先
生

を
座
長
に「
全
教
神
協
中
国
ブ
ロ
ッ

ク
の
各
県
の
現
況
と
課
題
」
に
つ

い
て
話
し
合
い
ま
し
た
。
各
県
と

全国大会の参加者



島
根
県
教
神
協

　
総
会・研
修
会
に
つ
い
て
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も
会
員
を
ど
う
増
や
す
か
が
大
き

な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
閉
会
式
を
経
て
、
山
口
県
で
の

研
修
は
終
了
し
ま
し
た
。
山
口
県

の
各
先
生
方
、
防
府
天
満
宮
の
鈴

木
宮
司
に
は
大
変
お
世
話
に
な
り

ま
し
た
。

松
江
支
部  

廣
江
　
直
澄

　
三
年
ぶ
り
の
対
面
形
式
の
総
会
・

研
修
会
は
出
雲
市
民
会
館
学
習
室

を
会
場
に
開
催
さ
れ
、
コ
ロ
ナ
禍

の
影
響
も
あ
り
10
名
を
切
る
参
加

者
と
な
っ
た
。
順
調
に
議
事
が
進

み
審
議
し
た
中
で
、
会
報
の
発
行

部
数
に
つ
い
て
現
在
８
０
０
部
余

り
を
２
０
０
部
程
度
の
数
に
す
る

案
の
説
明
が
行
わ
れ
た
。
現
在
の

県
下
の
全
神
職
約
６
０
０
名
分
の

配
布
を
や
め
て
、
島
根
県
神
社
庁

の
Ｈ
Ｐ
に
掲
載
す
る
事
が
了
承
さ

れ
た
。

　
午
後
の
研
修
会
は
、
２
部
構
成

で
行
わ
れ
た
。
研
修
Ⅰ
は
米
子
市

の
賀
茂
神
社
天
満
宮
宮
司
須
山
倫

史
氏
に
よ
る
「
今
後
の
神
社
運
営

に
つ
い
て
」
と
い
う
演
題
で
行
わ

れ
た
。
講
師
依
頼
の
理
由
は
少
子

高
齢
化
に
よ
る
氏
子
数
の
減
少
、

デ
ジ
タ
ル
化
社
会
に
進
み
神
社
運

営
に
も
影
響
が
出
て
い
る
中
、
こ

の
事
に
果
敢
に
取
り
組
ま
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
実
業
家
と
し
て

の
顔
を
持
つ
氏
の
発
言
は
『
経
営
』

と
い
う
観
点
か
ら
、
ま
ず
３
つ
の

ポ
イ
ン
ト
を
挙
げ
ら
れ
た
。
①
宮

司
の
役
割
②
収
益
化
構
造
③
社
頭

繁
栄
化
と
し
て
、
更
に
宮
司
の
役

割
を
５
役
に
分
け
解
説
さ
れ
た
。

　
（
１
）
神
社
経
営
（
社
長
役
）

　
（
２
）
祭
典
奉
仕
（
職
人
役
）　

　
（
３
）
伝
統
文
化
継
承
役　

　
（
４
）
地
域
社
会
貢
献
役　

　
（
５
）
教
導
職
役　

　
縁
も
な
い
当
社
で
奉
職
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
氏
の
実
体
験
か
ら

く
る
話
は
説
得
力
の
あ
る
も
の

だ
っ
た
。
質
疑
応
答
も
活
発
に
行

わ
れ
、
遷
宮
の
苦
労
や
悩
み
を
他

所
で
は
話
せ
な
か
っ
た
。
と
胸
に

秘
め
ら
れ
た
想
い
を
語
ら
れ
る
会

員
も
い
た
。
今
回
の
講
演
は
聞
く

人
に
よ
っ
て
捉
え
方
が
分
か
れ
る

も
の
と
思
っ
た
。
た
だ
、
大
前
提

と
し
て
厳
粛
な
祭
祀
、
伝
統
に
裏

付
け
ら
れ
た
敬
虔
な
祈
り
の
場
所

と
し
て
の
神
社
と
い
う
根
幹
は
変

わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
二
本
目
の
相
互
研
修
で
は
、
全

国
大
会
で
の
報
告
が
中
心
だ
っ
た
。

大
阪
府
の
公
立
高
校
教
諭
の
神
職

兼
業
の
話
題
で
は
、
島
根
県
の
現

状
を
確
認
し
「
兼
業
届
け
は
不
要

で
、
適
切
な
年
休
取
得
で
対
応
で

き
る
」
と
の
事
だ
っ
た
。
今
回
の

研
修
会
の
講
演
に
は
、
ご
案
内
を

し
た
島
根
県
女
子
神
職
会
会
長
古

瀬
真
由
美
様
に
も
ご
参
加
い
た
だ

い
た
。
今
後
も
共
有
で
き
る
課
題

が
あ
れ
ば
交
流
を
続
け
た
い
と

思
っ
た
。

 



令
和
三
年
度 

事
業
報
告

・
六
月
十
九
日
　
現
職
教
員
等
研
修
会 

リ
モ
ー
ト
方
式

・
七
月
十
日
　
　
役
員
会 

七
名
参
加 

松
江
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル
　

・
八
月
　
　
　
　
全
教
神
協
研
修
会
・
総
会
　

　
　
　
　
　
　
　
島
根
県
教
神
協
総
会

　
　
　
　
　
　
　
何
れ
も
書
面
議
決
方
式

・
十
二
月
下
旬
　
会
報
第
四
十
号
発
行

令
和
五
年
度 

　予

　定

・
七
月
二
十
八（
金
）、二
十
九（
土
）

　
　
　
　
　
　
　
全
教
神
協
全
国
大
会 

福
島
県

　
　
　
　
　
　
　
ホ
テ
ル
ビ
ュ
ー
ア
ネ
ッ
ク
ス
（
郡
山
市
）

・
全
教
神
協
　
　
中
国
ブ
ロ
ッ
ク
研
修
会 

担
当 

島
根
県
支
部

令
和
四
年
度 

事
業
計
画

・
六
月
十
八
日
　
現
職
教
員
等
研
修
会 

神
社
本
庁
　

・
七
月
十
日
、十
一
日

　
　
　
　
　
　  

第
六
十
一
回 

全
教
神
協
全
国
大
会

　
　
　
　
　
　  

愛
知
県
名
古
屋
市

・
八
月
二
十
日
、二
十
一
日

　
　
　
　
　
　  

全
教
神
協 

中
国
ブ
ロ
ッ
ク
研
修
会

　
　
　
　
　
　
　山
口
県
防
府
市

・
八
月
二
十
七
日  

島
根
県
教
神
協
総
会
・
研
修
会 

出
雲
市
民
会
館

・
十
月
　
　
　
　
会
報
第
四
十
一
号
発
行

会
員
寄
稿

「
言
葉
の
持
つ
力
」
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松
江
支
部
　
廣
江
　
直
澄

　
こ
の
夏
、
あ
る
神
職
の
方
と
雑

談
す
る
中
で
「
仏
教
や
キ
リ
ス
ト

教
は
教
義
・
経
典
か
ら
教
え
を
伝

え
ら
れ
る
が
、
神
道
は
そ
の
点
難

し
い
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
話

題
に
な
り
ま
し
た
。
確
か
に
地
元

紙
に
は
「
教
え
」
を
掲
載
す
る
欄

が
あ
り
ま
す
が
、
担
当
さ
れ
て
い

る
の
は
住
職
、
牧
師
、
神
父
の
方

が
殆
ど
で
す
。
神
道
に
は
教
義
・

経
典
が
存
在
し
な
い
と
言
わ
れ
ま

す
が
、社
頭
講
話
な
ど
で
は「
記
紀
」

な
ど
の
神
典
を
元
に
神
社
の
歴
史
、

由
緒
、
ご
神
徳
な
ど
神
職
が
工
夫

し
な
が
ら
お
話
を
さ
れ
て
い
る
事

と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
会
話
を
し
た
今
夏

に
参
加
し
た
全
教
神
協
全
国
大
会

で
「
細
川
平
洲
か
ら
学
ぶ
お
し
え
」

と
い
う
記
念
講
演
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
細
川
平
洲
と
は
愛
知
県
東
海

市
に
生
ま
れ
た
江
戸
時
代
の
儒
学

者
・
教
育
者
で
す
。
本
人
が
一
番

有
名
に
な
っ
た
の
は
、
米
沢
藩
中

興
の
祖
上
杉
鷹
山
の
師
と
な
っ
た

人
物
で
あ
る
か
ら
で
し
た
。
講
師

の
東
海
市
教
育
委
員
会
の
方
の
お

話
で
「
細
川
平
洲
の
教
え
の
基
本

は
、
朱
子
学
・
陽
明
学
な
ど
の
学

派
に
と
ら
わ
れ
ず
、
良
い
と
こ
ろ

は
取
り
入
れ
る
折
衷
学
派
で
あ
る
」

と
い
う
点
が
実
に
タ
イ
ム
リ
ー
で
、

雑
談
の
留
飲
を
下
げ
る
も
の
に
な

り
ま
し
た
。

　
思
い
起
こ
せ
ば
、
私
が
管
理
職

時
代
に
徳
育
授
業
を
担
当
し
て
い

た
時
、
教
材
と
し
て
用
い
て
い
た

の
は『
論
語
』『
孟
子
』『
菜
根
譚
』『
呻

吟
語
』
な
ど
の
中
国
の
古
典
や
佐



遷宮後の湯野神社

玉作神社

奥
出
雲
の「
湯
野
神
社
」 

今
昔
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藤
一
斎
の
『
言
志
四
録
』
西
郷
隆

盛
の
『
言
志
録
』
等
を
始
め
、
最

新
の
情
報
や
市
井
に
語
ら
れ
る
古

今
の
良
い
話
や
感
動
逸
話
な
ど
多

岐
に
わ
た
る
も
の
を
貪
る
よ
う
に

し
て
探
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら

は
全
校
朝
礼
で
の
講
話
や
校
報
の

記
事
、
入
学
式
、
卒
業
式
で
の
訓

話
に
も
繋
が
っ
て
い
ま
し
た
。
時

に
は
、
神
道
の
『
中
今
』『
生
成
発

展
』『
常
若
』『
浄
明
正
直
』
な
ど

も
ア
レ
ン
ジ
を
加
え
て
伝
え
て
い

ま
し
た
。

　
教
神
協
の
会
員
は
、
教
育
現
場

で
多
く
の
生
徒
に
関
わ
り
講
話
、

訓
話
、
挨
拶
な
ど
で
多
く
の
言
葉

を
駆
使
し
て
相
手
に
伝
え
て
き
た

豊
富
な
経
験
を
持
ち
ま
す
。
お
そ

ら
く
、
社
頭
講
話
で
は
由
緒
、
ご

神
徳
に
加
え
て
学
校
で
の
講
話
、

訓
話
、
挨
拶
な
ど
の
エ
ッ
セ
ン
ス

を
交
え
お
話
に
な
っ
て
い
る
事
と

思
い
ま
す
。
私
は
、
こ
れ
ま
で
の

講
話
、
訓
話
、
挨
拶
な
ど
の
原
稿

を
デ
ー
タ
と
し
て
残
し
て
い
ま
す
。

試
し
に
何
本
か
原
稿
作
成
を
し
て

参
拝
者
、
氏
子
、
崇
敬
者
は
勿
論

の
事
、
一
般
の
方
に
も
伝
え
ら
れ

る
よ
う
に
研
鑽
を
積
ん
で
ス
キ
ル

ア
ッ
プ
が
出
来
た
ら
と
思
い
ま
す
。

　
今
夏
の
全
国
高
校
野
球
選
手
権

大
会
の
優
勝
校
仙
台
育
英
高
校
の

須
江
監
督
の
優
勝
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

を
聞
い
て
、
多
く
の
国
民
が
言
葉

の
持
つ
力
に
胸
を
熱
く
し
た
こ
と

が
話
題
に
な
り
ま
し
た
。

　
神
道
は
「
い
の
ち
の
思
想
」
と

言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
日
々
の

生
活
に
生
か
せ
る
話
が
、
心
に
寄

り
添
え
る
話
が
、
希
望
に
つ
な
が

る
話
が
展
開
で
き
れ
ば
素
晴
ら
し

い
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　
当
社
は
、
出
雲
国
風
土
記
に
も

記
載
さ
れ
、
創
建
推
定
約
二
千
年

の
歴
史
が
あ
る
特
別
神
社
で
あ
る
。

主
祭
神
は
、
大
己
貴
命
・
少
彦
名

命
等
で
、
薬
湯
が
出
る
と
こ
ろ
か

ら
、
健
康
長
寿
の
神
社
と
し
て
、

古
来
多
く
の
崇
敬
者
を
集
め
て
き

て
い
る
。
玉
峰
山
か
ら
は
、
玉
の

名
の
通
り
勾
玉
の
材
料
と
な
る
水

晶
が
産
出
さ
れ
て
き
た
。
当
社
の

末
社
に
「
玉
作
神
社
」
が
あ
る
。

　　

参
道
の
随
神
門
の
御
神
額
に
、

「
亀
嵩
神
社
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
神
社
拝
殿
上
の
御
神
額
に

は
、「
湯
野
神
社
」
と
あ
る
。
こ

れ
は
明
治
四
十
一
年
の
合
祀
令

　
　
宮  

司  

石
原
　
　
肇

　
Ｊ
Ｒ
木
次
線
亀
嵩
駅
前
の
国
道

四
三
二
か
ら
東
に
約
三
、五
㎞
進
む

と
、
南
方
に
玉
峰
山
と
そ
の
麓
に

玉
峰
山
荘（
亀
嵩
温
泉
）が
見
え
る
。

北
方
に
は
鳥
居
が
あ
り
、
そ
れ
を

潜
っ
て
、
石
段
を
登
り
、
杉
や
樅

木
の
並
木
道
の
参
道
を
約
百
ｍ
進

む
と
、
湯
野
神
社
の
拝
殿
や
本
殿

が
一
直
線
先
に
見
え
、
湯
野
神
社

本
殿
に
到
達
す
る
。

　



- 8 -

の
時
に
、
亀
嵩
村
に
あ
っ
た
三

つ
の
神
社
が
合
祀
さ
れ
、
昔
玉

峰
山
麓
の
宮
地
と
い
う
地
名
に

あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
湯
野
神
社

の
名
に
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
境
内
の
や
や
高
地
に
は
、
合

祀
に
合
わ
せ
、
元
宮
の
荒
神
さ
ん

や
牛
神
さ
ん
と
よ
ば
れ
て
い
た

石
碑
群
が
、
鎮
座
さ
れ
て
い
る
。

　
江
戸
時
代
末
期
に
は
、
松
江
藩

お
抱
え
の
横
綱
陣
幕
九
五
郎
（
東

出
雲
町
出
身
）
に
よ
る
、
雲
伯
出

世
相
撲
の
本
場
と
し
て
、
昭
和

四
十
年
頃
迄
、
大
い
に
賑
わ
っ
た
。

昭
和
五
十
九
年
に
は
、
元
横
綱
千

代
の
富
士
（
元
陣
幕
親
方
）
が
、

正
式
参
拝
さ
れ
、
亀
嵩
地
区
あ
げ

て
盛
り
上
が
り
を
示
し
た
。
そ
の

相
撲
場
で
は
、
今
も
例
大
祭
時
の

子
供
相
撲
や
、
体
協
主
催
の
相
撲

大
会
が
開
か
れ
て
い
る
。

　
当
社
は
ま
た
、
小
説
家
松
本
清

張
氏
の
代
表
作
「
砂
の
器
」
の
映

画
ロ
ケ
地
と
し
て
も
有
名
で
あ
る
。

今
年
は
、
松
本
清
張
没
後
三
十
年

で
、
映
画
化
さ
れ
四
十
八
年
と
な

る
。
玉
峰
山
荘
で
は
、
九
月
に
展

示
会
や
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
た
。

現
在
で
も
テ
レ
ビ
等
の
ロ
ケ
地
と

し
て
、
砂
の
器
ゆ
か
り
の
神
社
と

し
て
観
光
の
一
役
を
担
っ
て
い
る
。

　
当
社
は
三
十
五
年
ぶ
り
に
、「
令

和
遷
座
祭
」(

令
和
元
年
仮
遷
座
祭・

同
二
年
本
遷
座
祭)

を
挙
行
し
た
。

　
境
内
の
樹
齢
推
定
五
百
年
の
欅

が
、
長
年
神
木
と
し
て
親
し
ま
れ

て
き
た
が
、
近
年
古
く
危
険
な
た

め
、
遷
宮
を
機
に
伐
採
し
、
製
材

の
一
部
を
「
湯
野
神
社
爾
」
の
御

神
札
と
し
て
、
氏
子
崇
敬
者
に
お

配
り
し
た
。
ご
尽
力
頂
い
た
関
係

の
皆
様
方
に
感
謝
し
て
い
る
。

 ---------------------

編
集
後
記

 ---------------------

　

長
い
自
粛
期
間
を
経
て
、
教
神
協

は
ｗ
ｉ
ｔ
ｈ
コ
ロ
ナ
に
転
換
し
、
活

動
を
再
開
し
ま
し
た
。
未
だ
コ
ロ
ナ
は

収
ま
ら
ず
、
教
育
現
場
は
大
変
な
状
態

で
す
が
、
万
全
な
対
策
を
し
た
上
で
、

子
供
達
の
未
来
の
為
、
活
発
な
活
動

が
し
て
い
け
れ
ば
幸
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
社
頭
に
お
い
て
も
賑
や
か
な
お

祭
り
の
復
活
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　

玉
稿
を
お
寄
せ
下
さ
っ
た
会
員
の

先
生
方
に
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
（
山
﨑
　
寧
子
）

湯野神社鳥居から見た玉峰山と玉峰山荘

全
教
神
協
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

本
会
の
あ
ゆ
み・本
会
の
取
り
組
み

広
報
誌
な
ど
の
情
報
を
発
信
し
て
い

ま
す
。是
非
、ご
覧
く
だ
さ
い
。

https://zksk.jp


