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コ
ロ
ナ
禍
も
二
年
を
超
え
て
し
ま
い
、
不
自
由
な
生

活
が
続
い
て
お
り
ま
す
が
、
い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ

う
か
。

お
施
餓
鬼
や
お
彼
岸
な
ど
、
恒
例
行
事
が
二
年
続
け

て
縮
小
自
粛
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
事
は
誠
に
残
念
で
し

た
が
、
知
行
院
の
万
般
に
亘
り
ま
し
て
格
別
な
ご
芳
情

を
賜
り
ま
し
た
こ
と
謹
ん
で
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

本
年
は
開
山
伝
教
大
師
最
澄
様
千
二
百
年
大
遠
忌
で

あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
大
法
会
円
成
の
推
進
を
先
頭
に

立
っ
て
ご
教
導
く
だ
さ
っ
た
、
第
二
百
五
十
七
世
天
台

座
主
森
川
宏
映
猊
下
が
昨
年
十
一
月
二
十
二
日
九
十
七

歳
で
ご
遷
化
さ
れ
ま
し
た
。

森
川
座
主
猊
下
の
ご
遷
化
に
伴
い
、
書
写
山
円
教
寺

大
樹
孝
啓
探
題
大
僧
正
様
が
天
台
宗
の
古
来
の
定
め
に

よ
り
即
日
第
二
百
五
十
八
世
天
台
座
主
に
ご
上
任
さ
れ

ま
し
た
。

私
が
比
叡
山
に
お
り
ま
し
た
期
間
、
森
川
猊
下
は
山

下
の
延
暦
寺
学
園
に
お
勤
め
で
し
た
の
で
お
目
に
か
か

る
機
会
は
少
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
近
年
、
私
が
大
樹

大
僧
正
の
お
手
伝
い
を
す
る
様
に
な
り
ま
し
て
か
ら

は
、
親
し
く
ご
指
導
賜
る
機
会
を
度
々
頂
き
ま
し
た
。

長
く
教
鞭
を
執
ら
れ
て
い
た
森
川
猊
下
は
、
私
共
に

も
丁
寧
に
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
て
ご
教
示
く
だ
さ
り
そ
の

際
の
笑
顔
と
お
声
は
脳
裏
に
焼
き
付
い
て
い
ま
す
。

ご
高
承
の
通
り
大
樹
孝
啓
新
天
台
座
主
猊
下
は
何
度

も
知
行
院
に
足
を
運
ん
で
頂
い
て
お
り
　
平
成
三
十
一

年
四
月
廿
八
日
の
山
門
落
慶
式
の
お
導
師
を
お
勤
め
頂

き
ま
し
た
。「
龍
寳
山
」
の
山
号
額
は
大
僧
正
の
揮
毫

に
よ
る
も
の
で
す
。

知
行
院
に
ご
縁
の
深
い
座
主
猊
下
の
下
、
新
し
い
ス

テ
ー
ジ
に
邁
進
す
る
天
台
宗
で
す
が
、
当
山
も
そ
の
ご
縁

を
大
切
に
精
進
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

知
行
院
住
職
　
坂
本
観
泰

ご
あ
い
さ
つ
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聞
き
手　
一
昨
年
、
全
国
行
脚
で
不
滅
の
法
灯
が
知
行

院
に
来
る
予
定
で
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
、
残
念

な
が
ら
中
止
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
不
滅
の
法
灯

は
千
年
以
上
、
灯
り
続
け
て
い
る
灯と
も
し
び火
だ
と
お
聞
き
し

ま
し
た
。

住
職
　
不
滅
の
法
灯
と
は
、
天
台
宗
を
お
開
き
に
な
っ

た
伝
教
大
師
最
澄
さ
ま
が
、
比
叡
山
の
山
中
に
お
堂
を

建
立
し
、
自
ら
薬
師
如
来
を
お
彫
り
に
な
り
、
そ
の
ご

宝
前
に
灯
し
た
灯
火
で
す
。そ
の
時
、伝
教
大
師
は
、「
あ

き
ら
け
く
　
後の
ち
の
仏
の
御み

よ世
ま
で
も
　
光
伝
え
よ
　
法の

り

の
灯と

も
し
び火
」
と
詠
ま
れ
、
後
の
世
ま
で
光
を
絶
や
さ
な
い

よ
う
に
、
教
え
が
伝
わ
り
続
け
る
こ
と
を
祈
ら
れ
ま
し

た
。
尓
来
、
千
二
百
年
絶
や
さ
ず
守
り
続
け
ら
れ
て
い

る
灯
火
で
す
。

聞
き
手　
坂
本
住
職

は
、
不
滅
の
法
灯
を

お
守
り
す
る
お
役
目

を
さ
れ
た
こ
と
が
あ

る
と
聞
い
て
い
ま
す
。

住
職
　
比
叡
山
に
籠

山
修
行
で
入
っ
て
す

ぐ
で
し
た
。
私
が
比

叡
山
に
入
っ
た
の
は

昭
和
六
十
二
年
四
月

一
日
で
す
。
そ
し

て
四
月
四
日
か
ら

第
九
回
　
不
滅
の
法
灯

教
え
て
、
住
職
さ
ん
！

御み
し
ゅ
ほ
う

修
法
と
い
う
行
事
が
始
ま
り
ま
す
。
延
暦
寺
の
行
事

の
中
で
も
、
最
も
重
要
な
法
儀
で
、
国
の
象
徴
で
あ
る

天
皇
陛
下
の
御ぎ
ょ
え衣

を
お
預
か
り
し
て
、
天
台
座
主
猊
下

を
初
め
天
台
宗
の
高
僧
が
全
国
か
ら
集
ま
り
、
五
穀
豊

穣
・
鎮
護
国
家
を
祈
願
す
る
法
要
で
す
。

　
比
叡
山
で
三
年
籠
山
に
入
っ
た
ば
か
り
修
行
僧
が
、

初
め
て
奉
仕
す
る
の
が
、
こ
の
御
修
法
で
す
。

　
大
学
卒
業
直
後
で
、
右
も
左
も
わ
か
ら
な
い
状
態
で

し
た
が
、
根
本
中
堂
内
陣
で
一
日
三
座
修
行
さ
れ
る
法

要
の
後
片
付
け
と
準
備
を
任
さ
れ
ま
し
た
。
更
に
閉
堂

時
に
は
、不
滅
の
法
灯
の
お
世
話
を
す
る
こ
と
に
。真
っ

暗
な
堂
内
で
ひ
か
り
輝
く
灯
籠
の
前
に
行
き
ま
し
た

が
、
あ
ん
な
間
近
で
、
直
接
、
不
滅
の
法
灯
を
見
た
の

は
初
め
て
で
し
た
。

　
私
も
天
台
宗
の
お
寺
に
生
ま
れ
て
、
子
ど
も
の
頃
か

ら
、
不
滅
の
法
灯
が
と
て
も
大
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と

は
聞
か
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
天
台
宗
の
宗
歌
で
も
、
伝

教
大
師
が
唱
え
た
「
あ
き
ら
け
く
　
後
の
仏
の
御
世
ま

で
も
　
光
伝
え
よ
　
法
の
灯
火
」
の
句
が
歌
わ
れ
て
お

り
、
天
台
宗
に
と
っ
て
何
も
の
に
も
代
え
ら
れ
な
い
大

切
な
存
在
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
ん
な
大
切
な
灯
籠
に
、
な
た
ね
油
を
注
ぎ
足
し
、

灯
芯
を
整
え
る
よ
う
言
わ
れ
た
の
で
す
。
そ
の
時
は
さ

す
が
に
緊
張
し
ま
し
た
ね
。
千
二
百
年
、
灯
し
続
け
て

き
た
灯
火
で
す
。
大
切
な
火
を
う
っ
か
り
消
し
て
し
ま

う
の
で
は
な
い
か
と
。
し
か
も
、
お
堂
の
中
は
真
っ
暗

で
よ
く
見
え
な
い
ん
で
す
よ
。

　
あ
の
と
き
の
緊
張
は
今
で
も
鮮
明
に
よ
み
が
え
っ

て
き
ま
す
。

聞
き
手　
油
断
大
敵
と
い
う
言
葉
は
、
不
滅
の
法
灯

か
ら
生
ま
れ
て
い
る
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

住
職
　
　
不
滅
の
法
灯
は
、
な
た
ね
油
で
灯
し
続
け

て
い
ま
す
。
こ
の
な
た
ね
油
を
絶
や
さ
な
い
よ
う
に

お
守
り
し
て
い
る
の
は
、
修
行
僧
で
す
。
も
し
、
油

を
絶
や
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
千
年
以
上
続
い
て
き
た

法
灯
は
絶
え
て
し
ま
う
の
で
す
。
油
が
断
た
れ
る
、

す
な
わ
ち
油
断
す
る
と
、
大
切
な
灯
火
は
消
え
て
し

ま
う
と
言
う
こ
と
で
す
。

　
三
年
の
修
行
が
終
わ
り
、
延
暦
寺
一
山
住
職
と
し

て
、
総
本
堂
に
勤
め
て
お
り
ま
し
た
時
に
、、
訪
れ

た
参
拝
の
方
の
案
内
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

特
に
、
修
学
旅
行
の
生
徒
さ
ん
達
か
ら
、
た
び
た
び
、

「
本
当
に
千
二
百
年
、消
え
て
い
な
い
の
か
」
や
「
消

え
た
ら
ど
う
す
る
の
か
」
と
、
消
え
た
時
の
事
を
質

問
さ
れ
ま
し
た
。

　
も
ち
ろ
ん
火
を
絶
や
さ
な
い
こ
と
も
大
切
な
の
で

す
が
、
消
え
な
い
よ
う
に
ど
う
す
る
か
、
ど
う
す
べ

き
な
の
か
を
考
え
て
行
動
す
る
こ
と
が
大
切
な
の
で

あ
る
と
、
日
々
ご
法
話
を
し
て
い
た
事
を
思
い
出
し

ま
す
。
日
々
努
力
精
進
す
る
指
針
と
し
て
、
伝
教
大

師
が
後
進
に
示
さ
れ
た
御
印
で
あ
っ
て
、
火
が
消
え

た
イ
コ
ー
ル
伝
教
大
師
の
教
え
が
途
絶
え
る
と
い
う

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
一
般
的
に
語
ら
れ
る
「
油
断
大
敵
」
は
、
気
を
抜

く
な
と
い
う
意
味
合
い
で
す
が
、
不
滅
の
法
灯
を
通

し
て
伝
教
大
師
が
説
か
れ
て
い
る
の
は
、
日
々
の
精

進
を
怠
る
な
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と

を
忘
れ
ず
に
精
進
し
た
い
も
の
で
す
。（
終
わ
り
）

お
寺
の
こ
と
、
仏
教
の
こ
と
で
、
知
っ
て
い
る
よ
う
で
よ
く
解
ら
な
い
こ
と
を
、
ご
住
職
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

し
て
教
え
て
い
た
だ
き
ま
す
。
第
九
回
目
は
、
不
滅
の
法
灯
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
聞
き
手
　
編
集
担
当
　
薄
井
秀
夫
）

（２）
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「
最
澄
と
天
台
宗
の
す
べ
て
」
を
拝
観
し
て

　
上
野
の
東
京
国
立
博
物
館
で
昨
年
十
月
か
ら
十
一
月

ま
で
「
最
澄
と
天
台
宗
の
す
べ
て
」
の
展
示
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
展
示
さ
れ
て
い
る
文
物
も
貴
重
な
も
の
ば
か

り
で
あ
り
、
こ
れ
を
逃
す
と
二
度
と
見
る
こ
と
の
で
き

な
い
も
の
も
多
い
と
思
い
、
拝
観
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
比
叡
山
に
何
年
も
参
籠
し
、
ま
た
深
大
寺
な
ど
各
地

の
天
台
宗
の
お
寺
と
も
親
し
く
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い

ま
す
が
、
今
回
、
初
め
て
目
に
す
る
も
の
も
多
く
、
あ

り
が
た
い
こ
と
だ
と
感
じ
入
っ
て
お
り
、
見
学
し
な
が

ら
も
感
動
し
き
り
で
し
た
。

　
ま
ず
入
場
す
る
と
す
ぐ
に
、
一
乗
寺
に
納
め
ら
れ
て

い
る
国
宝
「
聖
徳
太
子
及
び
天
台
高
僧
像
」
十
幅
が
展

示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
美
し
さ
も
さ
る
も
の
な
が

ら
、
色
鮮
や
か
な
彩
色
に
も
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。
千
年

を
こ
え
て
伝
え
ら
れ
た
肖
像
画
が
こ
れ
だ
け
鮮
や
か
な

姿
で
私
た
ち
の
目
の
前
に
あ
る
こ
と
は
、
ほ
ん
と
う
に

あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　
嵯
峨
天
皇
が
伝
教
大
師
に
授
け
た
勅
許
や
、
伝
教
大

師
の
書
に
つ
い
て
も
同
様
で
す
。
お
二
人
の
書
は
、
ど

ち
ら
も
実
に
す
ば
ら
し
い
も
の
で
し
た
。
た
だ
上
手
な

字
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
実
に
味
わ
い
深
い
趣
を
感
じ

さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

　
そ
し
て
こ
れ
ら
の
書
も
、
そ
の
筆
づ
か
い
が
実
に
鮮

明
に
残
っ
て
い
ま
し
た
。
紙
に
墨
で
書
い
た
書
が
、
千

年
を
こ
え
て
も
、
こ
ん
な
状
態
で
保
存
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
驚
き
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
お
寺
の
中
で
保
存
さ
れ
て
き
た

も
の
で
す
。
当
然
の
こ
と
で
す
が
、
も
と
も
と
は
除
湿

器
な
ど
空
調
設
備
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
が

こ
う
し
て
現
代
ま
で
受
け
つ
が
れ
て
き
た
の
で
す
。

　
歴
史
的
な
出
来
事
を
示
す
文
物
を
、
千
年
を
こ
え

て
目
に
し
た
り
、
鑑
賞
し
た
り
で
き
る
こ
と
は
、
何

と
も
言
え
な
い
縁
を
感
じ
ま
す
。
こ
れ
ま
で
脈
々
と

伝
わ
っ
て
き
た
重
み
を
深
く
感
じ
さ
せ
て
く
れ
ま
し

た
。

　
直
接
、
目
に
す
る
こ
と
で
、
伝
教
大
師
が
直
接
語

り
か
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
ま
し

た
。

　
そ
れ
か
ら
、
も
う
ひ
と
つ
感
動
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
の
は
、深
大
寺
に
納
め
ら
れ
て
い
る
慈
恵
大
師（
元

三
大
師
）
の
坐
像
で
す
。

　
実
は
深
大
寺
で
は
、
何
度
も
お
勤
め
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
い
る
御
像
で
す
が
、
御
帳
ご
し
で
の
お
勤
め

だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
全
体
を
拝
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
そ
れ
が
今
回
、
初
め
て
全
体
を
拝
す
る
こ
と
が
で

き
、
そ
の
迫
力
に
心
震
え
る
思
い
で
し
た
。
霊
験
あ

ら
た
か
と
い
う
の
は
、
こ
う
い
う
こ
と
か
と
感
じ
た

次
第
で
す
。

　
天
台
宗
の
僧
侶
で
も
、
な
か
な
か
見
る
こ
と
の
で

き
な
い
展
示
が
多
く
、
ほ
ん
と
う
に
あ
り
が
た
い
と

思
え
る
展
示
会
で
し
た
。

書
院
玄
関
脇
に
受
付
を
つ
く
り
ま
し
た

　
書
院
の
改
修
が
完
成
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
ご
報

告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
既
に
お
こ
し
に
な
ら
れ
た
方
は
、
ご
覧
に
な
っ
て

い
る
と
思
い
ま
す
が
、
書
院
の
玄
関
の
右
側
に
受
付

窓
口
を
設
置
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
、
墓
地
清
掃
料
を
納
め
に
来
ら
れ
た
時

や
、線
香
を
求
め
に
書
院
の
玄
関
に
来
ら
れ
た
時
に
、

し
ば
ら
く
の
間
、
玄
関
で
お
待
た
せ
し
て
し
ま
う
こ

と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
住
職
の
執
務
室

や
庫
裏
か
ら
、
い
く
つ
も
扉
を
開
け
な
い
と
玄
関
に

行
け
な
い
た
め
、
皆
さ
ん
に
は
ご
不
便
を
お
か
け
し

て
お
り
ま
し
た
。

　
今
回
つ
く
っ
た
受
付
窓
口
は
、
す
ぐ
裏
が
執
務
室

に
な
っ
て
い
る
の
で
、
す
ぐ
に
出
て
く
る
こ
と
が
可

能
と
な
っ
て
い
ま
す
。
お
待
た
せ
す
る
時
間
も
、
だ

い
ぶ
短
縮
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま

す
。

　
ま
た
、
こ
れ
ま
で
玄
関
に
来
て
い
た
だ
い
た
方
に

は
、
上
が
り
框か
ま
ちの
上
か
ら
対
応
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

い
ま
し
た
が
、
高
い
場
所
か
ら
の
対
応
で
、
い
つ
も

心
苦
し
く
感
じ
て
い
ま
し
た
。
新
し
く
つ
く
っ
た
受

付
窓
口
は
、
中
の
床
を
低
め
に
つ
く
っ
て
あ
り
ま
す
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の
で
、
皆
さ
ん
に
あ
ま
り
圧
迫
感
を
か
け
ず
に
す
む
と

思
い
ま
す
。

　
ま
た
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
の
場
所
が
変
わ
っ
た
の
で
、
ご

注
意
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
ご
来
院
さ
れ
ま
し
た
ら
、
ま
ず
は
玄
関
の
イ
ン
タ
ー

ホ
ン
を
鳴
ら
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
で
お
応
え
し
た
上
で
、
す
ぐ
に
玄
関

右
側
の
受
付
窓
口
に
、
出
て
参
り
ま
す
。

　
法
事
等
で
書
院
に
お
あ
が
り
に
な
る
用
事
の
方
に
対

し
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
横
に
新
し
く
自
動
ド
ア
を
設

置
し
た
の
で
、
遠
隔
操
作
で
す
ぐ
に
開
け
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

　
玄
関
の
三た

た

き
和
土
に
は
、
机
と
椅
子
も
用
意
し
て
あ
り

ま
す
。書
院
に
あ
が
る
程
で
は
な
い
、簡
単
な
用
事
に
は
、

そ
ち
ら
で
対
応
さ
せ
て
い
た
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
今
ま
で
以
上
に
、
お
気
軽
に
お
声
が
け
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。

お
線
香
の
着
火
機
を
電
化
し
ま
し
た

こ
れ
ま
で
墓
地
用
線
香
の
着
火
に
は
、
ガ
ス
式
コ
ン

ロ
を
使
用
し
て
い
ま
し
た
が
、
故
障
が
相
次
ぎ
修
理
も

ま
な
ら
な
い
状
況
と
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
受
付
が
新

し
く
な
っ
た
の
を
機
に
着
火
機
を
電
熱
式
に
変
更
し
ま

し
た
。

火
が
で
ま
せ
ん
の
で
、
多
少
時
間
が
か
か
る
印
象
を

与
え
ま
す
が
、着
火
に
か
か
る
時
間
は
む
し
ろ
早
く
な
っ

て
い
る
よ
う
で
す
。
　

以
下
に
改
め
て
使
用
方
法
を
ご
説
明
い
た
し
ま
す
の

で
、
参
考
に
さ
れ
て
下
さ
い
。

書
院
玄
関
の
廊
下
に
漆
を
塗
り
ま
し
た

　
昨
年
七
月
、
玄
関
と
大
広
間
の
廊
下
の
漆
の
塗
り

替
え
を
行
い
ま
し
た
。

　
塗
り
は
、
栃
木
県
日
光
の
漆
職
人
で
あ
る
株
式
会

社
鈴
木
美
術
漆
工
芸
に
担
当
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
親
方
と
弟
子
２
人
で
、
庫
裏
に
泊
ま
り
込
み
で

の
作
業
で
し

た
。

　
作
業
は
ま

ず
、
古
い
漆

膜
を
落
と

す
、
掻
き
落

と
し
を
行
い

（
二
日
間
）、

柿
渋
を
引
い

て
生
漆
を
塗

り
込
み
、
乾

い
た
ら
、
再

度
柿
渋
を
引

い
て
生
漆
を

塗
り
込
む
と

い
う
作
業
を

七
回
繰
り
返
し
（
六
日
）、
さ
ら
に
生
漆
の
原
液
を

二
回
塗
り
込
む
（
一
日
）
と
い
う
作
業
で
、
合
計
九

日
間
を
か
け
ま
し
た
。

　
漆
は
、
湿
度
が
な
い
と
乾
か
な
い
た
め
、
作
業
期

間
は
ビ
ニ
ー
ル
で
廊
下
全
体
で
覆
っ
て
湿
度
を
保
つ

と
い
う
大
が
か
り
な
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
漆
は
紫
外
線
で
変
色
す
る
と
の
こ
と
で
、
廊

下
の
窓
や
玄
関
の
ガ
ラ
ス
は
、
紫
外
線
カ
ッ
ト
の
ガ

ラ
ス
に
交
換
し
ま
し
た
。

　
今
年
五
月
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
に
は
、
本
堂

内
陣
の
漆
塗
り
を
行
う
予
定
で
す
。
連
休
中
四
日
ほ

ど
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
本
堂
が
使
え
な
く
な
り

ま
す
の
で
、
ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
。
法
事
な
ど

を
予
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

1 点けたい方を下に向けて機械に入れます

2 

3 

赤いボタンを１回押します

煙が出るまでお待ちください

お線香の点け方

スイッチが入ると
緑のランプが点灯します

機械の電源は勝手に消えるので
そのままで大丈夫です


