
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
以
下
、
コ
ロ
ナ
）
の
蔓
延
に
よ
っ
て
、

葬
儀
や
寺
院
を
め
ぐ
る
状
況
に
変
化
が
生
ま
れ
て
い
る
。
人
類
の
歴
史
を

眺
め
る
と
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
人
の
考
え
方
や
生
き
方
、
社
会
の
あ
り
方

を
大
き
く
変
容
さ
せ
て
き
た
。
宗
教
も
例
外
で
は
な
い
。『
季
刊
せ
い
て

ん
』（
二
〇
二
〇
年
秋
の
号　

一
三
二
号
）
に
詳
し
く
書
い
た
が
、
デ
フ
ォ
ー

の
『
ペ
ス
ト
』
に
は
、
ペ
ス
ト
へ
の
対
応
に
よ
っ
て
宗
教
が
信
頼
を
失
っ

て
い
く
状
況
が
見
事
に
描
き
だ
さ
れ
て
い
る
。

今
回
の
世
界
的
な
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
、
宗
教
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与

え
る
だ
ろ
う
か
。
既
に
公
表
さ
れ
た
調
査
結
果
を
参
照
し
つ
つ
、
葬
儀
へ

の
影
響
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
を
展
望
し
た
い
。

一
、
既
に
実
施
さ
れ
た
調
査
に
つ
い
て

コ
ロ
ナ
は
、
宗
教
と
り
わ
け
仏
教
の
世
界
に
、
ど
の
よ
う
な
変
容
を
も

た
ら
す
の
か
。
こ
う
し
た
問
い
は
、
仏
教
界
全
体
で
既
に
共
有
さ
れ
て
い

る
感
が
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
コ
ロ
ナ
の
も
た
ら
す
変
容
へ
の
関
心
は
、

「
不
安
」
と
い
う
感
情
を
と
も
な
っ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
を
反
映
し
て
か
、
既
に
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
つ
い
て
複
数
の
調

査
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
結
果
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
調
査
の
名
称
と
実
施

時
期
は
次
頁
の
と
お
り
で
あ
る
。

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所

調
査
結
果
か
ら
見
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
と
葬
儀
事
情

「
考
え
さ
せ
ら
れ
る
」
葬
儀 
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①「
寺
院
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
影
響
と
そ
の
対

応
に
関
す
る
調
査
」

大
正
大
学
地
域
構
想
研
究
所
・
Ｂ
Ｓ
Ｒ
推
進
セ
ン
タ
ー

〔
調
査
実
施
日
〕 

五
月
七
日
～
五
月
二
十
四
日

②「
仏
教
に
関
す
る
実
態
把
握
調
査
（
二
〇
二
〇
年
度
臨
時
調
査
）

　

～
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
仏
教
寺
院
に
与
え
る
影
響
～
」

公
益
財
団
法
人
全
日
本
仏
教
会　

大
和
証
券
株
式
会
社　

共

同
調
査

〔
調
査
実
施
日
〕 
八
月
二
十
一
日
～
八
月
二
十
二
日

③「（
学
院
生
）
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（CO

V
ID

-19

）
の
影
響
に
つ

い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
」

中
央
仏
教
学
院　

長
岡
岳
澄
氏

〔
調
査
実
施
日
〕 

五
月
二
十
五
日
、
六
月
九
日
、
六
月

二
十
五
日

①
は
僧
侶
対
象
に
実
施
さ
れ
た
調
査
で
あ
り
、
僧
侶
の
視
点
か
ら
見
た

コ
ロ
ナ
と
寺
院
の
関
係
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
五
月
中
に
調

査
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
ま
さ
し
く
緊
急
事
態
宣
言
の
真
っ
只
中
の
時
期

に
、
五
一
七
名
の
様
々
な
宗
派
の
僧
侶
か
ら
回
答
を
得
て
い
る
。
②
の
全

日
本
仏
教
会
（
以
下
、
全
日
仏
）
の
調
査
は
大
和
証
券
株
式
会
社
に
調
査

を
委
託
し
、
一
般
の
六
一
九
二
人
を
対
象
に
実
施
さ
れ
た
。
い
ず
れ
の
調

査
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
用
い
た
調
査
で
あ
り
、
各
宗
派
と
は
無
関
係
に

実
施
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
③
は
中
央
仏
教
学
院
に
お
い
て
、
長
岡
岳
澄
氏
（
中
央
仏
教
学

院
講
師
）
に
よ
り
、
学
院
生
を
対
象
に
し
て
、
ネ
ッ
ト
（
グ
ー
グ
ル
・
フ
ォ
ー

ム
）
を
用
い
て
行
わ
れ
た
調
査
で
あ
る
。
計
三
回
（
五
月
～
六
月
）
に
わ

た
っ
て
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
デ
ー
タ
の
一
部
を
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
（
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
①
②
③
の
表
記
で
説
明
に
用
い
る
）。

＊
①
②
に
つ
い
て
は
ネ
ッ
ト
上
に
調
査
結
果
が
公
開
さ
れ
て
い
る
（
注
１
）

二
、
ほ
と
ん
ど
の
寺
院
が
経
験
す
る

法
事
の
中
止
・
延
期

コ
ロ
ナ
の
影
響
で
法
事
の
中
止
や
延
期
が
起
き
て
い
る
。
①
の
調
査
に

よ
る
と
、
九
〇
％
近
く
の
寺
院
が
経
験
し
て
い
る
。
一
方
で
寺
院
側
か
ら

法
事
の
中
止
・
延
期
を
提
案
し
た
も
の
は
二
〇
％
弱
に
過
ぎ
ず
、
ほ
と
ん

ど
の
ケ
ー
ス
が
門
信
徒
・
檀
家
（
以
下
、
門
信
徒
）
か
ら
要
請
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
わ
か
る
。
寺
院
と
し
て
は
、
法
事
を
実
施
し
た
い
が
、
門
信

徒
か
ら
の
要
請
で
、
や
む
な
く
中
止
・
延
期
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
推
察

さ
れ
る
。

な
お
、
①
で
は
、「
月
参
り
」「
定
期
的
に
行
う
行
事
（
写
経
会
・
法
話
会
・

座
禅
会
等
）」「
毎
年
行
う
イ
ベ
ン
ト
（
落
語
会
・
コ
ン
サ
ー
ト
等
）」
の
三

種
類
に
つ
い
て
「
ど
の
よ
う
に
行
っ
て
い
る
か
」
と
尋
ね
て
い
る
。「
月

参
り
」
を
「
見
合
わ
せ
て
い
る
」
と
答
え
た
の
が
、（
ふ
だ
ん
月
参
り
を
実

施
し
て
い
る
寺
院
の
う
ち
）
二
二
・
三
％
と
な
っ
て
い
る
。
お
よ
そ
五
カ
寺

に
一
カ
寺
が
中
止
と
い
う
決
断
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
定

期
的
に
行
う
行
事
」「
毎
年
行
う
イ
ベ
ン
ト
」
を
見
合
わ
せ
て
い
る
の
は
、

「考えさせられる」葬儀
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そ
れ
ぞ
れ
七
六
・
四
％
、
九
一
・
二
％
で
あ
る
。
訪
問
型
の
法
務
は
、
僧
侶

か
ら
門
信
徒
へ
の
感
染
が
危
惧
さ
れ
慎
重
に
な
り
そ
う
だ
が
、
や
は
り
中

心
的
な
仏
事
と
し
て
の
認
識
が
強
い
の
か
、
中
止
率
が
低
い
。
一
方
で
、

寺
院
で
行
う
行
事
（
法
要
を
除
く
）
の
中
止
率
は
高
い
。
多
く
の
人
が
集

ま
る
こ
と
へ
の
配
慮
が
感
じ
ら
れ
る
。

な
お
、
①
の
調
査
時
期
と
比
較
的
近
い
中
仏
の
③
で
は
、
月
参
り
の
回

数
が
減
少
し
た
と
答
え
た
割
合
が
三
三
・
三
％
、
法
事
の
減
少
が
二
八
・

九
％
と
な
っ
て
い
る
。
月
参
り
を
比
較
す
る
と
、
①
の
二
二
％
よ
り
数
値

が
高
く
な
っ
て
い
る
が
、
①
は
寺
側
か
ら
中
止
し
た
ケ
ー
ス
を
尋
ね
て
お

り
、
③
は
回
数
の
減
少
で
あ
る
か
ら
、
門
信
徒
側
か
ら
の
中
止
・
延
期
要

請
を
含
む
③
の
方
が
当
然
高
く
な
る
。
対
象
が
異
な
る
た
め
①
と
③
を
比

較
す
る
の
は
乱
暴
だ
が
、
敢
え
て
比
較
す
る
な
ら
、
月
参
り
自
粛
二
二
・

三
％
→
月
参
り
減
少
三
三
・
三
％
で
あ
り
、
月
参
り
の
門
信
徒
側
か
ら
の

中
止
・
延
期
要
請
は
意
外
と
少
な
い
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

三
、
月
参
り
の
減
少
が
定
着
す
る
こ
と
へ
の
不
安

関
連
し
て
①
で
は
月
参
り
に
関
す
る
自
由
記
述
の
回
答
が
あ
り
、
月
参

り
の
減
少
が
こ
の
ま
ま
定
着
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
が

三
三
カ
寺
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
。「
コ
ロ
ナ
以
後
も
、
こ
の
ま
ま
断
ら
れ

て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
不
安
で
あ
る
。

月
参
り
が
盛
ん
な
地
域
で
は
、
月
参
り
が
寺
院
の
運
営
基
盤
と
な
っ
て

い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
今
後
の
変
化
を
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
し
、
ま
た

月
参
り
と
い
う
重
要
な
習
慣
を
継
続
す
る
手
立
て
も
検
討
が
必
要
だ
ろ

う
。
こ
の
点
は
後
で
言
及
す
る
。

四
、
加
速
化
す
る
葬
儀
の
変
化
と
危
機
感

さ
て
、
い
よ
い
よ
葬
儀
に
つ
い
て
で
あ
る
。
①
で
は
、「
会
葬
者
の
人

数
が
減
っ
た
」「
一
日
葬
な
ど
葬
儀
の
簡
素
化
」「
打
ち
合
わ
せ
時
間
の
短

縮
」「
特
に
変
化
は
な
い
」
の
四
つ
の
選
択
肢
を
設
け
て
質
問
し
て
い
る
。

ま
ず
驚
か
さ
れ
る
の
は
、「
特
に
変
化
は
な
い
」
と
い
う
答
え
は
五
％

に
も
満
た
な
い
点
で
あ
る
。
ま
た
九
〇
％
近
く
が
「
会
葬
者
の
人
数
が

減
っ
た
」
と
答
え
て
い
る
点
で
あ
る
。

会
葬
者
の
減
少
や
、「
家
族
葬
」
の
増
加
は
、
近
年
の
定
着
し
た
流
れ

で
あ
り
、
そ
の
変
化
が
一
層
大
き
く
感
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。
コ
ロ
ナ
禍
は
、
既
に
起
き
始
め
て
い
た
現
象
を
加
速
化
さ
せ
て
い
る

と
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
が
、
葬
儀
に
お
い
て
も
簡
略
化
の
加
速
化
が
起

き
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。

「
直
葬
」
に
つ
い
て
は
僧
侶
の
側
か
ら
実
態
を
把
握
し
づ
ら
い
た
め
だ

ろ
う
か
、
①
で
は
質
問
し
て
い
な
い
。
一
方
、
②
は
一
般
の
方
を
対
象
に

し
て
「
葬
儀
の
実
施
有
無
と
意
識
」
を
尋
ね
て
い
て
、
菩
提
寺
の
有
無
に

関
係
な
く
三
五
％
程
度
の
人
が
「
今
後
（
も
）
直
葬
に
す
る
と
思
う
」
と

答
え
て
い
る
。
現
在
、
直
葬
の
割
合
は
一
割
程
度
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
意
識
が
現
実
化
す
る
と
三
分
の
一
が
直
葬
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
寺

院
の
運
営
に
か
な
り
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
②
で
は
菩
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提
寺
の
有
無
別
に
今
後
の
葬
儀
の
意
向
を
尋
ね
て
お
り
、「
菩
提
寺
有
り
」

グ
ル
ー
プ
で
「
直
葬
」
あ
る
い
は
「
オ
ン
ラ
イ
ン
葬
儀
も
検
討
」
と
答
え

て
い
る
の
は
一
三
％
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
寺
院
と
の
ご
縁
が
あ
れ
ば
直
葬
と
な
り
に
く
い
と
い

う
こ
と
が
わ
か
る
。
今
後
寺
院
が
、
誰
と
、
ど
の
よ
う
に
ご
縁
を
つ
な
い

で
い
け
る
か
が
、
直
葬
の
動
向
を
左
右
し
そ
う
で
あ
る
。

五
、
葬
儀
の
簡
素
化
定
着
へ
の
不
安

葬
儀
に
つ
い
て
、
①
で
は
僧
侶
の
声
を
自
由
記
述
で
拾
っ
て
い
る
。「
葬

儀
、
法
事
の
小
規
模
化
が
一
気
に
進
み
か
ね
な
い
」「
行
事
を
延
期
す
る
、

ま
た
オ
ン
ラ
イ
ン
化
を
進
め
た
際
に
、
そ
の
措
置
を
一
時
的
な
も
の
と
受

け
取
ら
ず
に
〈
今
後
も
そ
れ
で
良
い
〉
と
な
っ
て
し
ま
い
、
葬
儀
な
ど
の

簡
素
化
が
進
ん
で
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
」「
葬
儀
の

重
要
性
が
無
視
さ
れ
て
し
ま
う
」「
一
度
楽
な
こ
と
を
憶
え
る
と
元
の
面

倒
な
や
り
方
に
は
戻
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
コ
ロ

ナ
に
よ
る
簡
素
化
が
定
着
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
が
、
な
ん
と

一
一
八
件
も
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
や
は
り
月
参
り
と
同
様
に
、「
変
化
の

定
着
」
へ
の
不
安
が
大
き
い
の
で
あ
る
。

コ
ロ
ナ
禍
で
月
参
り
が
中
止
に
な
っ
て
し
ま
う
傾
向
、
葬
儀
が
直
葬
に

な
っ
て
し
ま
う
傾
向
に
対
し
て
は
、
ご
縁
を
新
た
に
結
ぶ
、
あ
る
い
は
何

ら
か
別
の
方
法
で
ご
縁
を
継
続
す
る
こ
と
が
重
要
と
い
う
の
は
、
前
節
で

述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

私
自
身
の
個
人
的
な
経
験
で
あ
る
が
、
コ
ロ
ナ
禍
の
緊
急
事
態
宣
言
下

で
、
参
列
者
ゼ
ロ
の
葬
儀
、
リ
モ
ー
ト
葬
儀
、
火
葬
場
だ
け
の
葬
儀
を
、

そ
れ
ぞ
れ
一
回
ず
つ
経
験
し
た
。
リ
モ
ー
ト
葬
儀
で
は
タ
ブ
レ
ッ
ト
で
父

親
の
遺
体
を
見
た
息
子
さ
ん
が
、
ま
た
火
葬
場
で
し
か
お
別
れ
が
で
き
な

か
っ
た
二
十
代
の
息
子
さ
ん
が
、
号
泣
さ
れ
て
い
た
。
死
別
は
辛
い
も
の

で
あ
る
が
、
こ
の
光
景
か
ら
は
、
大
き
す
ぎ
る
悲
嘆
が
感
じ
ら
れ
、
時
間

を
ゆ
っ
く
り
と
か
け
て
死
別
の
悲
嘆
を
受
け
止
め
て
い
く
こ
と
の
大
事
さ

を
実
感
し
た
。

六
、
葬
儀
か
ら
失
わ
れ
た
言
葉

『
季
刊
せ
い
て
ん
』（
二
〇
二
〇
年
秋
の
号　

一
三
二
号
）に「
パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
と
看
取
り
の
無
い
世
界
」
を
寄
稿
し
た
。

筆
者
が
経
験
し
た
コ
ロ
ナ
禍
の
葬
儀
に
お
い
て
、「
息
子
が
到
着
し
た

の
を
待
っ
て
亡
く
な
り
ま
し
た
」「
最
期
は
穏
や
か
な
顔
で
し
た
」「
母
の

手
を
握
っ
て
、
涙
を
流
し
な
が
ら
父
は
亡
く
な
り
ま
し
た
」
と
い
っ
た
語

り
が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
書
い

た
も
の
で
あ
る
。

今
は
少
し
改
善
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
一
番
深
刻
だ
っ
た
時
期
に
は

看
取
り
が
で
き
ず
、
大
切
な
方
に
寄
り
添
い
、
ま
た
親
し
い
人
に
寄
り
添
わ

れ
な
が
ら
亡
く
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
で
き
に
く
く
な
っ
て
い
た
。

そ
の
た
め
、
死
に
ま
つ
わ
る
言
葉
が
失
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

語
り
が
共
有
さ
れ
る
こ
と
も
、
葬
儀
の
大
切
な
意
味
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
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た
。
喪
失
の
語
り
が
失
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
宗
教
的
な
も
の
へ
の
ご

縁
も
失
わ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
感
じ
ら
れ
、（
本
原
稿
の
目
的
で
あ
る

調
査
分
析
に
基
づ
く
考
察
で
は
な
い
が
）
コ
ロ
ナ
と
葬
儀
を
考
え
る
上
で
、

重
要
な
課
題
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

七
、
門
信
徒
の
不
安
・
困
窮
か
ら
考
え
る

僧
侶
も
不
安
だ
が
、
門
信
徒
も
不
安
で
あ
る
。
僧
侶
や
寺
院
側
の
視
点

に
と
ど
ま
っ
て
い
て
は
、
僧
侶
や
寺
院
が
、
人
々
の
側
か
ら
必
要
と
感
じ

て
い
た
だ
け
な
い
だ
ろ
う
。
い
ま
、
門
信
徒
は
、
何
を
不
安
に
感
じ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
注
目
し
た
調
査
結
果
も
出
て
い
る
。

ま
ず
①
は
、
僧
侶
が
門
信
徒
か
ら
ど
の
よ
う
な
相
談
を
受
け
た
か
を
尋

ね
て
い
る
。
相
談
内
容
は
、「
法
要
に
関
す
る
相
談
」（
一
九
三
件
）、「
生

活
の
不
安
や
ス
ト
レ
ス
」（
二
二
件
）、「
そ
の
他
」（
件
数
不
明
）
と
、
法

要
に
関
す
る
相
談
が
突
出
し
て
多
い
。

「
法
要
に
関
す
る
相
談
」
で
は
、
自
粛
や
参
列
者
を
減
ら
す
と
い
っ
た
、

中
止
や
延
期
に
関
す
る
相
談
内
容
が
多
い
。
こ
う
し
た
相
談
に
ど
う
対
応

す
る
か
、
例
え
ば
本
堂
の
防
疫
対
策
等
は
重
要
な
課
題
だ
ろ
う
。
た
だ
、

同
じ
く
①
や
③
の
結
果
か
ら
、
多
く
の
寺
院
で
対
策
が
既
に
進
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

一
方
で
二
二
件
に
と
ど
ま
る
が
、
精
神
的
な
悩
み
を
相
談
さ
れ
た
ケ
ー

ス
が
あ
る
。「
施
設
に
入
っ
て
い
る
親
に
面
会
で
き
な
い
」「
給
料
が
無
い

ま
ま
の
生
活
」「
子
ど
も
た
ち
が
家
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
ス
ト
レ
ス
」「
月

忌
参
り
や
法
事
で
、
外
部
の
人
に
会
わ
な
い
と
、
認
知
症
が
進
ん
で
し

ま
っ
て
い
る
」
と
い
っ
た
切
実
な
悩
み
が
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
門
信
徒
の
悩
み
を
念
頭
に
お
い
て
、
今
後
の
活
動
を
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
①
③
に
は
「
門
徒
に
電
話
し
、
電
話
で
一
緒
に

読
経
（
島
根
）」「
お
供
え
の
お
菓
子
な
ど
を
集
め
て
、
約
一
〇
〇
セ
ッ
ト

の
菓
子
詰
め
合
わ
せ
を
作
り
、
子
供
達
に
配
布
」「
寺
子
屋
自
習
室
を
は

じ
め
ま
し
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
具
体
的
な
対
応
、
実
践
例
も
報
告
さ
れ

て
い
る
。
動
き
始
め
て
い
る
寺
も
多
い
。

こ
う
し
た
相
談
内
容
か
ら
、
ど
こ
に
門
信
徒
の
期
待
が
あ
る
と
言
え
る

の
か
、
コ
ロ
ナ
の
蔓
延
は
、
僧
侶
や
寺
院
の
役
割
は
何
か
を
、
あ
ら
た
め

て
問
い
直
す
契
機
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
②
で
は
、
直
接
的
に
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
「
今
後
、

寺
院
・
僧
侶
に
求
め
る
役
割
」
を
尋
ね
て
い
る
。
全
体
と
し
て
は
「
不
安

な
人
た
ち
に
寄
り
添
う
」
が
最
も
多
く
三
二
・
一
％
。
以
下
、「
コ
ロ
ナ
禍

の
収
束
を
祈
る
（
原
文
通
り
）」
二
一
・
九
％
、「
し
っ
か
り
お
葬
式
を
執

り
行
う
こ
と
を
心
掛
け
る
」
一
八
・
一
％
、「
悩
み
相
談
な
ど
の
傾
聴
を
行

う
」
一
七
・
五
％
の
順
番
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
と
「
菩
提
寺
へ
の
満
足

度
が
低
い
層
」
で
は
、「
生
活
に
困
っ
て
い
る
方
た
ち
の
支
援
を
行
う
」

が
二
八
・
三
％
と
、
数
値
が
高
く
な
っ
て
い
る
。

裏
返
せ
ば
、
寺
院
・
僧
侶
に
社
会
的
な
活
動
を
期
待
し
て
い
る
層
に
お

い
て
、
菩
提
寺
へ
の
満
足
度
が
低
く
な
っ
て
い
る
。
社
会
的
な
課
題
が
噴

出
し
て
い
る
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
、
注
目
す
べ
き
調
査
結
果
の
一
つ
と
言

え
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
葬
儀
や
法
事
等
を
き
ち
ん
と
勤
修
す
る
こ
と
以
上
に
、

不
安
な
人
た
ち
に
寄
り
添
う
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
菩
提
寺
に

不
満
を
持
っ
て
い
る
層
で
は
、
困
っ
て
い
る
人
へ
の
支
援
の
方
が
高
い
数

値
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
。
人
々
の
不
安
と
困
窮
に
向
か
い

合
わ
な
け
れ
ば
、「（
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
寺
院
僧
侶
が
）
特
に
担
う
べ
き
役
割

は
無
い
」（
三
五
・
三
％
）
と
思
う
人
が
増
加
す
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

八
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
中
で

何
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か

今
回
、
①
の
調
査
で
、
い
ま
何
を
伝
え
た
い
か
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て

い
る
。
多
く
の
僧
侶
が
、
い
ま
何
を
伝
え
る
べ
き
か
、
ど
の
よ
う
に
伝
え

る
べ
き
か
を
模
索
し
て
い
る
時
で
あ
り
、
非
常
に
参
考
に
な
る
。

大
正
大
学
の
調
査
チ
ー
ム
は
、
自
由
記
述
の
結
果
を
以
下
の
九
つ
に
分

類
し
て
い
る
。

一
．「
今
だ
か
ら
こ
そ
」

二
．「
仏
様
の
尊
さ
」

三
．「
情
報
に
踊
ら
さ
れ
な
い
、
差
別
を
し
な
い
」

四
．「
日
々
を
大
切
に
生
き
る
、
日
常
の
あ
り
が
た
さ
」

五
．「
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
つ
い
て
」

六
．「
人
と
の
つ
な
が
り
」

七
．「
乗
り
越
え
ら
れ
る
」

八
．「
寄
り
添
う
」

九
．「
そ
の
他
」

三
番
目
の
差
別
に
関
す
る
発
信
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟ま

た
な

い
。
ウ
イ
ル
ス
は
、
人
種
や
国
境
、
文
化
や
信
仰
の
違
い
と
無
関
係
に
感

染
す
る
。
そ
の
た
め
、
感
染
症
は
、
み
ん
な
で
協
力
し
て
向
か
い
合
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
現
実
は
相
反
す
る
状
況
を
生
み
が
ち
だ
。
ド

イ
ツ
の
哲
学
者
マ
ル
ク
ス
・
ガ
ブ
リ
エ
ル
は
、「
十
七
世
紀
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
ペ
ス
ト
が
大
流
行
し
た
際
は
、
外
国
人
差
別
や
デ
マ
が
横
行
し
た
」

と
歴
史
を
振
り
返
り
、
感
染
症
に
苦
し
む
時
代
に
お
い
て
、
排
他
的
な
感

情
が
起
き
や
す
い
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。

一
番
目
の
「
今
だ
か
ら
こ
そ
」
で
は
、「
死
に
対
し
て
リ
ア
リ
テ
ィ
を

感
じ
る
時
期
だ
か
ら
こ
そ
」
と
い
う
記
述
が
み
ら
れ
る
。
な
か
な
か
普
段

は
意
識
さ
れ
に
く
い
生
死
の
問
題
が
浮
上
し
て
い
る
時
だ
か
ら
こ
そ
、
生

死
を
超
え
て
い
く
仏
法
の
役
割
が
あ
る
と
す
る
意
見
が
示
さ
れ
て
い
る
。

五
番
目
の
「
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
つ
い
て
」
に
分
類
さ
れ
た
記
述
の
中

に
は
、「
ウ
イ
ル
ス
を
〈
絶
対
悪
〉
と
捉
え
ず
」
と
い
う
内
容
が
見
ら
れ
た
。

ウ
イ
ル
ス
は
、
人
間
の
免
疫
機
構
に
作
用
す
る
。「
自
分
」
の
免
疫
機
構
が

過
剰
に
反
応
す
る
と
、
重
篤
な
肺
炎
が
起
き
、
命
の
危
険
に
晒
さ
れ
る
。
た

だ
、
人
体
は
、
こ
う
し
た
ウ
イ
ル
ス
の
刺
激
に
よ
っ
て
免
疫
機
構
が
発
達

し
完
成
さ
れ
て
き
た
。
つ
い
つ
い
制
御
で
き
な
い
も
の
を
〈
悪
〉
と
し
、
排

除
し
よ
う
と
し
が
ち
だ
が
、
人
類
は
ウ
イ
ル
ス
を
含
め
た
自
然
の
中
に
生

き
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
自
然
へ
の
人
為
的
介
入
は
長
い
時
間
の
中
で
見
る

と
し
っ
ぺ
返
し
を
受
け
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

宗
門
内
で
、
か
つ
て
の
感
染
症
に
つ
い
て
、
何
を
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
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き
た
か
を
示
す
記
録
は
乏
し
い
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
故
山
本
仏
骨
和
上

の
も
の
が
注
目
さ
れ
る
。
和
上
は
ス
ペ
イ
ン
風
邪
（
ス
ペ
イ
ン
・
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
）
で
ご
家
族
を
亡
く
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
和
上

は
ご
法
話
の
中
で
繰
り
返
し
語
っ
て
こ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
記
録

を
『
宗
報
』（
二
〇
二
〇
年
七
月
号
二
一
、二
二
頁
）
で
ご
紹
介
し
た
。
こ
ち

ら
も
ぜ
ひ
、
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

九
、
結
び
に
か
え
て

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
惹
起
さ
れ
た
事
態
は
終
わ
り
を
迎
え

て
お
ら
ず
、
結
論
め
い
た
も
の
を
書
く
こ
と
が
は
ば
か
ら
れ
る
。
そ
の
中

で
、
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
、
三
点
言
及
し
て
お
き
た
い
。

一
つ
は
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
を
展
望
す
る
た
め
に
も
、
コ
ロ
ナ
禍
で
起
き

て
い
る
変
化
を
、
丹
念
に
ト
レ
ー
ス
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
。
今
回
は
大
正
大
学
や
全
日
仏
の
調
査
を
紹
介
し
な
が
ら
論
を
進
め
た

が
、
コ
ロ
ナ
禍
が
続
く
中
、
仏
教
各
宗
派
で
継
続
的
な
調
査
を
行
い
、
結

果
を
共
有
し
て
い
く
必
要
が
切
に
感
じ
ら
れ
る
。
特
に
、
コ
ロ
ナ
が
収
ま

り
始
め
た
時
に
、
寺
院
を
取
り
巻
く
状
況
、
僧
侶
の
役
割
が
変
化
す
る
の

か
、
元
に
戻
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
変
化
の
定
着
」

と
い
う
点
で
あ
る
。
す
で
に
真
宗
大
谷
派
で
は
コ
ロ
ナ
禍
で
の
寺
院
運
営

に
関
す
る
調
査
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
が
待
た
れ
る
。

二
つ
目
は
、「
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
ワ
ー
カ
ー
」「
使
用
価
値
」
と
い
っ

た
言
葉
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
言
葉
は
時
代
状
況
を
映
す
鏡
で
あ
る
。
コ

ロ
ナ
禍
で
問
わ
れ
て
い
る
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
に
、「
本
当
に
必
要
な
も
の

は
何
か
」
と
い
う
問
題
意
識
が
あ
る
。
行
動
が
制
約
さ
れ
る
中
で
、
何
が

最
低
限
の
活
動
か
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
使
用
価
値
」
と
は
、

水
や
土
地
の
よ
う
に
、
な
け
れ
ば
生
活
が
成
立
し
な
い
、
生
き
る
こ
と
に

不
可
欠
な
も
の
の
持
つ
価
値
の
こ
と
で
あ
る
。
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
も
、
同

じ
く
不
可
欠
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
う
し
た
言
葉
の
ふ
る
い
に
、
色
々

な
も
の
が
か
け
ら
れ
て
い
る
。
寺
院
や
僧
侶
も
例
外
で
は
な
い
。

三
つ
目
は
、
仏
教
の
智
慧
。
今
、
自
然
科
学
の
分
野
で
、
す
さ
ま
じ
い

勢
い
で
コ
ロ
ナ
に
関
す
る
論
文
が
発
表
さ
れ
て
い
る
の
は
ご
存
じ
の
通
り

で
あ
る
。
人
文
科
学
の
分
野
で
も
、
自
然
科
学
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
コ
ロ

ナ
に
関
係
す
る
論
考
が
大
量
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
、
人
々
は
生
き

方
の
指
針
を
求
め
て
い
る
。
仏
教
者
も
、
今
、
仏
教
の
智
慧
に
も
と
づ
い

て
何
を
発
信
し
て
い
け
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。

仏
教
が
発
信
し
て
い
く
べ
き
価
値
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
関
与
す
る
中
で
見

い
だ
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。「
考
え
る
」
の
で
は
な
く
「
考
え
さ
せ

ら
れ
る
」
こ
と
が
大
事
で
は
な
い
か
。	

（
報
告
者　

藤
丸
智
雄
）

（
注
１
）

①
「
寺
院
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
影
響
と
そ
の
対
応
に
関

す
る
調
査
」
大
正
大
学
地
域
構
想
研
究
所
・
Ｂ
Ｓ
Ｒ
推
進
セ
ン
タ
ー

	
https://prtim

es.jp/m
ain/htm

l/rd/p/000000021.000054969.htm
l

②
仏
教
に
関
す
る
実
態
把
握
調
査
（
二
〇
二
〇
年
度
臨
時
調
査
）
報
告
書
～

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
仏
教
寺
院
に
与
え
る
影
響
」
公
益
財
団

法
人
全
日
本
仏
教
会　

大
和
証
券
株
式
会
社　

共
同
調
査

　

http://w
w
w
.jbf.ne.jp/activity/kouhou/tyousa2020?id=
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