
コ
ロ
ナ
禍
に
振
り
回
さ
れ
る
状
況
は
、収
ま
り
を
見
せ
て
い
ま
せ
ん
が
、

秋
の
お
彼
岸
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
お
彼
岸
の
行
事
が
日
本
で

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
、
七
八
五
年
に
亡

く
な
っ
て
か
ら
祟
り
を
巻
き
起
こ
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
崇
道
天
皇
（
早

良
親
王
）
の
霊
を
鎮
め
る
た
め
に
、
全
国
の
国
分
寺
に
向
け
、
彼
岸
会
と
し

て
「
七
日
金
剛
般
若
経
を
読
ま
わ
し
む
」と
し
て
七
日
間
経
を
読
む
こ
と
が

命
ぜ
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
こ
れ
が
「
彼
岸
会
」
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
「
彼
岸
会
」
は
、
や
が
て
一
般
人
民
の
亡
き
人
々
を
供
養
す
る
行
事

と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。「
彼
岸
会
」
は
仏
事
と
し

て
行
い
ま
す
が
、
他
の
仏
教
国
で
は
見
ら
れ
な
い
行
事
で
す
。

日
蓮
聖
人
の
ご
遺
文
『
開
目
抄
』
に

『
亀
鏡
な
け
れ
ば
我
が
面
を
み
ず
』

と
あ
り
ま
す
。

『
開
目
抄
』
は
日
蓮
聖
人
が
流
罪
と
な
っ
た
佐
渡
で
著
さ
れ
た
ご

遺
文
で
、
自
身
の
あ
り
方
を
問
い
、
ど
う
生
き
る
べ
き
か
の
覚
悟
が

示
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
が
今
を
ど
う
生
き
た
ら
良
い
の
か
。
そ

の
ヒ
ン
ト
が
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。『
亀
鏡
』
は
正
式
に
は
「
き
け
い
」

と
読
み
、
一
般
的
に
は
「
手
本
と
な
る
も
の
、
模
範
」
の
意
味
で
、

昔
は
亀
の
甲
羅
を
焼
き
そ
の
割
れ
方
で
吉
凶
を
占
っ
て
い
た
こ
と

と
、
鏡
は
真
実
や
様
々
な
モ
ノ
を
写
す
こ
と
が
理
由
の
よ
う
で
す
。

人
間
は
で
き
れ
ば
、
い
や
な
人
や
苦
手
な
人
か
ら
は
、
距
離
を
お

き
た
い
と
思
っ
た
り
、
い
や
な
仕
事
や
苦
手
な
仕
事
は
し
た
く
な

い
と
思
い
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
人
間
は
お
互
い
が
関
わ
り
合
っ
て

生
き
て
い
ま
す
。
い
や
な
仕
事
で
も
苦
手
な
仕
事
で
も
、
仕
事
は
必

要
で
い
や
だ
か
ら
と
い
っ
て
避
け
て
は
通
れ
な
い
も
の
で
す
。

そ
こ
で
自
分
自
身
を
第
三
者
と
捉
え
て
客
観
的
に

見
る
と
、
今
の
自
分
の
状
態
を
冷
静
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
、
現
状
を
自
分
の
利
害
や
感
情
を
除
い
た
観
点
で
見

つ
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
自
分
と
接
す
る
人
は
み
ん
な
自
分
自

身
を
写
し
て
く
れ
る
鏡
と
考
え
ら
れ
、「
違
う
自
分
」「
自
分
の
長
所

・
短
所
」
な
ど
の
再
発
見
に
繋
が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

心
お
き
な
く
日
々
を
お
過
ご
し
頂
く
た
め
に
、
宝
清
寺
で
は
、
お

墓
の
承
継
問
題
の
対
応
策
と
し
て
、
永
代
供
養
納
骨
堂
「
睡
蓮
堂
」

・
「
蓮
華
堂
」
の
他
、
既
に
ご
案
内
の
と
お
り
、
樹
木
葬
「
天
空
・
友

情
の
郷
」
を
新
設
し
販
売
を
開
始
致
し
ま
し
た
。

ま
た
、
墓
地
の
承
継
者
が
い
な
い
と
お
悩
み
の
方
で
、
建
立
さ
れ

た
お
墓
を
残
し
た
い
と
希
望
さ
れ
る
方
に
は
、
他
寺
院
で
は
見
ら

れ
な
い
永
代
供
養
墓
へ
の
切
り
替
え
を
、
ま
た
、
お
墓
を
撤
去
し
墓

所
の
返
還
を
希
望
さ
れ
る
方
に
は
、
永
代
供
養
納
骨
堂
「
睡
蓮
堂
」

「
蓮
華
堂
」
や
新
設
の
樹
木
葬
「
天
空
・
友
情
の
郷
」
を
提
案
し
て

い
ま
す
。

い
ず
れ
の
場
合
も
、
宝
清
寺
が
責
任
を
持
っ
て
永
代
供
養
致
し

ま
す
の
で
、
お
悩
み
の
方
は
ご
遠
慮
な
く
、
管
理
寺
務
所
に
ご
相
談

下
さ
い
。

宝清寺 東京都あきる野市小川101番地 電話 042-558-2663 FAX 042-558-2693

た ち ば な 新 聞 令和５年 9月１日発行 第１２５号

発行所 宝清寺

〒197-0821

東京都あきる野市小川101

電話 04 2 -5 5 8 -2 6 63

令
和
四
年
の
出
生
数
は
、
統
計
以
来
、
初
の
八
十
万
人
割
れ
、
一
方
、

死
亡
者
数
は
一
五
八
万
人
を
超
え
、
統
計
以
来
最
多
と
な
り
、
日
本
人
の

人
口
は
、
昨
年
度
だ
け
で
約
七
十
八
万
人
減
少
し
た
そ
う
だ
。
人
口
減
少

は
社
会
的
に
も
寺
院
に
と
っ
て
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
親
戚

や
近
所
・
知
人
関
係
な
ど
で
営
ん
で
き
た
葬
儀
や
法
事
も
簡
略
に
営
む
よ

う
に
な
っ
た
。
コ
ロ
ナ
禍
で
は
、
通
夜
の
な
い
一
日
葬
、
火
葬
の
み
の
直

葬
が
増
え
、
枕
経
❘
通
夜
❘
葬
儀
❘
初
七
日
と
い
う
従
来
の
葬
儀
内
容
が

変
化
し
た
。
そ
ん
な
中
、
今
年
六
月
に
お
檀
家
の
Ｓ
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ

た
。
コ
ロ
ナ
禍
が
収
ま
ら
な
い
状
況
で
あ
っ
た
た
め
家
族
と
親
戚
だ
け
の

葬
儀
で
し
た
。
後
日
、
Ｓ
さ
ん
の
娘
さ
ん
と
息
子
さ
ん
が
、
父
親
の
四
十

九
日
忌
の
打
ち
合
わ
せ
に
お
見
え
に
な
り
、
日
程
や
供
養
の
内
容
が
決
ま

っ
た
。
帰
り
が
け
に
娘
さ
ん
か
ら
、
埋
葬
の
時
一
緒
に
納
め
る
よ
う
写
経

を
し
た
い
け
れ
ど
、
ど
う
し
た
ら
良
い
か
と
相
談
が
あ
り
ま
し
た
。
良
い

こ
と
で
す
ね
と
返
事
を
し
て
、
「
自
我
偈
」
の
手
本
と
練
習
用
紙
・
清
書

住
職
ひ
と
口
法
話
第
七
十
四
回

用
紙
の
セ
ッ
ト
を
取
り
寄
せ
た
。
念
の
た
め
二
部
取
り
寄
せ
、
届
い
た
の

で
連
絡
を
し
受
け
取
り
に
見
え
た
時
、
も
う
一
部
あ
り
ま
せ
ん
か
と
言
う

の
で
、
練
習
用
紙
二
枚
、
清
書
用
紙
が
三
枚
あ
る
の
で
充
分
で
す
よ
と
伝

え
る
と
、
弟
も
写
経
し
た
い
、
海
外
出
張
が
あ
る
の
で
出
張
先
の
ホ
テ
ル

で
写
経
す
る
の
だ
と
言
う
。

昭
和
四
十
年
に
公
開
さ
れ
た
黒
澤
明
監
督
の
「
赤
ひ
げ
」
は
、
山

本
周
五
郎
の
「
赤
ひ
げ
診
療
譚
」
が
原
作
で
、
小
石
川
養
生
所
の
先

生
は
、
精
神
を
患
っ
た
患
者
さ
ん
と
一
緒
に
お
風
呂
に
入
り
、
患
者

さ
ん
に
背
中
を
流
し
て
も
ら
い
、
先
生
は
自
分
は
背
中
に
手
が
届
か

な
い
の
で
「
気
持
ち
よ
か
っ
た
あ
り
が
と
う
」
と
、
患
者
さ
ん
に
声

を
か
け
る
と
患
者
さ
ん
は
、
自
分
で
も
人
の
役
に
立
て
る
の
だ
と
症

状
が
よ
く
な
っ
た
話
が
書
か
れ
て
い
る
。



た
ち
ば
な
新
聞
第
一
二
三
号
で
、
君
島
登
氏
が
本
堂
を
新
築
し
奉
納
さ
れ
る
お
知
ら

せ
を
し
て
か
ら
檀
信
徒
の
皆
様
よ
り
、
本
堂
建
設
に
つ
い
て
、
い
つ
工
事
が
始
ま
る
の

で
す
か
と
の
お
訊
ね
が
多
く
あ
り
、
皆
様
の
関
心
の
高
さ
が
窺
え
ま
す
。

本
堂
建
設
に
つ
い
て
、
設
計
図
は
完
成
し
、
建
築
会
社
も
決
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
現

在
の
本
堂
よ
り
良
い
本
堂
に
し
た
い
と
細
部
に
亘
り
綿
密
な
打
ち
合
わ
せ
が
続
い
て
お

り
ま
す
。
間
も
な
く
ま
と
ま
り
、
着
工
に
入
る
予
定
で
す
。

ま
た
、
現
在
お
祀
り
し

て
い
る
本
尊
、
鬼
子
母

神
、
八
幡
様
、
蓮
華
堂

の
配
置
、
及
び
、
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そ
の
と
き
釈
尊
は
、
弥
勒
菩
薩
に
告
げ

た
。
「
阿
逸
多
よ
、
わ
た
し
の
如
来
の
寿
命
の

悠
久
な
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
あ
い
だ
に

六
十
八
の
ガ
ン
ジ
ス
川
の
砂
の
数
に
等
し

い
衆
生
が
、
不
生
不
滅
の
法
を
会
得
し
た

の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
千
倍
、
一
千
世

界
、
二
千
世
界
、
三
千
世
界
の
微
塵
の
数

に
等
し
い
菩
薩
た
ち
が
、
退
く
こ
と
の
な

い
境
地
の
法
輪
を
転
じ
た
の
で
あ
る
。
ま

た
。
中
千
世
界
、
小
千
世
界
の
微
塵
の
数

に
等
し
い
菩
薩
た
ち
、
ま
た
、
四
つ
の
四

大
州
、
三
つ
の
四
大
州
、
一
つ
の
四
大

州
の
微
塵
の
数
に
等
し
い
菩
薩
た
ち
が
、

生
ま
れ
変
わ
っ
て
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三

菩
提
を
得
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
八
つ
の

三
千
世
界
微
塵
の
数
に
等
し
い
菩
薩
た

ち
が
、
菩
提
心
を
起
こ
し
た
の
で
あ
る
」
。

釈
尊
が
こ
の
よ
う
に
説
い
た
と
き
、

虚
空
か
ら
曼
荼
羅
華
が
降
っ
て
き
て
、

宝
樹
の
も
と
に
座
す
る
幾
千
万
億
の
諸

仏
の
上
に
散
り
、
ま
た
、
七
宝
の
塔
に

い
る
釈
迦
牟
尼
仏
と
多
宝
如
来
の
上
に

散
り
、
ま
た
、
す
べ
て
の
会
衆
の
上
に

散
っ
て
き
た
。
栴
檀
の
香
が
香
り
、
天

せ
ん
だ
ん

の
鼓
が
鳴
り
、
天
の
衣
が
中
空
に
た
だ

よ
い
、
様
々
な
宝
玉
が
天
に
飾
ら
れ
た
。

一
人
一
人
の
如
来
の
頭
上
に
か
か
げ
ら

れ
た
天
蓋
は
、
空
た
か
く
天
の
頂
ま
で

連
な
っ
て
い
た
。

釈
尊
は
ま
た
弥
勒
菩
薩
に
告
げ
た
。

「
阿
逸
多
よ
、
仏
の
寿
命
の
悠
久
な
る

こ
と
を
聞
い
て
心
か
ら
信
ず
る
も
の
は
、

限
り
な
い
功
徳
を
得
る
こ
と
だ
ろ
う
。

ま
た
、
そ
の
言
葉
の
本
質
を
理
解
す
る

も
の
は
、
限
り
な
く
仏
の
智
慧
に
近
づ

く
だ
ろ
う
。
ま
た
深
く
理
解
す
れ
ば
、

仏
が
霊
鷲
山
に
い
て
僧
た
ち
に
説
法
し

て
い
る
の
を
見
る
だ
ろ
う
。
こ
の
娑
婆

世
界
は
地
は
瑠
璃
か
ら
な
り
、
平
坦
で
、

八
道
は
金
で
境
界
を
な
し
、
宝
樹
は
林

立
し
、
様
々
な
楼
閣
は
宝
玉
で
飾
ら
れ
、

菩
薩
た
ち
が
住
ん
で
い
る
だ
ろ
う
。
ま

た
、
わ
た
し
の
入
滅
の
の
ち
に
、
こ
の

経
を
聞
い
て
随
喜
の
心
を
起
こ
せ
ば
、

そ
れ
は
先
に
述
べ
た
深
く
信
じ
理
解
す

る
も
の
と
同
じ
功
徳
を
得
る
だ
ろ
う
。

ま
し
て
、
こ
の
経
を
持
ち
、
読
み
、

誦
す
る
も
の
に
お
い
て
を
や
。
こ
の
人

は
如
来
を
背
に
頂
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
人
は
わ
た
し
の
た
め
に
、
塔
を
建

て
、
僧
坊
を
作
り
、
衣
服
、
寝
具
、
食

事
、
湯
薬
等
で
供
養
す
る
必
要
は
な
い
。

す
で
に
そ
れ
に
値
す
る
こ
と
を
な
し
た

か
ら
で
あ
る
。
わ
た
し
の
入
滅
の
の
ち
に
、

こ
の
経
を
聞
き
、
持
ち
、
自
分
で
書
き
、
人

に
書
か
し
ま
せ
る
人
は
、
僧
坊
を
建
て
、
三

十
二
の
美
し
い
殿
堂
を
作
り
、
千
人
の
僧
が

住
み
、
林
や
池
が
あ
り
、
修
行
に
必
要
な
も

の
が
す
べ
て
備
わ
っ
て
い
る
大
き
な
僧
院
を

建
て
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
僧
院
を
数

限
り
な
く
建
て
た
と
同
じ
ほ
ど
の
功
徳
を
積

ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
塔
寺
を
建
て
、

僧
坊
を
作
っ
て
供
養
す
る
必
要
は
な
い
の
で

あ
る
。
ま
し
て
こ
の
経
を
保
持
し
、
同
時
に

で
き
る
限
り
の
努
力
を
重
ね
、
布
施
、
持
戒
、

忍
辱
、
精
進
、
一
心
、
智
慧
の
道
を
行
ず
る

人
に
お
い
て
を
や
。
そ
の
人
の
功
徳
は
、
虚

空
に
果
て
が
な
い
よ
う
に
限
り
が
な
く
速
く

一
切
種
智
に
到
達
す
る
だ
ろ
う
。

ま
た
も
し
、
こ
の
経
を
読
み
、
誦
し
、
他

人
の
た
め
に
説
き
、
自
分
も
書
き
、
ま
た
は

人
に
も
書
か
し
め
れ
ば
、
塔
を
建
て
僧
坊
を

作
り
幾
多
の
菩
薩
の
功
徳
を
賛
嘆
し
も
っ
て

布
施
行
と
な
し
、
他
人
の
た
め
に
正
し
く
法

華
経
を
解
き
明
か
し
、
柔
和
な
る
も
の
と
共

に
住
ん
で
清
浄
に
持
戒
を
守
り
、
怒
り
な
く

よ
く
忍
辱
し
、
志
は
堅
固
に
精
進
し
禅
定
を

貴
び
、
深
く
諸
法
を
解
す
る
智
慧
を
得
て
、

よ
く
難
問
に
答
え
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
人
は
菩
提
樹
下
に
座
し
て
阿
耨
多
羅
三

藐
三
菩
提
の
境
界
に
入
り
、
こ
の
人
の
挙
措

し
た
処
に
は
塔
を
建
て
る
べ
き
で
あ
り
、
仏

の
よ
う
に
供
養
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」。

釈
尊
は
重
ね
て
詩
句
を
も
っ
て
唱
え
た
。

法
華
経
と
私
た
ち

第
十
八
回

管
理
料
は
、
毎
年
、
三
月
末
日
が
納
入
期
限
の
前
納
制
に
な
っ
て
い
ま
す
。

令
和
五
年
度
の
管
理
料
及
び
複
数
年
未
納
の
方
は
、
早
め
に
お
納
め
頂
き
ま
す
よ
う

お
願
い
致
し
ま
す
。

※
振
り
込
み
の
場
合
の
振
込
先

銀

行

名

多
摩
信
用
金
庫

秋
川
支
店

口
座
番
号

普
通
預
金

一
五
一
六
二
四
九

受

取

人

宗
教
法
人
宝
清
寺
代
表
役
員

石
井

前
琮

ぜ
ん
そ
う

※
自
動
払
い
込
み
の
場
合
の
手
続
き
方
法

①

自
動
払
い
込
み
は
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
の
み
で
す
の
で
，
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
に
口

座
を
お
持
ち
の
方
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

②

自
動
払
い
込
み
ご
希
望
の
場
合
は
、
管
理
寺
務
所
に
指
定
用
紙
を
ご
請
求

頂
き
必
要
事
項
記
入
後
、
最
寄
り
の
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
に
提
出
し
て
下
さ
い
。

③

引
き
落
と
し
は
、
毎
年
四
月
二
十
五
日
に
な
り
ま
す
。

君
島
氏
か
ら
千
手
観
音
像
が
奉
納
さ
れ
、

お
祀
り
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
観

音
さ
ま
に
つ
い
て
知
っ
て
欲
し
い
と
思
い
ま

す
。私

た
ち
は
普
通
、
「
観
音
さ
ま
」
と
親
し
み

を
込
め
て
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
正
式
に
は
「
観

音
さ
ま
」
の
原
名
は
ア
ヴ
ァ
ロ
ー
キ
テ
ー
シ

ュ
ヴ
ラ
と
い
う
梵
語
で
、
「
観
世
音
菩
薩
」
、

ま
た
は
「
観
自
在
菩
薩
」
と
呼
び
ま
す
。
そ

れ
を
略
し
た
の
が
「
観
音
」
即
ち
「
観
音
さ

ま
」
と
な
り
ま
す
。

観
音
さ
ま
は
仏
教
に
お
け
る
代
表
的
な
救

世
の
「
ほ
と
け
さ
ま
」
で
す
。
「
観
世
音
」
と

訳
し
た
場
合
に
は
、
世
の
人
々
の
救
い
を
求

め
る
声
（
音
）
を
聞
く
と
直
ち
に
救
っ
て
下

さ
る
、
と
い
う
慈
悲
を
意
味
し
ま
す
。
「
観
自

在
」
と
訳
し
た
場
合
は
、
一
切
諸
法
を
自
由

自
在
に
観
察
す
る
、
と
い
う
智
慧
を
意
味
し

ま
す
。

し
か
も
、
「
観
音
さ
ま
」
は
苦
悩
の
現
実
を

そ
の
ま
ま
楽
土
と
し
、
浄
土
と
化
し
て
お
ら

れ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
「
観
音
さ
ま
」
は
世
の
中
の
す
べ
て
の
悩
み
を
聞

い
て
下
さ
る
「
ほ
と
け
さ
ま
」
な
の
で
す
。
観
音
さ
ま
の
お
経
は
「
観
音
経
」
で
祭
式

に
は
「
観
世
音
菩
薩
普
門
品
」
の
こ
と
で
、
普
門
品
と
も
い
い
ま
す
。
な
ぜ
普
門
品
と

い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
観
音
さ
ま
の
神
通
無
碍
な
救
世
の
は
た
ら
き
を
広
大

な
門
に
た
と
え
、
相
手
の
悩
み
に
応
じ
て
随
時
、
そ
の
姿
を
か
え
て
、
救
い
の
手
を
さ

し
の
べ
る
普
門
示
現
の
様
子
を
述
べ
て
い
る
か
ら
で
す
。
経
文
で
は
ま
ず
長
行
（
散
文
）

で
書
か
れ
、
偈
（
韻
文
）
で
締
め
く
く
っ
て
い
ま
す
。
内
容
は
も
っ
ぱ
ら
観
音
さ
ま
の

御
利
益
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
七
難
（
外
か
ら
の
災
難
）
も
三
毒
（
こ
こ

ろ
の
病
）
も
み
な
仏
へ
の
信
仰
に
よ
っ
て
救
わ
れ
、
二
求
両
願
（
男
女
の
よ
き
子
宝
を

得
る
願
い
）
も
す
べ
て
か
な
う
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
普
門
示
現
の
具
体
的
な

姿
と
し
て
三
十
三
身
を
挙
げ
、
一
心
に
供
養
す
れ
ば
い
か
な
る
苦
難
災
害
の
中
に
あ
っ

て
も
恐
怖
心
を
取
り
除
き
無
畏
の
施
し
を

与
え
て
く
れ
る
と
説
い
て
い
ま
す
。
こ
の

為
、
観
音
さ
ま
の
こ
と
を
施
無
畏
者
（
人

々
の
恐
れ
の
心
を
取
り
の
ぞ
く
）
と
説
い

て
い
ま
す
。
長
行
が
終
わ
り
偈
に
移
り
、

最
後
に
「
一
切
功
徳
を
具
え
、
慈
し
み
の

眼
を
も
っ
て
衆
生
を
視
る
。
福
の
集
ま
る

海
は
無
量
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ま
さ
に
（
観

音
さ
ま
の
御
足
を
わ
が
頭
頂
に
）
い
た
だ

く
よ
う
に
礼
拝
し
な
さ
い
」
と
結
ん
で
い

ま
す
。


