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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
そ
の
感

染
力
の
高
さ
か
ら
、
瞬
く
間
に
世
界
中
に
拡

が
り
、
多
く
の
国
で
は
未
だ
収
束
の
め
ど
が

た
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　
我
が
国
で
は
、
医
療
従
事
者
な
ど
の
昼
夜

を
問
わ
な
い
対
応
に
よ
っ
て
一
時
は
拡
大
を

抑
え
込
め
ま
し
た
が
、
現
在
は
断
続
的
に
各

地
で
新
規
感
染
者
が
出
て
い
る
状
況
で
す
。

　
世
界
各
国
で
ワ
ク
チ
ン
や
治
療
薬
の
開
発

が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
が
効
果

を
発
揮
す
る
の
は
、

ま
だ
少
し
先
の
こ
と

に
な
り
そ
う
で
す
。

今
は
国
民
ひ
と
り
ひ

と
り
が
、
こ
ま
め
な

手
洗
い
と
咳
エ
チ
ケ
ッ
ト
を
心
掛
け
、
い
わ

ゆ
る
三
密
を
避
け
る
行
動
を
と
る
こ
と
な
ど

の
感
染
防
止
策
を
徹
底
す
る
こ
と
が
最
も
有

効
で
し
ょ
う
。
予
防
策
を
講
じ
て
医
療
崩
壊

を
防
ぐ
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
落
ち
込
ん
だ
経

済
活
動
を
活
発
化
し
、
コ
ロ
ナ
禍
以
前
の
水

準
ま
で
戻
す
こ
と
も
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　
我
が
国
で
は
古
来
、
和
を
重
ん
じ
る
心
が

大
切
に
さ
れ
て
き
ま
し
た
。「
和
を
以
て
貴

し
と
な
す
」は
推
古
天
皇
十
二
年（
六
〇
四
）

に
成
立
し
た
『
十
七
条
の
憲
法
』
に
記
さ

れ
た
言
葉
で
、
明
治
政
府
の
基
本
方
針
で

あ
る
『
五
箇
条
の
御
誓
文
』
に
活
か
さ
れ
、

ま
た
『
敬
神
生
活
の
綱
領
』
に
も
和
の
心

の
重
要
性
が
謳
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
個
人
よ
り
も
和
を
重
ん
じ
る
心
で
も
っ

て
「
新
し
い
生
活
様
式
」
に
沿
っ
た
行
動

を
心
掛
け
れ
ば
、
感
染
拡
大
は
食
い
止
め

ら
れ
る
で
し
ょ
う
が
、
公
共
の
利
益
を
損

な
う
こ
と
へ
の
意

識
が
低
く
、
自
身

も
感
染
す
る
よ
う

な
こ
と
と
な
れ
ば
、

事
態
は
一
向
に
収

ま
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

　「
和
の
心
」
で
国
民
が
一
致
団
結
し
て
新

型
コ
ロ
ナ
に
打
ち
勝
ち
、
早
期
に
経
済
を

再
生
す
る
事
が
で
き
れ
ば
こ
れ
程
素
晴
ら

し
い
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　
先
人
た
ち
が
築
き
上
げ
て
き
た
美
し
い

国
柄
と
国
民
性
に
誇
り
を
も
ち
、
大
切
に

し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
令
和
二
年
九
月
記
）
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和
を
重
ん
じ
る
心

　平
戸
市
田
平
町
山
内
免
（
永
田
区
）
に
鎮
座
す
る
「
總

社
神
社
」
は
、
後
堀
河
天
皇
（
一
二
二
一
〜
三
二
）
の
頃

に
造
営
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
、
祭
神
は
天
之
御
中
主
神

ほ
か
十
七
柱
で
す
。

　神
殿
は
、
松
浦
家
第
十
世
・
峯
五
郎
源
披
・
馴
親
子
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
里
田
原
開
拓
（
一
一
九

〇
〜
一
二
二
〇
年
代
）
の
た
め
伐
採
さ
れ
た
樟
を
用
い
、
京
都
御
所
の
紫
宸
殿
を
模
し
た
造
り
と

な
っ
て
お
り
、
そ
の
広
さ
は
四
・
五
一
メ
ー
ト
ル
の
正
方
形
で
す
。
創
建
以
来
屋
根
の
葺
き
替
え
等

を
行
っ
た
ほ
か
は
改
築
さ
れ
た
こ
と
は
な
く
、
約
八
二
〇
年
前
の
鎌
倉
時
代
の
建
物
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
、
き
わ
め
て
由
緒
の
深
い
神
社
で
す
。 

　し
か
し
な
が
ら
、
長
年
に
わ
た
り
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
、
特
に
神
殿
の
老
朽
化
が
進
み
、
や
む
な
く

神
殿
改
築
・
拝
殿
改
修
工
事
を
行
う
こ
と
と
相
成
り
ま
し
た
。

　建
設
委
員
会
を
中
心
に
計
画
し
、
創
建
当
時
の
樟
の
柱
を
残
す
こ
と
と
し
、
氏
子
に
五
年
の
分
割

負
担
金
と
地
域
有
志
の
特
別
ご
寄
進
を
賜
り
、
平
成
三
十
一
年
三
月
起
工
、
令
和
元
年
九
月
竣
工
祭

を
無
事
執
り
行
い
ま
し
た
。

　郷
土
愛
の
強
い
皆
様
に
支
え
ら
れ
一
大
事
業
を
成
し
遂
げ
ら
れ
た
こ
と
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。

総
事
業
費
：
三
千
万
円

ご
造
営
ニ
ュ
ー
ス
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　今
回
の 

”参
拝
の
い
ろ
は
“ 

は「
お
み
く
じ
」に
つ
い
て
で
す
。

　初
詣
な
ど
で
神
社
に
お
参
り
さ
れ
る
と「
お
み
く
じ
」を
引
く

こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　「お
み
く
じ
」は
漢
字
で
は「
御
神
籤
」と
書
き「
吉
凶
を
占
う
神

様
の
ご
神
意
」が
記
さ
れ
た
籤（
く
じ
）の
事
を
言
い
ま
す
。

　よ
く「
お
み
く
じ
は
結
ん
で
帰
っ
た
方
が
良
い
の
か
？
」「
持
ち

帰
っ
た
方
が
良
い
の
か
？
」と
の
質
問
を
お
受
け
し
ま
す
。

　そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
で
解
釈
が
異
な
り
、一
概
に
ど
ち
ら
が
良
い

と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、前
述
の
と
お
り「
神
様
の
ご
神
意
が
記
さ

れ
た
も
の
」で
あ
る
の
で
、内
容
の
良
し
悪
し
に
関
わ
ら
ず
持
ち

帰
っ
て
大
切
に
保
管
し
て
、折
に
触
れ
て
読
み
返
し
、指
針
に
し

て
み
る
の
も
良
い
で
し
ょ
う
。

　そ
し
て
保
管
し
て
お
い
た「
古
い
お
み
く
じ
」は
、次
の
年
に
参

拝
し
た
際
に
感
謝
を
込
め
て
神
社
に
結
ぶ
ま
た
は
お
返
し
し
、新

し
い
一
枚
を
授
か
り
ま
し
ょ
う
。

　神
社
に
よ
っ
て
は
、樹
木
が
痛
む
の
を
防
ぐ
た
め
に「
お
み
く

じ
」を
木
に
結
ぶ
こ
と
を
遠
慮
い
た
だ
い
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま

す
の
で
、ご
配
慮
を
お
願
い
し
ま
す
。

　「お
み
く
じ
」の
内
容
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、心
豊
か
な
生

活
を
送
ら
れ
ま
す
こ
と
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

そ
の
④
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今から1300年前に完成した日本最古の正史
『日本書紀』には、第10代崇神天皇の時代に
疫病が流行ったことが記されています。
国民の半数以上が犠牲となったことにひどく
心を痛められた天皇は、国中の神々に鎮静を
祈願しました。そして、ご神意によって大物主
神を特に篤く祀るとともに、あらためて八百
万の神をお祀りしたところ、ようやく疫病は
収まり、国も豊かさを取り戻しました。
崇神天皇の御心は現代にも受け継がれ、宮
中（皇居）をはじめ全国の神社でも日々、神々
に対する祈りが捧げられています。

す じん

かみ

ちゅう

おおものぬしの

あつ

ず

やおよろ

みこころ きゅう

ミニコラム

「神を祀るこころ」
まつ

変
わ
る
日
常
、
変
わ
ら
な
い
祈
り

※大物主神…大神神社（奈良県桜井市）のご祭神で、
　　　　　　国造りの神

おおみわじんじゃ

〝
神
に
見
放
さ
れ
た
〞

　
絶
望
に
打
ち
ひ
し
が
れ
そ
う
に
な
っ
た
と
き
、

将
来
に
希
望
が
も
て
な
く
な
っ
た
と
き
、
人
は
そ

う
表
現
す
る
。

　
古
来
、
僕
た
ち
の
祖
先
は
自
分
た
ち
の
力
で
は

ど
う
に
も
な
ら
な
い
、
人
知
を
超
え
た
出
来
事
が

起
こ
る
と
「
神
の
御
業
」
と
し
て
畏
れ
敬
っ
た
。

　
ど
れ
だ
け
科
学
技
術
が
進
歩
し
よ
う
と
も
、
自

然
災
害
や
疫
病
は
、
幾
度
と
な
く
人
類
の
前
に
立

ち
は
だ
か
っ
た
。
そ
の
た
び
に
先
人
た
ち
は
英
知

を
結
集
し
、
困
難
を
乗
り
越
え
て
き
た
の
だ
。

　
同
時
に
自
然
や
、
そ
こ
に
宿
る
神
々
に
対
す
る

畏
敬
の
念
を
深
め
、
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
実
感
し
た
だ
ろ
う
。

　
や
が
て
、
そ
の
心
は
「
祭
り
」
を
成
し
、
各
地

に
あ
る
神
社
は
、
地
域
の
守
り
神
と
し
て
丁
重
に

祀
ら
れ
て
き
た
。

　
人
々
は
、
春
に
な
る
と
一
年
の
豊
作
を
、
夏
に

は
海
の
安
全
を
祈
り
、秋
の
恵
み
に
感
謝
を
捧
げ
、

新
し
い
年
を
迎
え
る
と
厳
し
い
冬
を
乗
り
越
え
た

喜
び
を
分
か
ち
合
っ
た
。

　　
僕
が
こ
の
世
に
生
を
受
け
る
ず
っ
と
前
か
ら
神

社
は
そ
こ
に
あ
り
、
ご
先
祖
さ
ま
の
時
代
か
ら
神

さ
ま
は
い
つ
も
見
守
っ
て
く
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
、
神
社
は
そ
こ
に
あ
り
続

け
、
僕
の
子
ど
も
や
孫
た
ち
が
日
々
笑
っ
て
暮
ら

せ
る
よ
う
に
見
守
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う―

。

　　
現
在
を
積
み
重
ね
た
先
に
未
来
は
存
在
す
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
今
こ
の
瞬
間
を
大
切
に
、
何
気
な

い
日
常
も
し
っ
か
り
と
歩
み
た
い
。

　　
僕
は
今
日
も
神
さ
ま
に
手
を
合
わ
せ
る
。

　
〝
い
つ
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
〞

　
〝
今
日
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
〞

み
　わ
ざ

え
い
　ち

お
そ

う
や
ま

い
　け
い

ま
つ

い
　
　ま

と
　
　き
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十
一
年
三
月
起
工
、
令
和
元
年
九
月
竣
工
祭

を
無
事
執
り
行
い
ま
し
た
。

　郷
土
愛
の
強
い
皆
様
に
支
え
ら
れ
一
大
事
業
を
成
し
遂
げ
ら
れ
た
こ
と
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。

総
事
業
費
：
三
千
万
円

ご
造
営
ニ
ュ
ー
ス

4

　今
回
の 

”参
拝
の
い
ろ
は
“ 

は「
お
み
く
じ
」に
つ
い
て
で
す
。

　初
詣
な
ど
で
神
社
に
お
参
り
さ
れ
る
と「
お
み
く
じ
」を
引
く

こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　「お
み
く
じ
」は
漢
字
で
は「
御
神
籤
」と
書
き「
吉
凶
を
占
う
神

様
の
ご
神
意
」が
記
さ
れ
た
籤（
く
じ
）の
事
を
言
い
ま
す
。

　よ
く「
お
み
く
じ
は
結
ん
で
帰
っ
た
方
が
良
い
の
か
？
」「
持
ち

帰
っ
た
方
が
良
い
の
か
？
」と
の
質
問
を
お
受
け
し
ま
す
。

　そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
で
解
釈
が
異
な
り
、一
概
に
ど
ち
ら
が
良
い

と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、前
述
の
と
お
り「
神
様
の
ご
神
意
が
記
さ

れ
た
も
の
」で
あ
る
の
で
、内
容
の
良
し
悪
し
に
関
わ
ら
ず
持
ち

帰
っ
て
大
切
に
保
管
し
て
、折
に
触
れ
て
読
み
返
し
、指
針
に
し

て
み
る
の
も
良
い
で
し
ょ
う
。

　そ
し
て
保
管
し
て
お
い
た「
古
い
お
み
く
じ
」は
、次
の
年
に
参

拝
し
た
際
に
感
謝
を
込
め
て
神
社
に
結
ぶ
ま
た
は
お
返
し
し
、新

し
い
一
枚
を
授
か
り
ま
し
ょ
う
。

　神
社
に
よ
っ
て
は
、樹
木
が
痛
む
の
を
防
ぐ
た
め
に「
お
み
く

じ
」を
木
に
結
ぶ
こ
と
を
遠
慮
い
た
だ
い
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま

す
の
で
、ご
配
慮
を
お
願
い
し
ま
す
。

　「お
み
く
じ
」の
内
容
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、心
豊
か
な
生

活
を
送
ら
れ
ま
す
こ
と
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

そ
の
④

参
拝
の
い
ろ
は

あ
め 

の  

み 

な
か
ぬ
し
の
か
み

く
す
の
き

み
ね
ご
ろ
う
み
な
も
と
の
ひ
ら
く

な
じ
む

ご 

し
ょ

し 

し
ん
で
ん

總そ
う

　社し
ゃ

　神じ
ん

　社じ
ゃ

鎮
座
地
：
平
戸
市
田
平
町
山
内
免
一
六
四
番
地

御
祭
神
：
天あ

め

　之の

　御み

　中な
か

　主ぬ
し
の
　神か
み

　ほ
か
十
七
柱

電
　話
：
〇
九
五
〇―

五
七―

三
〇
六
六

う
た


