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に
報
い
る

横
田
管
長
の
お
話

思
え
ば
令
和
二
年
か
ら
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
が
蔓
延
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、世
の
中

が
ず
い
ぶ
ん
と
変
わ
り
ま
し
た
。
も
う
三
年
目
に

も
な
る
と
、マ
ス
ク
姿
も
あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
言
葉

も
定
着
し
ま
し
た
。
そ
の
コ
ロ
ナ
禍
の
始
ま
り
の

頃
に
、私
に
と
っ
て
大
恩
の
あ
る
二
人
の
師
が
亡

く
な
り
ま
し
た
。

一
人
は
、円
覚
寺
派
前
管
長
の
足
立
大
進
老
師
で

あ
り
、も
う
お
一
人
は
私
の
故
郷
和
歌
山
県
新
宮
市

の
清
閑
院
前
住
職
、後
藤
牧
宗
和
尚
で
あ
り
ま
す
。

前
管
長
に
は
円
覚
寺
に
来
て
三
十
年
に
わ
た
り
ご
指

導
い
た
だ
き
ま
し
た
。後
藤
和
尚
さ
ま
は
ま
だ
小
学

生
だ
っ
た
私
に
坐
禅
の
指
導
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
前
管
長
の
お
弔
い
を
勤
め
る
の
は
、私
の
当
然

の
役
目
で
あ
り
ま
す
し
、清
閑
院
の
後
藤
和
尚
か
ら

も
、生
前
ご
本
人
か
ら
葬
儀
の
導
師
を
頼
ま
れ
て
い

ま
し
た
。ま
だ
お
二
方
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
当

初
は
、そ
れ
ら
の
葬
儀
も
す
べ
て
行
え
る
で
あ
ろ
う

と
思
っ
て
日
程
も
組
ん
で
い
ま
し
た
。
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そ
れ
が
、一
昨
年
は
じ
め
て
の
緊
急
事
態
宣
言

が
出
て
、全
国
の
学
校
は
一
斉
に
休
校
に
な
り
、世

の
中
は
ガ
ラ
リ
と
変
わ
り
ま
し
た
。
お
二
方
の
お

葬
儀
も
十
分
に
執
り
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
り

ま
し
た
。
僧
侶
の
葬
儀
は
、密
葬
と
津し

ん

送そ
う

の
二
回

行
い
ま
す
。
津
送
は
一
般
に
言
わ
れ
る
本
葬
に
あ

た
り
ま
す
。
前
管
長
の
津
送
は
、本
来
で
あ
れ
ば
有

縁
の
僧
俗
大
勢
の
方
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で

す
が
、円
覚
寺
山
内
の
和
尚
さ
ま
方
の
み
で
納
骨

法
要
を
行
い
ま
し
た
。
後
藤
和
尚
の
津
送
も
ま
た
、

私
が
和
歌
山
ま
で
行
く
こ
と
が
で
き
ず
、地
元
の

和
尚
さ
ま
方
の
み
に
て
行
わ
れ
た
の
で
し
た
。

一
周
忌
に
は
な
ん
と
か
本
来
の
あ
り
方
に
近
い

よ
う
に
で
き
る
か
と
思
っ
た
も
の
の
、昨
年
も
や

は
り
、内
々
の
儀
式
と
な
り
ま
し
た
。
今
年
の
春
に

は
、コ
ロ
ナ
対
策
に
も
慣
れ
て
き
て
、ま
た
長
引
く

コ
ロ
ナ
禍
の
中
、で
き
る
こ
と
は
や
っ
て
い
こ
う

と
い
う
気
運
も
あ
っ
て
、ど
う
に
か
円
覚
寺
に
お

い
て
は
、有
縁
の
管
長
さ
ま
老
師
さ
ま
方
、ご
尊
宿

方
を
招
い
て
前
管
長
の
三
回
忌
を
勤
め
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

清
閑
院
の
後
藤
和
尚
さ
ま
の
三
回
忌
も
紀
州
に

赴
い
て
お
勤
め
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の

ど
ち
ら
も
、ご
遷
化
以
来
気
に
か
か
っ
て
い
た
こ

と
が
、よ
う
や
く
一
区
切
り
で
き
た
と
安
堵
し
て

い
ま
す
。

新
宮
市
の
清
閑
院
の
三
回
忌
に
赴
く
折
に
、那

智
勝
浦
町
に
あ
る
大
泰
寺
を
訪
ね
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
大
泰
寺
は
、臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
古
刹

で
あ
り
、岐
阜
県
伊
深
に
あ
る
正
眼
寺
に
僧
堂
を

開
単
さ
れ
た
雪
潭
老
師
の
出
ら
れ
た
お
寺
で
も
あ

り
ま
す
。

伊
深
の
正
眼
寺
の
道
場
は
、全
国
に
あ
る
修
行

道
場
の
中
で
も「
鬼
叢
林
」と
恐
れ

ら
れ
る
ほ
ど
厳
し
い
修
行
で
知
ら
れ

て
い
ま
す
。
雪
潭
老
師
は
峻
厳
一

徹
、そ
の
あ
ま
り
の
厳
し
さ
か
ら「
雷

雪
潭
」と
あ
だ
名
さ
れ
た
ほ
ど
で
す
。

雪
潭
老
師
は
紀
州
太
田
の
お
生
ま

れ
で
地
元
の
大
泰
寺
で
出
家
さ
れ
ま

し
た
。
修
行
し
て
隠
山
禅
師
の
お
弟

子
の
棠
林
禅
師
の
法
を
お
嗣
ぎ
に

な
っ
て
い
ま
す
。

三
十
代
で
大
泰
寺
の
住
職
と
な

り
十
年
間
を
紀
州
で
過
ご
さ
れ
ま

し
た
。
雪
潭
老
師
は
四
十
二
歳
で
、

後
の
瑞
龍
寺
僧
堂
に
な
る
天
沢
僧

堂
に
招
か
れ
ま
す
が
、そ
の
頃
に
は

太
田
川
の
河
口
に
船
を
入
れ
る
の

が
困
難
な
た
め
に
海
難
事
故
が
多

3 2



恩に報いる横田管長のお話

か
っ
た
よ
う
な
の
で
す
。
そ
こ
で
雪
潭
老
師
は
川

を
見
渡
せ
る
山
の
上
に
、法
華
経
の
経
文
を
一
字

ず
つ
石
に
書
い
て
埋
め
て
経
塚
を
建
て
た
そ
う

で
す
。

地
元
で
も
忘
れ
か
け
て
い
た
そ
の
経
塚
が
再
発

見
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
何
年
も
前
に
地
元
の
新

聞
で
知
っ
て
、感
動
し
た
の
で
し
た
。
後
年
雷
雪
潭

と
ま
で
恐
れ
ら
れ
た
老
師
で
す
が
、地
元
を
離
れ

る
に
当
た
っ
て
海
難
事
故
が
多
く
、地
元
の
漁
師

さ
ん
達
の
深
い
悲
し
み
を
思
っ
た
の
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。

大
切
な
お
父
さ
ん
を
亡
く
し
た
人
や
、自
分
の

大
事
な
跡
取
り
息
子
を
亡
く
す
な
ど
し
て
、悲
嘆

に
暮
れ
て
い
る
村
の
人
々
の
、そ
の
悲
し
み
を
老

師
は
心
か
ら
受
け
止
め
て
、一
人
太
田
川
原
の
石

を
拾
っ
て
き
て
は
一
字
一
字
写
経
し
て
山
中
に

埋
め
て
、亡
く
な
っ
た
方
の
冥
福
と
残
さ
れ
た
人

の
幸
せ
を
祈
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
誰
も
見
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
、人
の
悲

し
み
を
自
分
の
悲
し
み
と
し
て
一
字
一
字
お
経

を
石
に
書
き
山
に
埋
め
ら
れ
た
老
師
の
お
慈
悲

を
思
い
ま
す
。

大
泰
寺
を
訪
ね
て
今
の
ご
住
職
か
ら
雪
潭
老
師

の
貴
重
な
資
料
を
頂
戴
し
ま
し
た
。『
か
み
な
り
雪

潭
』と
い
う
、五
十
年
前
の
雪
潭
老
師
百
年
忌
に

出
さ
れ
た
本
で
し
た
。

そ
の
な
か
に
は
、雪
潭
老
師
の
伝
記
や
逸
話
が

載
せ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、そ
の
ほ
か
に『
父ぶ

母も

恩お
ん

重じ
ゅ
う

経き
ょ
う

』を
講
義
さ
れ
た
も
の
が
載
っ
て
い
ま
し
た
。

『
父
母
恩
重
経
』は
文
字
通
り
父
母
の
恩
の
重
い
こ

と
を
説
い
た
お
経
で
す
。「
か
み
な
り
」と
恐
れ
ら

れ
た
禅
僧
が
、『
父
母
恩
重
経
』を
説
か
れ
た
の
に

も
驚
き
ま
し
た
。

ご
生
前
に
よ
く
講
義
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

り
ま
す
。
そ
の
な
か
に
、こ
う
い
う
一
節
が
あ
り
ま

し
た
。

「
支
那
の
聖
人
孔
子
さ
ま
の
言
葉
だ
っ
た
か
、父

母
を
色
養
す
る
と
あ
っ
た
が
、色
養
と
は
顔
色
で

親
孝
行
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
あ
。

そ
の
意
味
は
、親
は
そ
の
子
が
、何
も
う
ま
い

も
の
を
持
っ
て
来
な
く
て
も
、笑
顔
で
や
っ
て
来

る
だ
け
で
も
う
れ
し
い
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
あ
、金

持
ち
や
地
所
持
ち
に
な
ら
な
く
て
も
よ
い
、夫
婦
・

親
子
が
仲
よ
く
暮
ら
す
と
い
う
こ
と
が
、
倖
せ

じ
ゃ
あ
」

と
あ
り
ま
し
た
。

「
色
養
」と
い
う
言
葉
は
あ
ま
り
聞
き
慣
れ
ま
せ

ん
が
、諸
橋
轍
次
先
生
の『
大
漢
和
辞
典
』に
は
、

「
親
の
顔
色
を
見
、其
の
心
を
察
し
て
事つ

か
え
る
こ
と
。

一
般
に
、常
に
和
悦
の
顔
色
を
以
て
父
母
に
奉
養
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す
る
こ
と
」と
解
説
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
と
は『
論

語
』に
あ
り
ま
す
。

『
論
語
』に「
子
夏
、孝
を
問
う
。
子
の
曰
く
、色
難

し
。
事
あ
れ
ば
弟
子
其
の
労
に
服
し
、酒
食
あ
れ
ば

先
生
に
饌
す
。
曾
ち
是
れ
以
て
孝
と
為
さ
ん
や
」と

あ
り
ま
す
。

岩
波
文
庫
の
金
谷
治
先
生
の
訳
を
参
照
し
ま
す

と
、「
子
夏
が
孝
の
こ
と
を
お
た
ず
ね
し
た
。
先
生

は
い
わ
れ
た
、顔
の
表
情
が
む
つ
か
し
い
。
仕
事

が
あ
れ
ば
若
い
も
の
が
骨
を
折
っ
て
働
き
、酒
や

ご
は
ん
が
あ
れ
ば
年
上
の
人
に
す
す
め
る
、さ
て

そ
ん
な〔
形
の
う
え
の
〕こ
と
だ
け
で
孝
と
い
え

る
か
ね
」と
い
う
意
味
で
す
が
、註
釈
に
は「
顔
の

表
情
―
親
の
前
で
の
や
わ
ら
い
だ
顔
つ
き
。
心
の

中
に
本
当
の
愛
情
が
あ
っ
て
こ
そ
で
き
る
。
そ
れ

で
む
つ
か
し
い
と
い
っ
た（
新
注
）」と
書
か
れ
て

い
ま
す
。

親
の
前
で
は
い
つ
も
穏
や
か
な
表
情
で
い
る
こ

と
が
孝
行
だ
と
い
う
教
え
な
の
で
す
。

食
べ
物
な
ど
を
差
し
上
げ
る
こ
と
よ
り
も
、親

の
前
で
い
つ
も
穏
や
か
な
表
情
で
い
る
こ
と
が
難

し
い
の
で
す
。

雪
潭
老
師
は
、幼
く
し
て
父
を
亡
く
し
て
、お
寺

に
預
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
不
憫
な
境
遇
で
す
が
、恐

ら
く
親
を
悲
し
ま
せ
ま
い
と
、幼
少
の
頃
か
ら
表

情
に
も
気
を
つ
け
て
お
ら
れ
た
の
か
と
思
い
ま
し

た
。自

分
の
不
遇
を
嘆
く
よ
り
も
、ま
だ
幼
い
子
を

手
放
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
母
の
心
情
を
察
し
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
の
で
し
た
。
幼
い

頃
か
ら
、父
母
へ
の
深
い
愛
情
を
持
っ
た
の
が
雪

潭
老
師
だ
と
思
っ
た
の
で
し
た
。

親
の
恩
に
報
い
る
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、ま
ず
第
一
に
笑
顔
で
接
す
る
こ
と
で
あ
り
、

仲
よ
く
暮
ら
し
て
い
る
様
子
を
見
て
も
ら
う
こ
と

で
す
。

親
が
ご
存
命
な
ら
ば
、帰
省
し
て
元
気
な
様
子

を
見
て
も
ら
い
、笑
顔
で
接
し
、お
亡
く
な
り
に

な
っ
て
い
れ
ば
、お
墓
に
お
参
り
し
て
元
気
な
様

子
を
見
て
も
ら
う
こ
と
で
す
。
た
と
え
お
墓
に
行

く
こ
と
が
で
き
な
く
と
も
、見
て
も
ら
っ
て
い
る

と
思
っ
て
手
を
合
わ
せ
、元
気
で
明
る
く
過
ご
す

こ
と
が
第
一
で
あ
り
ま
す
。

恩
師
の
恩
に
報
い
る
の
も
容
易
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
法
要
を
勤
め
て
ホ
ッ
と
し
ま
し
た
も
の
の
、

そ
れ
で
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
で
き
る
こ
と
を
行
う
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
精
一
杯
の
こ
と
を
勤
め
て
い
れ
ば
、

き
っ
と
喜
ん
で
見
守
っ
て
い
て
く
だ
さ
る
は
ず
で

あ
り
ま
す
。
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