
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
が

問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
病
気
は
、
高
齢
者
が
感
染

発
症
し
た
場
合
は
、
重
篤
に

な
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
近
い

距
離
に
い
る
こ
と
に
よ
っ
て

伝
染
す
る
よ
う
で
す
。
毎
年
、

当
山
で
は
春
の
お
彼
岸
に
は
、

法
要
を
行
い
、
ご
先
祖
様
の

供
養
を
行
う
と
共
に
、
そ
の

お
陰
で
今

の
自
分
が

存
在
し
、

そ
の
命
の

尊
さ
を
再

確
認
し
て
、

今
生
き
て

い
る
事
を
大
切
に
す
る
機
会

と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

こ
こ
数
年
、
参
詣
者
も
増
え
、

昨
年
は
百
八
十
人
近
く
の
人

が
お
参
り
に
来
ら
れ
ま
し
た
。

本
堂
に
こ
れ
だ
け
の
方
が
集

ま
っ
た
状
態
は
、
ま
さ
に
密

着
接
触
。
ウ
ィ
ル
ス
が
蔓
延

し
や
す
い
状
態
に
な
り
ま
す
。

熊
本
市
内
の
曹
洞
宗
寺
院
は
、

お
彼
岸
の
期
間
中
、
毎
日
順

番
に
法
要
を
開
催
し
て
、
僧

侶
同
士
も
お
互
い
に
行
き
来

し
て
手
伝
う
こ
と
に
し
て
い

ま
す
。
み
ん
な
で
話
し
合
っ

た
結
果
、
今
年
は
熊
本
市
内

の
曹
洞
宗
寺
院
は
、
各
寺
の

供
養
の
儀
式
は
行
う
が
、
壇

信
徒
の
皆
様
に
集
ま
っ
て
貰

う
事
は
避
け
よ
う
と
言
う
結

論
に
な
り
ま
し
た
。
法
話
や

だ
ご
汁
等
（
当
山
の
場
合
）

も
含
め
食
事
と
会
話
を
楽
し

み
に
し
て
い
る
方
も
多
い
か

と
存
じ
ま
す
が
、
以
上
の
理

由
で
法
要
の
中
止
と
い
う
形

で
供
養
は
僧
侶
の
み
で
行
う

事
に
致
し
ま
し
た
（
内
献
供

養
と
言
い
ま
す
）
。
ご
理
解

戴
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

毎
年
、
こ
の
寺
報
に
彼
岸

に
関
す
る
お
話
し
を
書
い
て

き
ま
し
た
が
、
こ
れ
で
５
年

目
に
な
り
ま
し
た
。
毎
年
、

書
い
て
い
ま
す
が
、
彼
岸
と

は
、
向
こ
う
岸
つ
ま
り
、
悩

み
苦
し
ん
で
い
る
我
々
が
生

き
て
い
る
世
界
（
娑
婆＝

忍

土
つ
ま
り
耐
え
忍
ぶ
世
界
）

に
対
し
て
煩
悩
の
苦
し
み
か

ら
解
放
さ
れ
た
世
界
を
意
味

し
ま
す
。
つ
ま
り
悟
り
の
世

界
即
ち
仏
の
世
界
で
す
。

お
釈
迦
様
は
「
一
切
衆
生

悉
有
仏
性
」
全
て
の
人
は
本

来
の
姿
は
仏
で
あ
る
と
説
か

れ
ま
し
た
。
特
別
に
天
か
ら

選
ば
れ
た
人
や
特
別
の
修
行

を
し
た
人
だ
け
が
仏
に
な
る

＝

悟
り
を
開
け
る
と
は
言
わ

れ
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
我
々

生
き
て
い
る
人
間
は
、
沢
山

の
煩
悩
や
欲
望
が
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
煩
悩
や
欲
望
は
叶
い

満
た
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
が

叶
い
ま
す
よ
う
に
と
悩
み
、

満
た
さ
れ
な
い
か
ら
と
苦
し

み
ま
す
。
こ
れ
を
執
着
と
言

い
ま
す
。
こ
の
執
着
か
ら
解

放
さ
れ
る
た
め
に
は
、
日
常

を
キ
チ
ン
と
生
き
て
い
く
事

が
大
事
で
す
。
こ
れ
を
修
行

と
言
い
ま
す
。
そ
し
て
、
執

着
や
煩
悩
の
元
を
三
毒
と
言

い
ま
す
。
三
毒
と
は
「
貪
瞋

癡
」
つ
ま
り
、
「
む
さ
ぼ
り
、

怒
り
、
愚
か
さ
」
三
毒
に
惑

わ
さ
れ
る
事
が
無
い
よ
う
に
、

執
着
か
ら
解
放
さ
れ
る
よ
う

に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
欲
は
少
な
く
、
満

足
す
る
事
を
知
り
、
群
れ
を

作
っ
て
騒
ぐ
事
な
く
、
静
か

に
努
力
を
続
け
る
。
こ
れ
が

お
釈
迦
様
の
基
本
的
な
考
え

方
で
す
。
そ
し
て
、
正
し
い

日
常
生
活
を
送
る
た
め
に
様
々

な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
が
作

ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
方
法
に

よ
る
分
類
が
色
々
な
宗
派
で

す
。
曹
洞
宗
の
基
本
的
な
ア

プ
ロ
ー
チ
の
方
法
は
、
坐
禅

で
あ
り
、
キ
チ
ン
と
し
た
日

常
生
活
を
送
る
事
で
す
。
し

か
し
、
言
葉
で
示
せ
ば
、
簡

単
に
見
え
ま
す
が
、
実
際
に

行
う
事
は
難
し
い
も
の
で
す
。

私
達
は
、
今
こ
の
瞬
間
も

生
き
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

こ
の
命
を
与
え
て
く
れ
た
の

は
、
親
で
あ
り
、
先
祖
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
ご
先
祖
様
方

は
、
仏
様
と
し
て
生
き
て
い

る
我
々
を
見
守
っ
て
く
れ
て

い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
供

養
と
い
う
形
で
ご
先
祖
様
方

に
感
謝
の
意
を
表
す
る
ー
こ

れ
が
彼
岸
の
先
祖
供
養
の
意

義
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

現
在
、
報
道
は
殆
ど
が
、

こ
の
話
題
で
す
。
し
か
し
、

そ
の
情
報
量
の
割
に
は
隔
靴

掻
痒
の
感
じ
が
す
る
の
は
何

故
で
し
ょ
う
？
新
聞
で
あ
れ

ば
読
者
、
マ
ス
コ
ミ
で
あ
れ

ば
視
聴
者
が
ど
う
言
う
情
報

を
欲
し
て
い
る
か
は
分
か
る

筈
で
す
。
確
か
に
、
今
回
の
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令
和
二
年

春
季
彼
岸
会
法
要

本
年
は
中
止
し
ま
す

お
彼
岸
の
由
来
５

法

要

中

止

の

お

知

ら

せ

コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス



ウ
ィ
ル
ス
は
新
型
で
、
予
想
が

つ
か
な
い
所
が
あ
る
の
は
分
か

り
ま
す
。
し
か
し
、
出
る
情
報

は
、
記
者
ク
ラ
ブ＝

政
府
が
出

す
情
報
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
し
、

内
容
的
に
は
、
徒
に
恐
怖
心
や

猜
疑
心
を
煽
っ
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
の
は
私
だ
け
で
し
ょ
う

か
？
逆
に
ネ
ッ
ト
情
報
は
、
公

的
情
報
は
嘘
で
固
ま
っ
て
い
て
、

こ
の
情
報
こ
そ
が
真
実
だ
と
言

わ
ん
ば
か
り
な
の
も
気
に
な
り

ま
す
。
そ
こ
に
国
際
陰
謀
論
ま

で
出
て
い
る
状
況
。
人
々
が
求

め
て
い
る
の
は
日
常
の
安
心
の

筈
だ
と
思
い
ま
す
。
日
本
人
の

民
族
的
な
劣
化
も
よ
く
言
わ
れ

ま
す
。
果
た
し
て
、
そ
う
で
し
ょ

う
か
？
私
に
は
、
政
治
家
や
官

僚
等
の
日
本
の
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ

シ
ュ
メ
ン
ト
層
の
劣
化
は
感
じ

ま
す
が
、
一
般
大
衆

特
に
若

い
世
代
の
忍
耐
強
さ
も
同
時
に

感
じ
ま
す
（
バ
ブ
ル
期
に
青
春

を
お
く
っ
た
四
十
代
後
半
か
ら

五
十
代
前
半
は
別
で
す
が
）
。

日
本
は
争
い
事
を
起
こ
し
て
ま

で
略
奪
す
る
国
で
は
な
い
と
思

い
ま
す
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の

名
の
下
に
経
済
成
長
だ
け
を
望

む
よ
り
、
安
心
し
て
直
向
き
に

ひ

た

む

努
力
す
る
人
達
が
国
力
を
支
え

て
き
た
事
を
想
い
出
し
て
欲
し

い
も
の
で
す
（
ウ
ィ
ル
ス
と
話

が
逸
れ
ま
し
た
。
申
し
訳
あ
り

ま
せ
ん
）
。
一
つ
だ
け
気
に
な

る
事
が
あ
り
ま
す
。
現
首
相
が

憲
法
改
正
で
き
な
く
て
も
、
緊

急
事
態
の
有
事
立
法
は
手
続
き

を
飛
び
越
え
て
や
れ
る
と
い
う

既
成
事
実
を
作
ろ
う
と
し
て
い

る
と
し
た
ら
怖
い
な
と
思
い
ま

す
。
そ
う
な
り
ま
せ
ん
様
に
。

ジ
ャ
ズ
の
ラ
イ
ブ
を
始
め
て

十
年
を
超
え
ま
し
た
。
鈴
木
良

雄
さ
ん
が
ず
っ
と
支
え
て
く
れ

て
い
ま
す
。
仏
教
講
演
会
も
、

あ
ま
り
他
宗
派
や
他
の
寺
院
で

扱
わ
な
い
宗
教
を
越
え
て
の
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
始
め
面
白
が
っ

て
く
れ
る
人
も
増
え
て
き
ま
し

た
。
昨
年
は
、
同
じ
宗
派
の
僧

侶
で
す
が
、
薬
剤
師
と
し
て
の

立
場
か
ら
仏
教
を
語
る
太
瑞
知

見
老
師
に
語
っ
て
も
ら
い
、
興

味
深
い
智
慧
を
頂
き
ま
し
た
。

鎌
倉
時
代
に
世
相
が
荒
れ
た
時

に
新
し
い
宗
派
の
鎌
倉
仏
教
が

生
ま
れ
た
よ
う
に
、
現
代
も
人

心
の
荒
廃
と
劣
化
が
再
び
仏
教

を
呼
び
寄
せ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
言

う
気
が
し
て
い
ま
す
。

私
は
曹
洞
宗
の
僧
侶

で
す
か
ら
、
特
に
感

じ
る
の
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。
又
年
齢
の
せ

い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
お
釈

迦
様
の
教
え
は
、

今
の
時
代
の
値

や
む
人
間
に
と
っ

て
大
変
有
効
な

も
の
だ
と
最
近

特
に
感
じ
ま
す
。

戦
後
、
宗
教
は
非
科
学
的
な
も

の
と
し
て
イ
ン
テ
リ
層
か
ら
敬

遠
さ
れ
た
事
も
あ
り
ま
し
た
が
、

イ
ン
テ
リ
の
知
識
だ
っ
て
人
間

が
作
り
出
し
た
限
界
の
あ
る
も

の
で
す
。
一
見
非
科
学
的
な
も

の
が
後
に
な
っ
て
有
用
な
も
の

だ
と
変
わ
る
事
も
あ
り
ま
す
。

僧
侶
で
あ
る
私
が
で
き
る
の
は
、

仏
教
や
宗
教
の
大
切
さ
、
特
に

禅
の
有
効
性
を
分
か
り
易
く
紹

介
し
て
い
く
事
ぐ
ら
い
で
す
が
、

今
、
そ
の
大
切
さ
を
再
認
識
し

て
広
く
一
般
に
対
し
て
ア
ピ
ー

ル
し
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま

す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
音
楽
は

や
め
ら
れ
ま
せ
ん
し
、
ジ
ャ
ズ

屋
の
血
は
、
ま
だ
流
れ
て
い
ま

す
。
東
京
の
一
流
と
言
わ
れ
る

ジ
ャ
ズ
マ
ン
も
応
援
し
て
く
れ

て
い
ま
す
。
私
の
道
楽
か
ら
始

ま
っ
た
イ
ベ
ン
ト
で
す
が
、
そ

の
分
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
で
す
。

苦
肉
の
テ
ラ

カ
ツ
（
寺

活
）
イ
ベ

ン
ト
に
な

ら
ぬ
よ
う

頑
張
っ
て

続
け
ま
す
。
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昨
年
十
月
よ
り
幼
児
教
育
・
保
育
の

無
償
化
が
始
ま
っ
た
。
最
初
は
教
育
部

分
だ
け
の
無
償
化
だ
っ
た
。
い
つ
の
間

に
か
保
育
も
加
わ
り
、
保
育
所
の
費
用

も
加
わ
り
所
謂
託
児
の
料
金
も
タ
ダ
に

な
っ
た
若
い
世
代
の
親
に
と
っ
て
は
金

銭
負
担
は
軽
い
方
が
良
い
に
決
ま
っ
て

い
る
。
特
に
景
気
低
迷
の
今
は
。
し
か

し
、
文
科
省
は
無
償
化
に
向
け
て
十
年

か
か
っ
た
の
が
、
厚
労
省
は
一
瞬
に
し

て
予
算
を
獲
得
し
た
。
公
益
と
は
言
え

福
祉
と
教
育
は
目
的
が
異
な
る
。
金
銭

換
算
で
考
え
れ
ば
、
教
育
は
投
資
、
福

祉
は
補
填
に
な
る
。
投
資
は
結
果
が
不

確
定
で
あ
り
可
視
化
が
難
し
い
。
し
か

し
教
育
と
い
う
投
資
を
行
わ
な
け
れ
ば

劣
化
は
進
む
。
そ
の
点
、
補
填
は
結
果

が
一
目
瞭
然
で
あ
り
、
政
治
家
に
と
っ

て
は
業
績
と
し
て
目
に
見
え
る
。
畢
竟
、

厚
労
省
は
予
算
が
潤
沢
で
、
文
科
省
は

い
つ
ま
で
も
三
流
省
庁
の
ま
ま
だ
。
幼

稚
園
長
と
し
て
歯
噛
み
し
て
、
三
十
年
。

「
子
ど
も
に
金
を
か
け
ろ
」
と
言
い
続

け
、
た
ま
り
か
ね
た
結
果
、
認
定
こ
ど

も
園
に
移
行
し
た
。
管
轄
は
内
閣
府
だ
。

驚
い
た
。
暫
定
措
置
と
は
思
う
が
、
こ

の
省
庁
は
極
め
て
近
視
眼
的
に
動
く
し
、

一
貫
性
が
な
い
。
そ
の
時
の
内
閣
次
第
、

首
相
次
第
で
方
針
が
変
わ
る
。
年
寄
り

が
そ
れ
で
権
力
闘
争
す
る
の
は
勝
手
だ

が
、
子
ど
も
の
未
来
を
左
右
す
る
の
は

や
め
て
欲
し
い
も
の
だ
。
政
治
に
は
全

く
興
味
は
無
い
が
、
現
政
策
で
は
少
子

化
に
歯
止
め
は
か
か
る
ま
い
。
生
ま
れ

た
我
が
子
が
希
望
を
持
て
ず
に
苦
労
す

る
の
が
見
え
て
い
て
、
子
ど
も
を
作
ろ

う
と
す
る
親
は
増
え
て
は
来
な
い
で
あ

ろ
う
。

浄国寺のＨＰ joukokuji.net/

今

こ
こ
ろ
に
Ｚ
Ｅ
Ｎ

定
例
木
曜
坐
禅
会

毎
週
木
曜
日

午
後
八
時
よ
り

当
山
本
堂
に
て

一
炷（
約
四
十
分
）坐
禅
を
し
て
、仏
教
や
禅
の
著
述
に
関
す

ち
ゅ
う

る
話（
約
二
十
分
）。今
は「
佛
遺
教
経（
八
大
人
覚
）」
。
会

費・
会
則
一
切
な
し
、初
め
て
の
方
は
ご
連
絡
下
さ
い
。

令
和
二
年

浄
国
寺
予
定

四
月
二
十
九
日
（
水

）
午
後
二
時

松
本
喜
三
郎

墓
前
祭

喜
三
郎
翁

追
悼
供
養

谷
汲
観
音
供
養

そ
の
他

七
月
三
日
（
金
）
午
前
十
一
時

施
餓
鬼
会
法
要

お
盆
壇
信
徒
先
祖
総
供
養

十
月
十
七
日
（
土
）
午
後
六
時

「
い
ま

心
にZEN

」

仏
教
講
演
会

併
設
企
画
「
お
寺
で
ジ
ャ
ズ
」

鈴
木
良
雄
（
ｂ
）
＆
山
本

剛

（
ｐ
）

ジ
ャ
ズ
・
デ
ュ
オ


