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はじめに

は
じ
め
に

令
和
二
年
五
月
一
六
日
現
在
、
日
本
で
の
感
染
者
一
万
六
二
五
三
人
、
死
亡
者
七
二
九
人
。
全
世
界
の
感
染
者
約

四
五
四
万
人
、
死
亡
者
約
三
一
万
人
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
（
世
界
的
大
流
行
）
が
、
今
、
人
類
を
脅

か
し
て
い
る
。
い
つ
終
息
す
る
の
か
、
先
行
き
が
見
え
な
い
ど
こ
ろ
か
、
燎
原
の
火
の
よ
う
に
全
世
界
に
感
染
拡
大
を
つ
づ

け
て
い
る
。「
令
和
」
改
元
、
消
費
税
率
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
導
入
を
経
て
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
目
前
に
し
た
昨
年
暮
れ
に
、

だ
れ
が
こ
の
よ
う
な
事
態
を
予
想
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

い
や
、い
た
の
で
あ
る
。
占
い
師
の
オ
フ
ェ
リ
ア
・
麗れ

い

さ
ん
は
、「
二
〇
二
〇
年
の
前
半
は
、は
っ
き
り
言
っ
て
日
本
に
と
っ

て
試
練
の
と
き
と
な
り
そ
う
で
す
。
前
半
の
早
い
時
期
に
大
き
な
出
来
事
が
あ
り
、
激
動
の
時
代
が
始
ま
り
ま
す
」
と
予
見

し
、
令
和
二
年
は
「
日
本
社
会
の
悪
い
面
が
噴
出
し
、
価
値
観
が
変
わ
る
」
年
に
な
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
昨
年
一
二
月

二
六
日
に
発
信
し
て
い
た
（「telling,

」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）。

そ
の
予
想
は
見
事
に
的
中
し
、
日
本
を
含
む
全
世
界
の
社
会
が
根
底
か
ら
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
事
態
に
陥
り
、
全
世
界

の
人
び
と
が
新
し
い
生
き
方
を
迫
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
「
戦
後
最
大
の
国
難
」
を
乗
り
越
え
、
以
前
の
生
活
に
戻
し
た
い
と
思
っ
て
も
、
お
そ
ら
く
困
難
だ
ろ
う
。
生
活
を

取
り
戻
す
こ
と
よ
り
も
、
生
き
方
を
見
直
す
こ
と
が
大
切
だ
。
極
言
す
れ
ば
、
死
ぬ
と
き
に
後
悔
し
な
い
生
き
方
を
沈
思
黙

考
す
れ
ば
、
立
ち
帰
る
べ
き
原
点
も
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
取
り
戻
す
べ
き
は
、
人
間
本
来
の
尊
い
心
（
明
徳
・
仏
性
）

で
あ
る
（
二
六
〇
頁
）。

こ
の
よ
う
な
難
局
や
人
生
の
岐
路
に
立
っ
た
と
き
に
大
き
な
指
針
と
な
る
の
が
、
先
人
の
教
え
で
あ
る
。
迷
い
や
不
安
が

生
じ
た
ら
、
た
と
え
ば
、
貝か

い

原ば
ら

益え
き

軒け
ん

や
佐さ

藤と
う

一い
つ

斎さ
い

に
教
え
を
請
う
が
よ
い
。

危
機
的
状
況
で
の
対
処
に
つ
い
て
、
益
軒
は
、「
不
意
の
禍
に
遭
遇
し
て
、
ど
う
し
て
良
い
か
分
か
ら
な
く
て
も
、
心
を

苦
し
め
て
、
楽
し
み
を
失
っ
て
は
な
ら
な
い
。
静
か
に
思
案
す
れ
ば
、
そ
の
禍
を
逃
れ
る
工
夫
も
出
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。

行
き
詰
ま
っ
て
、
苛い

ら

立だ

っ
て
は
い
け
な
い
。
心
を
広
く
し
て
十
分
に
深
く
考
え
る
が
よ
い
」（『
大や
ま
と和
俗ぞ
つ

訓く
ん

』
四
巻
）
と
述
べ

て
い
る
し
、
一
斎
も
、「
き
わ
め
て
困
難
な
こ
と
に
遭
遇
し
た
ら
、
焦あ

せ

っ
て
解
決
し
よ
う
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
ば
ら
く

そ
の
ま
ま
に
し
、
一
晩
、
枕
元
で
そ
の
半
分
位
を
考
え
な
が
ら
寝
て
、
翌
朝
、
す
っ
き
り
し
た
気
持
ち
で
そ
の
続
き
を
考
え

れ
ば
、
必
ず
、
一
条
の
解
決
の
糸
口
が
見
え
て
く
る
。
…
そ
れ
か
ら
、
難
問
を
一
つ
ひ
と
つ
処
理
し
て
い
け
ば
、
た
い
て
い

は
間
違
い
を
起
こ
さ
な
い
」（『
言げ

ん

志し

後こ
う

録ろ
く

』
四
五
条
）
と
教
え
て
い
る
。

さ
ら
に
、
一
斎
は
、「
政
治
が
、
一
事
の
是
非
を
見
て
、
全
体
の
是
非
を
問
わ
な
い
と
き
、
そ
し
て
、
一
時
の
利
害
に
こ

だ
わ
り
、
永
久
の
利
害
を
考
え
な
い
と
き
、
ま
さ
に
国
は
危
険
な
状
況
に
あ
る
」（『
言
志
録
』
一
八
〇
条
）
と
、
平
成
時
代

の
政
治
・
経
済
を
象
徴
す
る
「
三
だ
け
主
義
（
今
だ
け
、
金
だ
け
、
自
分
だ
け
）」
を
見
透
か
し
た
一
言
も
残
し
て
い
る
。

今
後
「
コ
ロ
ナ
大
恐
慌
」
が
一
〇
年
以
上
つ
づ
く
と
も
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
大
所
高
所
か
ら
事
態
を
見
き
わ
め
る
と
、

コ
ロ
ナ
危
機
も
悪
い
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
。
益
軒
は
、『
大
和
俗
訓
』
で
逆
境
の
意
義
を
こ
う
指
摘
す
る
。

順
境
に
処
す
る
の
は
た
や
す
く
、
逆
境
に
処
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
逆
境
の
と
き
は
、
畏
敬
の
念
が
起
こ
り
、
身

の
過
ち
が
少
な
く
、
か
え
っ
て
福
と
な
る
。
逆
に
、
順
境
の
と
き
は
、
驕き

よ

慢う
ま
んや
怠
慢
の
心
が
生
じ
て
身
の
過
ち
が
多
く
、

身
の
禍
と
な
る
。
…
…
憂う

れ

い
と
畏お
そ

れ
が
あ
れ
ば
、
生
命
を
保
つ
。
安
楽
で
放ほ
う

逸い
つ

な
ら
、
死
を
ま
ぬ
が
れ
が
た
い
。
敵
の

あ
る
国
が
長
く
つ
づ
き
、
敵
の
な
い
国
が
か
え
っ
て
亡
び
や
す
い
よ
う
な
も
の
だ
。
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こ
の
よ
う
に
、
益
軒
や
一
斎
の
言
葉
を
改
め
て
読
み
直
す
と
、
い
つ
の
時
代
に
も
通
用
す
る
「
不ふ

易え
き

」
の
言
葉
に
出
会
う

こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
先
人
の
知
恵
を
「
精
神
論
」
と
し
て
軽
視
す
る
風
潮
も
あ
る
が
、
私
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
現
代

人
が
「
精
神
」
や
「
心
」
を
取
り
戻
せ
ば
、
も
っ
と
高
い
次
元
に
行
け
る
も
の
と
信
じ
て
い
る
。

本
書
は
、公
益
財
団
法
人
日
本
武
道
館
発
行
の
月
刊
誌
『
武
道
』
に
三
年
間
（
平
成
二
五
年
一
月
号
～
二
七
年
一
二
月
号
）

連
載
し
た
「
江
戸
『
人
間
教
育
』
の
知
恵
」
全
三
六
回
の
原
稿
に
大
幅
な
補
訂
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
主
題
の
「
心

教
を
以
て
尚
と
為
す
」
は
、
江
戸
時
代
の
人
間
教
育
の
奥
義
を
象
徴
す
る
言
葉
で
、
佐
藤
一
斎
の
『
言げ

ん

志し

耋て
つ

録ろ
く

』
か
ら
採
っ

た
（
二
四
一
頁
）。
副
題
の
「
江
戸
に
学
ぶ
人
間
教
育
の
知
恵
」
は
、
連
載
記
事
の
タ
イ
ト
ル
を
活
か
し
た
。

た
だ
し
本
書
で
は
、
連
載
順
に
よ
ら
ず
、
各
回
の
主
要
テ
ー
マ
に
よ
り
、
四
つ
の
章
に
分
け
て
配
列
し
た
。
ま
た
、
資
料

性
を
高
め
る
た
め
に
、
連
載
記
事
に
未
掲
載
の
史
料
も
多
く
引
用
し
、
典
拠
も
す
べ
て
明
記
し
、
多
く
の
図
版
を
補
充
し
た

ほ
か
、
利
便
性
を
図
る
索
引
も
付
け
て
い
た
だ
い
た
。

な
お
、
本
書
で
取
り
上
げ
た
江
戸
時
代
の
文
献
は
ほ
と
ん
ど
が
家
蔵
本
で
、
江
戸
の
教
育
論
は
ほ
か
に
も
数
多
く
あ
る
が
、

私
が
読
者
に
お
伝
え
し
た
い
要
所
は
本
書
に
ほ
ぼ
網
羅
さ
れ
て
い
る
。

本
書
が
、
家
庭
・
学
校
・
地
域
・
企
業
な
ど
教
育
に
か
か
わ
る
皆
様
に
多
少
の
参
考
と
な
り
、
あ
る
い
は
江
戸
研
究
の
契

機
と
な
れ
ば
、
望
外
の
喜
び
で
あ
る
。
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お
わ
り
に
　

振
り
返
る
と
、
本
書
の
刊
行
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
紆う

余よ
き

曲よ
く

折せ
つ

が
あ
っ
た
。

昨
年
度
ま
で
法
政
大
学
文
学
部
の
非
常
勤
講
師
を
し
て
き
た
私
に
は
、
こ
こ
数
年
、
同
学
部
教
員
の
Ｘ
氏
よ
り
、
新
年
度

の
授
業
担
当
に
つ
い
て
の
打
診
メ
ー
ル
が
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
令
和
元
年
九
月
一
二
日
付
け
メ
ー
ル
に
は
、
大
学
の
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
改
革
の
関
係
で
「
来
年
度
は
通
信
教
育
部
で
お
願
い
し
た
い
」
と
あ
っ
た
。
新
規
科
目
は
「
日
本
史
特
講
（
日
本

教
育
史
）」
で
、
テ
キ
ス
ト
を
指
定
し
て
受
講
生
に
レ
ポ
ー
ト
の
課
題
を
出
し
、
そ
の
レ
ポ
ー
ト
を
添て

ん

削さ
く

指
導
す
る
も
の
で
、

テ
キ
ス
ト
は
拙
著
か
ら
選
べ
ば
よ
い
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

そ
こ
で
改
め
て
調
べ
る
と
、
講
義
に
使
え
そ
う
な
拙
著
は
ど
れ
も
絶
版
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
付
記
し
て
基
本
的
に
快

諾
す
る
旨
を
伝
え
た
。

そ
の
返
信
（
九
月
一
八
日
）
に
、「
絶
版
で
は
む
ず
か
し
い
の
で
、
新
た
に
テ
キ
ス
ト
を
執
筆
す
る
か
、
別
の
（
著
者
の
）

市
販
本
を
使
っ
て
ほ
し
い
」
と
あ
っ
た
。
そ
し
て
「（
そ
の
時
点
か
ら
）
約
一
か
月
以
内
に
完
全
原
稿
を
提
出
す
れ
ば
翌
年

三
月
ま
で
に
出
版
で
き
る
が
、
あ
る
い
は
初
年
度
は
市
販
本
と
し
、
再
来
年
か
ら
の
教
科
書
を
改
め
て
準
備
し
て
は
ど
う
か
」

と
提
案
し
て
き
た
。
以
下
は
、
引
き
つ
づ
き
一
〇
月
一
日
に
Ｘ
氏
と
や
り
と
り
し
た
メ
ー
ル
の
要
旨
で
あ
る
。

Ｘ
「
今
月
の
会
議
で
審
議
予
定
の
た
め
、
教
科
書
は
な
ん
と
か
な
り
ま
す
か
」 

→ 

「
三
月
末
刊
行
に
向
け
て
原
稿
執
筆
を

は
じ
め
て
い
ま
す
」

Ｘ
「
そ
う
で
あ
れ
ば
、
現
状
の
書
誌
情
報
を
お
知
ら
せ
下
さ
い
」 

→ 
「
現
状
で
は
ほ
と
ん
ど
決
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
二

点
の
う
ち
一
点
は
下
記
の
通
り
で
す
。
も
う
一
点
は
原
稿
が
ま
と
ま
っ
て
か
ら
の
交
渉
に
な
り
ま
す
の
で
、
一
一
月
下
旬
ま

で
お
待
ち
下
さ
い
」

Ｘ
「
現
状
で
ほ
と
ん
ど
決
ま
っ
て
い
な
い
も
の
を
教
科
書
と
す
る
こ
と
に
、
は
な
は
だ
不
安
を
覚
え
ま
す
。
こ
れ
で
は
会

議
に
か
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
他
者
の
執
筆
で
も
よ
い
で
す
か
ら
教
科
書
に
な
り
そ
う
な
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
」 

そ
こ
で
、
教
科
書
と
し
て
は
不
満
の
あ
る
拙
著
の
一
冊
と
市
販
本
の
一
冊
を
提
案
の
う
え
、「
初
年
度
は
月
刊
『
武
道
』

の
連
載
記
事
の
元
原
稿
（
Ｐ
Ｄ
Ｆ
版
）
で
代
用
で
き
な
い
か
」
と
尋
ね
た
。

そ
の
返
信
（
一
〇
月
八
日
）
に
は
、「
拙
著
以
外
の
市
販
本
を
教
科
書
に
す
る
し
か
な
い
こ
と
」
に
加
え
て
、
新
た
に
「
教

科
書
は
三
～
四
年
変
更
不
可
」「
兼
任
講
師
は
六
五
歳
ま
で
」
と
い
う
条
件
が
加
わ
っ
た
（
つ
ま
り
、
新
刊
予
定
の
拙
著
は

ほ
ぼ
使
用
不
可
と
な
る
）。
言
う
ま
で
も
な
く
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ
版
は
拒
絶
さ
れ
た
。

し
か
し
、
す
で
に
敬
文
舎
で
の
出
版
に
つ
い
て
具
体
的
な
話
が
進
ん
で
お
り
、
い
ざ
出
版
の
暁
に
「
教
科
書
と
し
て
使
え

な
く
な
り
ま
し
た
」
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
し
、
こ
の
よ
う
な
や
り
と
り
に
、
こ
れ
以
上
、
時
間
を
浪
費
し
た
く
な
い
た
め
、

一
〇
月
一
〇
日
に
「
諸
般
の
事
情
か
ら
、
私
に
は
そ
の
資
格
や
条
件
が
整
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
今
回
の
お
話
は
辞
退
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
」
と
Ｘ
氏
に
返
信
し
た
。
こ
う
し
て
、
約
一
か
月
の
Ｘ
氏
と
の
や
り
と
り
で
、
一
四
年
務
め
た
法
政
大
学

を
去
る
こ
と
と
な
っ
た
。

あ
と
は
、
別
の
非
常
勤
講
師
を
務
め
る
授
業
の
教
科
書
に
指
定
す
る
か
、
私
が
主
宰
す
る
「
江
戸
樂
舎
」
や
、
広
島
県
三

次
市
立
図
書
館
主
催
の
ネ
ッ
ト
講
座
「
お
と
な
の
寺
子
屋
」
な
ど
で
活
用
す
る
し
か
な
い
と
い
う
思
い
で
、
敬
文
舎
の
柳
町

社
長
に
相
談
し
、
本
書
の
原
稿
作
成
を
急
い
だ
の
で
あ
っ
た
。

明
け
て
今
年
の
一
月
下
旬
に
、
突
然
、
立
正
大
学
社
会
福
祉
学
部
の
非
常
勤
講
師
の
お
話
が
あ
り
、
お
引
き
受
け
し
た
。

そ
こ
で
、
下
半
期
の
授
業
で
は
、
本
書
を
テ
キ
ス
ト
に
し
た
講
義
計
画
を
立
て
た
。
以
後
、
担
当
授
業
の
シ
ラ
バ
ス
作
成
な
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ど
、
め
ま
ぐ
る
し
い
日
々
が
つ
づ
き
、
ホ
ッ
と
す
る
間
も
な
く
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
上
半
期
の
授
業
が
す
べ

て
オ
ン
ラ
イ
ン
と
な
っ
た
。
同
時
に
、
そ
の
他
の
各
種
講
座
は
す
べ
て
中
止
ま
た
は
延
期
と
な
っ
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
最
終
的
に
は
、
ひ
そ
か
に
念
願
し
て
き
た
「
江
戸
の
人
間
教
育
」
の
講
義
の
機
会
を
い
た
だ
く
こ
と

が
で
き
た
。「
禍か

福ふ
く

は
あ
ざ
な
え
る
縄な
わ

の
如ご
と

し
」
の
俚り

諺げ
ん

の
よ
う
に
、
長
い
目
で
見
た
ら
、
何
が
幸
い
す
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。

『
親
父
の
小
ご
と
』
が
最
後
を
「
悪あ

し

き
事
も
よ
し
よ
し
と
い
わ
い
直
せ
」
と
結
ぶ
（
二
七
七
頁
）
の
も
、そ
の
謂い

い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
私
が
江
戸
時
代
の
育
児
書
の
研
究
を
は
じ
め
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
に
触
れ
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
二
八
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
の
昭
和
六
二
年
の
春
、
神
田
神
保
町
の
あ
る
古
書
店
で
一
冊
の
『
庭て

い

訓き
ん

往お
う

来ら
い

』
を
見
つ

け
た
こ
と
が
、
江
戸
時
代
の
研
究
の
契
機
で
あ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
、
あ
る
本
（
今
と
な
っ
て
は
書
名
が
思
い
出
せ

な
い
が
）
の
な
か
で
、「
好
き
な
事
を
毎
日
三
〇
分
、
一
〇
年
つ
づ
け
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
道
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
に
な
れ
る
」

と
書
い
て
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
ひ
た
す
ら
実
践
し
た
と
こ
ろ
、
一
一
年
後
に
最
初
の
著
作
を
出
版
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ

の
翌
年
、
金
沢
大
学
よ
り
学
術
博
士
を
授
与
さ
れ
た
。

そ
の
間
、
往
来
物
の
研
究
を
は
じ
め
て
間
も
な
い
平
成
元
年
に
、
平
凡
社
東
洋
文
庫
の
『
子
育
て
の
書
』
を
読
ん
だ
こ
と

が
き
っ
か
け
で
、
江
戸
時
代
の
育
児
書
に
興
味
を
も
っ
た
私
は
、
往
来
物
と
並
行
し
て
江
戸
～
明
治
初
年
の
和
装
本
の
育
児

書
を
蒐

し
ゆ
う

集し
ゆ
うす

る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
過
程
で
、
い
わ
ゆ
る
通
俗
教
訓
書
の
多
く
に
、
育
児
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
こ

と
、
ま
た
、
往
来
物
で
も
し
ば
し
ば
育
児
に
言
及
し
た
箇
所
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
以
来
、
育
児
に
関
す
る
記
述
の
あ
る

も
の
を
探
求
し
つ
づ
け
、
そ
の
多
く
を
『
近
世
育
児
書
集
成
』
全
一
八
巻
と
し
て
公
刊
し
た
。

ち
な
み
に
、
本
集
成
所
収
の
育
児
書
一
〇
四
点
の
う
ち
著
者
が
明
ら
か
な
九
一
人
の
職
分
は
、
①
漢
学
者
二
二
・
〇
％
、

②
医
者
九
・
三
％
、
③
書
家
・
手
習
師
匠
七
・
一
％
、
④
往
来
物
作
者
六
・
六
％
、
⑤
心
学
者
六
・
〇
％
、
⑥
僧
侶
四
・
九
％
、

⑦
幕
臣
（
郡
代
・
代
官
）
四
・
九
％
、
⑧
経
世
家
三
・
八
％
の
順
で
、
ほ
か
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
職
分
の
者
が
育
児
書
を
著
し
て

い
た
（
こ
れ
は
江
戸
中
期
以
降
の
育
児
書
の
急
増
と
無
縁
で
は
な
い
）。
と
に
か
く
、
近
世
の
育
児
書
や
育
児
論
は
、
探
せ

ば
無
数
に
見
つ
か
る
と
思
わ
れ
、
ま
だ
ま
だ
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
拙
著
は
、
江
戸
時
代
の
育
児
書
研
究
の
一
里
塚
、
い
や
、
小
さ
な
一
歩
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
ぜ

ひ
と
も
、
後
進
の
皆
さ
ん
に
江
戸
の
子
育
て
や
日
本
の
教
育
文
化
の
研
究
を
深
め
て
い
た
だ
く
こ
と
を
切
望
し
て
擱か

く

筆ひ
つ

す
る
。

最
後
に
、
本
書
出
版
ま
で
種
々
の
ご
教
示
を
賜
り
、
私
の
要
望
に
も
最
大
限
応
じ
て
く
だ
さ
っ
た
株
式
会
社
敬
文
舎
の
柳

町
敬
直
様
は
じ
め
ス
タ
ッ
フ
の
皆
様
に
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

令
和
二
庚か

の

子え
ね

年
五
月
中
旬
、
身
は
蟄ち
つ

居き
よ

し
つ
つ
も
、
心
は
薫
風
の
如
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
泉
吉
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