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昨
今
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
流
行
に
よ
り
、
あ
ら
た
め
て
ウ
イ
ル
ス

が
人
類
の
脅
威
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
46
億
年
に
及
ぶ
地
球

の
歴
史
の
な
か
で
、
ウ
イ
ル
ス
は
40
億
年

前
か
ら
存
在
し
て
お
り
、
た
か
だ
か
20
万

年
前
に
出
現
し
た
ば
か
り
の
ホ
モ
サ
ピ
エ

ン
ス
（
ヒ
ト
）
は
新
参
者
と
い
え
ま
す
。

　

細
菌
よ
り
も
さ
ら
に
小
さ
い
ウ
イ
ル
ス

は
、
単
独
で
増
殖
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

他
の
生
物
の
細
胞
に
入
り
込
み
、
次
々
と

自
分
の
コ
ピ
ー
を
作
っ
て
増
え
て
い
き
ま

す
。
地
球
上
に
約
3
万
種
あ
り
、
鳥
類
と

哺
乳
類
に
感
染
す
る
も
の
が
6
5
0
種
ほ

ど
と
さ
れ
ま
す
。

　

周
囲
に
王
冠
を
想
起
さ
せ
る
独
特
の
突

起
を
持
つ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
す
が
、
近

年
ま
で
ヒ
ト
に
感
染
す
る
型
は
４
種
類
し

か
流
行
し
た
こ
と
が
な
く
、
感
染
の
際
の

症
状
も
通
常
軽
い
風
邪
程
度
で
し
た
。
と

こ
ろ
が
、
21
世
紀
に
入
り
主
に
ア
ジ
ア
で

流
行
し
た
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
と
Ｍ
Ｅ
Ｒ
Ｓ
は
新
種

の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
原
因
と
な
っ
た
新

興
感
染
症
で
あ
り
、
重
篤
な
肺
炎
に
よ
り

死
に
至
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

7
種
類
目
の
ヒ
ト
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と

な
っ
た
こ
の
度
の
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
」
は
、
感
染
し
て
も
無
症
状
ま
た
は
軽

症
で
済
む
場
合
が
多
い
一
方
、
高
齢
者
や

基
礎
疾
患
を
お
持
ち
の
方
に
は
命
に
か
か

わ
る
重
症
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

収
束
の
た
め
に
は
、
ワ
ク
チ
ン
ま
た
は
治

療
薬
が
開
発
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
多
く

の
人
が
免
疫
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
集
団

免
疫
が
で
き
る
必
要
が
あ
る
と
も
言
わ
れ

て
お
り
、
不
安
は
尽
き
ま
せ
ん
。

　

暗
い
影
は
経
済
・
社
会
に
も
差
し
て
い

ま
す
。
特
に
、
人
が
動
き
、
集
う
こ
と
が
前

提
と
な
る
事
業
活
動
や
日
々
の
営
み
は
、

終
わ
り
の
見
え
な
い
「
自
粛
」
に
よ
っ
て

停
滞
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
ま
す
。
コ
ロ

ナ
禍
が
さ
ら
に
長
期
化
す
れ
ば
、
よ
り
広

い
範
囲
に
影
響
が
及
ぶ
こ
と
は
避
け
ら
れ

ま
せ
ん
。

　

も
う
一
つ
見
過
ご
せ
な
い
の
は
、
感
染

者
や
そ
の
家
族
に
対
す
る
心
な
い
誹
謗
中

傷
や
真
偽
不
明
の
情
報
が
飛
び
交
う
こ
と

で
す
。
病
気
に
か
か
り
た
く
て
か
か
る
人

は
い
ま
せ
ん
。
本
当
に
い
た
わ
る
べ
き
対

象
は
誰
な
の
か
、
良
識
に
基
づ
い
た
思
い

や
り
の
あ
る
言
動
が
今
も
っ
と
も
求
め
ら

れ
ま
す
。
ウ
イ
ル
ス
に
身
体
だ
け
で
な
く

心
ま
で
む
し
ば
ま
れ
る
こ
と
は
避
け
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
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中
世
の
益
田
平
野
は
、
高
津
川
・
益
田
川

と
砂
州
に
囲
ま
れ
て
潟せ
き

湖こ

の
よ
う
に
な
っ

て
お
り
、
天
然
の
良
港
と
い
え
る
地
形
で

し
た
。

　

中な
か
ず
ひ
が
し
は
ら
い
せ
き

須
東
原
遺
跡
（
国
史
跡
）
は
、河
口
域

に
成
立
し
た
港
町
の
遺
跡
で
す
。
12
世
紀

に
成
立
し
、
13
世
紀
に
発
展
、
15
世
紀
に

最
盛
期
を
迎
え
、
16
世
紀
に
衰
退
し
た
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
中
世
の
港
町
の
構

造
や
日
本
海
交
易
の
実
態
の
解
明
が
期
待

さ
れ
る
と
し
て
、
全
国
の
中
世
の
港
町
の

代
表
的
な
遺
跡
と
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

遺
跡
の
南
側
が
、
中
世
の
河か
ど
う道
の
跡
で

す
。
遺
跡
の
北
側
に
は
砂
丘
が
あ
り
、
こ

れ
が
潟
湖
形
成
の
要
因
と
な
っ
た
砂
州
の

ひ
と
つ
で
す
。
港
町
が
砂
州
と
河
道
の
間

に
形
成
さ
れ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま

す
。
砂
丘
に
は
2
カ
所
、
南
北
方
向
に
道

が
通
っ
て
お
り
、
南
に
向
か
う
と
中
須
東

原
遺
跡
を
縦
断
し
、
北
に
向
か
う
と
厳
い
つ
く
し
ま島

神
社
に
至
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
道
は
中
世

に
さ
か
の
ぼ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
出
土
遺
物
か
ら
、
港
町
は
当
初
、

福ふ
く
お
う
じ

王
寺
の
あ
た
り
か
ら
形
成
さ
れ
、
次
第

に
広
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

そ
の
福
王
寺
は
、
浄じ
ょ
う
ど
し
ゅ
う

土
宗
の
寺
院
で
す
。

他
地
域
の
事
例
で
、
高
度
な
専
門
知
識
を

持
つ
僧
侶
が
交
易
の
事
務
を
担
っ
て
い
た

こ
と
か
ら
、
中
世
の
福
王
寺
（
あ
る
い
は

そ
の
前
身
寺
院
）
も
同
様
の
役
割
を
担
っ

て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

福
王
寺
の
見
所
は
そ
の
豊
富
な
石
造
物

で
す
。
石せ
き
ぞ
う造
十じ
ゅ
う
さ
ん
じ
ゅ
う
と
う

三
重
塔
（
島
根
県
指
定
有

形
文
化
財
）は
、
西
大
寺
系
律り
っ
し
ゅ
う宗が
そ
の
交

易
網
を
展
開
す
る
際
に
、
拠
点
と
な
る
末

寺
に
建
立
し
た
も
の
と
類
似
し
ま
す
。

　

花か
こ
う
が
ん

崗
岩
製
の
五ご
り
ん
と
う

輪
塔
は
兵
庫
の
御み
か
げ影
石い
し

製
の
可
能
性
が
あ
り
、
瀬
戸
内
地
域
と
の

交
易
を
示
唆
し
ま
す
。
ま
た
、
宝ほ
う
き
ょ
う篋 

印い
ん
と
う塔

に
は
、
福
井
県
の
日ひ
び
き引

石い
し

製
の
も
の
、
石

見
銀
山
の
近
く
で
採
れ
る
福ふ
く
み
つ光

石い
し

製
の
も

の
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
日
本
海
交
易
に
よ

り
運
び
込
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
石

造
物
か
ら
も
交
易
の
様
子
を
知
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
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