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翠g《一日千凡牡も罹患しました。看病してれる人もなく、

~ 
- ) スヽ ル

孝

;` 名食

何らの手当てを訓えることもないので、皆巣飯なく死んでい

きました》（，｛ば埠ン函謀炉）

約670年繭、花の都・フィレンツェはペスト患者の屍に埋

め尽くされていた。感染症によるバンデミックは、およそ100
年ごとに起こっているといわれ、その都度、社会は大きく変

貌した。感染症は、人類を時代に適応させるための｀＇ふる

い”のような存在でもある。新型コロナウイルスの先にある

未来へ、私たちはどう歩むべきか一一
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ベストが蔓延する17世紀ヨーロッパの「防護服」。当
時、ペストの感染源はその悪臭にあるとされ、におい
予防として‘くちばし”にはハーブが詰められていた。

う南・ス に までとるい身＜ ，， るで →
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
策
専
門
家
会
議
は
5
月
1
日、

「
多
く
の
市
民
の
協
力
に
よ
り
爆

発
的
な
感
染
拡
大
（
オ
ー
バ
ー
シ

ュ
ー
ト
）
は
免
れ
た
も
の
の
、
長

丁
場
に
備
え
、
感
染
拡
大
を
予
防

す
る
薪
し
い
生
活
様
式
」
に
移

行
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
」
と
提

言
し
た
。
世
の
関
心
は

「
い
つ
に

な
れ
ば
元
通
り
の
生
活
が
で
き
る

の
か
」
と
い
う

一
点
に
集
中
す
る

が
、
も
う

品元
通
り
の
生
活
ク
は

戻
っ
て
こ
な
い
と
伐
悟
す
る
べ
き

な
の
だ
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
は
こ

れ
か
ら
も
、
こ
の
新
し
い
ウ
イ
ル

ス
と
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ひ
と
ま
ず
4
日
に
は
緊
急
事
態

宜
言
が
延
長
さ
れ
、

子
供
た
ち
の

休
校
や
外
出
自
粛
期
間
は
継
続
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
社
会
生
活

や
経
済
活
動
が
大
き
く
制
限
さ
れ
、
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レ
ジ
ャ
ー
は
も
ち
ろ
ん
、
職
場
に

行
く
こ
と
や
買
い
物
さ
え
ま
ま
な

ら
な
い
。
新
た
な
収
録
を
行
え
な

い
た
め
、
テ
レ
ビ
を
つ
け
て
も
「総

集
編
」
や
「再
放
送
」ば
か
り
I

「
こ
ん
な
異
常
事
態
は
経
験
し
た

こ
と
が
な
い
」。

誰
も
が
そ
う
感

じ
て
い
る
は
ず
だ
が
、

実
は
有
史

以
来
の
人
類
の
歴
史
を
振
り
返
る

と
、
そ
こ
に
は
常
に
感
染
症
と
の

闘
い
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
。

古
く
は
14
世
紀
に
流
行
し
た
ペ

ス
ト
。
「
黒
死
病
」
と
呼
ば
れ
ヨ

ー
ロ

ッ
バ
で
猛
威
を
ふ
る
い
、
人

口
の
約
半
数
が
死
亡
し
た
と
も
伝

え
ら
れ
る
。
そ
ん
な
折
に
杏
か
れ

た
の
が
中
世
イ
タ
リ
ア
を
代
表
す

る
文
学
作
品

「デ
カ
メ
ロ
ン
」
だ
。

こ
の
タ
イ
ト
ル
は
ギ
リ
シ
ャ
語

で

「10
日
間
」
と
い
う
証
味
を
持

つ
。
都
市
部
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
か

ら
ペ
ス
ト
を
避
け
て

田
園
へ
と
疎
開
し
た

富
裕
な
男
女
10
人
が
、

10
日
間
を
使
っ
て
1

日
1
話
ず
つ
語
る
と

い
う
設
定
で
、
エ
ロ

ス
も
ふ
ん
だ
ん
に
盛

り
込
ま
れ
る
同
作
だ

が
、
現
代
に
至
る
ま

で
傑
作
で
あ
る
と
評

価
さ
れ
る
の
は
、
彼

ら
の
語
る
物
語
の
背

娯
に

「ペ
ス
ト
ヘ
の

恐
怖
」
「
死
か
ら
の

心
理
的
逃
避
」
が
あ

る
か
ら
だ
と
い
わ
れ

差」

と
し
て
説
明
さ

れ
る
。
し
か
し
実
は

そ
の
背
後
に
は
伝
染

病
の

「天
然
痘
」
が

あ
っ
た
。
す
で
に
免

＝
疫
を
獲
得
し
て
い
た

P

ス
ペ
イ
ン
人
が
天
然

P

痘
ウ
イ
ル
ス
を
持
ち

き

込
み
、
免
疫
を
持
た

な
い
イ
ン
カ
側
は
人
口
の
6
i
9

割
も
の
人
た
ち
が
天
然
痘
に
よ
っ

て
命
を
落
と
し
た
と
さ
れ
る
。
先

住
民
ら
は
、
病
に
屈
し
な
い
侵
略

者
と
自
分
た
ち
の
追
い
は

「
信

仰
」
に
あ
る
と
考
え
、
キ
リ
ス
ト

教
を
信
仰
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

東
京
外
国
語
大
学
大
学
院
教
授

で
国
際
政
治
学
者
の
篠
田
英
朗
さ

ん
が
解
説
す
る
。

「
ス
ペ
イ
ン
に
よ
る
イ
ン
カ
帝
国

征
服
で
は
、
武
器
で
殺
さ
れ
た
先

住
民
よ
り
も
天
然
痘
の
感
染
に
よ

っ
て
死
ん
だ
人
の
方
が
多
か
っ
た
。

一
方
で
、
第

一
次
世
界
大
戦
時

に
は
、
ア
メ
リ
カ
で
生
ま
れ
、
ア

メ
リ
カ
の
軍
人
が
持
ち
込
ん
だ
ウ

イ
ル
ス
が
原
因
で
あ
る

「ス
ベ
イ

ン
風
邪
」
に
よ
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

没
落
が
加
迷
。
ウ
イ
ル
ス
を
持
ち

込
ん
だ
ア
メ
リ
カ
は

一
附
の
覇
権

を
獲
得
し
ま
し
た
。

す
な
わ
ち
、
感
染
症
を
克
服
し

た
文
明
は
生
き
残
り
、
そ
う
で
な

い
方
が
淘
汰
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

が
、
人
類
の
歴
史
で
は
繰
り
返
さ

れ
て
き
た
の
で
す
」

新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染
拡
大
と
と

も
に
再
ぴ
脚
光
を
浴
ぴ
、
こ
の
4

1,
.＿湿
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月、国内での累計発行部数が

100万部を超えた小説があ
る。ノーベル文学伐受伐作家、

アルベール・カミュの小説

「ペストJ(1947年発

表）。突然降り注ぐ感染症と

いう不条理な災厄に対して

人々がど、2丑ち向かうかを描
いた物語で、現代の新型コロ

ナに苦しむ私たちと符合する

点があまりにも多い。

日本でも、明治期に活躍し

た歌人の正岡子規もやはり感

染症である結核に苦しみ、そ

して死に至った。この病気で

落命した文化人は石川啄木、

樋ロ一業、竹久拶二、中原中

也など枚挙にいとまがない。

このように、周期的に見舞

われる感染症は、これまでも

人類の持つ文明や生活に大き

なインパクトを与えてきた。

その影評を受けるのは、われ

われ人間だけにとどまらない。

マんねんないきもの事典」

（硲橋れiJ店）の監修を務める

動物学者で日本動物科学研究

所所長の今泉忠明さんが話す。

「1低4000万年もの長い
間、地球上に生息し、陸上で

蚊も繁栄していた生物だった

とされる恐竜も、一説にはウ

イルスによる伝染病で絶滅し

たといわれています」

感染症の原因となる病原体

には細菌やウイルスなどがあ

り、今回の感染症「COVI

D119」は、「新型コロナ」

バンテミックとなった主な感染症
響己名喜面尺 疇 麟 霊流行じた年代冨昌ら麟淑諷諏：屡二亨

3度にわたる流行を世界中で繰り返

ベスト 540年頃～ し、 1348年から約6年間続いた2度

1900年頃 目のパンデミックは、全世界で7000
万人もの犠牲者を生んだ。

幾度となく世界中でバンデミックを引

コレラ 1817年～ き起こし、現在も世界で年間およそ

1926年 4万人が死亡。水道の整備、塩素
消毒によって一定の収束を迎えた。

蚊が媒介する黄熱ウイルスによって

1600年代～
感染。人体実験による感染ルート

黄熱病 1980年代
の実証が行われ、徹底した蚊の駆
除を行ったことでバナマ運河が開通
した。

人間のみが感染するウイルスで、

天然痘
1500年代～ 1980年にWHOが根絶を発表。ヨー

1980年 ロッバ軍のアメリカ大陸への侵略な
ど、歴史の変換に大きく携わった。

劣悪な環境での集団生活などが原

結核
1800年代中期～ 因となり世界規模の集団感染が発

1900年代前半 生。治療薬の普及、環境衛生の
改善で減少。

アメリカのカンザス州を発生源とし、

1918年～
4500万人もの犠牲が出た。日本で

スベイン風邪 1920年
も30万人以上が死亡したといわれ、
マスクや風邪薬の買い占めが起こっ
たという。

発症するとほぼ100%死に至るズー

狂犬病 1940年代
ノーシス。日本国内の多くの犬に発
症が見られたが、 1950年に予防注
射などが徹底され、7年で撲滅した。

麻まし疹ん（はしか）

かつては 「赤もがさ」と呼ばれ、江
紀元前3000年頃～ 戸時代には「命定めの病」として

2015年 恐れられた。徳川綱吉も麻疹によっ
て命を落とした。
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（上〕茂随を賠し鳩者。頭痛や高熱が続
いた後、全身に発疹が広がる。 〔中〕牛痘を用
いた天然痘の予防接種に殺到する人々を描いた
イギリスの画家による風剌画。 〔下〕 高熱が続
いた後、ベストによる血管の凝固で壊死した指。

る
。ペ

ス
ト
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ

ッ
パ

は
人
口
激
減
に
見
舞
わ
れ
、
社
会
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は
大
き
な
変
革
を
迎
え
る
。
そ
れ

ま
で
此
民
は
封
建
領
主
に
奴
隷
の

よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
が
、
ペ
ス

と
呼
ば
れ
る
ウ
イ
ル
ス
が
品
叱

人
ク
だ
。
ウ
イ
ル
ス
の
起
源
に
は

諸
説
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
30低

年
前
に
は
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
比
べ
、
最
も
古

い
猿
人
の
登
場
は
お
よ
そ
7
0
0
 

万
年
前
と
い
わ
れ
、
人
類
の
方
が

ウ
イ
ル
ス
よ
り
も
は
る
か
に

益新

ア
フ
リ
カ
や
中
南
米
な
ど
、
感

染
症
流
行
地
域
の
蚊
前
線
で
閥
っ

て
き
た
医
師
で
、

「感
染
症
と
文

明

ー

共
生
へ
の
道
」

（岩
波
苔

店
）
の
著
者
、

長
崎
大
学
教
授
の

山
本
太
郎
さ
ん
は
、
ウ
イ
ル
ス
を

「悪
」
と
捉
え
る
人
々
ヘ

一
石
を

投
じ
る
。

「
9
9
.
9％
の
ウ
イ
ル
ス
は
悪
さ

を
し
ま
せ
ん
。
ウ
イ
ル
ス
は
自
力

で
は
増
殖
で
き
ず
、
ほ
か
の
生
物

の
細
胞
に
自
ら
の
追
伝
子
を
注
入

し
、
そ
の
細
胞
の
中
で
追
伝
子
を

増
幅
さ
せ
て
自
己
複
製
を
繰
り
返

す
。
む
し
ろ
そ
の
過
程
で
、
元
の

生
物
の
D
N
Aを
進
化
さ
せ
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
人
間
の
D
N
A
で
も
生

じ
て
い
る
現
象
で
、

実
際
、
人
間

の
胎
盤
を
形
成
す
る
追
伝
子
に
は

ウ
イ
ル
ス
が
関
与
し
て
き
た
と
の

研
究
報
告
が
あ
り
ま
す
。
数
万
年

ス
ケ
ー
ル
で
見
れ
ば
、
感
染
症
は

人
類
が
進
化
す
る
原
動
力
に
も
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
」

細
歯
で
も
同
様
の
変
化
が
起
こ

ト
で
此
民
の
数
が
激
減
し
た
こ
と

で
、
そ
う
し
た
荘
園
制
が
崩
壊
。

キ
リ
ス
ト
教
の
厳
格
な
支
配
も
、

参
者
ク
と
い
う
わ
け
だ
。

つ
ま
り
、

「
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

さ
え
な
け
れ
ば
」
と
い
う
恨
み
節

は
、
地
球
上
の
生
物
の
歴
史
か
ら

見
直
す
と
筋
違
い
と
い
え
る
。
ウ

イ
ル
ス
の
よ
う
に
私
た
ち
も
変
化

し
、
共
存
し
て
い
く
姿
勢
が
求
め

ら
れ
て
い
る
の
だ
。

る
。

「パ
ン
デ
ミ
ッ
ク

ー

〈病
〉

の
文
化
史
J

(人
間
と
歴
史
社
）

の
共
著
者
の
1
人
で
あ
る
元
埼
玉

学
園
大
学
教
授
の
赤
阪
俊

一
さ
ん

が
説
明
す
る
。

「
体
の
表
面
や
体
内
に
存
在
す
る

「善
玉
菌
」
と
呼
ば
れ
る
細
菌
の

中
に
も
、
か
つ
て
は
人
問
に
と
っ

て
脅
威
だ
っ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。

長
い
時
間
を
か
け
て
共
生
す
る
う

ち
に
、
人
間
を
守
る
性
質
に
変
異

し
た
の
で
す
」

た
と
え
ば
、
腸
内
に
は
ビ
フ
ィ

ズ
ス
菌
や
乳
酸
菌
な
ど
の
普
玉
菌

が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
大
昔
の
人

間
に
と
っ
て
は
喜
ば
し
い
存
在
で

は
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ

う
い

っ
た
変
化
は
、
人
々
の
食
事

や
葬
ら
し
の
移
り
変
わ
り
が
影
押

ぅ217-

し
て
い
る
。

ぃ口託‘↑
I
J
[

註‘砒

あ
る
」
と
語
る
。

女

「狩
猟
生
活
を
し
て
い
た
時
代
は

移
動
が
多
く
、
奨
尿
の
処
理
な
ど

衛
生
面
で
の
問
題
が
少
な
か
っ
た
。

女 妙 60 
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皇吋息臼 さ
ら
に
集
団
ご
と
の
人
数
も
少
な

く
、
仮
に
感
染
症
が
起
き
て
も
す

ぐ
に
終
息
し
た
。

と
こ
ろ
が
此
耕
を
営
む
よ
う
に

な
る
と
、
集
団
の
規
模
が
大
き
く

な
り
、
定
住
す
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
す
る
と
、
処
理
が
不
充
分
な

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
永
久
に
続
く

こ
と
は
な
い
。一

方
で
、
感
染
症

を
根
絶
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近

い
。
こ
れ
ま
で
に
、
人
類
が

「完

全
勝
利
」
し
た
と
い
え
る
感
染
症

は
天
然
痘
し
か
な
く
、
そ
の
ほ
か

の
感
染
症
は
い
ま
も
、
世
界
の
ど

こ
か
に
感
染
者
が
い
る
。

だ
が
、
た
と
え
根
絶
は
し
な
く

と
も
、

「集
団
免
疫
」
を
身
に
つ

け
る
こ
と
で
事
態
は
穏
や
か
な
終

息
を
迎
え
る
。

山
本
さ
ん
が
解
説
す
る
。

「新
型
コ
ロ
ナ
は
す
で
に
世
界
中

に
広
が
っ
て
お
り
、
も
は
や
根
絶

す
る
こ
と
は
難
し
い
。
治
療
薬
や

ワ
ク
チ
ン
の
登
場
時
期
に
も
よ
り

ま
す
が
、
個
人
的
に
は
、
こ
の
ま

ま
い
け
ば
全
人
口
の
7
割
が
免
疫

を
獲
得
す
る
ま
で
に
1
i
2年
＜

ら
い
か
か
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
れ
以
降
は
、
風
邪
程
度
の
症
状

に
落
ち
沿
い
て
い
く
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
」

身
に
つ
け
た
新
型
コ
ロ
ナ
の
免

疫
力
は
、
数
十
年
、
あ
る
い
は
数

百
年
単
位
で
見
る
と
人
類
に
と
っ

る
い
は
家
畜
に
寄
生
し
た
ウ
イ
ル

ス
が
人
間
に
感
染
し
て
発
症
し
た

も
の
で
す
。
天
然
痘
は
主
に
ラ
ク

ダ
、
結
核
や
は
し
か
は
主
に
家
畜

に
由
来
し
ま
す
〉

《加
年
の
S
A
R
Sも
発
生
源
は

中
国
の
野
生
動
物
市
場
。
コ
ウ
モ

リ
に
宿
っ
た
ウ
イ
ル
ス
が
市
場
で

食
用
に
売
ら
れ
て
い
た
ハ
ク
ビ
シ

ン
を
経
て
人
間
に
感
染
し
た
の
は

問
迩
い
な
い
。
中
国
当
局
は
⑫
年

に
野
生
動
物
市
場
を
閉
鎖
す
べ
き

で
し
た
。
閉
鎖
し
な
か
っ
た
こ
と

が
い
ま
の
事
態
を
招
い
た
の
で

す
》新

型
コ
ロ
ナ
は
、
中
国
・
武
漢

市
の
生
鮮
市
場
で
売
ら
れ
て
い
た

野
生
動
物
を
発
生
源
と
す
る
説
が

有
力
だ
。

専
門
家
た
ち
は
、
動
物
や
自
然

と
の
在
り
方
を
見
直
す
と
き
だ
と

口
を
揃
え
る
。

「野
生
動
物
と
人
間
が
接
触
す
る

ほ
ど
、
新
た
な
感
染
症
が
起
こ
る,

‘
 

y、
糞
尿
か
ら
、
寄
生
虫
や
細
菌
に
よ

る
感
染
症
が
発
生
し
、
集
団
内
で

う
つ
し
合
つ
形
に
な
る
。
見
方
を

変
え
れ
ば
、
感
染
症
が
流
行
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
増
加
し
た
人
口

を
維
持
で
き
る
ほ
ど
の
文
明
が
成

立
し
た
証
拠
で
も
あ
る
の
で
す
」

て
メ
リ
ッ
ト
に
な
り
得
る
と
い
う
。

山
本
さ
ん
が
続
け
る
。

「木
々
が
う
っ
そ
う
と
生
い
茂
る

密
林
に
は
、
新
し
い
植
物
が
進
出

し
に
く
い
も
の
で
す
。
こ
れ
と
よ

く
似
て
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
免

突
起
部
分
が
王
冠
（
ギ
リ
シ
ャ
語
で
「
コ
ロ

ナ
」
）
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、
「
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
」
と
名
が
つ
い
た
。〔
下
〕
云
3

療
崩
壊
」
を
起
こ
し
た
イ
タ
リ
ア
で
は
3
万
人

近
い
死
者
が
。

リ
ス
ク
は
悩
ま
り
ま
す
。
森
林
を

破
壊
し
て
人
間
の
活
動
域
が
広
ま

れ
ば
、
野
生
動
物
た
ち
は
行
き
場

を
な
く
し
、
接
触
す
る
機
会
が
増

え
る
の
で
す
」
（
山
本
さ
ん
）

「
ス
テ
イ
ホ
ー
ム
」
が
世
界
で
叫

ば
れ
て
か
ら
、
街
中
に
珍
し
い
野

生
動
物
が
現
れ
た
と
い
う
ニ
ュ
ー

ス
も
増
加
し
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
で
は
カ
ン
ガ
ル
ー
が
、
カ
リ
フ

ォ
ル
ニ
ア
で
は
ピ
ュ
ー
マ
や
シ
カ

が
出
没
し
て
い
る
と
い
う
。
今
泉

さ
ん
は
、
人
間
に
よ
る

「水
」
の

占
有
を
指
摘
す
る
。

「
い
ず
れ
の
地
域
も
、
昨
年
、
大

規
模
な
山
火
事
が
あ
り
ま
し
た
。

動
物
た
ち
は
水
が
な
く
て
困
っ
て

い
ま
す
が
、
街
に
は
プ
ー
ル
や
哨

水
、
緑
の
芝
生
な
ど
盟
富
に
水
が

あ
る
。
い
ま
は
街
へ
下
り
て
来
て

も
人
が
い
な
い
の
で
、
堂
々
と
姿

を
現
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

人
間
の
経
済
は
、
地
球
を
掘
っ

8
 

疫
獲
得
は
、
別
の
感
染
症
の
防
波

堤
に
な
っ
て
く
れ
る
可
能
性
が
あ

る
の
で
す
」

免
疫
を
得
る
手
段
は
、
ワ
ク
チ

ン
接
種
に
よ
っ
て
人
工
的
に
得
る

方
法
が
一
般
的
だ
が
、
生
活
の
中

で
自
然
に
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
す
る

「自
然
感
染
」と
い
、
ユ
ヵ
法
も
あ
る
。

重
症
化
と
医
療
崩
壊
の
リ
ス
ク

を
避
け
る
た
め
、
多
く
の
国
で
は

都
市
を
封
鎖
し
、
人
間
同
士
の
接

触
を
制
限
し
て
い
る
が
、

一
方
で
、

経
済
へ
の
打
撃
を
泣
小
化
す
る
た

め
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
よ
う
に
普

段
通
り
の
生
活
を
続
け
て
い
る
国

も
あ
る
。
そ
の
結
果
、
国
内
で
の

感
染
拡
大
は
進
む
も
の
の
、
ワ
ク

た
り
削
っ
た
り
し
て
成
り
立
っ
て

い
ま
す
が
、
そ
れ
が
い
ま
限
界
に

来
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
人
間
は
自
然
に
は
歓
待
さ
れ

て
い
な
い
。
む
し
ろ
邪
腐
者
で
す

か
ら
、
そ
こ
を
歩
か
せ
て
も
ら
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は

な
り
ま
せ
ん
」

ズ
ー
ノ
ー
シ
ス
は
、
身
近
な
動

物
か
ら
も
感
染
す
る
恐
れ
が
あ
る
。

今
泉
さ
ん
は
、
現
代
人
の

「
ペ

ッ
ト
」
と
の
か
か
わ
り
方
に
こ
う

苦
言
を
呈
す
る
。

「ペ
ッ
ト
の
犬
や
猫
に
キ
ス
を
し

た
り
、

一
緒
に
裂
た
り
す
る
の
は
、

す
ぐ
に
や
め
る
べ
き
。

「、2
り
の

大
切
な
ワ
ン
ち
ゃ
ん
、
ネ
コ
ち
ゃ

ん
が
、
そ
ん
な
汚
い
病
気
を
持
っ

て
い
る
わ
け
が
な
い
j

と
思
っ
て

い
る
人
が
多
い
よ
う
で
す
が
、
種

が
違
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
迎
う
ウ
イ

ル
ス
や
寄
生
虫
を
持
っ
て
い
る
の

は
当
然
で
す
。
動
物
を
勝
手
に
人

間
と
同

一
視
し
て
は
い
け
な
い
。

，稟ヽrs
 

チ
ン
を
待
た
ず
し
て
自
然
感
染
に

よ
る
集
団
免
疫
を
獲
得
す
る
こ
と

も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
同
国
で
は
約
2
万
ー

0
0
0人
の
感
染
者
に
対
し
、
約

2
5
 
0
0人
も
の
死
者
が
出
て
お

り
、
古
四
い
死
亡
率
を
指
摘
す
る
声

が
あ
る
。
赤
阪
さ
ん
も
、
自
然
感

染
に
よ
る
集
団
免
疫
の
獲
得
に
は

難
色
を
示
す
。

「
7
ー
8
割
の
人
が
自
然
に
感
染

し
て
免
疫
を
つ
け
る
に
は
、
相
当

数
の
死
者
を
伐
悟
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
い
ま
は
、
な
る
べ
く
感

染
者
の
増
加
を
抑
え
な
が
ら
時
間

稼
ぎ
を
し
て
、
特
効
薬
や
ワ
ク
チ

ン
を
待
っ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
」

デ
叩
[

さ
せ
る
効
果
が
あ

る
と
い
う
ア
メ
リ

私
た
ち
が
適
度

な
距
離
を
保
つ
べ

き
は
、
人
間
同
士

に
限
っ
た
話
で
は

な
い
。
近
年
、
「ズ

ー
ノ
ー
シ
ス
」
と

い
う
、
人
間
と
そ

れ
以
外
の
脊
椎
動

物
の
両
方
に
起
こ

る
感
染
症
が
問
題

と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
愛
情
と
は
関
係
な
い
こ

と
を
肝
に
銘
じ
て
ほ
し
い
」

か
わ
い
い
が
あ
ま
り
、
行
き
す

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
残
る
の

は
感
染
症
の
試
練
に
耐
え
た
文
明

で
、
そ
う
で
な
い
も
の
は
淘
汰
さ

れ
る
。
「
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
」
時
代

は
、
い
ま
ま
で
と
は
異
な
る
社
会

に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
此
悟
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「人
類
の
歴
史
は
感
染
症
と
の
融

和
の
闘
い
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は

よ
く
い
わ
れ
ま
す
が
、
こ
こ
20年

の
間
に
S
A
R
S、
M
E
R
S
、

そ
し
て
新
型
コ
ロ
ナ
と
3
度
も
出

て
い
る
の
は
、
少
し
度
を
越
え
た

出
現
頻
度
の
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

経
済
成
長
を
目
指
す
必
要
は
あ
る

が
、
過
度
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
感

染
症
の
リ
ス
ク
を
謁
め
る
。
考
え

方
を
少
し
変
え
る
必
要
が
あ
る
で

し
ょ
う
」
（
山
本
さ
ん
）

こ
れ
か
ら
の
私
た
ち
は
、
感
染

症
を
視
野
に
入
れ
な
い
未
来
を
見

据
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
飛
行

機
に
乗
っ
て
、
国
内
外
を
誰
も
が

自
由
に
行
き
来
で
き
る
こ
と
が

「グ
ロ
ー
バ
ル
」
の
基
準
で
は
な

く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

で
は
、
ど
の
よ
う
な
社
会
を
目

指
す
べ
き
な
の
か
。
山
本
さ
ん
が

続
け
る
。

「今
回
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

で
多
く
の
人
が
外
出
自
粛
や
テ
レ

ワ
ー
ク
を
経
験
し
た
わ
け
で
す
が
、

そ
の
経
験
を
踏
ま
え
、
全
員
が
持

続
可
能
な
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
て
み

る
べ
き
で
す
。
人
間
は
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
快
楽
を
感

じ
る
生
き
物
で
す
か
ら
、
完
全
に

ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
す
る
の
は
難
し
い
。

人
の
要
求
を
満
た
し
つ
つ
、
感
染

症
に
強
い
社
会
と
は
何
か
を
考
え

る
局
面
に
入
っ
た
と
考
そ
ら
れ
ま

す
」視

点
を
変
え
て
み
る
と
、
新
型

コ
ロ
ナ
に
よ
っ
て
プ
ラ
ス
と
な
っ

た
要
素
も
あ
る
。
N
A
S
A
の
人

工
衛
星
測
定
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、

ア
メ
リ
カ
北
東
部
上
空
の
大
気
に

含
ま
れ
る
窒
素
酸
化
物
は
30％
も

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ロ
サ
ン

ゼ
ル
ス
校
教
授
で
世
界
的
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
の

「銃
・
病
原
菌
・
鉄

一
万
三
0
0
0
年
に
わ
た
る
人
類

史
の
謎
」

（草
思
社
文
那
）
の
著

者
ジ
ャ
レ
ド
・
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
さ

ん
は
、
読
売
新
聞

(4
月
10日
朝

刊
）
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
こ
う
語

っ
て
い
る
。

《歴
史
的
に
見
て
、
私
た
ち
が
知

る
大
抵
の
疫
病
は
野
生
動
物
、
あ

ぎ
た
愛
惜
表
現
を
し
た
こ
と
が
、

新
た
な
感
染
症
を
生
む
可
能
性
も

あ
る
の
だ
。

11
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カ
の
国
土
安
全
保
防
省
幹
部
の
報

告
も
あ
っ
た
。
こ
れ
が
正
し
け
れ

蕊プ

ば
、
夏
に
な
る
と
ウ
イ
ル
ス
の
不

21J 

活
化
が
進
む
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

旦
炉
駐
灌
彗
謬
砒

の
生
活
に
戻
れ
る
」
と
考
え
る
の
上
メ

は
早
計
だ
。

米
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ア
ー

ヴ
ァ
イ
ン
校
公
衆
衛
生
学
准
教
授

の
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ノ
イ
マ
ー
さ

ん
は
、
「
ウ
イ
ル
ス
と
の
闘
い
は

持
久
戦
」
だ
と
話
す
。

「感
染
拡
大
が
小
康
状
態
に
な
っ

た
と
し
て
も
、
ウ
イ
ル
ス
は
勝
手

に
消
え
て
く
れ
な
い
。
ソ
ー
シ
ャ

ル
・
デ
ィ
ス
タ
ン
シ
ン
グ
（
社
会

的
距
離
の
確
保
）
を
解
除
す
れ
ば
、

感
染
は
再
拡
大
し
て
し
ま
う
で
し

ょ
う
。
ワ
ク
チ
ン
が
で
き
る
ま
で
、

農
し
て
医
襲
朋
壊
を
起
こ
さ
な

い
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん」
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l
l
5
2年
、
神
堅
ロ
ー

マ
帝
国
の
皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ

ヒ
一
世
は
、
イ
タ
リ
ア
と
の

戦
争
で
井
戸
に
毒
を
盛
っ
た
。

そ
の
甜
と
は
、
人
間
や
動
物

の
死
骸
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
無
差
別
殺

人
を
狙
っ
た
、
い
わ
ゆ
る

「生
物
兵
器
」
だ
。

今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
に
つ

い
て
、

一
部
の
海
外
メ
デ
ィ

ア
で
は

「中
国
が
武
漢
研
究

所
で
極
秘
に
開
発
し
た
生
物

兵
器
」
と
報
じ
ら
れ
た
。
し

か
し
、
赤
阪
さ
ん
は
否
定
的

な
見
解
を
示
す
。

「
致
死
率
が
低
く
、
発
症
に
2
週

間
も
か
か
る
よ
ヽ
？
な
ウ
イ
ル
ス
は

敵
の
せ
ん
滅
に
役
立
た
な
い
ば
か

り
か
、
自
分
た
ち
が
感
染
す
る
リ

ス
ク
の
方
が
甜
い
。
人
為
的
な
攻

撃
を
し
た
い
の
な
ら
ば
、
ウ
イ
ル

ス
よ
り
も
、
詣
ガ
ス
を
作
る
方
が

ず
っ
と
節
単
で
す
」

「ペ
ス
ト
」
で
も
描
か
れ
た
よ
う

に
、
人
類
を
舒
か
す
未
知
の
感
染

症
に
よ
る
混
乱
を
、
ど
の
よ
う
に

捉
え
る
か
は
個
人
の
考
え
に
よ
る

と
こ
ろ
が
大
き
い
。
残
念
な
が
ら

日
本
で
は
、
医
療
従
事
者
や
そ
の

家
族
を
差
別
し
た
り
、
県
外
へ
の

身
勝
手
な
移
動
で
感
染
を
拡
大
さ

せ
る
と
い
う
行
い
も
目
立
つ
。

晶

｀
 

各国で新型コロナのワクチンや毎顆駆鼎顎が進むが、
実 tしても、世界中に行き渡るまで1呵を要するとい
う見解もある。

一
ウ
イ
ル
ス
を
作
る
よ
り
、

毒
ガ
ス
を
作
る
力
が
は
る
か
に
師
巾

減
少
し
た
と
い
う
。
化
石
燃
料
を

燃
や
し
て
走
る
自
動
車
や
工
場
の

操
業
が
大
幅
に
減
り
、
空
気
が
き

れ
い
に
な
っ
た
の
だ
。
イ
ン
ド
か

ら
は
空
が
澄
ん
だ
こ
と
で
30年
ぶ

り
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
が
見
え
た
と

い
う
ニ
ュ
ー
ス
も
伝
え
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
事
実
は
、
私
た
ち
に
本

当
に
大
切
な
も
の
は
何
か
を
教
え

て
く
れ
る
。

,1 

「
い
ま
な
ら
、
人
間
が
少
し
遠
慇

す
る
こ
と
で
自
然
が
復
活
で
き
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

人
間
は
こ
れ
ま
で
欲
深
す
ぎ
た
。

こ
こ
で
反
省
し
な
け
れ
ば
、
少
な

く
と
も
都
会
人
は
絶
滅
す
る
で
し

ょ
う
。
複
数
の
強
力
な
ウ
イ
ル
ス

が
同
時
に
感
染
を
広
げ
る
事
態
も

今
後
、
あ
り
得
な
い
わ
け
で
は
な

い
の
で
す
か
ら
」
（
今
泉
さ
ん
）

もう が のが像んいね過をま綻 -,く実たをとせ
なか地 1で‘しなくて去持くさわの現ち失 りる

訓lもな感がツれに子をしをつあン

い を 上〇す希て社こき の つ つ せ れ か し は つがたの
こにの/―染失パは消供払てしたるのグ

私左に。← 望ほ含とた歴てきなわがた 言 て他めハもを§ 症わで‘えたわもて町 笛゚リ
た右住 0,......,へし,... が知史いあいれ非後つは者に' ,. 

感゚ 失 をれ‘ぺ去ちなら町民大吹ム

ちすみ年山といす大識やまつ方は常 ' 0

ノしい取前た多スつがかうかが繁き 童

なる続後本つ゜ぺ事‘経すて法‘
なをはデらかるにこく卜た男つのら 殖 邑 話

に ど そ ら思‘ミれねこ‘との流とのただネ笛し ― 
ののけのさな想きな技験 ゜いで社重‘しない 私 ッ な な と 人 が 子 行 い 笛 た が ズ ‘ 

~~ 

だはて未ん弯厚g翌嬰倉嘉t感畠墨倉ていやたクいいはと背供下うのめ‘ミ
吹たと

0 ' い来 - きネい ..... 

ほる‘ て る か す使積た可魯能な っ そ専気
とるちをだと‘し娯たの話音‘男を男ズ‘ハ

かか人 いこ ' 0 つみめ閂とをるて れ門持
終ろい大てにちヨだと町に追にミ

人息うう切愚あの 1
泊l

でど間 くと想どて重に・ ぅ破 ゜いが家ちひさか教なか
° と中報い依に語メ

る命口こもの酬出頼困がル
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