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木幡智恵美 
冬（5）

　
一
月
十
三
日
、
島
根
県
内
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
数
が
百
人
を
超
え
て
驚
い
て
い
た
の

が
、
十
七
日
以
降
、
日
々
百
人
を
は
る
か
に
上
回
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
も
百
人
以
下
の
日
も
あ

る
も
の
の
、
か
な
り
の
感
染
者
が
出
る
よ
う
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
第
六
波
で
、
一
月
九
日
か
ら
三
月
二

十
一
日
ま
で
、
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
が
全
国
で
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

　
そ
ん
な
第
六
波
に
突
入
し
た
一
月
二
十
三
日
、
義
母
の
一
周
忌
の
法
要
を
我
が
家
で
行
う
こ
と
に
し

た
。
朝
か
ら
仏
壇
の
掃
除
を
し
、
仏
間
と
義
母
の
部
屋
の
間
に
あ
る
襖
を
は
ず
す
。
ご
住
職
を
入
れ
て

大
人
（
高
校
生
含
む
）
十
人
、
子
ど
も
四
人
が
集
ま
る
。
な
る
べ
く
間
隔
を
空
け
て
座
っ
て
も
ら
お
う

と
、
座
布
団
を
離
し
て
置
く
。
茶
菓
子
の
準
備
な
ど
を
し
て
待
っ
て
い
る
と
、
ピ
ン
ポ
ン
が
鳴
っ
た
。

す
ぐ
に
玄
関
に
出
、
手
に
ア
ル
コ
ー
ル
ス
プ
レ
ー
を
し
て
か
ら
入
っ
て
も
ら
う
。
義
姉
や
姪
た
ち
、
そ

の
子
ど
も
、
娘
一
家
が
、
皆
マ
ス
ク
姿
で
仏
間
に
入
っ
て
い
っ
た
。
ご
住
職
が
来
ら
れ
、
お
茶
を
出
し

て
い
る
と
ま
た
ピ
ン
ポ
ン
。
仕
出
し
屋
さ
ん
だ
。
荷
物
運
び
や
支
払
い
な
ど
ば
た
ば
た
し
、
仏
間
に
戻
る

と
読
経
は
始
ま
っ
て
い
た
。
寛
大
も
実
歩
も
静
か
に
座
っ
て
い
る
。
宗
矢
は
お
母
ち
ゃ
ん
の
膝
に
乗
っ

た
り
、
私
の
と
こ
ろ
へ
来
た
り
。
時
折
声
を
出
す
が
、
ま
あ
許
せ
る
範
囲
だ
。
お
説
法
で
は
義
母
の
こ
と

よ
り
、
そ
の
連
れ
合
い
が
ご
住
職
の
住
ま
う
地
で
尽
力
し
た
話
が
主
で
、
初
め
て
聞
く
話
だ
っ
た
。 

　
法
要
の
後
、
当
初
は
会
食
を
と
考
え
て
い
た
が
、
コ
ロ
ナ
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
中
な
の
で
、
仕

出
し
の
折
を
持
ち
帰
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
一
挙
に
静
か
に
な
り
、
夫
と
息
子
と
三
人
で
昼
食
。

息
子
は
す
ぐ
に
遊
び
に
出
て
行
き
、
私
と
夫
は
片
付
け
の
後
、
墓
参
り
に
行
っ
た
。 

　
数
日
後
の
夕
食
時
、
「
今
日
、
祖
母
ち
ゃ
ん
の
誕
生
日
だ
ね
。
生
き
て
た
ら
百
二
歳
か
」
と
話
す
と
、

息
子
が
、
「
わ
っ
し
ぇ
た
（
忘
れ
た
）
」
と
義
母
の
真
似
。
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
、
義
母
の
話
に
な
っ
た
。

「
せ
れ
し
ぇ
ん
け
ん
（
急
ぎ
は
し
な
い
か
ら
）
っ
て
言
っ
て
、
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
あ
る
も
の
、
つ
ま
ん

で
食
べ
て
た
な
」
「
い
つ
か
ら
か
、
有
難
う
が
『
め
ん
た
し
』
に
な
っ
た
よ
ね
」
な
ど
な
ど
。
法
事
の

日
、
い
つ
も
は
会
食
で
あ
れ
こ
れ
偲
ぶ
の
に
、
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
よ
う
や
く
供
養
で
き
た

気
が
す
る
。
「
一
年
、
あ
っ
と
い
う
間
だ
っ
た
な
」
夫
は
言
う
が
、
私
に
は
相
槌
が
打
て
な
い
。
義
母
が

亡
く
な
っ
た
あ
と
ず
っ
と
、
生
き
死
に
と
い
う
も
の
が
頭
の
中
に
く
す
ぶ
り
続
け
、
前
に
進
ん
で
い
る

気
が
し
な
い
の
だ
。 
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四

十
名
ほ
ど
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会
に
参
加
し
た
。

件
の
ス
ポ
ー
ツ
は
、
ず
っ
と
前
に
二
三
度
や
っ
た
こ

と
が
あ
る
く
ら
い
で
、
感
触
も
細
か
な
ル
ー
ル
な
ど
も
す
っ
か

り
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ど
う
し
た
っ
て
凡
庸
な
記
録
が
せ

い
ぜ
い
と
い
う
自
己
理
解
だ
け
は
記
憶
し
て
い
る
の
で
、
ワ
ク

ワ
ク
感
な
ど
は
皆
無
だ
。
な
ら
ば
な
ぜ
出
る
こ
と
に
し
た
か
と

い
え
ば
、
誘
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。 

　
誘
い
に
は
乗
っ
て
み
ろ
、
と
い
う
退
職
先
輩
の
助
言
に
従

い
、
た
い
し
て
や
り
た
く
も
な
い
が
、
思
い
も
寄
ら
ぬ
出
会
い

に
恵
ま
れ
る
こ
と
だ
っ
て
な
い
と
は
限
ら
な
い
と
考
え
「
参
加

し
ま
す
」
と
言
っ
た
も
の
だ
っ
た
。 

　
誘
っ
た
人
に
は
目
的
が
あ
っ
て
、
あ
わ
よ
く
ば
ぼ
く
を
運
営

側
に
取
り
込
ん
で
今
後
な
に
が
し
か
担
わ
せ
た
い
ら
し
い
。
そ

れ
は
察
し
て
い
た
し
、
納
得
が
い
っ
た
な
ら
そ
う
な
っ
て
も
よ

い
と
は
思
っ
て
い
た
が
、
と
り
あ
え
ず
し
れ
っ
と
知
ら
な
い
ふ

り
を
通
す
こ
と
に
し
た
。 

　
平
日
の
午
前
中
に
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
に
出
ら
れ
る
者
な
ど

高
齢
者
に
決
ま
っ
て
い
る
が
、
集
ま
っ
た
面
々
は
た
だ
の
高
齢

者
で
は
な
か
っ
た
。
マ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
マ
イ
ボ
ー
ル
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
シ
ュ
ー
ズ
に
は
ボ
ー
ル
を
カ
チ
ッ
と
収
納
で
き

る
金
属
ト
レ
ー
が
セ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
し
、
帽
子
は
ゴ
ル
フ

マ
ー
カ
ー
を
バ
ッ
ジ
ふ
う
に
貼
り
付
け
ら
れ
る
構
造
に
な
っ
て

い
る
。
砂
だ
ら
け
の
ボ
ー
ル
を
所
在
な
げ
に
手
に
持
っ
て
と
ぼ

と
ぼ
と
移
動
す
る
ド
素
人
と
は
一
線
も
二
線
も
画
す
ア
ス
リ
ー

ト
た
ち
だ
。
日
頃
競
い
合
っ
て
い
る
者
同
士
の
強
固
な
つ
な
が

り
も
感
じ
ら
れ
た
。 

　
少
し
臆
し
て
、
面
々
が
陣
取
っ
た
ベ
ン
チ
か
ら
わ
ず
か
に
離

れ
て
座
っ
て
い
る
と
、
ベ
ン
チ
最
前
列
の
真
ん
中
か
ら
、
ぼ
く

の
名
前
を
二
度
三
度
と
読
む
だ
み
声
が
聞
こ
え
て
き
た
。 

「
だ
ー
だ
こ
ー
は
（
だ
れ
だ
、
こ
い
つ
は
）
。
知
ら
ん
ぞ
。
」 

見
る
と
、
賞
状
を
も
ら
っ
た
み
た
い
な
か
っ
こ
う
で
名
簿
を
手

に
し
た
恰
幅
の
よ
い
ご
老
体
だ
っ
た
。
黙
っ
て
い
た
ら
さ
ら
に

大
声
で
読
み
そ
う
な
の
で
、 

「
あ
あ
、
そ
れ
私
で
す
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
」 

と
老
人
の
前
に
出
て
会
釈
し
た
。
不
審
人
物
み
た
い
に
読
み
上

げ
ら
れ
る
の
は
勘
弁
と
い
う
思
い
を
込
め
た
つ
も
り
が
、 

「
宮
森
て
え
と
、
○
○
に
出
ち
ょ
っ
た
○
○
は…

」 

「
あ
あ
、
そ
れ
父
で
す
。
」 

「
そ
げ
か
（
そ
う
か
）
。
知
っ
ち
ょ
う
ぞ
。
○
○
学
校
出
て
、

一
つ
下
に
○
○
が
お
っ
た
だ
ろ
、
近
所
の
○
○
と
は
、
よ
う
飲

ん
だ
。
去
年
死
ん
だ
が
な
。
」 

さ
ら
に
周
囲
を
圧
す
る
声
で
、
父
や
実
家
の
ご
近
所
の
話
を
始

め
た
。
ぼ
く
の
知
ら
な
い
父
を
知
っ
て
い
る
老
人
が
突
如
現
れ

た
の
だ
が
、
亡
父
が
晒
し
者
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
気
が
気
で

な
い
。
開
始
の
合
図
に
救
わ
れ
た
が
、
い
ま
だ
に
家
族
を
覆
っ

て
い
る
傷
つ
き
や
す
い
薄
皮
が
ひ
ょ
い
と
見
え
た
気
が
し
た
。
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代
フ
リ
ー
タ
ー
　
や
あ
、
ジ
イ
さ
ん
。
柄

30谷
行
人
が
自
ら
の
交
換
様
式
論
を
再
考
し
た

新
著
『
力
と
交
換
様
式
』
を
出
し
、
新
聞
で

も
紹
介
さ
れ
て
い
た
（ 

月 

日
朝
日
新
聞

10

20

デ
ジ
タ
ル
）
。 

年
金
生
活
者
　
柄
谷
は
こ
れ
ま
で
歴
史
に
登

場
し
た
交
換
様
式
を
Ａ
（
互
酬
）
、
Ｂ
（
再

分
配
）
、
Ｃ
（
商
品
交
換
）
に
分
け
、
そ
れ

ぞ
れ
の
時
代
に
支
配
的
な
交
換
様
式
が
Ａ
、

Ｂ
、
Ｃ
の
順
に
変
遷
し
て
き
た
と
指
摘
し

た
。
そ
し
て
Ｃ
が
支
配
す
る
資
本
主
義
社
会

を
「
資
本＝

ネ
ー
シ
ョ
ン＝

国
家
」
が
分
か

ち
が
た
く
結
び
つ
い
た
「
ネ
ー
シ
ョ
ン
ス

テ
ー
ト
」
、
す
な
わ
ち
民
主
主
義
国
家
と
と

ら
え
た
。
だ
と
す
る
と
、
彼
の
交
換
様
式
論

は
非
民
主
主
義
国
の
中
国
で
資
本
主
義
が
目

覚
ま
し
い
発
展
を
遂
げ
た
現
実
を
説
明
で
き

な
い
こ
と
に
な
る
。 

 

代
　
柄
谷
に
そ
ん
な
抜
か
り
が
あ
る
と
は

30思
え
な
い
が
。 

年
金
　
彼
の
資
本
主
義
社
会
の
モ
デ
ル
は
、

す
で
に
過
ぎ
去
っ
た
産
業
資
本
主
義
の
時
代

を
も
と
に
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
工
場

労
働
か
ら
利
潤
を
得
る
産
業
資
本
主
義
は
、

取
り
替
え
可
能
な
等
質
な
労
働
力
、
市
場
で

自
由
に
等
価
交
換
で
き
る
労
働
力
を
必
要
と

す
る
。
政
治
的
な
言
葉
に
翻
訳
す
れ
ば
、
自

由
で
平
等
な
労
働
者
を
必
要
と
し
て
い
る
。

そ
の
供
給
を
絶
や
さ
な
い
よ
う
に
す
る
仕
組

み
と
し
て
自
由
と
平
等
を
旨
と
す
る
民
主
主

義
国
家
を
資
本
は
必
要
と
し
た
。 

　
ポ
ス
ト
産
業
資
本
主
義
の
段
階
で
は
そ
れ

が
一
変
す
る
。
資
本
は
依
然
と
し
て
自
由
で

平
等
な
労
働
力
を
必
要
と
し
な
が
ら
、
他
方

で
不
自
由
で
不
平
等
な
労
働
力
を
求
め
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
最
も
利
潤
を
生
む
か

ら
だ
。
「
不
自
由
で
不
平
等
な
労
働
力
」
と

は
、
市
場
で
い
つ
で
も
自
由
に
売
買
で
き
る

と
は
限
ら
な
い
、
稀
有
な
労
働
力
を
指
し
て

い
る
。 

　
「
稀
有
な
」
と
い
う
の
は
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意

味
だ
。
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
こ
そ
ポ
ス
ト
産
業

資
本
主
義
の
利
潤
の
源
泉
だ
か
ら
だ
。
そ
ん

な
労
働
力
を
再
生
産
す
る
に
は
、
自
由
と
平

等
を
掲
げ
る
民
主
主
義
は
と
き
と
し
て
邪
魔

に
さ
え
な
る
。
中
国
が
政
治
的
に
は
不
自
由

で
不
平
等
な
「
帝
国
」
で
あ
り
な
が
ら
、
経

済
は
世
界
第
２
位
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
到
達
し
た
理

由
の
ひ
と
つ
が
そ
こ
に
あ
る
。 

 

代
　
柄
谷
は
な
ぜ
ひ
と
時
代
前
の
資
本
主

30義
を
も
と
に
モ
デ
ル
を
つ
く
っ
た
ん
だ
。 

年
金
　
マ
ル
ク
ス
主
義
は
経
済
と
政
治
を
分

け
た
。
そ
し
て
経
済
を
社
会
の
土
台
と
と
ら

え
、
そ
の
上
に
土
台
に
応
じ
た
国
家
や
文
化

が
上
部
構
造
と
し
て
形
成
さ
れ
る
と
考
え

た
。
土
台
が
変
わ
れ
ば
上
部
構
造
は
そ
れ
を

反
映
し
て
変
化
す
る
、
と
。 

　
だ
が
、
現
実
に
は
土
台
と
上
部
構
造
の
ね

じ
れ
が
あ
ち
こ
ち
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
政

治
と
経
済
を
別
次
元
に
あ
る
も
の
と
し
て
扱

う
こ
と
を
迫
っ
た
。
吉
本
隆
明
の
『
共
同
幻

想
論
』
は
そ
の
思
想
的
な
達
成
だ
っ
た
。 

　
柄
谷
は
そ
れ
と
逆
方
向
の
道
を
進
ん
だ
。

政
治
と
経
済
を
分
け
る
の
で
は
な
く
、
一
体

の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
扱
っ
た
。
そ
れ
が
彼
の

交
換
様
式
論
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ

れ
た
の
が
、
資
本
主
義
と
民
主
主
義
を
一
体

の
も
の
と
考
え
る
と
ら
え
方
だ
。 

 

代
　
吉
本
は
柄
谷
を
ソ
フ
ト
・
ス
タ
ー
リ

30ニ
ズ
ム
の
シ
ン
パ
と
批
判
し
て
い
た
。 

年
金
　
そ
の
言
葉
に
は
柄
谷
の
考
え
を
「
経

済
決
定
論
」
、
す
な
わ
ち
土
台
が
上
部
構
造

を
直
接
決
め
る
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
み

な
す
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
柄
谷

は
そ
こ
で
開
き
直
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
土

台
が
上
部
構
造
を
決
め
る
ど
こ
ろ
か
、
両
者

は
一
体
だ
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
て
や
ろ
う

じ
ゃ
な
い
か
、
と
。
そ
れ
は
『
共
同
幻
想

論
』
へ
の
挑
戦
を
意
味
し
た
は
ず
だ
。 

　
資
本
主
義
の
高
度
化
が
加
速
す
る
富
の
稀
少

性
の
縮
減
に
よ
っ
て
、
上
部
構
造
と
し
て
の
国

家
が
土
台
と
し
て
の
経
済
に
従
属
す
る
度
合
い

が
深
ま
っ
た
結
果
、
両
者
を
一
体
の
も
の
と
し

て
扱
う
考
え
方
に
柄
谷
は
い
っ
そ
う
引
き
寄
せ

ら
れ
て
い
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

代
　
そ
れ
は
彼
の
交
換
様
式
論
が
今
の
時

30代
を
映
し
出
す
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
備
え
て
い

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。 

年
金
　
柄
谷
は
「
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
の
意
味
を

拡
張
し
て
使
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
従
え
ば
彼

の
資
本
主
義
モ
デ
ル
が
中
国
に
当
て
は
ま
ら

な
い
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
く
な
る
。 

　
柄
谷
の
い
う
「
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
は
現
実
に

存
在
す
る
「
国
民
」
を
指
し
て
い
な
い
。
そ

れ
は
「
想
像
的
な
共
同
体
」
で
あ
り
、
そ
こ

で
は
「
自
由
」
と
「
平
等
」
が
「
想
像
」
さ

れ
て
い
る
と
同
時
に
、
現
在
で
は
支
配
的
で

な
く
な
っ
た
交
換
様
式
Ａ
（
互
酬
）
が
「
想

像
」
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
自
由
」
な

競
争
に
よ
っ
て
「
平
等
」
を
阻
害
す
る
Ｃ

と
、
「
平
等
」
な
「
再
分
配
」
を
目
指
し
て

「
自
由
」
を
阻
害
す
る
Ｂ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
欠

陥
を
補
う
も
の
と
し
て
、
「
自
由
」
な
「
贈

与
」
と
、
「
平
等
」
な
（
相
手
と
対
等
な
）

「
返
礼
」
が
「
想
像
」
さ
れ
て
い
る
と
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
「
自
由
」
も
「
平
等
」
も
「
想
像
」
で
あ
る

限
り
、
そ
れ
ら
は
中
国
に
も
存
在
す
る
。
中
華

人
民
共
和
国
憲
法
に
は
「
自
由
」
も
「
平
等
」

も
ふ
ん
だ
ん
に
う
た
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

西
側
諸
国
に
く
ら
べ
る
と
、
そ
れ
ら
が
現
実
と

乖
離
し
て
い
る
度
合
い
が
は
る
か
に
大
き
く
、

ア
メ
リ
カ
が
中
国
を
権
威
主
義
国
家
と
批
判
す

る
根
拠
に
な
っ
て
い
る
。 

　
そ
れ
で
も
柄
谷
の
説
に
は
依
然
と
し
て
限

界
を
感
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
彼
の

「
資
本＝

ネ
ー
シ
ョ
ン＝

国
家
」
と
い
う
資

本
主
義
社
会
の
モ
デ
ル
は
、
「
ネ
ー
シ
ョ
ン

ス
テ
ー
ト
」
、
す
な
わ
ち
「
民
主
主
義
国

家
」
で
こ
そ
よ
り
純
化
さ
れ
、
し
た
が
っ
て

よ
り
効
率
的
に
作
動
し
て
資
本
主
義
を
発
展

さ
せ
そ
う
な
の
に
、
む
し
ろ
モ
デ
ル
か
ら
の

逸
脱
が
目
立
つ
中
国
で
資
本
主
義
が
活
性
化

し
た
の
は
な
ぜ
か
。
柄
谷
の
交
換
様
式
論
か

ら
は
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

ニュース日記　856 

中村　礼治 

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
柄谷行人の交換様式論


