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木幡智恵美 
迫りくるコロナ（2）

　
寛
大
の
学
年
閉
鎖
が
解
け
る
と
、
今
度
は
実
歩
の
ク
ラ
ス
が
閉
鎖
と
な
り
、
引
き
続
き
玉
湯
に
通
う

こ
と
に
な
っ
た
。
寛
大
を
送
っ
た
後
、
い
つ
も
一
緒
に
園
に
行
く
実
歩
が
家
に
残
る
の
で
宗
矢
が
行
き

た
が
ら
な
い
か
と
思
い
き
や
、
幸
い
こ
の
日
は
お
弁
当
の
日
で
、
弁
当
袋
を
手
に
ニ
コ
ニ
コ
顔
で
車
に

乗
り
込
ん
だ
。 

午
前
中
は
、
ト
ラ
ン
プ
、
カ
ル
タ
な
ど
を
し
た
後
、
ク
ッ
キ
ー
作
り
を
し
た
。
白
い
生
地
と
、
コ
コ

ア
を
入
れ
た
生
地
を
作
り
、
あ
れ
こ
れ
造
形
し
て
い
く
。
実
歩
は
お
花
作
り
が
気
に
入
り
、
花
び
ら
を

コ
コ
ア
、
真
ん
中
を
白
、
そ
の
逆
な
ど
、
い
く
つ
も
の
花
が
並
ん
だ
。
ク
ッ
キ
ー
が
焼
け
る
間
、
庭
で
縄

跳
び
。
こ
の
と
こ
ろ
好
天
で
気
温
も
こ
の
時
季
に
し
て
は
高
く
、
子
守
を
す
る
に
は
大
助
か
り
だ
。 

お
昼
が
近
く
な
っ
た
の
で
、
一
緒
に
チ
キ
ン
ラ
イ
ス
を
作
っ
て
昼
食
を
摂
る
。
朝
ご
は
ん
の
際
、
い

つ
も
娘
に
「
実
歩
、
早
く
。
時
間
な
い
よ
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
、
食
べ
る
の
が
遅
い
の
は
承
知
し

て
い
た
が
、
た
め
し
に
時
間
を
計
っ
て
み
る
と
、
な
ん
と
四
十
五
分
か
か
っ
た
。
保
育
園
の
給
食
は
お

代
わ
り
ま
で
す
る
と
い
う
け
ど
、
家
で
は
気
を
抜
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
午
後
は
、
オ
セ
ロ
に
将
棋
、

塗
り
絵
。
六
時
ご
ろ
、
娘
は
宗
矢
を
保
育
園
か
ら
、
寛
大
を
児
童
ク
ラ
ブ
か
ら
拾
い
帰
っ
て
き
た
。 

　
翌
日
も
玉
湯
行
き
。
こ
の
日
は
昨
日
よ
り
さ
ら
に
好
天
で
、
残
り
の
生
地
で
ク
ッ
キ
ー
作
り
を
し
て

レ
ン
ジ
に
か
け
て
か
ら
、
近
く
の
公
園
へ
遊
び
に
出
か
け
た
。
縄
跳
び
を
し
た
り
、
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
を
し

た
り
。
昼
食
後
、
ト
ラ
ン
プ
で
遊
び
、
三
時
の
お
や
つ
の
後
ビ
デ
オ
鑑
賞
を
し
て
い
る
と
、
寛
大
が
帰
っ

て
き
た
。
金
曜
日
は
ス
イ
ミ
ン
グ
で
、
バ
ス
が
家
の
近
く
ま
で
送
っ
て
き
て
く
れ
る
。
帰
っ
て
き
た
寛

大
は
、
大
荷
物
を
降
ろ
す
と
、
水
着
、
体
操
服
、
エ
プ
ロ
ン
な
ど
を
洗
濯
機
に
入
れ
、
ラ
ン
ド
セ
ル
か

ら
連
絡
帳
を
出
し
、
そ
れ
を
見
て
か
ら
宿
題
に
と
り
か
か
っ
た
。
我
が
子
に
こ
ん
な
感
心
な
子
は
い
た

だ
ろ
う
か
。
仕
事
で
家
に
い
な
か
っ
た
か
ら
、
詳
し
い
状
況
は
分
か
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
義
母
が
や
か
ま

し
く
言
っ
て
も
、
す
ん
な
り
聞
く
よ
う
な
子
た
ち
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
実
歩
は
と
い
え
ば
、
寛
大
が

宿
題
を
し
始
め
る
と
、
ビ
デ
オ
を
消
し
、
「
色
塗
り
す
る
」
と
言
っ
て
、
お
絵
描
き
帳
と
色
鉛
筆
を
持
っ

て
く
る
。
何
と
い
う
で
き
た
子
た
ち
だ
。
夫
の
忠
ち
ゃ
ん
は
朝
早
く
出
る
の
で
、
娘
は
弁
当
作
り
か
ら

子
ど
も
の
世
話
、
そ
し
て
仕
事
と
フ
ル
回
転
。
そ
れ
で
も
、
子
ど
も
た
ち
は
こ
ん
な
風
に
育
っ
て
い

る
。
我
が
娘
な
が
ら
感
心
し
て
し
ま
っ
た
。
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干

す
、
漬
け
る
、
刻
む
、
生
食
す
る
、
な
ど
採
れ
た
て
野

菜
を
料
る
こ
と
が
楽
し
い
。
Ｍ
さ
ん
に
「
野
菜
作
っ
て

み
ー
だ
わ
」
と
勧
め
ら
れ
た
の
が
夏
で
、
そ
れ
か
ら
種
を
播
い

た
り
苗
を
植
え
た
り
し
て
秋
に
な
り
、
仲
秋
を
過
ぎ
た
こ
ろ
か

ら
野
菜
に
関
し
て
は
自
給
自
足
状
態
に
な
っ
た
。
ひ
い
き
目
は

避
け
ら
れ
な
い
が
、
ス
ー
パ
ー
で
買
う
そ
れ
よ
り
ず
っ
と
お
い

し
い
の
で
、
ど
う
料
理
し
た
も
の
か
気
が
つ
く
と
あ
れ
こ
れ
考

え
て
い
る
。 

　
こ
れ
ま
で
も
知
人
か
ら
ど
っ
さ
り
採
れ
た
て
野
菜
が
届
い
た

り
、
産
直
市
に
出
く
わ
し
て
し
こ
た
ま
買
い
込
ん
だ
り
、
と
こ

れ
に
近
似
の
状
況
は
何
度
も
あ
っ
た
。
そ
の
都
度
「
や
っ
ぱ
り

鮮
度
が
違
う
な
あ
」
な
ど
言
っ
て
、
喜
ん
で
食
し
て
い
た
は
ず

な
の
だ
が
、
こ
こ
に
来
て
料
る
こ
と
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
気
に
な

り
、
そ
れ
が
日
課
と
な
り
、
味
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
色
合
い
な

ど
に
も
気
が
向
き
、
つ
い
に
は
器
を
も
吟
味
し
て
買
い
求
め
る

こ
と
ま
で
始
め
た
も
の
で
あ
る
。 

　
退
職
し
て
暇
に
な
っ
た
か
ら
、
と
言
え
ば
そ
の
通
り
で
、

「
よ
か
っ
た
ね
、
楽
し
い
こ
と
見
つ
か
っ
て
」
と
で
も
返
さ
れ

て
終
わ
り
と
し
て
も
よ
い
の
だ
が
、
な
ら
ば
暇
を
食
で
埋
め
た

と
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
そ
う
と
ば
か
り
も
言
え
な
い
。
こ
れ

ま
で
さ
ん
ざ
ん
食
べ
て
き
な
が
ら
、
考
え
て
こ
な
か
っ
た
こ
と

が
あ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
に
は
い
く
つ
か
き
っ
か
け
が
あ
っ
た
。 

　
一
年
前
、
と
あ
る
温
泉
旅
館
に
連
泊
し
た
。
家
族
に
湯
治
が

必
要
だ
っ
た
の
と
、
松
浦
弥
太
郎
氏
が
時
に
は
い
い
宿
に
泊

ま
っ
て
そ
の
感
性
に
学
べ
と
エ
ッ
セ
イ
で
説
い
て
い
た
の
に

従
っ
て
み
た
の
だ
っ
た
。
安
い
を
最
優
先
に
し
て
き
た
こ
れ
ま

で
を
考
え
れ
ば
冒
険
な
の
だ
が
、
今
思
え
ば
何
か
に
思
い
切
っ

て
み
た
か
っ
た
の
だ
。
地
味
な
が
ら
も
意
匠
を
凝
ら
し
た
湯
、

料
理
、
調
度
に
触
れ
て
い
る
う
ち
、
自
分
は
こ
れ
ま
で
切
り
詰

め
て
ば
か
り
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
。
習
慣
に
頼
っ

て
、
鈍
い
こ
と
に
無
自
覚
で
、
た
だ
時
が
過
ぎ
る
に
任
せ
て
い

た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
省
エ
ネ
モ
ー
ド
の
お
か
げ
で
く

た
ば
ら
ず
に
勤
め
続
け
ら
れ
た
と
も
言
え
る
の
だ
が
。
抑
え
て

い
た
能
力
を
活
用
す
る
好
機
が
来
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ

は
決
し
て
他
よ
り
秀
で
よ
う
と
す
る
能
力
で
は
な
く
、
自
分
の

鈍
さ
に
抗
う
能
力
で
あ
る
。 

　
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
も
う
一
つ
の

き
っ
か
け
が
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
き
た
。
種
蒔
く
人
に
は
そ
の

タ
イ
ミ
ン
グ
が
見
え
る
の
か
、
Ｍ
さ
ん
に
は
い
い
と
き
に
畑
作

を
勧
め
ら
れ
た
。
Ｍ
さ
ん
は
よ
く
言
う
。 

「
ど
う
せ
食
べ
る
な
ら
お
い
し
く
食
べ
た
い
が
ね
。
」 

　
少
し
前
な
ら
、
「
そ
り
ゃ
あ
だ
れ
だ
っ
て
そ
う
で
し
ょ
う
」

な
ん
て
言
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
か
っ
た
。
今
は
、
微
笑
み
な
が

ら
う
な
ず
く
。
育
て
る
、
料
る
、
見
せ
る
、
食
す
、
そ
れ
ぞ
れ

に
携
わ
る
者
が
願
う
「
お
い
し
い
」
を
感
受
で
き
る
能
力
を
ぼ

く
は
よ
う
や
く
磨
き
始
め
た
の
だ
。
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代
フ
リ
ー
タ
ー
　
や
あ
、
ジ
イ
さ
ん
。
中

30国
政
府
が
ゼ
ロ
コ
ロ
ナ
政
策
を
大
幅
に
緩
和

し
た
。
病
院
や
施
設
で
隔
離
し
て
い
た
感
染

者
を
、
軽
症
や
無
症
状
な
ら
自
宅
で
隔
離
す

る
の
を
認
め
た
り
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
の
陰
性
証

明
を
多
く
の
場
所
で
求
め
な
く
な
っ
た
り
、

予
想
外
の
方
向
転
換
だ
。 

年
金
生
活
者
　
緩
め
な
い
と
国
民
は
何
を
す

る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
脅
え
が
共
産
党
政

権
に
は
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。 

 

代
　
ゼ
ロ
コ
ロ
ナ
へ
の
抗
議
行
動
は
若
者

30ら
を
中
心
に
北
京
な
ど
い
く
つ
も
の
都
市
に

広
が
り
、
習
近
平
の
退
陣
を
求
め
る
声
も
聞

か
れ
た
。
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
「
天
安
門
事
件

以
来
」
と
報
じ
た
。 

年
金
　
今
回
の
抗
議
行
動
と
、
天
安
門
事
件

に
行
き
着
い
た
１
９
８
９
年
の
民
主
化
運
動

は
、
と
も
に
自
由
を
求
め
た
点
で
共
通
し
て

い
る
。
違
い
は
後
者
が
ま
だ
手
に
し
た
こ
と

の
な
い
自
由
を
要
求
し
た
の
に
対
し
、
前
者

は
す
で
に
手
に
し
た
自
由
を
奪
わ
れ
る
こ
と

へ
の
抵
抗
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。 

言
い
換
え
れ
ば
、
か
つ
て
の
民
主
化
運
動

が
産
業
資
本
主
義
の
段
階
の
運
動
だ
っ
た
の

に
対
し
、
ゼ
ロ
コ
ロ
ナ
へ
の
抗
議
行
動
は
ポ

ス
ト
産
業
資
本
主
義
の
段
階
の
運
動
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
だ
。
ゼ
ロ
コ
ロ
ナ
へ
の
怒
り
は

資
本
主
義
の
高
度
化
が
国
民
に
も
た
ら
し
た

消
費
の
自
由
、
職
業
選
択
の
自
由
、
移
動
の

自
由
と
い
っ
た
、
主
と
し
て
経
済
的
な
自
由

を
奪
わ
れ
る
こ
と
へ
の
怒
り
だ
っ
た
。 

ポ
ス
ト
産
業
資
本
主
義
の
社
会
で
そ
れ
ら

の
自
由
を
奪
わ
れ
る
こ
と
は
、
広
が
っ
た
自

由
が
元
の
小
さ
い
サ
イ
ズ
に
戻
る
だ
け
で
は

済
ま
な
い
。
生
活
、
生
存
が
脅
か
さ
れ
る
。

そ
れ
ら
の
自
由
な
し
に
は
生
活
、
生
存
が
困

難
な
仕
組
み
の
社
会
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
か
ら
だ
。 

 
代
　
日
本
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
で
は
、
共
産

30党
政
権
は
自
ら
の
誤
り
を
決
し
て
認
め
な
い

か
ら
、
ゼ
ロ
コ
ロ
ナ
政
策
は
や
め
な
い
だ
ろ

う
と
い
っ
た
予
測
が
報
じ
ら
れ
た
。 

年
金
　
そ
う
し
た
予
測
は
、
い
っ
た
ん
決
め

た
こ
と
は
状
況
が
変
わ
っ
て
も
変
え
よ
う
と

し
な
い
日
本
の
組
織
の
体
質
を
投
影
し
た
見

方
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
リ
ス
ク
が
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
以
下
に
低
下
し
た
コ
ロ
ナ
を
い

ま
だ
に
結
核
や
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
と
同
等
の
２
類
相

当
扱
い
し
て
い
る
の
は
そ
う
し
た
体
質
の
あ

ら
わ
れ
だ
。 

　
か
つ
て
の
中
国
の
民
主
化
運
動
が
「
制
度
と

し
て
の
自
由
」
を
求
め
る
運
動
だ
っ
た
の
に
対

し
、
今
回
の
抗
議
行
動
は
「
生
活
上
の
自
由
」

を
求
め
る
運
動
だ
っ
た
。
前
者
が
共
産
党
１
党

支
配
の
否
定
に
つ
な
が
る
要
求
を
掲
げ
て
い
た

の
に
対
し
、
後
者
は
体
制
の
否
定
で
は
な
く
政

策
の
否
定
に
と
ど
ま
っ
た
。
だ
か
ら
、
政
権
も

譲
歩
し
て
も
自
ら
の
正
統
性
が
損
な
わ
れ
る
こ

と
は
な
い
と
判
断
し
た
の
だ
ろ
う
。 

 

代
　
日
本
で
中
国
の
よ
う
な
転
換
が
で
き

30な
い
の
は
な
ぜ
な
ん
だ
。 

年
金
　
決
め
た
こ
と
を
変
え
る
に
は
変
え
る

力
を
要
す
る
。
中
国
が
ゼ
ロ
コ
ロ
ナ
を
変
え

る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
い
つ
で
も
そ
う
し

た
力
を
振
る
う
の
を
い
と
わ
な
い
国
だ
か
ら

だ
。
そ
れ
は
国
家
原
理
を
貫
く
こ
と
を
意
味

す
る
。
国
家
の
国
家
た
る
ゆ
え
ん
の
ひ
と
つ

は
強
制
す
る
力
を
振
る
え
る
と
こ
ろ
に
あ

る
。
中
国
は
そ
の
力
が
「
皇
帝
」
に
集
中
し

た
「
帝
国
」
で
あ
り
、
「
皇
帝
」
た
る
習
近

平
の
決
断
ひ
と
つ
で
方
向
転
換
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
日
本
政
府
が
コ
ロ
ナ
政
策
を
肝
心
な
と
こ

ろ
で
転
換
で
き
な
い
で
い
る
の
は
、
国
家
原

理
を
貫
く
こ
と
を
当
た
り
前
と
考
え
る
習
慣

を
持
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
。
歴
史
を
さ
か
の

ぼ
る
と
、
国
家
の
な
い
時
代
が
長
く
続
き
、

そ
の
と
き
に
培
わ
れ
た
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
を

日
本
人
が
今
な
お
保
持
し
続
け
て
い
る
こ
と

に
そ
れ
は
由
来
す
る
。 

 

代
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
対
し
て
、

30日
本
国
民
は
政
府
に
よ
る
「
強
制
」
で
は
な

く
「
自
粛
」
に
よ
っ
て
自
ら
の
行
動
を
制
限

し
て
き
た
。 

年
金
　
国
家
が
誕
生
す
る
以
前
の
社
会
で
支

配
的
だ
っ
た
互
酬
の
原
理
が
働
い
た
結
果
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
自
粛
」
は
、
他

人
に
迷
惑
を
か
け
た
く
な
い
、
他
人
に
借
り

を
つ
く
り
た
く
な
い
と
い
う
心
理
に
根
ざ
し

て
い
る
。
そ
れ
は
何
か
を
贈
ら
れ
た
り
、
し

て
も
ら
っ
た
り
し
た
ら
、
お
返
し
を
し
な
い

で
は
い
ら
れ
な
い
互
酬
の
原
理
に
も
と
づ

く
。
こ
れ
は
国
家
の
な
い
氏
族
制
の
時
代
、

日
本
な
ら
縄
文
時
代
に
支
配
的
な
原
理
だ
っ

た
。
そ
れ
が
１
万
年
も
続
い
た
た
め
、
こ
の

原
理
が
日
本
人
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
に
深
く

刻
み
込
ま
れ
、
い
ま
な
お
行
動
を
左
右
し
て

い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

代
　
日
本
で
も
国
家
が
誕
生
し
て
だ
い
ぶ

30た
つ
の
に
。 

年
金
　
天
皇
制
が
互
酬
原
理
を
温
存
す
る
役

割
を
担
っ
て
き
た
。
縄
文
時
代
の
終
わ
っ
た

あ
と
に
成
立
し
た
大
和
王
権
は
こ
の
原
理
を

支
配
の
方
法
と
し
て
採
り
入
れ
た
。
大
和
王

権
は
日
本
列
島
に
初
め
て
誕
生
し
た
統
一
国

家
だ
。
国
家
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
互
酬
で

は
な
く
、
強
制
を
原
理
と
す
る
は
ず
だ
。
と

こ
ろ
が
、
こ
の
王
権
は
群
立
し
て
い
た
小
さ

な
国
家
と
の
間
に
互
酬
の
関
係
を
結
ぶ
こ
と

に
よ
っ
て
支
配
を
広
げ
て
い
っ
た
。
吉
本
隆

明
が
そ
れ
を
指
摘
し
て
い
る
。 

　
そ
れ
に
よ
る
と
、
大
和
王
権
は
自
ら
の
も

つ
宗
教
や
法
、
習
慣
を
、
群
立
す
る
小
国
家

の
そ
れ
と
交
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
統
一

国
家
を
つ
く
っ
た
（
「
敗
北
の
構
造
」
）
。

言
い
換
え
れ
ば
、
王
権
の
側
が
小
国
家
の
信

仰
す
る
神
を
拝
み
、
そ
の
法
や
習
慣
を
尊
重

し
た
の
で
、
小
国
家
の
ほ
う
も
お
返
し
に
王

権
側
の
神
を
拝
み
、
法
や
習
慣
を
尊
重
せ
ざ

る
を
得
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
は
信
仰
と
遵
守

の
贈
与
で
あ
り
、
そ
の
返
礼
を
意
味
す
る
。 

　
そ
の
結
果
、
日
本
人
は
国
家
運
営
の
多
く

が
強
制
よ
り
も
互
酬
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い

る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
象
徴
天
皇
制

へ
の
圧
倒
的
な
支
持
は
そ
れ
を
物
語
っ
て
い

る
。
２
０
１
９
年
の
毎
日
新
聞
の
世
論
調
査

で
は
、
「
現
在
の
象
徴
天
皇
制
で
よ
い
」
が

 

％
だ
っ
た
。
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