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木幡智恵美 
迫りくるコロナ（4）

　
心
配
は
的
中
。
新
学
期
が
始
ま
っ
た
週
の
水
曜
日
の
夜
、
娘
か
ら
連
絡
が
入
っ
た
。
保
育
園
の
関

係
者
が
感
染
し
、
今
週
い
っ
ぱ
い
園
は
お
休
み
と
の
こ
と
だ
。
「
明
日
、
明
後
日
休
み
を
取
っ
た
け

ど
、
宗
矢
が
い
る
と
、
買
い
物
も
出
来
ん
け
ん
、
明
後
日
来
て
く
れ
ん
」
と
言
う
の
で
金
曜
日
に
玉

湯
へ
。
玄
関
で
は
宗
矢
が
迎
え
て
く
れ
た
。
靴
を
脱
い
で
上
が
る
と
、
「
あ
な
あ
い
ち
ょ
う
よ
」
と

宗
矢
。
見
る
と
、
確
か
に
靴
下
の
踵
の
横
に
直
径
五
ミ
リ
ほ
ど
の
穴
が
空
い
て
い
た
。 

　
し
ば
ら
く
家
の
中
で
遊
び
、
雨
が
上
が
る
の
を
待
っ
て
、
実
歩
、
宗
矢
を
連
れ
て
娘
と
四
人
で
散

歩
に
出
る
。
寛
大
の
通
学
路
を
歩
き
、
旧
小
学
校
横
か
ら
神
社
を
回
っ
て
山
道
を
下
る
途
中
、
山
肌

に
白
い
も
の
が
見
え
た
。
近
づ
く
と
、
ギ
ン
リ
ョ
ウ
ソ
ウ
だ
。
図
鑑
で
は
腐
植
土
の
上
に
生
え
る
腐

生
植
物
と
の
説
明
が
あ
り
、
不
潔
で
不
気
味
な
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
が
、
実
際
に
目
に
す
る
と
、
透
き

通
っ
た
タ
ツ
ノ
オ
ト
シ
ゴ
の
よ
う
な
そ
の
姿
は
、
神
社
の
近
く
に
あ
る
せ
い
も
あ
っ
て
か
、
何
か
神

聖
な
感
じ
さ
え
し
た
。 

　
帰
っ
て
昼
食
。
明
日
、
三
人
を
我
が
家
で
あ
ず
か
る
の
で
、
昼
食
は
チ
キ
ン
ラ
イ
ス
を
と
考
え
て

い
た
ら
、
先
を
越
さ
れ
た
。
明
日
の
メ
ニ
ュ
ー
を
考
え
直
さ
ね
ば
と
思
い
な
が
ら
、
チ
キ
ン
ラ
イ
ス

を
頬
張
り
、
カ
ボ
チ
ャ
の
ス
ー
プ
に
口
を
つ
け
る
。 

　
翌
日
は
、
出
勤
前
に
娘
が
子
ど
も
た
ち
を
置
き
に
来
る
。
暖
か
い
仏
間
に
連
れ
て
い
き
、
ま
ず
は

「
の
ん
の
ん
ち
ゃ
ん
」
拝
み
。
寛
大
と
実
歩
が
線
香
に
火
を
つ
け
、
宗
矢
が
鐘
を
た
た
く
。
そ
の

後
、
寛
大
は
ブ
ロ
ッ
ク
、
実
歩
は
私
が
描
い
た
絵
の
色
塗
り
、
宗
矢
は
型
は
め
や
は
め
板
を
。 

　
十
時
を
過
ぎ
る
と
、
バ
ッ
タ
の
公
園
に
三
人
を
連
れ
て
い
く
。
宗
矢
は
あ
れ
だ
け
喜
ん
で
い
た
滑

り
台
を
怖
が
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
怖
さ
が
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
か
な
。 

　
帰
っ
て
昼
食
。
作
っ
て
お
い
た
親
子
丼
を
三
人
と
も
喜
ん
で
食
べ
た
。
昼
食
後
、
宗
矢
を
ト
イ
レ

に
連
れ
て
い
き
、
お
し
っ
こ
が
出
る
と
、
す
か
さ
ず
宗
矢
が
「
お
っ
か
あ
」
と
言
う
。
上
手
に
で
き

た
こ
と
を
お
母
さ
ん
に
伝
え
て
く
れ
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。 

　
宗
矢
を
寝
か
せ
た
後
は
、
寛
大
、
実
歩
と
ト
ラ
ン
プ
に
ウ
ノ
。
寛
大
が
抜
け
て
ブ
ロ
ッ
ク
を
し
始

め
る
と
、
夫
が
代
わ
り
に
入
る
。
お
や
つ
の
後
、
ま
た
公
園
に
行
っ
て
帰
る
と
、
忠
ち
ゃ
ん
が
、
筍

を
袋
に
一
杯
詰
め
て
迎
え
に
来
た
。
明
日
は
、
子
守
は
な
い
代
わ
り
に
、
朝
か
ら
筍
の
始
末
だ
。 
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本

が
買
う
物
か
ら
借
り
る
物
に
な
っ
て
久
し
い
。
そ
れ
以

前
は
買
う
の
が
大
好
き
だ
っ
た
。
読
書
よ
り
も
買
書

を
趣
味
と
し
て
い
た
そ
の
こ
ろ
は
、
本
屋
で
い
く
ら
で
も
時
が

過
ご
せ
た
。
一
つ
一
つ
の
棚
を
じ
っ
く
り
と
平
置
き
の
表
紙
、

背
表
紙
を
読
み
な
が
ら
歩
く
。
気
に
な
る
本
に
出
合
う
と
手
に

取
っ
て
パ
ラ
パ
ラ
と
め
く
り
、
手
元
に
置
き
た
い
と
思
っ
た
ら

迷
わ
ず
買
っ
た
。
就
職
し
て
給
料
を
も
ら
う
よ
う
に
な
っ
た
ら

拍
車
が
か
か
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
ペ
ー
ジ
を
め
く
ら
な
い
ま
ま
書

棚
に
収
ま
っ
て
し
ま
う
本
も
あ
っ
た
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う

で
も
よ
か
っ
た
。 

　
あ
る
き
っ
か
け
か
ら
本
を
手
放
す
こ
と
を
た
め
ら
わ
な
く
な

り
、
む
し
ろ
無
い
方
が
い
い
よ
う
な
気
も
し
て
き
て
、
借
り
る

こ
と
を
優
先
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
図
書
館
に
足
繁
く
通
う
よ

う
に
な
る
と
、
代
わ
り
に
本
屋
か
ら
足
が
遠
の
い
た
。
た
ま
に

行
っ
た
と
し
て
も
、
費
や
す
時
間
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
に
な
っ

た
。
お
目
当
て
の
本
の
と
こ
ろ
に
直
線
で
行
く
、
あ
る
い
は
検

索
用
の
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
の
も
と
に
ま
ず
赴
き
、
本
の
在
庫
を
調

べ
て
、
な
け
れ
ば
さ
っ
さ
と
店
を
出
る
。
い
つ
の
間
に
か
本
屋

は
、
時
を
気
に
せ
ず
過
ご
す
と
こ
ろ
か
ら
用
事
を
済
ま
す
と
こ

ろ
に
変
わ
っ
た
。
ネ
ッ
ト
や
電
子
書
籍
を
見
る
よ
う
に
な
っ
た

ら
拍
車
が
か
か
っ
た
。 

　
ぼ
く
は
、
自
分
の
身
に
起
き
た
こ
の
変
化
を
特
に
気
に
も
と

め
ず
、
い
い
と
も
悪
い
と
も
考
え
な
い
で
き
た
。
時
代
が
変

わ
っ
て
い
く
の
に
う
ま
く
合
わ
せ
て
い
る
と
さ
え
思
っ
て
い
た

か
も
し
れ
な
い
。 

　
先
日
、
珍
し
い
好
天
続
き
に
ふ
と
思
い
つ
い
て
、
山
歩
き
に

出
か
け
、
と
あ
る
温
泉
旅
館
に
泊
ま
っ
た
。
部
屋
の
縁
側
に
は

小
ぶ
り
な
テ
ー
ブ
ル
と
揺
り
椅
子
が
海
と
島
を
映
す
窓
に
向

か
っ
て
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
端
に
は
書
棚
と
読
書
机
が
あ

り
、
プ
レ
ー
ヤ
ー
か
ら
は
キ
ー
ス
・
ジ
ャ
レ
ッ
ト
が
流
れ
て
い

た
。
本
は
一
畳
ば
か
り
の
小
部
屋
に
も
、
和
箪
笥
の
引
き
出
し

の
中
に
も
様
々
に
置
か
れ
て
い
た
。
客
室
ば
か
り
か
館
内
至
る

所
で
堂
々
と
だ
っ
た
り
密
か
に
だ
っ
た
り
し
て
本
が
待
ち
構
え

て
い
た
。
売
り
本
も
あ
っ
た
。
次
々
と
現
れ
る
本
を
見
た
り
手

に
取
っ
た
り
し
て
い
る
と
、
館
主
と
お
し
ゃ
べ
り
し
て
い
る
み

た
い
で
楽
し
か
っ
た
。
古
今
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
本
が
脈
絡
な

く
置
か
れ
て
い
る
よ
う
で
い
て
、
建
築
、
美
術
、
食
、
言
葉
へ

の
強
い
関
心
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
好
き
な
と
こ
ろ
で
好
き
な
格

好
で
好
き
な
照
明
で
一
冊
ま
た
一
冊
と
読
む
。
何
だ
か
懐
か
し

い
感
じ
が
し
て
く
る
。
昔
は
本
と
い
っ
ぱ
い
遊
ん
で
い
た
。 

　
機
械
的
に
分
類
さ
れ
た
図
書
館
仕
様
の
読
書
で
い
つ
の
間
に

か
頭
が
硬
く
な
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
人
と
の
付
き
合
い
が
そ
う

で
あ
る
よ
う
に
、
本
と
の
付
き
合
い
も
分
類
な
ん
て
背
景
に
消

え
か
か
っ
て
い
る
ぐ
ら
い
で
い
い
。
も
っ
と
五
感
で
味
わ
う
べ

し
。
こ
こ
の
温
泉
の
効
能
書
き
は
見
逃
し
た
が
、
も
し
な
か
っ

た
ら
一
筆
加
え
た
い
。
読
書
に
効
き
ま
す
。
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代
フ
リ
ー
タ
ー
　
柄
谷
行
人
が
去
年
出
し

30た
新
著
に
つ
い
て
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い

る
。
「
『
力
と
交
換
様
式
』
は
文
芸
批
評
。

古
今
東
西
、
い
ろ
ん
な
も
の
を
読
ん
で
考
え

た
。
全
て
は
文
学
と
い
え
ば
文
学
で
す
か

ら
」
（
１
月
１
日
朝
日
新
聞
デ
ジ
タ
ル
） 

年
金
生
活
者
　
吉
本
隆
明
が
「
言
語
に
と
っ

て
美
と
は
な
に
か
」
も
「
心
的
現
象
論
」
も

「
共
同
幻
想
論
」
も
文
芸
批
評
と
し
て
位
置

づ
け
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
る
。
ふ
た

り
は
長
く
対
立
し
続
け
た
が
、
思
想
的
に
は

最
も
近
い
か
も
し
れ
な
い
。 

　
柄
谷
は
「
力
と
交
換
様
式
」
で
、
交
換
に

よ
っ
て
生
ま
れ
る
霊
的
な
力
の
重
要
性
を
強

調
し
て
い
る
。
そ
の
力
が
人
を
駆
り
立
て
、

社
会
を
動
か
す
、
と
。
彼
に
よ
れ
ば
、
交
換

は
Ａ
（
互
酬＝

贈
与
と
返
礼
）
、
Ｂ
（
服
従

と
保
護＝

略
取
と
再
分
配
）
、
Ｃ
（
商
品
交

換＝

貨
幣
と
商
品
）
、
Ｄ
（
Ａ
の
高
次
元
で

の
回
復
）
の
各
様
式
に
分
か
れ
る
。
そ
れ
ぞ

れ
の
時
代
に
支
配
的
な
様
式
は
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ

の
順
に
推
移
し
、
Ｄ
は
い
ま
だ
か
つ
て
支
配

的
に
な
っ
た
こ
と
は
な
い
。
霊
的
な
力
は
そ

れ
ぞ
れ
の
様
式
に
応
じ
て
異
な
っ
た
あ
ら
わ

れ
方
を
す
る
。 

　
歴
史
の
考
察
に
「
霊
的
な
力
」
と
い
う
宗
教

的
な
概
念
を
導
入
す
る
の
は
非
科
学
的
、
非
論

理
的
に
見
え
る
。
し
か
し
、
な
ん
と
名
づ
け
よ

う
と
、
物
理
的
な
力
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
力

が
交
換
に
お
い
て
発
現
し
て
い
る
の
は
否
定
し

よ
う
が
な
い
。
カ
ネ
に
振
り
回
さ
れ
る
人
間
と

社
会
の
姿
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。 

 

代
　
柄
谷
は
そ
の
力
の
解
明
に
向
か
っ

30た
。 

年
金
　
そ
れ
を
実
行
す
る
に
は
、
た
と
え
ば
商

品
を
物
質
と
し
て
の
み
、
貨
幣
を
交
換
や
蓄
財

の
手
段
と
し
て
の
み
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
は
不

可
能
だ
。
言
い
換
え
れ
ば
対
象
を
フ
ィ
ジ
カ
ル

な
力
だ
け
を
持
つ
も
の
、
人
間
を
そ
れ
の
み
に

左
右
さ
れ
る
存
在
と
し
て
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て

は
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
だ
。 

　
文
学
は
木
の
葉
の
そ
よ
ぎ
ひ
と
つ
に
人
間

を
動
か
す
力
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

は
風
の
物
理
的
な
力
と
も
、
植
物
の
生
物
と

し
て
の
力
と
も
、
樹
木
の
持
つ
経
済
的
な
力

と
も
異
な
る
。
そ
れ
は
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
存
在

が
人
間
と
交
わ
る
と
き
、
そ
こ
に
生
じ
る
精

神
的
な
力
、
「
霊
的
な
力
」
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
物
理
学
も
、
生
物
学
も
、
経
済
学
も
そ

れ
を
描
い
た
り
、
分
析
し
た
り
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
文
学
は
そ
れ
を
描
く
こ
と
が

で
き
る
し
、
文
芸
批
評
は
そ
れ
を
解
き
明
か

す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

代
　
吉
本
隆
明
の
ほ
う
は
ど
う
な
ん
だ
。 

30年
金
　
吉
本
は
正
岡
子
規
の
次
の
句
を
「
優

れ
た
芸
術
作
品
」
と
し
て
紹
介
し
て
い
る

（
「
言
語
論
要
綱
」
、
『
Ｓ
Ｉ
Ｇ
Ｈ
Ｔ
』
２

０
０
６
年
夏
号
）
。
「
鶏
頭
の
十
四
五
本
も

あ
り
ぬ
べ
し
」
。
「
鶏
頭
」
を
植
物
と
し
て

だ
け
、
「
十
四
五
本
も
」
を
数
と
し
て
だ

け
、
「
あ
り
ぬ
べ
し
」
を
「
あ
る
だ
ろ
う
な
」

と
い
う
意
味
と
し
て
だ
け
受
け
取
れ
ば
、
こ

ん
な
句
の
ど
こ
が
い
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
だ
が
、
吉
本
は
「
『
あ
り
ぬ
べ
し
』

と
い
う
主
観
性
に
至
る
表
現
」
に
よ
っ
て
、

読
者
は
「
作
者
子
規
は
ど
ん
な
内
心
の
思
い

を
こ
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
と
、
さ
ま
ざ
ま

な
想
像
を
刺
激
さ
れ
る
」
と
指
摘
す
る
。
そ

こ
に
働
い
て
い
る
の
は
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
力
と

は
異
な
る
「
霊
的
な
力
」
だ
。 

 

代
　
長
年
の
対
立
が
む
し
ろ
ふ
た
り
を
近

30づ
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

年
金
　
両
者
の
共
通
点
の
ひ
と
つ
に
、
西
洋

思
想
の
伝
統
で
あ
る
心
身
二
元
論
、
霊
肉
二

元
論
を
超
え
よ
う
と
す
る
発
想
が
あ
る
。
ふ

た
り
が
と
も
に
批
判
し
て
い
る
史
的
唯
物
論

は
社
会
を
土
台
と
上
部
構
造
に
分
け
る
心
身

二
元
論
の
一
種
だ
。 

　
柄
谷
は
社
会
の
土
台
を
生
産
様
式
で
な
く

交
換
様
式
と
し
て
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
二
元

論
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
生
産
様
式

は
上
部
構
造
を
決
め
は
す
る
も
の
の
、
次
元

が
異
な
る
の
で
、
間
接
的
に
し
か
で
き
な

い
。
こ
れ
に
対
し
、
交
換
は
そ
れ
自
体
が
霊

的
な
力
で
あ
り
、
そ
の
力
は
上
部
構
造
に
分

類
さ
れ
て
き
た
も
の
の
ひ
と
つ
だ
。 

　
吉
本
の
二
元
論
克
服
の
試
み
は
「
心
的
現

象
論
」
で
顕
著
だ
。
「
ま
ず
、
生
命
体
（
生

物
）
は
、
そ
れ
が
高
等
で
あ
れ
原
生
的
で
あ

れ
、
た
だ
生
命
体
で
あ
る
と
い
う
存
在
自
体

に
よ
っ
て
無
機
的
自
然
に
た
い
し
て
ひ
と
つ

の
異
和
を
な
し
て
い
る
」
と
し
て
、
そ
れ
を

「
原
生
的
疎
外
」
と
呼
ん
だ
。
同
じ
こ
と
を

「
生
命
体
が
、
生
命
体
と
い
う
存
在
で
あ
る

と
い
う
こ
と
自
体
か
ら
、
い
い
か
え
れ
ば
存

在
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
存
在
が

影
響
さ
れ
る
と
い
う
心
的
な
現
象
」
と
も

言
っ
て
い
る
。 

 

代
　
ふ
た
り
は
一
元
論
を
目
指
し
て
い
る

30の
か
。 

年
金
　
そ
う
言
え
る
と
同
時
に
、
そ
の
思
考
は

ど
ち
ら
も
「
三
元
論
」
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い

る
。
吉
本
の
「
三
元
」
は
対
幻
想
、
共
同
幻

想
、
個
人
幻
想
で
あ
り
、
柄
谷
の
場
合
は
交
換

様
式
の
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
が
そ
れ
に
当
た
る
。 

吉
本
の
幻
想
論
を
画
期
的
な
も
の
に
し
て

い
る
の
は
対
幻
想
と
い
う
概
念
を
導
入
し
た

こ
と
だ
と
指
摘
し
た
の
は
三
浦
雅
士
だ
。
集

団
と
個
人
、
共
同
性
と
個
と
い
っ
た
二
元
論

的
な
考
え
は
昔
か
ら
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で

は
共
同
幻
想
と
個
人
幻
想
と
い
う
概
念
は
目

新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
吉
本
の
独
創
性
は

そ
の
ど
ち
ら
に
も
属
さ
な
い
性
の
領
域
を

「
対
」
の
世
界
と
考
え
、
そ
れ
と
他
の
ふ
た

つ
の
領
域
を
結
び
つ
け
る
構
造
を
明
ら
か
に

し
た
こ
と
に
あ
る
。 

柄
谷
の
場
合
は
こ
の
第
３
の
領
域
に
相
当

す
る
も
の
と
し
て
交
換
様
式
Ａ
（
互
酬＝

贈
与

と
返
礼
）
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「
互
酬
」

「
贈
与
と
返
礼
」
と
い
う
言
葉
か
ら
直
感
で
き

る
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
対
」
を
前
提
に
し
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
、
主
と
し
て
国
家
に
担
わ
れ

る
交
換
様
式
Ｂ
（
服
従
と
保
護＝

略
取
と
再
分

配
）
は
「
共
同
」
な
し
に
は
成
り
立
た
な
い
。

そ
し
て
Ｃ
（
商
品
交
換＝

貨
幣
と
商
品
）
は
そ

の
担
い
手
と
し
て
自
由
な
市
場
に
お
け
る
「
個

人
」
を
想
定
し
て
い
る
。

ニュース日記　861 

中村　礼治 
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