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木幡智恵美 
迫りくるコロナ（6）

　
週
末
も
微
熱
が
続
き
、
週
が
明
け
て
も
下
が
ら
な
い
よ
う
な
ら
預
か
る
と
言
っ
て
い
た
実
歩
は
、

月
曜
日
の
朝
に
平
熱
に
戻
っ
た
と
の
こ
と
。
一
応
病
院
で
診
て
も
ら
っ
て
か
ら
保
育
園
に
連
れ
て
行

く
と
言
う
。 

　
我
が
家
周
辺
の
コ
ロ
ナ
騒
ぎ
も
こ
れ
で
何
と
か
落
ち
着
い
た
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
火
曜
日
の

朝
台
所
に
降
り
る
と
、
お
茶
が
す
っ
か
り
無
く
な
っ
て
い
る
。
夜
中
に
息
子
が
三
十
九
度
を
超
え

る
熱
を
出
し
、
お
茶
を
飲
み
つ
く
し
て
い
た
の
だ
。
職
場
に
連
絡
を
す
る
と
、
す
ぐ
に
抗
体
検
査
を

受
け
る
よ
う
言
わ
れ
た
と
赤
い
顔
で
話
す
。
当
然
私
と
夫
も
濃
厚
接
触
者
と
い
う
こ
と
で
外
に
は
出

ら
れ
な
い
。
か
か
り
つ
け
医
で
診
察
を
し
て
も
ら
い
抗
体
検
査
キ
ッ
ト
を
も
ら
っ
て
帰
っ
た
息
子

は
、
炬
燵
に
は
ま
っ
て
い
び
き
を
か
い
て
い
た
。
何
と
か
昼
食
を
摂
り
、
「
だ
る
く
て
い
け
ん
」
と

頓
服
を
飲
ん
で
ま
た
横
に
な
る
。
午
後
二
時
に
検
体
を
持
っ
て
行
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
に
、

自
力
で
運
転
で
き
そ
う
に
な
い
と
言
う
の
で
、
私
の
運
転
で
息
子
を
運
ん
だ
。
以
前
ホ
テ
ル
宍
道
湖

が
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
向
か
い
側
、
看
護
学
校
の
駐
車
場
に
検
査
場
が
あ
り
、
車
の
窓
を
開
け
て
検
体

を
手
渡
す
。
帰
っ
て
自
分
の
部
屋
の
ベ
ッ
ド
で
横
に
な
っ
て
い
た
息
子
は
、
四
時
前
に
「
陰
性
だ
っ

て
」
と
降
り
て
来
た
。
食
欲
は
あ
り
、
夕
食
は
い
つ
も
の
よ
う
に
食
べ
た
も
の
の
い
た
く
難
儀
そ
う

で
、
夜
中
に
部
屋
を
覗
く
と
、
バ
ス
タ
オ
ル
を
抱
え
た
ま
ま
び
っ
し
り
汗
を
か
い
て
い
た
。 

　
翌
朝
は
夫
が
同
じ
か
か
り
つ
け
医
で
の
受
診
日
だ
っ
た
の
で
、
息
子
の
こ
と
を
聞
く
と
、
「
コ
ロ

ナ
で
は
な
い
、
Ｒ
Ｓ
ウ
イ
ル
ス
の
よ
う
な
強
烈
な
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
ん
で
し
ょ
う
か
ね
」
と
言

わ
れ
た
と
の
こ
と
だ
。
Ｒ
Ｓ
ウ
イ
ル
ス
と
い
え
ば
、
実
歩
が
乳
児
の
頃
に
罹
り
、
何
日
も
高
熱
が
続

い
た
こ
と
が
あ
っ
た
や
っ
か
い
な
ウ
イ
ル
ス
だ
。
息
子
は
そ
の
日
は
終
日
部
屋
の
ベ
ッ
ド
の
上
で

過
ご
し
て
い
た
。
夕
食
後
、
「
微
熱
に
な
っ
た
か
ら
、
明
日
は
仕
事
に
行
く
わ
」
と
言
っ
て
い
た
が
、

職
場
か
ら
は
も
う
一
日
休
む
よ
う
言
わ
れ
た
と
の
こ
と
。
明
日
休
め
ば
、
大
型
連
休
に
入
る
。 

　
連
休
初
日
に
は
長
男
が
帰
っ
て
く
る
。
娘
か
ら
は
五
月
二
日
は
児
童
ク
ラ
ブ
が
お
休
み
で
、
自
分

は
仕
事
だ
か
ら
寛
大
を
預
か
っ
て
く
れ
と
頼
ま
れ
て
い
る
。
連
休
も
何
か
と
忙
し
く
な
り
そ
う
だ
。

息
子
は
コ
ロ
ナ
陰
性
で
済
ん
だ
け
ど
、
長
男
が
他
県
か
ら
帰
っ
て
く
る
こ
と
だ
し
、
感
染
対
策
は

厳
重
に
し
な
く
て
は
。 
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松

江
駅
の
隣
に
移
転
す
る
前
、
一
畑
百
貨
店
は
県
庁
や

松
江
城
の
あ
る
殿
町
に
あ
っ
た
の
だ
が
、
か
つ
て
そ
こ

に
映
画
館
が
あ
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
の
は
、
ぼ
く
ら
の
年

代
ま
で
だ
と
思
う
。
閉
館
記
念
の
無
料
公
開
を
兄
と
見
た
の
が

最
後
で
、
記
憶
が
正
し
け
れ
ば
そ
の
時
ぼ
く
は
小
学
四
年
生

だ
っ
た
か
ら
、
も
う
半
世
紀
以
上
前
の
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ま

で
に
も
何
度
か
行
っ
て
い
て
、
幼
い
頃
の
ぼ
く
に
と
っ
て
映
画

と
い
え
ば
一
畑
百
貨
店
だ
っ
た
。
い
ち
ば
ん
古
い
記
憶
は
、

デ
ィ
ズ
ニ
ー
の
『
メ
リ
ー
・
ポ
ピ
ン
ズ
』
だ
。
こ
れ
は
一
九
六

五
年
の
公
開
だ
か
ら
、
四
歳
で
見
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
傘
を

広
げ
て
女
の
人
が
空
か
ら
ふ
ん
わ
り
ふ
ん
わ
り
降
り
て
く
る
と

こ
ろ
と
煙
突
が
並
ぶ
前
で
白
い
服
を
着
た
女
の
人
と
く
す
ん
だ

色
の
男
の
人
た
ち
が
踊
っ
て
い
る
二
つ
の
シ
ー
ン
の
み
が
六
十

年
近
く
を
経
て
も
記
憶
の
中
に
消
え
ず
に
あ
る
。
家
に
帰
っ
て

か
ら
も
し
ば
ら
く
「
チ
ン
チ
ム
リ
、
チ
ン
チ
ム
リ
、
チ
ン
チ
ン

チ
ム
リ…

」
と
歌
っ
て
い
た
。 

　
隣
に
母
が
い
て
、
字
幕
を
小
声
で
読
ん
で
く
れ
て
い
た
の
を

覚
え
て
い
る
。
そ
の
記
憶
は
い
く
つ
か
異
な
る
時
間
が
重
な
っ

て
い
る
の
で
、
『
メ
リ
ー
・
ポ
ピ
ン
ズ
』
以
前
に
も
母
は
ぼ
く

を
連
れ
て
一
畑
の
映
画
館
に
来
て
い
た
の
だ
と
思
う
。
残
念
な

が
ら
、
母
の
読
ん
だ
字
幕
の
一
節
な
ど
一
切
覚
え
て
い
な
い
。

意
味
も
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
無
理
も
な
い
。
映
画
は

ぼ
く
に
合
わ
せ
た
も
の
で
は
な
く
、
母
が
観
た
い
も
の
だ
っ

た
。
ぼ
く
を
一
人
で
家
に
置
い
て
お
く
わ
け
に
も
い
か
ず
、
連

れ
て
行
く
ほ
か
な
か
っ
た
の
だ
。
わ
か
る
は
ず
も
な
い
の
に
字

幕
を
読
み
聞
か
せ
て
い
る
母
を
思
う
と
何
だ
か
笑
え
て
く
る
の

だ
が
、
そ
ん
な
言
い
訳
め
い
た
ご
機
嫌
取
り
で
も
十
分
効
果
が

あ
っ
た
ら
し
く
、
ば
く
は
毎
回
最
後
ま
で
黙
っ
て
ス
ク
リ
ー
ン

を
見
て
い
た
。 

　
少
し
前
、
母
と
同
じ
年
回
り
の
独
居
老
人
の
手
伝
い
を
し

た
。
さ
っ
ぱ
り
と
し
た
空
気
を
ま
と
っ
た
ま
ま
、 

「
も
う
手
術
す
る
の
も
面
倒
で
ね
。
癌
な
ん
て
切
っ
て
も
切
っ

て
も
で
き
る
し
ね
。
」 

な
ん
て
こ
と
を
言
う
人
だ
っ
た
。
庭
に
は
び
こ
っ
た
薔
薇
の
片

付
け
に
は
閉
口
し
た
け
れ
ど
、
作
業
し
て
い
て
楽
し
か
っ
た
。 

「
も
う
ど
っ
こ
に
も
出
ら
れ
ん
や
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
。
家
で

映
画
見
る
の
が
楽
し
み
で
ね
。
」 

と
言
う
の
で
、
ぼ
く
も
映
画
好
き
だ
と
応
じ
る
と
、 

「
あ
ら
、
い
い
映
画
教
え
て
。
」 

と
ね
だ
る
よ
う
な
調
子
で
言
っ
た
。
ぼ
く
が
車
椅
子
を
押
し
、

暗
転
し
た
映
画
館
の
中
で
胸
躍
ら
せ
て
い
る
老
人
の
姿
が
思
い

浮
か
ん
だ
が
、
迷
う
う
ち
に
口
に
出
す
時
を
失
っ
た
。 

　
離
れ
て
暮
ら
し
て
い
る
間
に
、
母
は
認
知
症
を
患
い
、
ほ
ど

な
く
逝
っ
て
し
ま
っ
た
。
母
が
最
後
に
映
画
館
に
行
っ
た
の
は

い
つ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ぼ
く
は
、
連
れ
て
行
っ
て
字
幕
を
読

ん
で
や
る
こ
と
な
ど
一
度
も
思
い
つ
か
な
か
っ
た
。

がらがら橋日記　 
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代
フ
リ
ー
タ
ー
　
布
施
祐
仁
と
い
う

30ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
こ
ん
な
ツ
イ
ー
ト
を
し

て
い
た
。 

《
某
ネ
ッ
ト
番
組
で
小
野
寺
五
典
元
防
衛

大
臣
が
「
台
湾
有
事
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い

た
が
、
戦
争
が
始
ま
っ
て
し
ま
う
と
な
か
な

か
決
着
が
つ
か
ず
長
引
き
、
台
湾
と
日
本
の

南
西
諸
島
が
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
て
い
く
と
い

う
見
通
し
を
示
し
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
台
湾
有
事
を
起
こ
さ
な
い
た
め
の
外
交
の

話
が
皆
無
だ
っ
た
こ
と
に
強
い
違
和
感
》 

年
金
生
活
者
　
岸
田
政
権
が
中
国
に
対
し
て

外
交
ら
し
い
外
交
も
せ
ず
に
敵
基
地
攻
撃
能

力
の
保
有
や
防
衛
費
の
大
幅
増
額
に
邁
進
し

て
い
る
の
は
、
ど
こ
か
ら
見
て
も
ア
メ
リ
カ

の
意
向
が
働
い
て
い
る
。
「
盾
ば
か
り
い

じ
っ
て
な
い
で
、
も
っ
と
矛
を
使
え
。
外

交
？
　
お
前
ら
に
は
百
年
早
い
。
お
れ
た
ち

が
ぜ
ん
ぶ
仕
切
る
か
ら
、
黙
っ
て
矛
を
研
い

で
い
ろ
」
。
そ
ん
な
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の
本

音
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
だ
。 

 

代
　
中
国
か
ら
見
れ
ば
、
矛
を
突
き
つ
け

30よ
う
と
し
て
い
る
日
本
の
姿
は
過
去
の
侵
略

戦
争
の
責
任
も
反
省
も
忘
れ
た
よ
う
に
見
え

る
に
違
い
な
い
。 

年
金
　
日
本
の
戦
争
責
任
を
問
う
中
国
の
姿

勢
が
他
の
多
く
の
ア
ジ
ア
諸
国
に
く
ら
べ
て

厳
し
い
の
は
、
日
本
よ
り
は
る
か
に
長
い
歴

史
を
持
つ
「
帝
国
」
と
し
て
の
メ
ン
ツ
を
つ

ぶ
さ
れ
た
こ
と
へ
の
怒
り
が
あ
る
か
ら
だ
。 

　
「
帝
国
」
は
周
辺
の
国
々
を
「
服
属
国
」

あ
る
い
は
そ
れ
に
準
じ
る
国
に
し
、
そ
れ
ら
を

い
わ
ば
つ
っ
か
え
棒
に
し
て
統
治
を
確
か
な

も
の
に
し
よ
う
と
す
る
。
「
帝
国
」
と
し
て

の
中
国
に
と
っ
て
、
台
湾
は
そ
う
し
た
つ
っ

か
え
棒
に
な
る
べ
き
地
域
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
。
「
台
湾
は
中
国
の
一
部
」
と

い
う
言
い
方
は
、
国
民
国
家
の
場
合
の
よ
う

な
国
民
の
同
質
性
を
想
定
し
て
い
な
い
。
統

一
後
の
台
湾
は
香
港
の
よ
う
な
「
一
国
二
制

度
」
を
適
用
す
る
と
言
っ
て
い
る
の
は
「
帝

国
」
な
ら
で
は
の
や
り
方
と
言
え
る
。 

　
「
帝
国
」
の
統
治
に
欠
か
せ
な
い
つ
っ
か

え
棒
と
し
て
の
台
湾
を
か
つ
て
日
本
に
併
合

さ
れ
た
の
は
、
中
国
に
と
っ
て
屈
辱
以
外
の

何
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
を
無
視
す
る
か
の

よ
う
に
矛
を
向
け
よ
う
と
す
る
岸
田
政
権
に

は
我
慢
な
ら
な
い
に
違
い
な
い
。
だ
が
、
背

後
に
は
巨
大
な
ア
メ
リ
カ
が
い
る
。
で
き
れ

ば
無
血
で
台
湾
の
統
一
を
果
た
し
た
い
。 

　
そ
れ
を
読
ん
で
い
る
ア
メ
リ
カ
は
自
国
の

「
抑
止
力
」
の
す
き
間
を
埋
め
る
た
め
に
、

日
本
に
矛
を
そ
ろ
え
さ
せ
、
中
国
と
こ
れ
か

ら
続
く
長
丁
場
の
「
外
交
」
に
備
え
よ
う
と

し
て
い
る
。
岸
田
文
雄
は
そ
れ
に
つ
き
従
う

以
外
に
外
交
・
安
保
戦
略
を
持
ち
合
わ
せ
て

い
な
い
。 

 

代
　
布
施
祐
仁
は
こ
ん
な
こ
と
も
ツ
イ
ー

30ト
し
て
い
る
。
《
全
部
政
府
だ
け
で
決
め
た

後
に
「
国
民
に
『
決
意
』
要
求
」
っ
て
順
番

が
違
う
で
し
ょ
》
。
昨
年 

月
に
閣
議
決
定

12

し
た
国
家
安
全
保
障
戦
略
に
敵
基
地
攻
撃
能

力
の
保
有
を
盛
り
込
み
、
「
国
家
と
し
て
の

力
の
発
揮
は
国
民
の
決
意
か
ら
始
ま
る
」
と

書
い
た
こ
と
へ
の
批
判
だ
。
政
府
は
国
防
へ

の
「
決
意
」
を
国
民
に
求
め
て
世
論
説
得
に

乗
り
出
す
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
（
１
月 

日
21

共
同
通
信
）
。 

年
金
　
ど
こ
の
国
の
政
府
で
も
国
防
へ
の
国

民
の
「
決
意
」
を
語
る
と
き
は
、
た
い
て
い

「
国
民
の
決
意
は
ゆ
る
ぎ
な
い
」
と
い
っ
た

言
い
方
を
す
る
は
ず
だ
。
世
界
に
向
か
っ
て

自
国
の
軍
事
力
を
示
す
の
に
、
こ
れ
か
ら
国

民
に
国
を
守
る
「
決
意
」
を
し
て
も
ら
い
ま

す
、
と
い
っ
た
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
い
て

は
、
あ
な
ど
ら
れ
る
と
考
え
る
の
が
普
通

だ
。 

　
し
か
し
、
日
本
の
場
合
は
そ
う
い
う
言
い

方
が
で
き
な
い
こ
と
を
政
府
は
知
っ
て
い

る
。
何
度
か
紹
介
し
た
と
お
り
、
世
界
の
社

会
科
学
者
ら
が
実
施
し
た
「
世
界
価
値
観
調

査
」
に
よ
る
と
、
「
も
し
戦
争
が
起
こ
っ
た

ら
国
の
た
め
に
戦
う
か
」
と
の
問
い
へ
の
回

答
で
日
本
は
「
は
い
」
が 

・
２
％
と
、
調

13

査
対
象 

カ
国
中
最
低
（
２
０
１
７
年
〜
２

79

０
年
）
だ
。
つ
ま
り
大
多
数
の
国
民
は
、
政

府
の
安
保
戦
略
が
期
待
す
る
よ
う
な
「
決

意
」
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
政

府
が
始
め
よ
う
と
し
て
い
る
「
世
論
説
得
」

は
、
出
前
の
注
文
を
受
け
た
あ
と
、
食
材
の

栽
培
や
飼
育
を
始
め
る
よ
う
な
も
の
だ
。
つ

ま
り
事
実
上
で
き
な
い
こ
と
を
し
よ
う
と
し

て
い
る
。 

　
い
ま
日
本
国
民
の
大
多
数
が
「
決
意
」
し

て
い
る
の
は
、
戦
う
こ
と
で
は
な
く
、
戦
わ

な
い
こ
と
だ
。
政
府
の
説
得
く
ら
い
で
そ
れ

が
く
つ
が
え
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
。 

 

代
　
そ
れ
で
も
や
る
ん
だ
ろ
う
な
。 

30年
金
　
説
得
（
す
る
ふ
り
）
く
ら
い
し
な
い

と
、
せ
っ
か
く
決
め
た
安
保
戦
略
の
つ
じ
つ

ま
が
合
わ
な
く
な
る
。
注
文
し
て
き
た
ア
メ

リ
カ
に
言
い
訳
も
で
き
な
く
な
る
。
中
国
に

見
透
か
さ
れ
よ
う
が
、
あ
な
ど
ら
れ
よ
う

が
、
や
る
し
か
な
い
。 

　
矛
は
ア
メ
リ
カ
に
ま
か
せ
、
自
ら
は
盾
に

徹
し
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
専
守
防
衛
の
安
保

政
策
を
転
換
し
た
代
償
は
、
「
戦
わ
な
い
決

意
」
の
持
つ
、
目
に
見
え
な
い
抑
止
力
の
後

退
と
、
軍
備
の
張
り
子
の
虎
化
と
な
っ
て
、

こ
れ
か
ら
先
あ
ら
わ
に
な
る
だ
ろ
う
。 

 

代
　
先
日
の
朝
日
新
聞
の
天
声
人
語
は
、

30戦
後
の
日
本
が
戦
力
の
不
保
持
を
う
た
う
憲

法
の
も
と
で
、
事
実
上
の
再
軍
備
を
な
し
崩

し
的
に
進
め
、
い
ま
敵
基
地
攻
撃
能
力
の
保

有
を
計
画
す
る
ま
で
に
な
っ
た
経
緯
に
ふ
れ

て
い
た
。 

年
金
　
日
本
人
が
不
得
手
と
す
る
こ
と
の
ひ

と
つ
に
普
遍
性
の
追
求
が
あ
る
。
普
遍
的
な

も
の
は
い
つ
も
先
進
的
な
大
国
か
ら
与
え
ら

れ
て
き
た
か
ら
だ
。
非
戦
・
非
武
装
と
い
う

高
度
な
普
遍
性
を
備
え
た
憲
法
の
も
と
で
軍

備
の
強
化
が
な
さ
れ
て
き
た
背
景
に
は
、
自

前
の
普
遍
性
を
持
っ
た
こ
と
の
な
い
歴
史
が

あ
る
。
そ
れ
は
国
家
と
い
う
普
遍
性
を
進
ん

で
求
め
よ
う
と
し
な
い
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
も

育
て
た
。
そ
れ
が
い
ま
国
家
に
よ
る
戦
争
を

忌
避
す
る
感
情
と
し
て
保
持
さ
れ
、
憲
法
９

条
の
改
変
の
歯
止
め
と
な
っ
て
い
る
。

ニュース日記　863 

中村　礼治 
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