
コ
ロ
ナ
は
、
現
在
も
流
行
し
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
も
Ａ
、

Ｂ
と
も
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。
今
回
も

参
加
人
数
も
５
０
名
に
限
定
し
て
、
参

加
の
連
絡
を
頂
い
た
上
で
彼
岸
の
法
要

を
開
催
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

お
詣
り
さ
れ
る
場
合
は

こ
の
寺
報
を
見
て
、
参
加
し
よ
う
と

思
わ
れ
る
方
は
、
お
電
話
く
だ
さ
い
。

そ
の
際
、
名
前
は
姓
だ
け
で
な
く
全
て

お
伝
え
下
さ
い
（
同
姓
の
方
が
結
構
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
）
。
一
世
帯
あ
た
り
の

参
加
人
数
も
教
え
て
く
だ
さ
い
。
先
着
順

「
行
き
た
い
け
ど
、
当
日
都
合
が
つ
か

な
い
。
体
調
が
良
く
な
い
し
移
動
手
段

も
な
い
」
と
い
う
方
は
、
同
様
に
お
電

話
く
だ
さ
い
。
そ
の
際
、
で
き
れ
ば
供

養
を
希
望
さ
れ
る
ご
先
祖
様
の

お
名

前
を
伝
え
て
頂
く
と
読
込
が
で
き
ま
す
。

早
い
も
の
で
、
今
年
は
先
代
住
職
の

十
七
回
忌
に
な
り
ま
す
。
最
初
に
先
住

忌
を
務
め
、
次
に
春
彼
岸
の
壇
信
徒
総

供
養
を
行
い
ま
す
。
し
か
し
、
コ
ロ
ナ

前
と
同
じ
形
に
参
詣
者
を
受
け
入
れ
る

と
数
も
百
名
を
超
え
ま
す
し
、
当
寺
の

壇
信
徒
の
方
も
高
齢
化
し
て
き
ま
し
た
。

感
染
の
可
能
性
も
高
く
な
り
ま
す
。
年

に
２
回
く
ら
い
は
、
お
寺
に
足
を
運
ん

で
貰
い
、
供
養
を
す
る
気
持
ち
を
大
事

に
し
た
い
の
で
す
が
、
安
全
の
た
め
、

人
数
の
制
限
を
設
け
ま
し
た
。
電
話
の

手
間
は
あ
り
ま
す
が
、
何
卒
、
ご
理
解

頂
き
ま
す
様
お
願
い
し
ま
す
。

こ
れ
も
先
程

書
き
ま
し
た
が
、
供

養
は
し
て
ほ
し
い
け
ど
、
当
日
に
所
用

が
入
っ
て
い
る
、
送
迎
し
て
も
ら
え
な

い
等
、
予
め
欠
席
が
分
か
っ
て
い
る
方

も
ご
連
絡
下
さ
い
。
当
日
法
要
の
席
で

ご
先
祖
様
の
戒
名
等
の
読
込
を
行
い
供

養
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

供
養
料
（
お
布
施
）
は
ご
持
参
で
も
、

郵
送
、
振
込
で
も
構
い
ま
せ
ん
。
法
要

当
日
に
間
に
合
わ
な
く
て
も
、
ご
連
絡

戴
け
れ
ば
読
み
込
ん
で
供
養
を
致
し
ま

す
。
特
別
な
作
法
は
決
め
て
お
り
ま
せ

ん
。
前
も
っ
て
持
参
さ
れ
る
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。
そ
れ
も
叶
わ
な
い
方
は
、

郵
便
振
込
等
も
可
能
で
す
。
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

以
前
も
書
き
ま
し
た
が
、
「
お
彼
岸
」

と
は
読
み
の
通
り
「
彼
の
岸＝

向
こ
う

か

岸
」
で
す
。
ど
こ
の
向
こ
う
側
か
と
言

え
ば
、
我
々
が
今
住
ん
で
い
る
「
此
の

世
界
」
の
向
こ
う
岸
で
す
。
そ
し
て
、

我
々
の
住
む
世
界
は
、
娑
婆
（
シ
ャ
バ

＝

忍
土
と
訳
さ
れ
ま
す
）
と
言
い
苦
し

み
の
世
界
で
す
。
そ
し
て
、
苦
し
み
か

ら
解
放
さ
れ
た
世
界
が
涅
槃
（＝

ニ
ル

ね

は

ん

ヴ
ァ
ー
ナ
）
と
言
い
、
こ
こ
が
向
こ
う

岸
つ
ま
り
彼
岸
で
す
。
お
釈
迦
様
の
教

え
で
は
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
即
ち
、

い
っ
さ
い
し
ゅ
じ
ょ
う
し
つ
う
ぶ
っ
し
ょ
う
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供
養
だ
け
は
し
て
欲
し
い
方
は

お
彼
岸
って
何

？



全
て
の
人
が
仏
様
な
ん
だ
と
と
説
い
て

い
ま
す
。
こ
こ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ど

の
一
神
教
と
大
き
く
異
な
る
所
で
す
。

一
神
教
で
は
、
人
は
決
し
て
神
に
は
な

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
仏
教
は
、
人
は

最
初
か
ら
仏
様
で
あ
り
、
貪
瞋
癡
（
貪

と
ん
じ
ん
ち

む
さ
ぼ

り
、
瞋
り
、
愚
か
さ
）
が
産
み
出
す

い
か

お
ろ

煩
悩
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
仏
性
に
気
付

ぼ
ん
の
う

く
事
が
で
き
な
い
だ
け
で
す
。
そ
れ
故

に
苦
し
み
な
が
ら
生
き
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
肉
体
が
生
み
出
す
様
々
な
欲
望

や
煩
悩
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
葬
儀
の
場

ぼ
ん
の
う

で
、
導
師
か
ら
仏
様
方
に
「
沢
山
の
功

徳
を
積
ん
で
生
き
て
き
た
こ
の
方
を
、

ど
う
か
涅
槃
に
連
れ
て
行
っ
て
く
だ
さ

い
」
（
こ
れ
を[

引
導
を
渡
す]

と
言
い

ま
す
）
と
お
願
い
し
て
、
故
人
は
仏
様

と
し
て
涅
槃
へ
旅
立
た
れ
た
の
で
す
。

つ
ま
り
、
故
人＝

ご
先
祖
様
は
、
仏
に

な
り(

成
仏
し
）
彼
岸
か
ら
見
守
っ
て

下
さ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
事
に
気
づ
き
、

感
謝
の
気
持
ち
を
持
つ
事

こ
れ
が
彼

岸
の
法
要
を
勤
め
る
意
義
で
す
。

私
は
、
個
人
的
に
は
「
ご
先
祖
様
に

喜
ん
で
貰
う
事
」
こ
れ
が
供
養
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

自
分
と
縁
が
あ
る
子
孫

（
つ
ま
り

あ
な
た
）

が
幸
せ
に
生
き
て
い
る

姿
を
故
人
に
見
て
貰
え

れ
ば
、
そ
れ
が
一
番
ご
先
祖
様
が
喜
ん

で
く
れ
る
事
だ
と
思
い
ま
す
し
、
こ
れ

が
一
番
の
供
養
だ
と
思
い
ま
す
。
で
は
、

子
孫
が
幸
せ
に
生
き
る
姿
と
は
何
で
し
ょ

う
？
お
金
持
ち
に
な
る
事
？
人
よ
り
偉

く
な
る
事
？
そ
れ
も
一
つ
の
形
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
何
よ
り
自
分
が

多
く
の
人
と
共
に

今
こ
の
時
を
生
き

て
い
る
ん
だ
と
言
う
実
感
を
持
っ
て
過

ご
す
事
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
自
分

の
命
を
実
感
で
き
る
事
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
？
親
子
の
縁
に
感
謝
す
る
、
他
人

と
の
関
係
性
（
お
陰
）
に
感
謝
す
る
、

か
げ

だ
か
ら
こ
そ
、
自
分
の
命
を
大
切
に
し

て
今
を
生
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
自
分

を
見
守
っ
て
く
れ
て
い
る
先
祖
に
対
し

て
感
謝
と
敬
意
を
持
つ
。
こ
の
事
こ
そ

が
供
養
で
は
無
い
で
し
ょ
う
か
？

「
家
」
の
定
義
が
益
々
小
さ
く
な
っ
て

い
ま
す
。
昔
は
、
同
居
す
る
祖
父
母
か

ら
「
あ
り
が
と
う
と
ご
め
ん
な
さ
い
だ

け
は
キ
チ
ン
と
言
い
な
さ
い
」
と
躾
け

し
つ

ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
大
人
が
伝
え

る
べ
き
事
で
す
。
更
に
「
ご
先
祖
様
は

大
切
に
し
な
さ
い
」
と
も
教
え
ら
れ
ま

し
た
。
こ

れ
は
、
亡

く
な
っ
た

か
ら
偉
く

な
っ
た
訳

で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

故
人
と
の

縁
（
関
係
性
）
に
対
す
る
感
謝
と
故
人

の
生
き
様
へ
の
敬
意
で
す
。
近
年
、
他

者
に
対
す
る
敬
意
が
薄
れ
て
い
る
よ
う

に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。
本
人
は
、
他

者
を
分
析
、
評
論
し
て
い
る
つ
も
り
で

も
、
他
者
の
粗
探
し
と
悪
口
に
な
っ
て

あ
ら
さ
が

し
ま
い
、
そ
れ
が
人
と
の
共
通
の
話
題

に
な
っ
て
盛
り
上
が
っ
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
事
が
多
い
よ
う
で
す
。
マ
ス
コ

ミ
の
報
道
の
仕
方
も
、
拍
車
を
か
け
て

い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
人
は
全
て
仏

様
で
す
。
そ
れ
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
。
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定
例
木
曜
坐
禅
会

毎
週
木
曜
日

午
後
八
時
よ
り

当
山
本
堂
に
て

一
炷（
約
四
十
分
）坐
禅
を
し
て
、仏
教
や
禅
の
著
述
に
関
す

ち
ゅ
う

る
話（
約
二
十
分
）。今
は
イ
ン
ド
仏
教
の「
釈
迦
の
基
本
的
認

識
」。
会
費・
会
則
一
切
な
し
、初
め
て
の
方
は
ご
連
絡
下
さ
い
。

令
和
七
年

浄
国
寺
予
定

四
月
二
十
九
日
（
火
）
午
後
二
時

松
本
喜
三
郎

墓
前
祭

喜
三
郎
翁

追
悼
供
養

谷
汲
観
音
供
養

七
月
三
日
（
木
）
午
前
十
一
時

施
餓
鬼
会
法
要

お
盆
壇
信
徒
先
祖
総
供
養

十
一
月
九
日
（
日
）
午
後
五
時

「
い
ま

心
にZEN

」

仏
教
講
演
会

併
設
企
画
「
お
寺
で
ジ
ャ
ズ
」
七
時

鈴
木
良
雄
（
ｂ
）
＆The

blend

身
辺
雑
記

私
が
運
営
し
て
い
る
高
平
幼
稚
園
が
、
認

定
こ
ど
も
園
に
移
行
し
て
丸
五
年
が
過
ぎ
た
。

「
失
わ
れ
た
三
十
年
」
と
言
う
が
、
こ
の
五

年
ほ
ど
で
愈
々
顕
著
に
な
っ
た
。
収
入
や
将

来
は
不
安
な
の
に
、
物
価
は
際
限
な
く
上
が

る
。
政
府
は
、
女
性
の
就
労
支
援
を
少
子
化

対
策
と
呼
ぶ
が
、
将
来
が
見
え
な
い
の
に
結

婚
、
出
産
に
向
か
う
訳
は
な
く
、
子
ど
も
が

居
る
家
庭
の
子
育
て
支
援
に
は
な
っ
て
も
、

少
子
化
に
歯
止
め
は
か
か
ら
な
い
。
３
才
か

ら
の
教
育
を
目
的
と
す
る
幼
稚
園
か
ら
、
子

育
て
支
援
の
こ
ど
も
園
に
変
わ
っ
た
現
在
、

園
内
は
０
才
か
ら
の
園
児
、
一
日
十
一
時
間

以
上
託
児
す
る
保
育
所
型
利
用
の
園
児
ば
か

り
に
な
っ
た
。
親
と
し
て
は
こ
ど
も
と
過
ご

す
時
間
を
大
事
に
し
た
い
が
、
そ
の
前
に
育

て
る
金
が
必
要
と
い
う
現
実
が
先
立
つ
。
子

ど
も
と
過
ご
す
時
間
を
取
る
望
み
さ
え
も
儘ま

ま

な
ら
ぬ
。
躾
が
さ
れ
て
い
な
い
子
ど
も
が
増

し
つ
け

え
、
大
人
に
な
れ
て
も
、
親
に
な
れ
な
い
保

護
者
が
増
え
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
親
子
と

も
に
不
幸
な
状
況
だ
。
近
頃
流
行
の
コ
ン
プ

ラ
イ
ア
ン
ス
の
遵
守
と
言
わ
ず
と
も
、
日
本

人
は
「
人
と
し
て
守
る
べ
き
道
」
の
概
念
が

強
か
っ
た
は
ず
だ
。
そ
れ
が
、
グ
ロ
ー
バ
リ

ズ
ム
の
影
響
か
、
物
の
価
値
が
金
銭
に
換
算

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
金
持
ち
が
勝
ち
の
風

潮
に
な
っ
た
。
道
元
禅
師
の
言
葉
に
「
学
道

の
人
は
先
づ
す
べ
か
ら
く
貧
な
る
べ
し
」
と

ま

ひ
ん

あ
る
。
こ
ど
も
達
は
、
金
の
た
め
に
は
生
き

て
い
な
い
。
年
に
二
度
の
「
お
粥
の
会
」
の

か
ゆ

お
粥
は
質
素
な
食
事
の
典
型
だ
が
、
「
給
食

か
ゆ

の
中
で
一
番
好
き
」
と
い
う
。
我
々
も
、
も

う
一
度

人
と
し
て
の
原
点
に
戻
る
べ
き
時

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

敬
意
を
失
っ
た
現
代


