
　
1
月
に
日
本
国
内
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
者
が
確
認
さ
れ
て
か
ら
既
に
4
ヶ
月
、こ

の
間
、最
前
線
の
医
療
現
場
を
は
じ
め
、様
々
な

場
所
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
の
戦
い
に
尽

力
さ
れ
て
こ
ら
れ
た
す
べ
て
の
方
々
に
心
よ
り

の
敬
意
を
表
し
ま
す
。ま
た
、残
念
な
が
ら
そ
の

中
で
い
の
ち
を
落
と
さ
れ
た
方
々
に
深
く
哀
悼

の
意
を
表
し
ま
す
。5
月
末
現
在
、日
本
で
は
、

よ
う
や
く
沈
静
化
の
兆
し
が
見
え
て
き
ま
し
た

が
、世
界
に
目
を
向
け
れ
ば
、ま
だ
ま
だ
感
染

拡
大
が
続
い
て
い
る
国
々
が
あ
り
ま
す
。「
人
類

の
歴
史
は
ウ
イ
ル
ス
と
の
戦
い
の
歴
史
で
あ

る
」と
言
わ
れ
ま
す
が
、そ
の
戦
い
に
勝
利
し
撲

滅
で
き
た
の
は
天
然
痘
だ
け
と
言
わ
れ
る
よ
う

に
、む
し
ろ
私
た
ち
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、ど
の

よ
う
に
ウ
イ
ル
ス
と
つ
き
あ
い
、共
に
生
き
て
い

く
の
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
日
本
で
も
、こ
の
秋
か
ら
冬
に
感
染
の
第
二

波
、第
三
波
が
や
っ
て
く
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
ま
す
。そ
こ
で
、最
近
、よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
が
、「N

ew
 N
orm

al

」「
新
た
な
生
活

様
式
」「
新
た
な
日
常
」と
い
っ
た
、ウ
イ
ル
ス
と
の

共
存
共
生
を
前
提
と
し
た
ラ
イ
フ・ス
タ
イ
ル
の

提
唱
で
す
。本
学
で
も
、3
月
以
降
、卒
業
式
や

入
学
式
を
始
め
様
々
な
行
事
等
の
中
止
や
延

期
、教
職
員・学
生
の
大
学
構
内
へ
の
立
ち
入
り

制
限
及
び
施
設
の
利
用
禁
止
等
の
措
置
を
取
り

ま
し
た
。ま
た
、5
月
25
日
か
ら
始
ま
っ
た
春

学
期
の
授
業
を
す
べ
て
遠
隔
授
業
と
す
る
な
ど
、

従
来
の
大
学
生
活
の
日
常
が
大
き
く
変
わ
ら

ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。こ
こ
で

問
わ
れ
る
の
が
、現
在
の
状
況
が
収
束
し
た
後
の

大
学
の
日
常
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と

で
す
。元
の
状
態
に
完
全
復
帰
す
る
の
か
、そ
れ

と
も
、こ
の
経
験
を
基
に
大
学
に
お
け
る「
新
た

な
日
常
」を
創
り
出
し
て
い
く
の
か
、教
職
員
、

学
生
共
に
、ど
の
方
向
に
進
も
う
と
す
る
の
か
が

問
わ
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
5
月
18
日
の『
日
本
経
済
新
聞
』朝
刊
に
掲

載
さ
れ
た「
遠
隔
授
業
　
現
場
で
は
」と
い
う
記

事
で
、横
浜
創
英
中
学
・
高
等
学
校
長
の
工
藤

勇
一
氏
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。「
学
び

と
は
本
来
、主
体
的
な
も
の
だ
。し
か
し
日
本

の
教
育
は
子
ど
も
に
手
を
か
け
す
ぎ
て
い
る
。

学
力
向
上
ば
か
り
を
唱
え
、そ
の
た
め
の
サ
ー

ビ
ス
を
与
え
る
こ
と
に
躍
起
に
な
り
、結
果
と

し
て
学
習
時
間
は
伸
び
続
け
、最
も
大
切
な
主

体
性
・
自
律
性
を
奪
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。サ
ー

ビ
ス
に
慣
れ
た
子
ど
も
は
次
第
に
際
限
な
く

サ
ー
ビ
ス
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
。」 

      
そ
の
上

で
、「
自
学
と
協
働
を
中
心
と
し
た
自
律
型
学

習
」へ
の
移
行
の
必
要
性
を
示
し
て
い
ま
す
。遠

隔
授
業
は
、単
に
課
題
提
示
、オ
ン
デ
マ
ン
ド
、

リ
ア
ル
タ
イ
ム
双
方
向
と
い
っ
た
授
業
の
形
式

を
意
味
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。大
切
な
の

は
、先
生
が
い
て
生
徒
が
い
て
み
ん
な
と
一
緒

に
同
じ
教
室
で
と
い
う
対
面
式
の
授
業
で
、と

も
す
れ
ば
見
過
ご
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
っ

た「
自
ら
を
自
律
的
な
学
習
主
体
と
し
て
確
立

す
る
」と
い
う
こ
と
で
す
。教
室
と
い
う
固
定

的
な
時
間
と
空
間
を
離
れ
、自
分
自
身
の
学
び

の
場
を
主
体
的
に
整
え
、個
性
的
な
学
び
を
創

り
出
し
て
い
く
こ
と
に
、遠
隔
授
業
を
充
実
さ

せ
る
こ
と
の
真
の
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　
昨
年
の
第
22
回
学
部
長
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
、宮

城
教
育
大
学
元
学
長
の
林
竹
二
氏
の「
学
ぶ
と

い
う
こ
と
は
、覚
え
こ
む
こ
と
と
は
全
く
ち
が
っ

た
こ
と
だ
。学
ぶ
と
は
、い
つ
で
も
、何
か
が
は

じ
ま
る
こ
と
で
、終
わ
る
こ
と
の
な
い
過
程
に

一
歩
ふ
み
こ
む
こ
と
で
あ
る
。（
中
略
）学
ん
だ

こ
と
の
証
は
た
だ
一
つ
で
、何
か
が
か
わ
る
こ

と
で
あ
る
。」 

【
＊（
　
）は
筆
者
】を
紹
介
し
、そ

れ
は
、「
大
学
は
学
問
を
通
じ
て
の
人
間
形
成
の

場
で
あ
る
」と
い
う
本
学
の
建
学
の
理
念
に
も

通
じ
て
い
る
、と
述
べ
ま
し
た
。こ
の
意
味
を
も

う
一
度
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
工
藤
氏
の
発
言
、林
氏
の
発
言
ど
ち
ら
に
も

共
通
す
る
の
は
、「
学
び
と
は
他
者
か
ら
与
え
ら

れ
る
も
の
で
は
な
く
、他
者
と
の
か
か
わ
り
の

中
か
ら
自
ら
創
り
出
し
て
い
く
も
の
」と
い
う

考
え
方
で
す
。今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

と
の
か
か
わ
り
の
中
か
ら
、私
た
ち
は
ど
の
よ

う
な
学
び
を
、ど
の
よ
う
な
大
学
生
活
を
創
り

出
し
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。対
面
授
業
に
戻

る
に
せ
よ
、「
遠
隔
と
対
面
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
型

の
授
業
」 

に
な
る
に
せ
よ
、私
た
ち
は
、学
ん
だ

こ
と
の
証
を
ど
の
よ
う
に
表
す
の
で
し
ょ
う

か
。遠
隔
授
業
を
通
し
て
そ
の
答
え
を
見
つ
け

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
執
筆
日・2
0
2
0
年
6
月
1
日
）
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