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《
一
》
コ
ロ
ナ
騷
ぎ 

中
國
湖
北
省
に
端
を
發
せ
し
新
型
コ
ロ
ナ
ヴ
ィ
ー
ル
ス
の
騷
ぎ
收
ま
る
所
を
知
ら
ず
、
遂
に
小
中
學

校
の
一
斉
休
校
勸
告
に
至
る
。 

小
生
豫(

か
ね)

て
便
祕
の
氣
味
あ
り
。
緊
急
の
事
態
に
至
る
こ
と
も
あ
り
、
救
急
車
に
て
搬
送
せ
ら
れ

た
る
こ
と
も
二
度
に
及
ぶ
。
幸
ひ
そ
の
後
マ
グ
ミ
ッ
ト
劑
の
投
用
に
よ
り
小
康
を
得
た
り
。
さ
れ
ど

そ
の
處
方
に
は
事
前
の
診
斷
を
要
す
れ
ば
三
か
月
に
一
度
は
近
所
の
病
院
に
通
ふ
こ
と
と
な
る
。
た

だ
そ
の
待
合
室
た
る
や
定
員
二
十
人
ほ
ど
に
し
て
常
に
滿
員
、
黴
菌
の
巣
窟
の
如
き
樣
相
を
呈
す
。

昨
今
の
状
況
に
お
い
て
最
も
行
く
こ
と
を
欲
せ
ざ
る
場
所
な
り
。
時
に
家
内
、
マ
ッ
ク
肺
な
る
奇
病

を
患
ひ
呼
吸
困
難
、
酸
素
ボ
ン
ベ
に
依
存
す
る
日
常
な
れ
ば
一
旦
流
感
罹
患
せ
ば
重
篤
化
を
免
る
る

こ
と
能
は
ず
。 

一
週
間
ほ
ど
前
小
生
當
病
院
に
架
電
、
事
情
説
明
の
上
診
斷
を
省
略
せ
る
處
方
箋
の
發
行
を
願
ひ
出

づ
。
擔
當
者
、
そ
は
醫
師
法
違
反
な
れ
ば
厚
生
省
の
許
可
を
要
す
と
答
へ
、
同
省
の
電
話
番
號
を
告

ぐ
。
紆
余
曲
折
の
末
厚
生
省
醫
事
課
に
辿
り
着
き
ぬ
。
同
課
の
擔
當
官
小
生
の
要
請
を
聽
取
り
、
緊

急
事
態
に
對
處
す
る
た
め
目
下
政
府
の
基
本
方
針
を
檢
討
中
に
し
て
小
生
の
案
件
も
そ
れ
に
よ
り
對

處
可
能
な
れ
ば
今
暫
く
猶
豫
せ
ら
れ
た
し
と
陳
ぶ
。 

一
昨
日
電
視
の
報
道
に
て
政
府
發
表
の
基
本
方
針
に
よ
り
電
話
診
斷
に
よ
り
處
方
箋
の
發
行
可
能
と

な
れ
る
由
を
知
る
。
直
ち
に
該
病
院
に
聯
絡
を
取
り
ぬ
。
擔
當
者
電
話
口
に
は
出
づ
れ
ど
も
、
當
方

の
問
合
せ
に
對
し
て
は
一
切
承
知
せ
ず
の
一
點
張
り
な
り
。
現
場
の
當
事
者
意
識
の
缺
如
に
は
た
だ

唖
然
と
す
る
の
み
な
り
き
。 

さ
れ
ど
更
に
熟
考
す
れ
ば
行
政
の
第
一
線
に
前
例
、
規
則
に
忠
實
な
る
擔
當
者
を
配
す
る
は
あ
る
意

味
必
要
な
る
こ
と
な
り
。
た
だ
行
政
の
硬
直
性
を
避
け
ん
が
爲
、
半
世
紀
も
前
ま
で
は
窗
口
の
擔
當

者
の
上
に
健
全
な
る
常
識
を
備
へ
た
る
上
級
者
を
配
し
杓
子
定
規
の
誹
り
を
受
け
ざ
る
や
う
配
慮
せ

り
。
然
る
に
半
世
紀
ほ
ど
前
よ
り
立
法
の
方
向
変
化
し
、
行
政
の
執
行
に
あ
た
っ
て
自
由
裁
量
の
餘

地
を
次
第
に
狹
め
、
細
部
に
亘
り
法
に
よ
り
規
制
す
る
傾
向
現
れ
た
り
。「
補
助
金
等
に
係
る
豫
算
の

執
行
の
適
正
化
に
關
す
る
法
律
」
は
ま
さ
に
そ
の
走
り
と
言
ふ
べ
し
。
當
時
は
こ
れ
民
主
主
義
の
浸

透
と
し
て
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
り
。 



余
惟
ふ
に
古
き
行
政
の
慣
行
は
、
學
德
と
も
に
優
れ
た
る
人
材
を
集
め
て
官
僚
と
な
し
行
政
に
當
ら

し
む
る
東
ア
ジ
ア
の
政
治
傳
統
を
踏
ま
え
て
始
め
て
可
能
に
し
て
、
新
し
き
傾
向
は
統
治
す
る
側
と

統
治
せ
ら
る
る
側
と
を
等
し
と
視
る
ア
メ
リ
カ
流
の
考
へ
に
よ
る
も
の
な
り
。
こ
の
視
點
よ
り
す
れ

ば
現
在
の
中
國
に
お
け
る
「
共
産
黨
の
指
導
」
は
前
者
の
立
場
に
立
つ
も
の
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
流

と
は
相
容
れ
ざ
る
も
の
な
ら
ん
。 

（
令
和
二
年
十
月
二
日
受
附
） 

《
二
》
讀 

經 

余
戰
中
戰
後
の
五
年
間
を
草
深
き
片
田
舎
に
祖
父
母
と
と
も
に
過
ご
せ
り
。
祖
父
母
淨
土
眞
宗
の
熱

心
な
る
信
者
な
れ
ば
家
族
打
ち
揃
ひ
て
正
信
偈
を
誦
す
る
こ
と
屡
な
り
き
。
余
幼
少
よ
り
正
信
偈
の

レ
コ
ー
ド
に
親
し
み
た
れ
ば
行
譜
に
て
唱
す
る
こ
と
を
得
た
り
。
中
學
生
の
頃
は
既
に
正
信
偈
、
和

讃
と
も
に
諳
ん
ぜ
り
。
和
讃
の
「
光
雲
無
碍
如
虚
空
」
の
一
句
を
特
に
好
み
、
讀
經
こ
こ
に
か
か
る

と
き
常
に
精
神
の
高
揚
を
覺
え
ぬ
。 

長
じ
て
、
大
無
量
壽
經
百
遍
誦
す
れ
ば
他
人
の
痛
み
を
覺
ゆ
る
を
得
と
聞
く
。
そ
の
眞
僞
を
驗
さ
ん

と
て
築
地
の
本
願
寺
に
走
り
、
淨
土
三
部
經
を
求
む
。
大
無
量
壽
經
は
三
部
經
の
一
に
し
て
、
南
無

阿
彌
陀
佛
を
唱
ふ
る
者
は
悉
く
救
ひ
て
極
樂
淨
土
に
往
生
せ
し
め
ん
と
の
阿
彌
陀
佛
の
誓
願
を
説
く

も
の
な
り
。
讀
經
百
囘
に
及
ぶ
も
更
に
驗
な
し
。 

さ
れ
ど
讀
經
、
釈
迦
牟
尼
佛
の
請
ひ
に
應
じ
て
阿
彌
陀
佛
姿
を
現
す
箇
所
に
か
か
る
度
に
戰
慄
に
も

似
た
る
感
動
を
覺
え
ぬ
。
や
が
て
譯
も
な
く
法
華
經
を
讀
ま
ば
や
と
の
抑
へ
難
き
想
ひ
起
こ
る
。 

さ
れ
ど
二
十
八
品
揃
ひ
た
る
勤
行
用
の
經
典
は
い
づ
く
に
も
な
し
。
上
野
、
淺
草
の
書
肆
、
佛
具

店
、
池
上
の
本
門
寺
、
創
價
學
會
、
立
正
佼
成
會
と
徒
に
足
を
運
び
ぬ
。
遂
に
さ
る
佛
具
屋
京
都
に

法
華
經
専
門
の
店
あ
れ
ば
問
合
す
べ
し
と
て
電
話
番
號
を
告
ぐ
。
幸
ひ
昭
和
天
皇
即
位
記
念
の
出
版

に
か
か
る
在
庫
品
値
二
萬
圓
に
て
あ
り
。 

法
華
經
は
大
部
に
し
て
一
日
平
均
小
一
時
間
か
け
て
二
品
讀
誦
す
る
も
凡
そ
二
週
間
を
要
す
。
燈
明

を
上
げ
線
香
を
焚
き
鉦
を
鳴
ら
し
て
讀
經
三
昧
數
年
に
及
び
ぬ
。
や
が
て
傍
ら
に
今
一
人
誦
す
る
者

あ
る
を
知
る
に
至
る
。
全
身
氣
に
充
ち
て
聖
な
る
次
元
に
連
な
る
を
覺
ゆ
。
靈
的
存
在
の
來
た
り
て

經
を
聽
く
と
言
ふ
は
強(

あ
な
が)

ち
僞
り
と
も
思
は
れ
ず
。 

眞
の
法
華
經
は
ア
ス
ト
ラ
ル
次
元
の
い
づ
く
か
に
あ
り
て
、
眼
前
の
法
華
經
は
そ
の
コ
ピ
ー
に
過
ぎ

ざ
る
も
の
な
る
べ
し
。 

世
に
多
く
の
者
、
キ
リ
ス
ト
教
ま
た
は
イ
ス
ラ
ー
ム
に
比
し
佛
教
の
近
寄
り
難
き
は
そ
の
經
典
漢
文

に
し
て
難
解
な
る
に
よ
る
と
言
ふ
。
そ
は
誤
り
な
り
。
讀
經
の
功
德
は
誦
す
る
こ
と
自
體
に
あ
り



て
、
こ
れ
に
よ
り
聖
な
る
次
元
と
連
な
る
こ
と
に
あ
り
。
こ
の
事
實
は
現
實
に
讀
經
修
行
を
な
せ
る

者
に
あ
ら
ざ
れ
ば
容
易
に
理
解
し
難
き
と
こ
ろ
な
り
。 

最
近
歐
米
よ
り
傳
は
り
し
も
の
に
ガ
イ
デ
ッ
ド
・
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
な
る
も
の
あ
り
。
そ
は
瞑
想

に
あ
た
り
ヘ
ッ
ド
フ
ォ
ン
を
用
ゐ
て
觀
想
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
受
く
る
も
の
な
り
。
勿
論
瞑
想
の
座
に

て
師
口
頭
に
て
導
く
こ
と
可
能
な
れ
ど
瞑
想
状
態
の
安
定
を
保
つ
に
は
か
か
る
仕
組
み
も
ま
た
良
し

と
す
べ
し
。
往
時
科
學
技
術
の
な
か
り
し
と
き
寺
院
に
て
か
か
る
仕
組
み
に
代
は
る
も
の
と
し
て
用

ゐ
ら
れ
た
る
は
經
典
な
り
き
。
經
典
を
暗
記
し
そ
の
導
き
に
從
ひ
て
觀
想
を
行
は
ば
極
め
て
高
き
境

地
に
進
む
こ
と
を
得
。
寺
に
て
小
僧
讀
經
に
明
け
暮
れ
た
る
は
故
な
き
に
非
ず
。
余
體
調
を
崩
し
法

華
經
讀
む
こ
と
を
歇
め
て
久
し
。
そ
の
後
チ
ベ
ッ
ト
密
教
の
讀
經
を
以
っ
て
毎
日
の
勤
行
に
代
ふ
。 

意
味
は
深
く
解
せ
ざ
れ
ど
も
一
向
に
氣
に
せ
ず
。
氣
の
全
身
に
充
つ
れ
ば
心
身
の
淨
化
進
む
こ
と
疑

ひ
な
し
。
そ
の
後
體
調
の
囘
復
を
得
て
讀
經
を
再
開
す
る
を
得
た
り
。
た
だ
十
年
に
及
ぶ
怠
り
は
輕

視
し
難
く
、
聲
量
は
落
ち
、
脚
は
萎
え
て
正
座
に
堪
へ
ず
。
た
だ
ひ
た
す
ら
勤
め
て
再
び
か
の
聖
な

る
靈
域
に
觸
れ
ん
と
す
る
の
み
な
り
。 

（
令
和
二
年
十
月
六
日
受
附
） 

 


