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「
不
要
不
急
」
も
大
事 

  

世
界
中
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス

の
感
染
拡
大
が
起
こ
っ
て
か
ら
一
年

が
経
と
う
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

い
ま
だ
収
束
す
る
兆
し
が
見
え
ず
、

日
本
で
も
一
部
地
域
に
再
び
緊
急
事

態
宣
言
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
宣

言
は
愛
知
県
も
対
象
と
な
り
「
不
要

不
急
」
の
外
出
を
控
え
る
よ
う
に
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

こ
の
「
不
要
不
急
」
と
い
う
言
葉

は
文
字
通
り
「
急
い
で
す
る
必
要
が

な
い
こ
と
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま

す
。「
不
要
不
急
」
の
外
出
を
控
え
た

ら
、
ほ
と
ん
ど
外
に
出
る
こ
と
が
な

く
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
人
も
い
ま

す
。
よ
く
考
え
た
ら
人
間
の
行
動
と

い
う
の
は
大
部
分
が
「
不
要
不
急
」

の
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

『
大
無
量
寿
経
』
の
中
で
も
「
世

人
、
薄
俗
に
し
て
共
に
不
急
の
事
を

あ
ら
そ
う
」（
世
の
中
の
人
は
、
目
先

の
、
不
要
不
急
の
こ
と
ば
か
り
に
心

を
奪
わ
れ
て
、
人
生
で
本
当
に
大
切

な
こ
と
を
知
ら
な
い
）
と
人
間
の
有

様
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。 

 

し
か
し
、
効
率
ば
か
り
を
求
め
て
、

人
生
で
本
当
に
大
切
な
こ
と
に
気
づ

く
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
不

要
不
急
な
こ
と
も
含
め
て
、
い
ろ
い

ろ
経
験
し
て
初
め
て
知
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で

す
。 た

と
え
ば
芸
術
作
品
を
見
て
感
動

す
る
、
音
楽
を
聴
い
て
癒
さ
れ
る
、

散
歩
に
出
か
け
季
節
を
感
じ
る

等
々
、
い
わ
ば
不
要
不
急
と
さ
れ
る

も
の
に
触
れ
る
、
そ
う
い
う
積
み
重

ね
が
人
間
と
し
て
の
深
み
と
幅
を
持

た
せ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
。 

リ
モ
ー
ト
で
在
宅
勤
務
が
多
く
な

っ
た
知
人
が
こ
ん
な
こ
と
を
漏
ら
し

て
い
ま
し
た
。「
確
か
に
在
宅
勤
務
は

効
率
的
だ
け
ど
、
気
持
ち
的
に
は
す

っ
き
り
し
な
い
」。 

そ
の
知
人
は
休
み
時
間
に
す
る
同

僚
と
の
た
わ
い
も
な
い
会
話
、
会
社

へ
の
生
き
帰
り
で
感
じ
る
街
の
空
気

感
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が
仕
事
へ
の

意
欲
へ
つ
な
が
る
と
も
言
っ
て
い
ま

し
た
。 

 

仏
教
は
「
人
生
に
無
駄
な
も
の
は

な
い
」
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ

ま
す
。
人
生
の
す
べ
て
が
因
と
な
り
、

縁
と
な
り
、
い
ま
の
私
と
な
っ
て
い

る
。
そ
の
因
縁
果
に
気
づ
き
、「
い
ま

在
る
こ
と
に
感
謝
す
る
」
こ
と
が
人

生
で
本
当
に
大
切
な
こ
と
だ
と
教
え

て
く
れ
る
の
で
す
。 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
は
私
た
ち

の
生
活
を
激
変
さ
せ
ま
し
た
。
い
ま

は
こ
の
ウ
ィ
ル
ス
に
感
染
し
な
い
、

さ
せ
な
い
た
め
に
行
動
を
我
慢
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま

す
。 た

だ
、
不
要
不
急
と
思
わ
れ
る
よ

う
な
こ
と
も
、
人
間
形
成
に
は
大
事

な
こ
と
な
の
だ
と
い
う
視
点
だ
け
は

忘
れ
な
い
よ
う
に
し
な
く
て
は
い
け

ま
せ
ん
。 
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３
月
８
日
（
月
） 

春
の
お
彼
岸
・
永
代
経
法
要 

 

時
間
：
午
前
10
時
～ 

 
 
 
 

法
要 

引
き
続
き 

法
話 

（
正
午
頃
終
了
予
定
） 

法
話
：
林 

祥
眞
師
（
一
宮
市
禮
讃
寺
） 

 

※
ご
参
詣
の
際
は
マ
ス
ク
の
着
用
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。 

 

※
午
後
の
法
要
、
お
斎
、
呈
茶
は
ご
ざ
い

ま
せ
ん
。 

 

※
緊
急
事
態
宣
言
の
延
長
、
再
発
出
な
ど

感
染
状
況
が
悪
化
し
た
場
合
は
、
内
勤
め

（
参
詣
者
な
し
）
の
法
要
に
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。 

  

 

〇
緊
急
事
態
宣
言
が
出
て
、
ま
だ
ま

だ
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
で
す
が
、

事
態
が
好
転
す
る
も
の
と
信
じ
て
、

３
月
に
は
春
の
お
彼
岸
・
永
代
経
法

要
を
お
つ
と
め
し
ま
す
。
午
前
だ
け

の
法
要
と
な
り
ま
す
が
、
ぜ
ひ
皆
様

の
ご
参
詣
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま

す
。 

 

〇
３
月
に
入
っ
て
も
日
に
よ
っ
て
は

寒
い
日
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
春

彼
岸
・
永
代
経
法
要
で
は
換
気
を
行

う
た
め
寒
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
防

寒
対
策
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。 

 

〇
受
験
を
控
え
た
お
子
さ
ん
、
お
孫

さ
ん
が
い
る
ご
家
庭
も
あ
る
と
思
い

ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
に
翻
弄
さ
れ
た

一
年
で
し
た
が
、
皆
さ
ん
の
努
力
が

報
わ
れ
る
よ
う
お
祈
り
し
ま
す
。 

 

〇
冬
本
番
。
体
調
に
は
十
分
お
気
を

つ
け
く
だ
さ
い
。 

 

 

 

 

 

◆
行
事
案
内 

【
雑
感
】 

『「
人
」
と
い
う
漢
字
は
お
互
い
が

支
え
合
っ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い

る
ん
だ
！
』
。
「
金
八
先
生
」
世
代
で

あ
る
私
は
、
熱
弁
を
ふ
る
う
武
田
鉄

矢
演
じ
る
金
八
先
生
の
言
葉
に
感
動

し
な
が
ら
テ
レ
ビ
を
観
て
い
た
覚
え

が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
先
日
、
娘

に
そ
の
説
は
間
違
い
で
あ
る
と
指
摘

さ
れ
ま
し
た
。
早
速
、
漢
和
辞
典
を

引
い
て
調
べ
た
と
こ
ろ
、「
人
」
と
い

う
漢
字
は
「
立
っ
て
い
る
人
を
横
か

ら
見
た
形
」
と
の
こ
と
。
目
か
ら
う

ろ
こ
だ
っ
た
の
で
す
が
、
金
八
先
生

の
言
っ
て
い
る
こ
と
の
方
が
い
い
よ

う
な
気
が
す
る
の
は
私
だ
け
で
し
ょ

う
か
。 

（
住
職
記
） 

 

 

 

〇
年
末
か
ら
年
始
に
か
け
て
寒
波

が
や
っ
て
き
て
、
元
旦
は
と
き
お

り
雪
が
舞
う
よ
う
な
寒
さ
で
し

た
。
例
年
で
す
と
皆
さ
ん
と
一
緒

に
修
正
会
を
お
つ
と
め
す
る
の
で

す
が
、
今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ

ル
ス
の
感
染
予
防
の
た
め
中
止
に

し
て
、
自
由
に
お
参
り
を
し
て
い

た
だ
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
寒
空

の
中
、
お
参
り
に
お
越
し
い
た
だ

い
た
方
に
は
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。 

          

◆
話
題
あ
れ
こ
れ 

【
発
行
】 

真
宗
大
谷
派 

上 

宮 

寺 

昭
和
区
白
金
一
丁
目
十
九
番
十
五
号 

☏
０
５
２-

８
７
１-

０
５
４
７ 


