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サ
ク
ラ
サ
ク 

  

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
オ
ミ
ク

ロ
ン
株
に
よ
る
感
染
拡
大
が
続
い
て

い
ま
す
。
な
か
で
も
ヒ
ヤ
ヒ
ヤ
し
て

い
る
の
が
受
験
生
を
持
つ
ご
家
庭
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
体
調
を
万
全

に
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
努
力
が
存
分

に
発
揮
で
き
る
こ
と
を
願
わ
ず
に
は

お
れ
ま
せ
ん
。 

そ
し
て
、
ど
の
受
験
生
に
も
「
サ

ク
ラ
サ
ク
」
の
吉
報
が
来
る
と
い
い

の
で
す
が
、
現
実
に
は
合
格
す
る
人

も
い
れ
ば
不
合
格
に
な
る
人
も
い
ま

す
。 

 
 

あ
る
先
生
の
と
こ
ろ
へ
ひ
と
り
の

受
験
生
が
進
路
に
つ
い
て
相
談
に
行

き
ま
し
た
。 

「
一
番
行
き
た
い
大
学
に
は
合
格

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
、
第
二

志
望
の
大
学
に
は
合
格
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
浪
人
す
べ
き
か
、
第

二
志
望
の
大
学
に
行
く
べ
き
か
、
迷

っ
て
い
ま
す
」。 

 

先
生
は
親
身
に
な
っ
て
相
談
に
の

る
と
思
い
き
や
、「
サ
イ
コ
ロ
を
用
意

し
て
く
だ
さ
い
。
偶
数
が
出
た
ら
浪

人
し
て
第
一
志
望
の
大
学
を
目
指

す
。
奇
数
が
出
た
ら
第
二
志
望
の
大

学
へ
進
学
す
る
。
た
だ
し
、
サ
イ
コ

ロ
は
一
回
だ
け
ふ
る
こ
と
」
と
答
え

ら
れ
た
の
で
す
。 

受
験
生
は
び
っ
く
り
し
て
、「
相
談

し
て
損
し
た
！
」
と
部
屋
か
ら
飛
び

出
し
て
行
っ
て
し
ま
っ
た…

。 

 

後
日
、
そ
の
受
験
生
が
、
な
ぜ
先

生
が
あ
ん
な
答
え
方
を
し
た
の
か
が

気
に
な
っ
て
真
意
を
尋
ね
る
と
、
先

生
い
わ
く 

「
サ
イ
コ
ロ
の
目
は
仏
様
の
は
た

ら
き
で
す
」
。 

も
し
第
一
志
望
の
大
学
に
進
め
た

と
し
て
も
、
そ
の
大
学
で
有
意
義
な

学
生
生
活
を
送
れ
る
と
い
う
保
証
は

誰
も
で
き
な
い
。
反
対
に
第
二
志
望

の
大
学
に
行
っ
た
ほ
う
が
有
意
義
な

生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
。
そ
の
こ
と
は
誰
に
も
わ
か

ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
仏
様
に
お

聞
き
す
る
し
か
な
い
。
そ
れ
が
サ
イ

コ
ロ
の
目
だ
と
い
わ
れ
る
の
で
す
。 

 

た
だ
し
、
一
回
だ
け
と
い
う
の
も

重
要
。
二
回
も
三
回
も
と
な
る
と
迷

い
が
出
て
き
ま
す
し
、
私
の
は
か
ら

い
も
入
っ
て
き
ま
す
。 

  
サ
イ
コ
ロ
の
目
と
い
う
の
は
少
し

乱
暴
な
気
が
し
ま
す
が
、
そ
の
先
生

が
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
ど
ち
ら
の

道
を
選
ぼ
う
と
も
、
そ
の
道
に
進
ん

だ
意
味
は
必
ず
あ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。 浪

人
を
選
ぶ
な
ら
浪
人
を
選
ん
だ

こ
と
で
、
き
っ
と
得
ら
れ
る
も
の
が

あ
る
。
第
二
志
望
の
大
学
に
進
ん
だ

と
し
て
も
、
そ
こ
で
学
ぶ
こ
と
は
必

ず
あ
る
。
人
生
に
お
い
て
無
意
味
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
何
ひ
と
つ
な
い

の
だ
と
い
う
こ
と
を
仏
様
は
教
え
ら

れ
て
い
る
の
で
す
。 

 

つ
ま
り
、
人
生
に
お
い
て
は
す
べ

て
が
「
サ
ク
ラ
サ
ク
」
な
の
で
す
。 
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上
宮
寺
の
行
事 

 

３
月
８
日
（
火
） 

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
。 

 

※
軽
食
を
用
意
い
た
し
ま
す
。 

 

※
緊
急
事
態
宣
言
の
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
本
堂
の
前
の
日
よ
け
（
雨
よ
け
）

シ
ー
ト
を
新
し
く
し
ま
し
た
。
経
年

劣
化
で
破
れ
も
目
立
ち
、
か
な
り
汚

く
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
新
品
に
し

た
こ
と
よ
っ
て
本
堂
全
体
が
き
れ
い

に
な
っ
た
感
じ
が
し
ま
す
。 

              
〇
こ
の
冬
は
寒
い
日
が
多
い
で
す
。

体
調
に
は
十
分
お
気
を
つ
け
く
だ
さ

い
。 

  

 

 

 

 

こ
こ
の
シ
ー
ト
で
す 

◆
行
事
案
内 

【
雑
感
】 

お
正
月
頃
か
ら
左
耳
に
エ
ア
コ
ン

の
室
外
機
の
音
の
よ
う
な
耳
鳴
り
が

聞
こ
え
、
会
話
の
声
や
テ
レ
ビ
の
音

が
こ
も
っ
た
よ
う
な
感
じ
に
な
り
ま

し
た
。
耳
鼻
科
で
診
察
し
て
も
ら
っ

た
と
こ
ろ
「
低
音
障
害
型
感
音
難
聴
」

と
の
診
断
。
早
期
の
治
療
が
大
切
と

の
こ
と
で
点
滴
を
受
け
、
薬
を
も
ら

い
ま
し
た
。
お
か
げ
で
か
な
り
回
復

し
た
の
で
す
が
、
ま
だ
な
ん
と
な
く

違
和
感
が
あ
り
ま
す
。
原
因
不
明
で

再
発
も
し
や
す
い
と
の
こ
と
で
、
年

明
け
早
々
や
っ
か
い
な
病
気
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た…

。
皆
様
も
健
康

に
は
充
分
お
気
を
つ
け
く
だ
さ
い
。 

（
住
職
記
） 

   

〇
年
末
か
ら
の
寒
波
で
寒
い
年
明

け
と
な
り
ま
し
た
が
、
元
旦
の
修

正
会
に
は
た
く
さ
ん
の
方
に
お
参

り
を
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。 

 

〇
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
に
よ
る
感
染
拡

大
を
う
け
て
、
愛
知
県
に
は
「
ま

ん
延
防
止
等
重
点
措
置
」
が
出
て

い
ま
す
が
、
事
態
の
好
転
を
信
じ

て
、
３
月
８
日
に
「
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
。 

       

◆
話
題
あ
れ
こ
れ 
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