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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（C

O
V

ID
- 

1 9

）
が
世
界
規
模
で
拡
大
し
、
物
理
的
な
人
の

移
動
に
大
き
な
制
限
が
加
え
ら
れ
、
世
界
は
一

変
し
た
（
よ
う
に
思
わ
れ
る
）。
そ
れ
は
現
代

に
お
い
て
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
人
の
移
動
が
常
態

化
し
て
い
る
こ
と
の
現
れ
で
も
あ
っ
た
。
事

実
、
世
界
全
体
の
国
際
移
民
は
二
〇
一
九
年
に

二
億
二
七
〇
〇
万
人
を
数
え
て
い
た
。
し
か

し
、
一
方
で
中
国
国
内
の
流
動
人
口
に
目
を
転

じ
る
と
、
そ
れ
を
上
回
る
二
億
四
四
〇
〇
万
人

（
二
〇
一
八
年
に
発
表
の
統
計
）
も
の
人
が
移

動
し
て
い
る
と
い
う
（
三
頁
）。
こ
の
膨
大
な

流
動
人
口
は
中
国
の
政
治
経
済
に
大
き
な
影
響

を
与
え
て
い
る
。「
世
界
の
工
場
」
と
称
さ
れ

る
輸
出
産
業
の
発
展
は
、
安
価
な
労
働
力
で
あ

る
出
稼
ぎ
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
。
一
方
、

政
府
は
穀
物
の
供
給
確
保
の
た
め
、
農
民
を
農

村
と
農
業
に
固
定
す
る
戸
籍
制
度
を
設
け
、
自

由
な
移
動
に
制
限
を
設
け
て
い
る
。
国
内
移

動
は
中
国
政
府
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
イ

シ
ュ
ー
な
の
だ
。

　
編
者
に
よ
る
と
、
国
内
移
動
を
め
ぐ
る
従
来

の
研
究
は
四
つ
の
傾
向
に
分
け
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
、「
人
口
移
動
に
関
わ
る
中
国
全
体
の
政

策
や
法
制
度
、
社
会
構
造
を
論
じ
た
も
の
」、

「
社
会
問
題
と
し
て
地
元
民
と
出
稼
ぎ
民
と
の

非
対
称
性
や
没
交
渉
を
論
じ
た
も
の
」、「
出
稼

ぎ
者
個
々
人
に
注
目
し
、
出
稼
ぎ
先
で
の
サ
バ

イ
バ
ル
の
状
況
や
そ
こ
で
形
成
さ
れ
る
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
た
も
の
」、

「
出
稼
ぎ
者
の
出
身
地
に
残
さ
れ
た
高
齢
者
や

「
留
守
児
童
」
の
ケ
ア
の
問
題
」
で
あ
る
（
九

－

一
〇
頁
）。
し
か
し
、
従
来
の
研
究
は
し
ば

し
ば
移
動
が
も
た
ら
す
右
記
の
事
態
を
既
存
の

状
態
か
ら
の
「
変
化
」
と
捉
え
、
ア
プ
リ
オ
リ

に
「
社
会
問
題
」
と
し
て
取
り
扱
っ
て
き
た
と

い
う
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
ふ
ま
え
、
本
書

は
「
時
間
軸
を
現
代
に
置
き
つ
つ
も
、
中
国
に

お
い
て
移
動
が
常
態
で
あ
っ
た
と
い
う
視
点
を

手
放
す
こ
と
な
く
、
中
国
と
い
う
場
に
住
ま
い

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
な
っ
て
き
た
者
の

目
」
か
ら
国
内
の
移
動
を
「
変
化
の
な
か
に
あ

る
／
と
共
に
あ
る
日
常
」
と
し
て
描
き
だ
す
こ

と
を
目
指
す
（
一
〇
頁
）。
そ
し
て
、「
ま
さ

に
動
い
て
い
る
人
々
／
動
い
た
経
験
を
持
つ

人
々
、
彼
／
彼
女
ら
が
持
ち
込
ん
だ
／
持
ち

帰
っ
た
こ
と
が
ら
（
知
識
、
食
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
等
々
）、
お
よ
び
そ
の
出
身
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
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の
家
族
や
友
人
知
人
、
移
住
先
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
住
民
ら
、
と
い
っ
た
、
主
と
し
て
そ
こ
に
関

わ
る
人
々
と
も
の
ご
と
に
着
目
し
、
移
動
が
中

国
社
会
に
何
を
も
た
ら
し
た
か
、
ひ
い
て
は
そ

こ
か
ら
我
々
は
何
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
を

検
討
し
よ
う
と
す
る
民
族
誌
的
研
究
」（
三

－

四
頁
）
と
し
て
本
書
を
位
置
付
け
る
。

　
本
書
は
、
三
部
、
八
章
（
前
後
に
序
・
終
章

が
付
さ
れ
る
）
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
各
章
の
執

筆
者
た
ち
は
社
会
・
文
化
人
類
学
（
以
下
、
人

類
学
と
略
記
）
を
主
た
る
専
攻
と
し
、
研
究
対

象
や
テ
ー
マ
・
焦
点
に
差
異
は
あ
る
も
の
の
、

人
々
の
移
動
に
影
響
を
与
え
る
政
府
の
政
策
と

い
っ
た
マ
ク
ロ
な
視
点
を
保
持
し
つ
つ
、
各
々

の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
生
起
し
て
い
る
微
細
な
変

化
、
事
柄
を
詳
述
し
て
い
る
点
で
一
貫
し
て
い

る
。
以
下
、
各
章
の
内
容
に
つ
い
て
簡
潔
に
紹

介
し
た
い
。

　
第
一
章
「
あ
ん
た
が
お
れ
の
百
度
だ
│
│
珠

江
デ
ル
タ
の
「
本
地
人
」
と
「
外
地
人
」」（
川

口
幸
大
）
で
は
、
中
国
南
部
の
広
東
省
広
州
市

の
事
例
か
ら
、「
本
地
人
」（
地
元
の
人
々
）
と

「
外
地
人
」（
外
地
か
ら
や
っ
て
き
た
人
々
）
と

の
交
わ
り
の
特
質
が
論
じ
ら
れ
る
。
一
九
八
〇

年
代
以
降
、
言
語
・
職
種
・
食
な
ど
の
習
慣
を

異
に
す
る
内
陸
部
か
ら
の
出
稼
ぎ
（
＝
「
外
地

人
」）
が
多
く
や
っ
て
来
た
こ
と
に
よ
り
、
両

者
の
間
で
摩
擦
や
緊
張
関
係
が
生
じ
て
い
る
こ

と
が
従
来
の
研
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
、
近
年
若
い
世
代
を
中
心
に
こ
の

状
況
は
変
化
し
て
い
る
と
い
う
。
広
東
語
を
話

し
甘
口
の
広
東
料
理
を
食
べ
て
き
た
本
地
人
の

暮
ら
し
に
、
普
通
語
や
辛
い
湖
南
・
四
川
料
理

が
確
実
に
浸
透
し
て
お
り
、
過
度
に
親
密
で
は

な
い
も
の
の
、
他
者
と
の
付
き
合
い
に
お
い
て

差
異
が
必
ず
し
も
障
壁
と
は
な
ら
な
い
状
況
が

生
じ
て
い
る
。
例
え
ば
、
あ
る
本
地
人
が
経
営

す
る
く
じ
店
の
客
は
外
地
人
が
九
割
を
占
め
、

常
連
客
と
の
間
で
は
普
通
語
を
用
い
た
冗
談
交

じ
り
の
や
り
と
り
が
日
々
展
開
さ
れ
て
い
る
様

子
な
ど
が
描
か
れ
る
。
本
章
は
、「
本
地
人
」

／
「
外
地
人
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
決
し
て

固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
歴
史
的
に
動
態
的

で
あ
り
、
常
に
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と

を
我
々
に
教
え
て
く
れ
る
。

　
第
二
章
「
都
市
を
出
る
人
、
都
市
に
来
る

人
・
戻
る
人
│
│
広
東
省
の
地
方
都
市
汕
尾
の

事
例
か
ら
」（
稲
澤
努
）
に
お
い
て
も
、
前
章

同
様
、
本
地
人
と
外
地
人
と
の
関
係
性
の
変
化

が
論
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
汕
尾
が
広
州
ほ
ど

経
済
的
に
豊
か
で
は
な
い
地
方
都
市
で
あ
る
点

に
前
章
と
の
違
い
が
あ
る
。
歴
史
的
に
汕
尾
か

ら
香
港
へ
と
多
く
の
人
々
が
渡
っ
て
お
り
、
香

港
人
と
な
っ
た
二
世
た
ち
が
、
改
革
開
放
後
、

故
郷
に
投
資
や
寄
付
を
お
こ
な
う
な
ど
、
香
港

と
の
結
び
つ
き
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の

頃
か
ら
、
香
港
へ
の
移
住
に
制
限
が
加
え
ら

れ
、
大
陸
も
経
済
発
展
を
遂
げ
た
こ
と
か
ら
、

広
州
や
深
圳
へ
出
稼
ぎ
に
行
く
者
が
増
加
し

た
。
一
方
で
、
周
辺
の
農
村
や
四
川
省
な
ど
の

内
陸
か
ら
汕
尾
へ
と
流
入
す
る
人
の
流
れ
も
存

在
す
る
。
そ
の
た
め
、
本
地
人
の
間
に
は
、
広

東
語
を
話
す
裕
福
な
香
港
人
／
福
建
語
圏
に
属

す
る
福
佬
話
（
汕
尾
語
）
を
話
す
貧
し
い
自
分

た
ち
／
よ
り
貧
し
く
遅
れ
た
普
通
語
を
話
す
外

地
人
、
と
い
う
認
識
が
存
在
し
、
外
地
人
に
対

し
て
従
来
根
強
い
差
別
が
存
在
し
た
。
し
か

し
、
頻
繁
に
レ
ス
ト
ラ
ン
に
飲
茶
に
集
う
汕
尾

の
人
々
が
、
そ
こ
で
日
常
的
に
接
す
る
四
川
人

の
ウ
ェ
イ
タ
ー
の
た
め
に
利
益
目
的
無
し
で
商

品
の
代
行
購
入
を
引
き
受
け
た
り
、
市
内
バ
ス

の
運
転
手
を
務
め
る
外
地
人
が
汕
尾
語
で
目
的
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地
を
告
げ
る
本
地
人
に
対
し
て
普
通
語
で
話
す

よ
う
要
求
し
た
り
す
る
な
ど
変
化
が
生
じ
て
い

る
と
い
う
。

　
第
三
章
「
出
稼
ぎ
先
は
「
小
さ
な
国
連
」

│
│
浙
江
省
義
烏
市
に
暮
ら
す
ム
ス
リ
ム
た

ち
」（
奈
良
雅
史
）
は
、
改
革
開
放
後
、「
小

商
品
の
街
」
と
も
よ
ば
れ
国
際
商
業
都
市
へ
と

発
展
を
遂
げ
た
浙
江
省
義
烏
市
に
出
稼
ぎ
に
来

た
ム
ス
リ
ム
を
事
例
に
、
彼
／
彼
女
ら
の
義
烏

へ
の
移
動
と
そ
こ
で
暮
ら
す
意
味
が
論
じ
ら
れ

る
。
義
烏
に
集
ま
る
商
人
の
中
で
も
中
東
ア
ラ

ブ
諸
国
の
商
人
が
特
に
多
く
、
中
国
国
内
の
ム

ス
リ
ム
の
人
々
は
、
彼
／
彼
女
ら
の
通
訳
や
ビ

ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
を
求
め
て
義
烏
に
や
っ
て
来

る
。
従
来
の
研
究
が
中
国
ム
ス
リ
ム
の
移
動
を

経
済
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え

て
き
た
点
に
筆
者
は
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。

何
故
な
ら
ば
、
二
〇
〇
八
年
の
リ
ー
マ
ン
・

シ
ョ
ッ
ク
以
降
、
義
烏
は
か
つ
て
ほ
ど
経
済
的

利
益
を
得
ら
れ
る
場
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
か

ら
だ
。
で
は
何
故
、
そ
れ
で
も
彼
／
彼
女
ら
は

義
烏
へ
や
っ
て
来
る
、
あ
る
い
は
義
烏
に
と
ど

ま
る
の
か
、
と
筆
者
は
問
う
。
そ
し
て
、
そ
の

理
由
を
都
市
と
し
て
の
義
烏
の
規
模
と
コ
ス
モ

ポ
リ
タ
ン
な
性
格
に
見
出
す
。
義
烏
は
、
国
際

的
な
貿
易
都
市
で
あ
る
広
州
な
ど
の
大
都
市
に

比
べ
る
と
経
済
規
模
で
は
劣
る
も
の
の
、
生
活

リ
ズ
ム
が
速
す
ぎ
て
空
も
見
え
な
い
広
州
に
対

し
、
環
境
も
良
く
住
み
や
す
い
ほ
ど
ほ
ど
の
都

市
で
あ
る
。
か
つ
、
ム
ス
リ
ム
の
あ
い
だ
に
は

一
定
の
匿
名
性
が
保
た
れ
て
お
り
、
親
族
関
係

の
よ
う
な
互
恵
的
社
会
関
係
を
維
持
す
る
う
え

で
不
可
避
な
負
担
や
し
が
ら
み
か
ら
解
放
さ
れ

て
い
る
た
め
、
比
較
的
自
由
に
暮
ら
せ
る
と
い

う
。

　
第
四
章
「
移
動
の
危
険
に
対
処
す
る
呪
術

│
│
雲
南
ラ
フ
の
男
た
ち
と
出
稼
ぎ
」（
堀
江

未
央
）
は
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
国
境
に
程

近
い
雲
南
省
西
南
部
の
山
地
民
ラ
フ
の
出
稼
ぎ

を
取
り
上
げ
る
。
歴
史
的
に
ラ
フ
は
焼
畑
経
営

や
動
乱
か
ら
の
逃
避
の
た
め
に
国
境
を
越
え

て
「
下
の
く
に
」（
ビ
ル
マ
）
へ
移
動
を
繰
り

返
し
て
き
た
。
し
か
し
、
近
年
は
「
上
の
く

に
」（
雲
南
省
の
西
双
版
納
タ
イ
族
自
治
州
や

広
東
、
北
京
、
上
海
、
広
西
、
浙
江
な
ど
）
へ

行
く
こ
と
が
増
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
近
年

の
出
稼
ぎ
は
、
金
銭
的
な
収
入
以
上
に
、
未
婚

の
若
い
男
性
が
外
の
世
界
へ
出
る
と
い
う
経
験

自
体
に
よ
り
重
要
な
意
味
が
あ
る
と
い
う
。

そ
の
経
験
の
一
つ
と
し
て
、
筆
者
は
、
出
稼

ぎ
先
で
異
民
族
の
「
ダ
オ
ス
」
に
金
銭
を
支

払
う
こ
と
で
習
い
身
に
付
け
る
呪
術
、「
口
功

（kouku

）」
に
着
目
す
る
。
こ
れ
は
、「
他
者
か

ら
危
害
を
加
え
ら
れ
た
際
の
防
御
の
呪
術
と
し

て
の
性
格
を
持
っ
て
」
お
り
（
一
四
六
頁
）、

従
来
災
い
が
起
き
た
時
に
村
内
の
呪
医
が
お
こ

な
う
「
グ
」
と
い
う
呪
術
的
実
践
と
は
異
な
る

性
格
を
有
す
る
一
方
、
ラ
フ
が
長
ら
く
有
し
て

き
た
観
念
で
あ
る
安
全
な
村
落
と
危
険
な
外
界

と
い
う
空
間
的
な
二
分
法
と
の
連
続
性
も
み
ら

れ
る
。
出
稼
ぎ
か
ら
戻
っ
た
若
者
に
よ
る
「
口

功
」
の
語
り
は
、
出
稼
ぎ
経
験
の
な
い
若
い
小

中
学
生
男
子
の
外
の
世
界
へ
の
関
心
を
惹
き
つ

け
る
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
。

　
第
五
章
「
移
動
が
生
み
出
す
ト
ラ
ン
ス
・
エ

ス
ニ
ッ
ク
な
子
ど
も
服
│
│
雲
南
省
か
ら
貴
州

省
へ
流
通
す
る
モ
ン
／
ミ
ャ
オ
族
衣
装
と
民
族

間
関
係
」（
宮
脇
千
絵
）
で
は
、
雲
南
省
の
モ

ン
（
ミ
ャ
オ
族
の
自
称
集
団
）
の
衣
装
お
よ
び

ト
ラ
ン
ス
・
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
子
ど
も
服
に
焦
点

が
当
て
ら
れ
、
近
年
の
人
の
移
動
や
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
普
及
に
伴
う
衣
装
の
流
通
が
民
族
間
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の
差
異
化
や
溶
解
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
が

論
じ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
モ
ン
の
移
動
と
エ
ス
ニ

シ
テ
ィ
、
お
よ
び
子
ど
も
服
に
関
す
る
論
点
の

整
理
が
な
さ
れ
た
う
え
で
、
モ
ン
の
「
民
族
衣

装
」
が
既
製
服
化
し
て
い
る
現
状
が
論
じ
ら
れ

る
。
既
製
服
化
し
た
モ
ン
の
「
民
族
衣
装
」
が

二
〇
一
〇
年
以
降
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し

国
内
各
地
に
流
通
す
る
よ
う
に
な
る
。
生
産
者

と
消
費
者
の
関
係
性
は
希
薄
で
あ
る
も
の
の
、

生
産
地
で
あ
る
雲
南
省
か
ら
距
離
を
隔
て
た
貴

州
省
に
お
け
る
消
費
の
動
向
か
ら
、
モ
ン
の

「
民
族
衣
装
」
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
共
有

や
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
差
異
化
と
し
て
の
機
能
を

担
っ
て
い
る
、
と
い
う
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
ま

た
、
一
方
で
こ
の
傾
向
が
当
て
は
ま
ら
な
い
ト

ラ
ン
ス
・
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
子
ど
も
服
が
近
年
登

場
し
て
お
り
、
む
し
ろ
子
ど
も
服
に
お
い
て
は

民
族
間
の
境
界
が
無
化
さ
れ
る
よ
う
な
新
し
い

価
値
観
が
共
有
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
。

　
第
六
章
「
出
稼
ぎ
に
行
く
の
は
甲
斐
性
の
な

い
人
│
│
モ
ン
ゴ
ル
人
の
移
動
と
生
活
基
盤
」

（
包
双
月
）
で
は
、
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
の
東

部
地
域
で
農
耕
・
定
住
生
活
を
送
る
モ
ン
ゴ
ル

人
の
近
年
の
出
稼
ぎ
現
象
を
取
り
上
げ
、
彼
／

彼
女
ら
の
出
稼
ぎ
に
対
す
る
認
識
が
論
じ
ら
れ

る
。
ま
ず
、
中
国
に
お
け
る
移
動
の
歴
史
が
確

認
さ
れ
る
。
遊
牧
民
で
あ
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
人
が

当
地
域
で
農
耕
・
定
住
を
開
始
し
た
の
も
、
降

水
量
な
ど
の
自
然
環
境
要
因
に
加
え
、
漢
人
の

移
住
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
背
景
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
当
地
域
の

生
業
を
め
ぐ
る
状
況
が
描
か
れ
る
。
当
地
域
の

生
業
は
、
農
牧
の
相
互
依
存
関
係
に
よ
っ
て
成

り
立
っ
て
い
る
が
、
そ
の
基
盤
で
あ
る
土
地
は

使
用
権
の
分
配
に
関
す
る
政
策
に
大
き
く
影
響

さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
改
革
開
放
後
、
モ
ン
ゴ

ル
人
に
比
べ
る
と
農
地
が
少
な
い
漢
人
は
、
モ

ン
ゴ
ル
人
に
比
べ
出
稼
ぎ
へ
行
く
者
が
多
か
っ

た
。
し
か
し
、
近
年
重
要
な
換
金
作
物
と
な
っ

た
ヒ
マ
ワ
リ
の
栽
培
に
失
敗
し
、
借
金
を
抱

え
、
家
畜
を
売
り
払
い
、
農
地
も
貸
し
出
し
、

出
稼
ぎ
に
出
る
モ
ン
ゴ
ル
人
が
増
加
し
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
出
稼
ぎ
に
行
く
人
に
対
す
る

モ
ン
ゴ
ル
人
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
生
活
基
盤
で
あ

る
土
地
（
＝
「
ソ
ー
リ
」）
を
持
た
な
い
人
、

と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
で
あ
り
、
故
郷
で

土
地
や
家
畜
を
有
し
「
ソ
ー
リ
」
の
あ
る
安
定

し
た
生
活
に
高
い
価
値
が
お
か
れ
る
。

　
第
七
章
「「
君
た
ち
は
何
を
し
て
い
る
人
な

の
か
？
」
│
│
広
西
三
江
県
に
お
け
る
マ
カ
イ

人
の
定
住
と
地
域
社
会
」（
黄
潔
）
で
は
、
広

西
三
江
県
を
舞
台
に
、
少
数
民
族
か
ら
「
マ
カ

イ
」
と
よ
ば
れ
る
人
々
（
自
称
客
家
人
、
戸

籍
・
身
分
証
上
は
漢
族
）
の
定
住
過
程
、
彼
／

彼
女
ら
が
地
域
社
会
に
与
え
た
影
響
が
論
じ
ら

れ
る
。
三
江
県
は
、
広
西
チ
ワ
ン
族
自
治
区
、

貴
州
省
、
湖
南
省
の
境
界
に
位
置
し
、
山
が

延
々
と
続
き
、
河
川
を
用
い
た
流
通
が
歴
史
的

に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
中
で
も
、

明
代
中
期
か
ら
近
代
に
至
る
ま
で
木
材
産
業
が

当
地
の
主
要
産
業
で
あ
っ
た
。
マ
カ
イ
人
は
、

こ
の
木
材
交
易
を
お
こ
な
う
た
め
に
明
末
清
初

か
ら
民
国
期
に
か
け
て
福
建
・
広
東
省
か
ら
移

住
し
て
き
た
客
家
で
あ
る
。
三
江
県
富
禄
地
方

の
川
辺
に
住
ん
で
い
た
ミ
ャ
オ
の
土
地
を
客
家

が
奪
い
、
そ
こ
で
客
家
が
木
材
業
を
は
じ
め
、

ミ
ャ
オ
は
岑
牙
と
呼
ば
れ
る
坂
に
移
住
し
た
。

客
家
の
商
売
が
盛
ん
に
な
る
と
、
山
の
中
腹
に

暮
ら
す
ト
ン
族
が
川
辺
の
付
近
に
移
住
し
、
山

の
木
材
を
運
び
出
す
人
足
と
し
て
働
き
始
め

た
。
し
か
し
、
彼
ら
が
不
在
の
間
に
そ
の
土
地

は
ミ
ャ
オ
族
に
占
有
さ
れ
た
。
複
雑
な
過
程
に
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よ
り
互
い
へ
の
偏
見
も
存
在
し
た
が
、
や
が
て

ト
ン
や
ミ
ャ
オ
と
通
婚
す
る
マ
カ
イ
も
あ
ら
わ

れ
た
。
そ
の
結
果
、
客
家
が
持
ち
込
ん
だ
媽
祖

信
仰
と
花
砲
節
（
媽
祖
誕
に
関
連
す
る
廟
会
）

は
、
当
地
域
と
周
辺
地
域
の
多
民
族
が
共
に
関

わ
る
地
域
共
有
の
信
仰
と
祭
礼
と
な
り
、
二
〇

〇
八
年
に
は
ト
ン
族
の
伝
統
的
節
日
と
し
て
広

西
チ
ワ
ン
族
自
治
区
の
非
物
質
文
化
遺
産
リ
ス

ト
に
登
録
さ
れ
る
に
至
る
。

　
第
八
章
「
移
り
ゆ
く
「
辺
境
」
イ
メ
ー
ジ

│
│
上
海
か
ら
雲
南
へ
の
「
支
辺
」
移
民
の
語

り
を
通
し
て
」（
孫
潔
）
で
は
、
一
九
五
〇
年

代
か
ら
六
〇
年
代
中
頃
に
か
け
て
、
政
府
に
よ

る
辺
境
支
援
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
上
海
か
ら

雲
南
へ
移
住
し
た
「
支
辺
移
民
」
と
よ
ば
れ
る

人
々
が
語
る
ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
、
異
な

る
時
代
に
お
け
る
「
辺
境
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
多

様
性
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
。「
支
辺
」
の
歴

史
的
概
要
が
説
明
さ
れ
た
う
え
で
、
支
辺
移
民

の
構
成
が
文
化
大
革
命
期
（
一
九
六
六
〜
一
九

七
六
年
）
に
農
村
へ
と
下
放
さ
れ
た
知
識
青
年

と
対
比
的
に
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
四
名
の

ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
に
も
と
づ
き
、
移
住
当
初

（
一
九
五
〇
〜
六
〇
年
代
中
期
）、
一
九
七
九
年

末
の
知
識
青
年
の
故
郷
帰
還
以
後
か
ら
一
九
八

〇
年
代
、
そ
し
て
上
海
の
浦
東
新
区
が
開
発
さ

れ
た
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
三
つ
の
時
期
の
差

異
が
考
察
さ
れ
る
。
一
つ
目
の
時
期
は
生
存
と

出
世
を
求
め
る
居
場
所
と
し
て
の
「
辺
境
」
が

位
置
付
け
ら
れ
、
二
つ
目
の
時
期
は
政
策
に
よ

り
定
着
さ
せ
ら
れ
脱
出
で
き
な
い
「
辺
境
」
と

し
て
語
ら
れ
、
最
後
は
停
滞
し
た
ま
ま
の
「
辺

境
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
語
ら
れ
る
。
様
々
な

「
辺
境
」
イ
メ
ー
ジ
は
、「「
辺
境
（
辺
疆
）」
を

め
ぐ
る
地
理
的
、
政
治
的
、
軍
事
的
な
概
念

と
、
彼
ら
の
置
か
れ
た
そ
の
時
々
の
社
会
状
況

及
び
彼
ら
の
生
活
環
境
、
そ
し
て
「
故
郷
」
の

位
置
付
け
に
合
わ
せ
て
思
い
描
か
れ
て
い
る
」

（
二
九
一
頁
）
の
で
あ
っ
た
。

　
以
上
、
各
章
の
内
容
に
つ
い
て
紹
介
を
お
こ

な
っ
た
。
こ
こ
か
ら
評
者
の
視
点
か
ら
本
書
の

意
義
に
つ
い
て
手
短
に
論
じ
た
い
。
評
者
は
、

中
国
北
部
の
都
市
天
津
市
の
路
上
古
物
市
場
に

つ
い
て
人
類
学
に
お
け
る
空
間
論
の
視
点
か
ら

研
究
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。
評
者
の
経
験
に
照

ら
し
て
も
、
本
書
第
一
章
で
論
じ
ら
れ
た
よ
う

な
本
地
人
と
外
地
人
と
の
関
係
性
は
大
い
に
共

感
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
評
者
が
調
査
し
た

古
物
市
場
の
売
り
手
に
は
国
営
企
業
改
革
で
失

業
（
あ
る
い
は
早
期
退
職
）
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
本
地
人
が
多
い
。
一
方
で
、
古
物
市
場
の
恒

常
的
な
買
い
手
に
外
地
人
の
存
在
が
み
ら
れ

た
。
彼
／
彼
女
ら
は
古
着
・
携
帯
電
話
・
価
値

あ
る
古
物
な
ど
を
専
門
に
買
い
入
れ
、
市
内
の

異
な
る
市
場
や
ネ
ッ
ト
上
、
ア
フ
リ
カ
と
い
っ

た
多
様
な
先
々
へ
転
売
を
お
こ
な
い
生
計
を
立

て
て
い
た
。
こ
の
古
物
市
場
に
お
い
て
も
売
り

手
と
買
い
手
の
関
係
性
は
相
互
に
排
他
的
で
も

な
く
過
度
に
親
密
で
も
な
か
っ
た
。
お
そ
ら

く
、
現
在
の
中
国
国
内
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な

本
地
人
と
外
地
人
の
関
係
性
は
一
定
程
度
の
普

遍
性
を
有
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
両
者
の
対
立

性
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
先
行
研

究
を
問
い
直
す
う
え
で
本
書
は
重
要
な
貢
献
を

果
た
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
加
え
て
、
出
稼
ぎ
先

の
み
な
ら
ず
多
様
な
送
り
出
し
側
の
実
態
を
あ

き
ら
か
に
し
て
い
る
点
で
も
本
書
は
高
い
民
族

誌
的
価
値
を
有
す
る
と
い
え
よ
う
。

　
国
際
的
な
人
の
移
動
を
扱
う
諸
研
究
に
対
し

て
本
書
が
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
す
る
の
か
、

と
い
う
問
題
に
つ
い
て
そ
こ
ま
で
立
ち
入
っ
た

言
及
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
点
が
、
評
者
に
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と
っ
て
少
し
残
念
に
思
え
た
。
と
い
う
の
も
、

近
年
人
類
学
の
み
な
ら
ず
社
会
学
や
地
理
学
な

ど
幅
広
い
領
域
に
お
い
て
「
移
動
と
場
所
」
と

い
う
ト
ピ
ッ
ク
の
重
要
性
が
増
し
て
お
り
、
本

書
は
そ
の
点
で
も
重
要
な
貢
献
を
果
た
す
こ
と

が
で
き
る
と
評
者
に
は
感
じ
ら
れ
た
か
ら
で
あ

る
。
従
来
「
場
所
」
は
、
ロ
ー
カ
ル
で
閉
じ
ら

れ
た
領
域
と
考
え
ら
れ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に

伴
っ
て
消
滅
あ
る
い
は
掘
り
崩
さ
れ
て
し
ま
う

も
の
、
も
し
く
は
逆
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
へ
の
抵

抗
の
拠
点
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た

が
、
近
年
こ
の
よ
う
な
排
他
性
を
有
す
る
「
場

所
」
理
解
の
再
考
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

う
え
で
、「
フ
ロ
ー
の
も
た
ら
す
複
数
的
な
社

会
関
係
に
開
か
れ
な
が
ら
、
同
時
に
自
己
の
独

自
性
を
主
張
し
う
る
拠
点
を
つ
く
り
あ
げ
、
し

か
も
そ
れ
が
排
他
的
な
閉
鎖
性
に
陥
ら
な
い
よ

う
、
つ
ね
に
動
的
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
維
持
し

つ
づ
け
る
こ
と
で
、
よ
う
や
く
確
保
し
う
る
よ

う
な
場
」﹇
近
森 2012: 132

﹈
の
模
索
が
な
さ

れ
て
い
る
状
況
に
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
社
会
学

や
地
理
学
に
お
け
る
「
場
所
」
の
議
論
は
、
し

ば
し
ば
理
念
的
・
抽
象
的
な
議
論
に
と
ど
ま
る

こ
と
が
多
か
っ
た
。
評
者
に
は
、
本
書
が
コ
ン

タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
と
い
う
概
念
を
用
い
て
こ
れ

に
類
す
る
議
論
を
展
開
し
て
い
た
よ
う
に
思
え

た
。
マ
ク
ロ
な
政
治
経
済
構
造
に
目
配
り
を
し

つ
つ
、
フ
ィ
ー
ル
ド
で
生
起
す
る
日
常
の
さ
さ

い
な
営
み
を
記
述
す
る
民
族
誌
的
研
究
は
、
現

在
人
文
社
会
科
学
で
求
め
ら
れ
て
い
る
「
移
動

と
場
所
」
の
問
題
に
貢
献
で
き
る
余
地
を
多

く
残
し
て
い
る
。
加
え
て
、
第
一
、
二
、
七
章

な
ど
の
論
文
で
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
中
国
と
い
う
フ
ィ
ー
ル
ド
は
多
様
な

人
々
・
民
族
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
き
た
「
歴

史
」
を
あ
る
程
度
実
証
的
に
描
く
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
強
み
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
点
を
ふ
ま
え
、
中
国
国
内
に
お
け
る
人
の
移

動
を
多
様
な
観
点
か
ら
扱
っ
た
本
書
に
学
ぶ
点

は
非
常
に
多
く
、
中
国
を
研
究
対
象
と
す
る
人

だ
け
で
な
く
、
移
動
や
場
所
の
問
題
を
考
え
る

研
究
者
に
と
っ
て
も
有
益
な
本
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
平
易
な
文
章
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
現
代
中
国
に
関
心
を
も
つ
一
般
の
読
者
に

と
っ
て
も
興
味
深
い
本
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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