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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

流
行
拡
大
は
世
界
中
で
続
い
て
お
り

六
月
末
ま
で
に
世
界
の
感
染
者
は
一

千
万
人
に
達
す
る
見
込
み
で
あ
る
と

言
わ
れ
る
。
確
た
る
治
療
法
・
予
防

法
が
確
立
さ
れ
な
い
中
、
現
代
の
日

本
で
、
感
染
症
が
こ
れ
ほ
ど
私
た
ち

を
悩
ま
し
、
生
活
を
大
き
く
変
え
る

も
の
だ
と
は
、思
い
も
し
な
か
っ
た
。

医
学
が
進
歩
し
た
現
代
で
さ
え
、
こ

れ
ほ
ど
人
々
を
苦
し
め
る
。
昔
の
人

々
は
ど
の
よ
う
に
感
染
症
と
立
ち
向

か
い
、
克
服
、
共
生
す
る
術
を
学
ん

で
き
た
の
か
。
こ
の
こ
と
に
関
心
を

も
ち
、ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ
の
『
ペ

ス
ト
』
等
の
本
を
読
ん
だ
生
徒
諸
君

も
多
い
だ
ろ
う
。

私
は
、
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
を
機
会
に

幕
末
の
日
本
で
感
染
症
と
闘
っ
た
緒

方
洪
庵
の
生
き
様
か
ら
、
現
代
、
我

々
が
学
ぶ
べ
き
こ
と
を
読
み
解
き
た

い
と
思
っ
た
。

幕
末
の
大
坂
で
、
人
々
を
天
然
痘

や
コ
レ
ラ
か
ら
救
う
た
め
、
緒
方
洪

庵
は
立
ち
向
か
い
、
そ
の
治
療
法
に

画
期
的
な
業
績
を
残
し
た
。
な
ぜ
成

し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
一

つ
は
、
十
七
歳
で
中
天
游
塾
へ
入
門

し
て
以
来
、
蘭
方
医
学
を
中
心
に
、

蘭
語
学
、
数
学
、
物
理
学
、
光
学
な

ど
幅
広
い
学
問
を
恩
師
か
ら
教
授
さ

れ
、
猛
勉
強
の
の
ち
獲
得
し
、
知
識

体
系
を
確
立
し
た
こ
と
。

二
つ
め
は
、
適
塾
を
創
設
し
、
自

ら
が
確
立
し
た
素
晴
ら
し
い
知
識
体

系
を
、
自
分
の
利
益
の
た
め
で
は
な

く
、
惜
し
み
な
く
次
の
世
代
に
移
し

続
け
、
日
本
の
近
代
医
学
を
は
じ
め

と
す
る
諸
学
問
の
レ
ベ
ル
を
全
体
に

高
く
引
き
上
げ
、
各
界
で
活
躍
す
る

人
材
を
育
成
し
た
こ
と
。

三
つ
め
は
、
大
坂
時
代
、
医
師
と

し
て
医
学
の
研
究
に
邁
進
す
る
と
同

時
に
、
臨
床
医
療
に
精
励
し
、
英
国

の
ジ
ェ
ン
ナ
ー
が
開
発
し
た
牛
痘
苗

を
ワ
ク
チ
ン
に
使
う
予
防
法
を
い
ち

早
く
取
り
入
れ
、
正
確
な
情
報
を
人

々
に
発
信
し
、
除
痘
事
業
を
展
開
し

た
行
動
力
で
あ
る
。

四
つ
め
は
、
洪
庵
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
構
築
力
で
あ
る
。
大
坂
で
除
痘
館

が
成
功
し
た
要
因
に
は
大
坂
商
人
の

資
金
援
助
が
あ
っ
た
。
特
に
世
話
方

の
薬
種
商
、
大
和
屋
喜
兵
衛
が
ス
ポ

ン
サ
ー
と
し
て
惜
し
み
な
い
支
援
を

し
た
と
言
わ
れ
る
。
洪
庵
は
除
痘
館

と
同
時
に
西
日
本
を
中
心
に
ワ
ク
チ

ン
を
分
与
す
る
分
苗
所
を
作
る
が
、

こ
れ
に
も
大
坂
商
人
が
協
力
し
た
。

分
苗
所
の
数
は
一
八
四
九
年
十
一
月

か
ら
た
っ
た
五
カ
月
で
西
日
本
を
中

心
に
六
十
四
カ
所
に
達
し
た
。
迅
速

に
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
た
背
景
に

は
適
塾
の
塾
生
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も

あ
っ
た
と
い
う
。

五
つ
め
に
、
私
が
最
も
重
要
な
要

因
だ
と
思
う
の
は
、
洪
庵
の
マ
イ
ン

ド
セ
ッ
ト
で
あ
る
。
洪
庵
は
、
門
下

生
達
に
よ
く
「
道
の
た
め
、
人
の
た

め
、
国
の
た
め
」
と
言
葉
を
贈
っ
た
。

道
と
は
、
門
下
生
が
選
ん
だ
、
プ
ロ

と
し
て
の
道
、
そ
し
て
人
と
し
て
の

道
で
あ
る
。自
分
が
獲
得
し
た
力
を
、

余
す
と
こ
ろ
な
く
社
会
や
国
家
の
た

め
に
発
揮
し
て
ほ
し
い
、
と
い
う
強

い
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
洪
庵

の
生
涯
を
通
じ
た
こ
の
心
の
姿
勢

が
、
多
く
の
人
々
か
ら
の
絶
大
な
信

頼
を
あ
つ
め
、
洪
庵
の
事
業
は
多
く

の
援
助
を
受
け
、成
功
し
た
と
思
う
。

最
後
に
司
馬
遼
太
郎
の
「
洪
庵
の

た
い
ま
つ
」
の
一
節
を
引
用
さ
せ
て

い
た
だ
く
。
「
世
の
た
め
に
尽
く
し

た
人
の
一
生
ほ
ど
美
し
い
も
の
は
な

い
。
こ
こ
で
は
特
に
美
し
い
生
涯
を

送
っ
た
人
に
つ
い
て
語
り
た
い
。
緒

方
洪
庵
の
こ
と
で
あ
る
。
か
れ
は
、

名
を
求
め
ず
、利
を
求
め
な
か
っ
た
。

あ
ふ
れ
る
ほ
ど
の
実
力
が
あ
り
な
が

ら
、
し
か
も
他
人
の
た
め
に
生
き
続

け
た
。
そ
う
い
う
生
涯
は
、
は
る
か

な
山
河
の
よ
う
に
、
実
に
美
し
く
思

え
る
の
で
あ
る
。」

人
は
ど
う
行
動
す
れ
ば
美
し
い

か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
の
が
武

士
た
ち
の
倫
理
観
で
あ
り
、
人
は
ど

の
よ
う
に
思
考
し
行
動
す
れ
ば
公
益

の
た
め
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
を
考

え
る
の
が
江
戸
時
代
の
学
問
の
主
題

だ
っ
た
。
こ
れ
ら
が
幕
末
人
た
ち
の

す
が
す
が
し
い
人
物
像
の
基
盤
に
あ

り
、
ま
た
明
治
維
新
と
い
う
世
界
史

上
ほ
か
に
類
を
見
な
い
大
革
命
を
成

立
さ
せ
た
要
因
で
も
あ
っ
た
。
洪
庵

の
、
「
人
の
た
め
、
道
の
た
め
」
と

い
う
マ
イ
ン
ド
セ
ッ
ト
を
、
混
迷
の

現
代
を
強
く
生
き
抜
く
た
め
の
指
針

と
し
て
一
人
ひ
と
り
が
も
て
ば
、
社

会
全
体
が
協
力
し
、
混
迷
の
時
代
を

乗
り
越
え
て
い
け
る
と
思
う
。
高
校

時
代
の
今
は
、
幅
広
い
基
礎
力
を
身

に
つ
け
て
い
く
中
で
、
自
分
は
ど
の

道
で
人
の
た
め
に
尽
く
せ
る
の
か
、

考
え
抜
い
て
ほ
し
い
。き
っ
と
必
ず
、

た
ど
り
つ
け
る
は
ず
だ
。
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み
な
さ
ん
は
、
今
、
ど
ん
な
も
の
に

心
動
か
さ
れ
ま
す
か
？

音
楽
、
ス
ポ
ー
ツ
、
ア
ニ
メ
、
映
画
、

芸
能
人
…
…
あ
る
い
は
、
自
然
や
学
問
、

ど
な
た
か
の
お
話
も
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
ね
。
ど
ん
な
ジ
ャ
ン
ル
の
も
の
に

せ
よ
、
好
き
な
も
の
に
は
、
や
は
り
、

自
分
の
中
で
心
奪
わ
れ
る
だ
け
の
理
由

が
あ
り
ま
す
よ
ね
！

言
葉
で
う
ま
く

人
に
説
明
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
さ
て

お
い
て
…
…
（
笑
）。

本
に
限
ら
ず
、
十
代
の
頃
に
心
惹
か

れ
た
も
の
を
今
振
り
返
っ
て
み
る
と
、

ど
れ
も
、
何
か
し
ら
生
き
る
希
望
を
く

れ
る
も
の
だ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

人
生
は
楽
し
い
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い

し
、
う
ま
く
い
く
こ
と
ば
か
り
で
も
な

い
け
れ
ど
、「
わ
あ
、
こ
ん
な
に
美
し
い

も
の
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
、

も
っ
と
生
き
て
い
た
い
な
」「
こ
ん
な
に

貴
い
心
で
生
き
て
い
る
人
が
い
る
の
な

ら
、
私
も
そ
ん
な
ふ
う
に
あ
り
た
い
な
」

と
感
じ
る
う
ち
に
、
気
づ
け
ば
そ
の
も

の
や
人
を
好
き
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が

多
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

図
書
館
報
で
す
の
で
、
こ
こ
で
は
「
読

書
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
絞
り
、
十
代

の
頃
に
出
会
っ
て
心
動
か
さ
れ
た
、

茨
木
の
り
子
さ
ん
の
詩
と
関
連
す
る
本

い
ば
ら
ぎ

一
冊
を
、
み
な
さ
ん
に
ご
紹
介
し
ま
す

ね
。

ま
ず
は
、「
こ
の
失
敗
に
も
か
か
わ
ら

ず
」
と
い
う
詩
か
ら
。（
現
代
文
の
授
業

を
担
当
し
た
人
に
は
、
話
し
た
こ
と
が

あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。）

五
月
の
風
に
の
っ
て

英
語
の
朗
読
が
き
こ
え
て
く
る

裏
の
家
の
大
学
生
の
声

つ
い
で
に
日
本
語
の
逐
次
訳
が
追
い
か
け
る

ち
く
じ
や
く

ど
こ
か
で
発
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

よ
そ
ゆ
き
の
気
取
っ
た
声
で

英
語
と
日
本
語
交
互
に
織
り
な
し

そ
の
若
々
し
さ
に

手
を
休
め

聴
き
い
れ
ば

こ
の
失
敗
に
も
か
か
わ
ら
ず
…
…

こ
の
失
敗
に
も
か
か
わ
ら
ず
…
…

そ
こ
で

は
た
り
と

沈
黙
が
き
た

ど
う
し
た
の
？

そ
の
先
は

失
恋
の
痛
手
が
に
わ
か
に
疼
き
だ
し
た
の
か

う
ず

あ
る
い
は
深
い
思
索
の
淵
に

ふ
ち

突
然
ひ
き
ず
り
込
ま
れ
た
の
か

吹
き
ぬ
け
る
風
に

ふ
た
た
び
彼
の
声
は
の
ら
ず

あ
と
は
ラ
イ
ラ
ッ
ク
の
匂
い
ば
か
り

原
文
は
知
ら
な
い
が

あ
と
は
私
が
続
け
よ
う

そ
う

こ
の
失
敗
に
も
か
か
わ
ら
ず

私
も
ま
た
生
き
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い

な
ぜ
か
は
知
ら
ず

生
き
て
い
る
以
上

生
き
も
の
の
味
方
を
し
て

一
読
す
る
だ
け
で
、
初
夏
の
爽
や
か

な
陽
光
と
ラ
イ
ラ
ッ
ク
に
彩
ら
れ
た
薫

風
の
中
、
ふ
わ
り
と
視
界
の
開
け
る
よ

う
な
、
心
地
よ
く
背
筋
の
伸
び
る
よ
う

な
、清
々
し
い
感
覚
に
な
り
ま
せ
ん
か
？

続
け
て
、
も
う
一
篇
紹
介
し
ま
し

ょ
う
。
タ
イ
ト
ル
は
「
汲
む
」
。
十
代

の
頃
に
掛
け
て
も
ら
っ
た
言
葉
の
意
味

を
何
度
も
「
汲
む
」
と
い
う
詩
で
す
。

そ
の
言
葉
の
部
分
だ
け
、
引
い
て
み
ま

す
ね
。

初
々
し
さ
が
大
切
な
の

う
い
う
い

人
に
対
し
て
も
世
の
中
に
対
し
て
も

人
を
人
と
も
思
わ
な
く
な
っ
た
と
き

堕
落
が
始
ま
る
の
ね

堕
ち
て
ゆ
く
の
を

お

隠
そ
う
と
し
て
も

隠
せ
な
く
な
っ
た
人
を

何
人
も
見
ま
し
た

大
人
に
な
る
こ
と
と
「
慣
れ
る
」
こ

と
と
は
違
う
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う

か
。
ち
な
み
に
、
こ
の
詩
の
後
半
で
は
、

「
生
牡
蠣
の
よ
う
な
感
受
性
」
と
い
う

な

ま

が

き

言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
初
め
て
読
ん
だ

時
、「
十
代
の
、
不
恰
好
で
、
脆
く
て
、

傷
つ
き
や
す
く
て
、
剝
き
出
し
の
感
受

む

性
を
、
こ
ん
な
ふ
う
に
表
現
す
る
人
が

い
る
の
か
」
と
、
詩
人
の
言
葉
選
び
の

鋭
さ
に
驚
い
た
覚
え
が
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
茨
木
の
り
子
さ
ん
で
「
感
受

性
」
と
い
え
ば
、
次
の
詩
！

「
自
分

の
感
受
性
く
ら
い
」。

ぱ
さ
ぱ
さ
に
乾
い
て
ゆ
く
心
を

ひ
と
の
せ
い
に
す
る
な

み
ず
か
ら
水
や
り
を
怠
っ
て
お
い
て

お
こ
た

気
難
し
く
な
っ
て
き
た
の
を

友
人
の
せ
い
に
は
す
る
な

し
な
や
か
さ
を
失
っ
た
の
は
ど
ち
ら
な
の
か

苛
立
つ
の
を

い

ら
だ

近
親
の
せ
い
に
は
す
る
な

な
に
も
か
も
下
手
だ
っ
た
の
は
わ
た
く
し

初
心
消
え
か
か
る
の
を

暮
し
の
せ
い
に
は
す
る
な

そ
も
そ
も
が

ひ
よ
わ
な
志
に
す
ぎ
な
か
っ
た

駄
目
な
こ
と
の
一
切
を

時
代
の
せ
い
に
は
す
る
な

わ
ず
か
に
光
る
尊
厳
の
放
棄

自
分
の
感
受
性
く
ら
い

自
分
で
守
れ

ば
か
も
の
よ

何
年
経
っ
て
も
、
こ
の
真
摯
さ
に
触

れ
る
度
、
ハ
ッ
と
胸
を
突
か
れ
ま
す
。

厳
し
い
言
葉
が
連
ね
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

自
分
の
足
で
立
ち
、
自
ら
の
人
生
を
引

き
受
け
て
生
き
て
ゆ
く
矜
持
が
、
な
ん

き
よ
う
じ

と
も
美
し
い
詩
だ
と
は
思
い
ま
せ
ん

か
？最

後
に
、「
生
き
る
」
こ
と
そ
の
も
の

を
テ
ー
マ
に
し
た
本
で
、
十
代
の
頃
に

最
も
感
銘
を
受
け
た
一
冊
を
紹
介
し
ま

し
ょ
う
。
タ
イ
ト
ル
に
聞
き
覚
え
の
あ

る
人
も
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
？

Ｖ
・
Ｅ
・
フ
ラ
ン
ク
ル
『
そ
れ

で
も
人
生
に
イ
エ
ス
と
い
う
』。（
フ
ラ

ン
ク
ル
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
少
し
調

べ
る
だ
け
で
沢
山
の
情
報
が
出
て
く
る

と
思
い
ま
す
。）

こ
の
本
は
、「
今
の
自
分
で
は
変
え
よ

う
の
な
い
困
難
の
あ
る
中
で
、
い
か
に

生
き
る
か
」
と
い
う
こ
と
の
答
え
を
誠

実
に
求
め
た
も
の
な
ん
で
す
。
高
校
生

の
み
な
さ
ん
に
は
少
し
難
し
い
部
分
も

あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
苦
労
し
て

読
む
だ
け
の
価
値
の
あ
る
本
で
す
か
ら
、

ぜ
ひ
手
に
取
っ
て
も
ら
え
た
ら
と
思
い

ま
す
。
今
読
ん
で
み
て
難
し
け
れ
ば
、

大
学
生
に
な
っ
て
リ
ベ
ン
ジ
を
（
笑
）
！

悩
み
多
き
日
々
を
送
っ
て
い
る
人
は
、

色
ん
な
方
の
言
葉
に
、
耳
を
澄
ま
せ
て

み
て
く
だ
さ
い
。
生
き
る
希
望
に
つ
な

が
る
言
葉
に
ふ
と
出
会
え
る
こ
と
も
、

き
っ
と
あ
る
で
し
ょ
う
か
ら
。
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( 3 )
『
分
か
り
や
す
い
表
現
の
技
術
』

藤
沢

晃
治

著

梅
田
の
地
下
街
は
非
常
に
迷
い

や
す
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
梅
田
ダ

ン
ジ
ョ
ン
、
と
は
よ
く
言
っ
た
も

の
。
道
の
構
造
は
仕
方
な
い
。
が
、

許
せ
な
い
の
が
道
案
内
で
あ
る
。

以
前
は
何
か
と
分
か
り
に
く
か
っ

た
。
何
よ
り
、
「
〇
〇
へ
」
と
い

う
案
内
は
あ
っ
て
も
、
「
こ
こ
が

〇
〇
で
す
」
と
い
う
案
内
は
な
い
。

た
ど
り
着
い
た
か
ど
う
か
わ
か
ら

な
い
の
だ
。
何
度
目
的
地
を
通
り

過
ぎ
た
こ
と
か
。

本
書
は
、
町
の
看
板
、
説
明
書

な
ど
の
ダ
メ
な
具
体
例
と
そ
の
改

善
例
を
挙
げ
る
。
例
え
話
を
交
え

て
、
分
か
り
や
す
く
説
明
し
て
く

れ
て
い
る
。

説
明
が
丁
寧
な
ゆ
え
、
冗
長
さ

が
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し

全
体
が
細
か
く
区
切
ら
れ
て
い
る

の
で
、
そ
の
都
度
結
論
が
分
か
る
。

ほ
か
に
も
「
分
か
り
や
す
い
説

明
の
技
術
」
「
分
か
り
や
す
い
文

章
の
技
術
」
「
分
か
り
や
す
い
教

え
方
の
技
術
」
と
同
じ
テ
ー
マ
を

扱
っ
た
本
が
あ
る
。

も
の
を
教
え
る
仕
事
で
な
く
て

も
、
生
徒
の
皆
さ
ん
に
は
、
課
題

研
究
の
発
表
前
に
読
ん
で
も
ら
い

た
い
。

『
新
し
い
高
校
〇
〇
の
教
科
書
』

こ
の
本
に
は
物
理
・
化
学
・
生

物
・
地
学
の
４
種
類
が
あ
る
。
本

の
帯
に
「
検
定
外
教
科
書
」
と
銘

打
っ
て
い
る
。
内
容
的
に
何
か
目

新
し
い
も
の
が
あ
る
わ
け
で
も
な

い
。
著
者
が
思
う
よ
う
に
書
い
て

い
る
せ
い
だ
ろ
う
か
、
読
み
や
す

さ
が
あ
る
。
そ
れ
は
文
章
の
書
き

方
で
あ
っ
た
り
、
内
容
の
つ
な
が

り
で
あ
っ
た
り
、
あ
え
て
白
黒
で

余
計
な
付
加
情
報
が
な
か
っ
た

り
、
い
ろ
ん
な
要
因
が
あ
る
。
教

科
書
を
執
筆
し
て
い
る
著
者
も
い

て
、
地
に
足
の
着
い
た
内
容
だ
。

教
科
書
の
内
容
を
別
の
体
裁
で
読

む
と
、
理
解
が
後
押
し
さ
れ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か(

い
ず
れ
も

北
野
の
図
書
館
に
あ
り)

。

『
歌
う
生
物
学
』本

川

達
夫

著

本
書
で
は
、
高
校
か
ら
大
学
基

礎
程
度
の
生
物
の
内
容
を
著
者
自

ら
が
歌
っ
て
教
え
て
く
れ
る
。
見

開
き
の
左
ペ
ー
ジ
に
歌
詞
と
楽

譜
、
右
ペ
ー
ジ
に
解
説
が
載
っ
て

い
る
。

著
者
を
知
ら
な
い
人
が
、
こ
の

本
を
読
ん
だ
ら
、
い
や
、
聴
い
た

ら
、
「
と
ん
で
も
な
い
色
物
」
だ

と
思
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

こ
の
方
は
王
道
の
学
者
で
あ
る
。

大
学
時
代
に
授
業
で
何
度
か
資
料

が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
私
は
著
者

を
数
い
る
学
者
の
一
人
と
し
か
思

っ
て
い
な
か
っ
た
。

あ
る
日
曜
日
の
朝
、
音
楽
番
組

を
た
ま
た
ま
見
て
い
た
。
フ
ル
オ

ー
ケ
ス
ト
ラ
を
バ
ッ
ク
に
、
著
者

が
誇
ら
し
く
歌
っ
て
い
る
。
挙
句

の
果
て
に
は
、
素
人
で
さ
え
聴
き

ほ
れ
る
バ
リ
ト
ン
が
登
場
し
、
高

ら
か
に
歌
い
上
げ
る
の
で
あ
る
。

私
は
す
ぐ
に
こ
の
本
を
購
入
し
、

以
後
、
た
び
た
び
授
業
で
使
う
よ

う
に
な
っ
た
。
解
説
も
き
ち
ん
と

押
さ
え
て
く
れ
て
い
る
の
で
、
決

し
て
ネ
タ
だ
け
の
一
冊
で
は
な

い
。
時
に
は
こ
う
い
う
方
向
性
か

ら
も
、
理
解
が
後
押
し
さ
れ
る
の

で
は
？

な
お
、
Ｃ
Ｄ
３
枚
、
総

勢
７
０
曲
で
あ
る
。
私
の
お
勧
め

は
「
Ａ
Ｔ
Ｐ
の
歌
」
で
あ
る
。
授

業
で
聴
か
さ
れ
た
犠
牲
者
た
ち
は

数
知
れ
ず
…
。

『
電
磁
気
学

初
め
て
学
ぶ
人
の

た
め
に
』

砂
川

重
信

著

普
通
、
物
理
の
勉
強
と
い
っ
た

ら
、
力
学
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
数
学
も
欠
か
せ
な
い
。
し
か
し
、

分
か
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、

で
き
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
は
な

い
。
学
生
時
代
は
気
遣
っ
て
く
れ

る
先
生
が
い
た
り
、
超
優
秀
な
先

輩
に
「
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
わ

か
ら
ん
」
と
言
わ
し
め
る
先
生
が

い
た
り
、
退
屈
さ
せ
て
く
れ
な
い

環
境
だ
っ
た
。

力
学
が
終
わ
っ
（
た
こ
と
に
な

っ
）
て
、
電
磁
気
学
に
変
わ
っ
た
と

き
、
こ
の
本
を
紹
介
し
て
も
ら
っ
た
。

内
容
が
新
し
く
な
る
の
を
い
い
機
会

と
思
い
読
み
始
め
た
。
初
学
者
向
け

だ
け
あ
っ
て
、
電
磁
気
学
ど
こ
ろ
か
、

数
学
ま
で
も
最
初
か
ら
解
説
し
て
く

れ
て
い
る
。非
常
に
丁
寧
な
内
容
は
、

劣
等
感
塗
れ
の
私
に
は
あ
り
が
た
か

っ
た
。
微
分
積
分
が
こ
ん
な
に
も
便

利
な
も
の
だ
な
ん
て
。
中
学
で
習
う

Ｖ
＝
Ｉ
Ｒ
が
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
奥

深
い
も
の
だ
っ
た
な
ん
て
。
次
々
に

知
的
興
奮
が
沸
い
て
く
る
。
時
折
現

れ
る
、
高
校
の
教
科
書
チ
ッ
ク
な
例

題
が
ま
た
理
解
を
試
し
て
く
れ
る
。

力
学
を
あ
ん
な
に
ポ
カ
ン
と
し
て
い

た
時
間
が
も
っ
た
い
な
い
。
も
う
一

度
勉
強
し
な
お
し
た
い
ほ
ど
だ
と
思

っ
た
。
そ
の
後
熱
力
学
や
量
子
力
学

の
授
業
は
や
っ
ぱ
り
さ
っ
ぱ
り
だ
っ

た
も
の
の
、
少
な
く
と
も
先
生
が
何

を
教
え
よ
う
と
し
て
、
自
分
が
何
を

学
ぼ
う
と
し
て
い
る
か
、
勉
強
し
て

い
る
気
分
に
は
な
れ
て
い
た
と
思

う
。
そ
こ
で
ち
ゃ
ん
と
腰
を
据
え
て

勉
強
を
始
め
て
い
れ
ば
、
と
い
う
後

悔
が
今
も
続
い
て
い
る
。

良
書
に
巡
り
合
え
て
も
、
自
分

の
意
識
が
一
番
大
事
な
の
か
も
し

れ
な
い
。

砂
川
重
信
『
電
磁
気
学

新
装
版
』

『
電
磁
気
学
演
習

新
装
版
』

【

】【

】

420
B14
1-4

420
B14
1-5
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( 4 )
小
熊

英
二

著

『
社
会
を
変
え
る
に
は
』【

】

304
O9
1

（
講
談
社
現
代
新
書
）

私
は
、
小
学
生
の
こ
ろ
か
ら
世
の

中
の
こ
と
に
は
関
心
の
あ
る
ほ
う
で

し
た
。
で
も
、
社
会
科
の
教
師
に
な

っ
て
か
ら
は
、
目
の
前
の
こ
と
に
と

ら
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
い
ま

ひ
と
つ
日
本
が
ど
の
よ
う
な
国
な
の

か
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て

い
ま
し
た
。
社
会
科
の
教

師
な
の
に
、
ダ
メ
で
す
ね
。

さ
て
、
こ
の
本
は
『
民

主
と
愛
国
』
な
ど
で
、
日

本
の
近
代
を
今
ま
で
に
な

い
視
点
で
切
り
取
っ
た
著

者
の
二
〇
一
二
年
の
労
作

で
す
。
タ
イ
ト
ル
の
よ
う
な
テ
ー
マ

も
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、前
半
部
分
で
、

日
本
社
会
の
現
状
で
あ
る
ポ
ス
ト
工

業
化
社
会
と
そ
こ
に
至
っ
た
経
緯
、

原
子
力
発
電
に
現
れ
る
日
本
政
治
の

問
題
点
が
コ
ン
パ
ク
ト
な
が
ら
し
っ

か
り
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
だ

け
で
も
十
分
に
読
む
価
値
が
あ
る
の

で
す
が
、
さ
ら
に
後
半
で
は
民
主
主

義
と
は
何
か
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代

読 書 案 内

性
と
は
何
か
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思

想
史
て
ん
こ
盛
り
で
語
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ま
で
み
ら
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
考
え
方
を
直
輸
入
で
日
本
に
当

て
は
め
よ
う
と
し
た
説
明
で
は
、
わ

か
り
に
く
か
っ
た
事
柄
が
、
す
っ
き

り
と
整
理
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
か
げ

で
私
も
ず
い
ぶ
ん
と
わ
か
ら
せ
て
も

ら
え
ま
し
た
。
そ
し
て
、
授
業
で
も

役
に
立
た
せ
て
も
ら
え
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
本
が
新
書
で
、
高
校

生
に
も
簡
単
に
手
に
取
れ
る
時
代
は

い
い
時
代
だ
な
と
お
も
い
ま
す
。
ま

あ
、
安
く
て
い
い
物
が
手
に
入
る
時

代
こ
そ
が
著
者
の
言
う
「
ポ
ス
ト
工

業
化
社
会
」
な
の
で
し
ょ
う
け
ど
。

な
お
、
新
書
な
の
に
五
〇
〇
ペ
ー

ジ
以
上
あ
る
こ
の
本
が
読
み
切
れ
な

い
と
思
う
方
は
、
同
じ
著
者
の
イ
ー

ス
ト
プ
レ
ス
の
『
日
本
と
い
う
国
』

【

】
も
お
す
す
め
で
す
。

081
Y1
1-6

中
沢

け
い

著

『
楽
隊
の
う
さ
ぎ
』【

】

913
NA

（
新
潮
社
）

皆
さ
ん
は
読
書
が
好
き
で
す
か
？

私
は
、
恥
ず
か
し
な
が
ら
そ
こ
で
首

を
縦
に
振
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

あ
ま
り
得
意
で
な
い
こ
と
を
や
る
と

き
は
取
り
掛
か
り
が
遅
い
私
で
す

が
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
上
げ
る
た

め
に
自
分
の
興
味
の
あ
る
分
野
と
リ

ン
ク
さ
せ
た
り
、
何
か
の
き
っ
か
け

を
作
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
そ
こ

で
出
会
っ
た
の
が
『
楽
隊
の
う
さ
ぎ
』

で
す
。

こ
の
小
説
は
中
学
生
に
な
っ
た
主

人
公
の
克
久
が
ひ
ょ
ん
な
こ
と
か
ら

吹
奏
楽
部
に
入
部
し
、
仲
間
と
と
も

に
コ
ン
ク
ー
ル
の
全
国
大
会
を
目
指

す
と
い
う
話
で
す
。
中
学
・
高
校
・

大
学
と
吹
奏
楽
を
続
け
て
き
た
私
に

と
っ
て
は
、
共
感
で
き
る
内
容
が
多

く
、
自
分
の
学
生
時
代
を
思
い
出
し

な
が
ら
読
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

コ
ン
ク
ー
ル
は
課
題
曲
と
自
由
曲

合
わ
せ
て

分
。
そ
の

分
の
た
め

12

12

に
部
員
は
何
ヶ
月
も
か
け
て
練
習
を

行
い
ま
す
。
私
の
所
属
し
て
い
た
吹

奏
楽
部
で
は
、
全
国
大
会
を
目
指
す

ほ
ど
の
実
力
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
自
分
た
ち
の
で
き
る
最
高
の
12

分
間
を
目
指
し
て
毎
日
毎
日
朝
か
ら

晩
ま
で
吹
奏
楽
漬
け
の
日
々
を
送
っ

て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
濃
い
時

間
を
一
緒
に
過
ご
し
て
き
た
仲
間
が

い
る
こ
と
は
、
今
の
私
に
大
き
な
影

響
を
与
え
て
い
ま
す
。

吹
奏
楽
に
限
ら
ず
、
あ
る
目
標
を

目
指
し
て
一
生
懸
命
に
頑
張
っ
て
き

た
経
験
と
い
う
の
は
必
ず
ど
こ
か
の

場
面
で
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
と
思

い
ま
す
。
今
年
は
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
影
響
で
大
会
な
ど
が
中
止
と
な

り
苦
い
思
い
を
し
た
人
も
い
る
と
思

い
ま
す
が
、
そ
れ
ま
で
の
努
力
は
決

し
て
無
駄
に
な
り
ま
せ
ん
。

ぜ
ひ
、こ
の
一
冊
を
手
に
取
っ
て
、

目
標
に
向
か
っ
て
頑
張
っ
て
い
る
自

分
と
重
ね
合
わ
せ
て
読
ん
で
み
て
く

だ
さ
い
。

和
田

竜

著

『
村
上
海
賊
の
娘
』【

】

913
W7
3-1

（
新
潮
社
）

高
校
生
の
頃
、
歴
史
を
覚
え
る
の

が
嫌
い
だ
っ
た
。
先
生
が
い
く
ら
工

夫
を
凝
ら
し
た
授
業
を
し
て
く
れ
て

も
、
ど
う
し
て
も
好
き
に
な
れ
な
か

っ
た
。

そ
ん
な
私
が
、
今
で
は
「
歴
女
」
。

い
や
、
正
し
く
は
戦
国
武
将
好
き
な

の
だ
が
、
そ
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た

の
が
こ
の
本
だ
。

時
代
は
戦
国
。
織
田
信
長
に
攻
め

ら
れ
る
大
坂
本
願
寺
。
主
人
公
は
村

上
水
軍
の
娘
、
景
。
第
一
次
木
津
川

合
戦
の
史
実
に
基
づ
き
、
活
き
活
き

と
描
か
れ
た
登
場
人
物
に
魅
了
さ
れ

た
。
教
科
書
で
は
、
ニ
コ
リ
と
も
し

な
か
っ
た
人
物
が
、
一
人
の
人
間
と

し
て
認
識
で
き
た
よ
う
な
気
が
し

た
。和

田
竜
の
著
書
を
一
通
り
読
み
、

ま
す
ま
す
歴
史
に
興
味
を
持
っ
た
。

『
の
ぼ
う
の
城
』
【

】
は
、

913
W7
1

映
画
化
も
さ
れ
、
タ
イ
ト
ル
く
ら
い

は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。他
の
著
者
の
本
を
読
み
、

同
じ
合
戦
を
描
い
て
い
て
も
、
視
点

が
違
え
ば
、
違
う
ド
ラ
マ
が
見
え
る

こ
と
に
気
づ
い
た
。
現
地
を
訪
れ
た

い
と
い
う
強
い
衝
動
に
駆
ら
れ
た
。

現
在
の
私
の
趣
味
は
、
城
巡
り
。

日
本
城
郭
協
会
『
日
本

名
城
に
行

100

こ
う
』
と
い
う
、
公
式
ス
タ
ン
プ
帳

を
持
ち
、
各
都
道
府
県
に
最
低
一
つ

は
登
録
さ
れ
て
い
る
城
の
全
制
覇
を

目
論
ん
で
い
る
。

人
生
、
ど
ん
な
き
っ
か
け
で
、
何

に
興
味
を
も
つ
か
は
分
か
ら
な
い
。

私
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
一
冊
の
本
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
歴
史
が
嫌
い

だ
っ
た
昔
の
自
分
よ
り
、
石
垣
を
愛
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( 5 )
で
る
喜
び
を
知
っ
た
今
の
自
分
の
方

が
好
き
だ
。

騙
さ
れ
た
と
思
っ
て
、
こ
の
本
を

手
に
取
っ
て
み
る
の
も
、
悪
く
は
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

G
a
ry

P
au
l
s
e
n

著

『H
AT
C
H
E
T

』【
配
架
予
定
】

大
学
生
の
時
、
ア
メ
リ
カ
で
の
留

学
中
の
こ
と
。
冬
休
み
の
間
は
当
時

住
ん
で
い
た
寮
か
ら
追
い
出
さ
れ
、

仲
の
良
い
友
人
の
誘
い
で
ホ
ー
ム
ス

テ
イ
を
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ

た
。
家
族
み
ん
な
で
一
緒
に
映
画
を

観
た
り
一
面
雪
の
銀
世
界
で
そ
り
遊

び
を
し
た
り
な
ど
、
楽
し
か
っ
た
思

い
出
は
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
そ
の
中

で
最
も
印
象
深
く
心
に
残
っ
て
い
る

の
が
ク
リ
ス
マ
ス
で
あ
る
。

数
日
前
に
は
大
き
な
ツ
リ
ー
を
部

屋
に
出
し
、
友
人
と
た
く
さ
ん
の
オ

ー
ナ
メ
ン
ト
で
ツ
リ
ー
を
飾
り
付

け
、
多
く
の
箱
が

日
の
朝
に
ツ
リ

25

ー
の
下
に
散
ら
ば
る
の
を
待
っ
た
。

“From
SA

N
TA

”

と
書
か
れ
た
自
分

宛
て
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
の
中
に
あ
っ
た

の
が
、
こ
の
本
。

実
際
に
読
み
始
め
た
の
は
帰
国
後

の
梅
雨
の
時
期
に
な
っ
て
か
ら
で
、

電
車
に
乗
っ
て
い
る
間
な
ど
に
少
し

ず
つ
読
み
進
め
た
こ
と
を
覚
え
て
い

る
。
洋
書
で
は
あ
る
が
難
し
い
語
句

や
表
現
は
多
く
な
い
。

不
時
着
陸
し
た

歳
の
少
年
が
、

13

救
出
さ
れ
る
ま
で
自
然
の
中
を
一
人

で
生
き
延
び
る
と
い
う
物
語
で
、
さ

く
さ
く
読
み
や
す
い
展
開
で
あ
る
。

飛
行
機
は
ど
の
よ
う
に
し
て
不
時
着

陸
し
た
の
か
、
一
人
で
過
ご
し
て
い

る
間
に
少
年
は
ど
の
よ
う
な
困
難
に

遭
遇
し
て
、
ま
た
何
を
考
え
て
い
た

の
か
、
な
ぜ
題
名
は
『H

A
TCH

ET
』

な
の
か
、
な
ど
い
ろ
い
ろ
考
え
な
が

ら
読
み
進
め
る
と
よ
り
楽
し
め
る
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。
一
人
で
生
き

抜
く
少
年
の
姿
と
彼
の
考
え
の
深
さ

に
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
な
が

ら
人
間
っ
て
た
く
ま
し
い
ん
だ
な
っ

て
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。

あ
の
ク
リ
ス
マ
ス
に
は
た
く
さ
ん

の
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
も
ら
っ
た
け
れ

ど
、
読
み
終
え
て
以
来
こ
の
本
が
一

番
の
お
気
に
入
り
で
あ
る
。

白
井

恭
弘

著

『
外
国
語
学
習
の
科
学
―
第
二
言
語

習
得
論
と
は
何
か
』〔

〕

807
S1
1

（
岩
波
書
店
）

三
浦

し
を
ん

著

『
舟
を
編
む
』〔

〕

913
M80
5

（
光
文
社
）

●
『
外
国
語
学
習
の
科
学
―
第
二
言

語
習
得
論
と
は
何
か
』

な
ん
で
英
語
っ
て
こ

ん
な
に
難
し
い
の
？

何

年
も
勉
強
し
て
い
る
の

に
流
暢
に
英
語
を
話
せ

な
い
の
は
な
ぜ
？

と
思

い
、
手
に
取
っ
た
本
で

す
。
本
書
は
第
一
言
語

習
得
と
第
二
言
語
習
得

は
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
、
第

二
言
語
の
効
果
的
な
学
習
方
法

は
、
な
ど
英
語
学
習
者
の
皆
さ
ん

に
は
興
味
深
い
本
だ
と
思
い
ま

す
。
堅
い
理
論
や
研
究
だ
け
で
な

く
、
英
語
学
習
に
お
け
る
お
酒
の

効
用
や
英
語
学
習
に
向
い
て
い
る

性
格
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
お

り
楽
し
く
読
む
こ
と
が
で
き
ま

読 書 案 内

す
。私

の
研
究
分
野
は
認
知
言
語
学

で
し
た
が
、
研
究
分
野
を
決
め
る

き
っ
か
け
に
な
っ
た
本
の
一
つ
で

す
。
新
書
で
章
ご
と
に
テ
ー
マ
が

分
か
れ
て
お
り
、
と
て
も
読
み
や

す
い
の
も
こ
の
本
の
魅
力
で
す
。

●
『
舟
を
編
む
』

英
語
を
教
え
て
い
ま
す
が
、
私

自
身
ま
だ
ま
だ
英
語
学
習
者
の
身

で
す
。
英
語
学
習
は
地
道
な
努
力

の
連
続
で
す
。
こ
の
本
は
辞
書
を

作
り
上
げ
る
と
い
う
内
容
の
小
説

で
す
が
、
１
冊
の
辞
書
を
完
成
さ

せ
る
長
い
長
い
プ
ロ
セ
ス
、
根
気

の
い
る
作
業
、
諦
め
ず
続
け
る
様

子
が
英
語
学
習
と
似
て
い
る
と
思

い
ま
す
。

「
辞
書
は
、言
葉
の
海
を
渡
る
舟
だ
」

「
ど
う
か
い
い
舟
を
作
っ
て
く
れ
」

「
き
み
た
ち
な
ら
、き
っ
と
で
き
る
」

こ
の
言
葉
は
高
校
生
の
皆
さ
ん

に
は
も
ち
ろ
ん
、
自
分
自
身
に
も

向
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
ま

す
。
ま
た
小
説
に
登
場
す
る
人
々

も
ユ
ー
モ
ア
に
あ
ふ
れ
て
お
り
、

親
近
感
を
持
っ
て
、
時
に
は
自
分

自
身
を
登
場
す
る
誰
か
に
投
影
し

て
、
読
む
こ
と
が
で
き
る
本
で
す
。

あ
ま
り
本
を
読
ま
な
い
人
に
と
っ

て
も
き
っ
と
楽
し
ん
で
読
め
る
本

で
す
。◆新規登録大募集！

「本の森-北野高校図書館メルマガ」に登録しましょう！

新着やおもしろ本の情報なんかを流してます♪

kitano-hon-join@ml.osaka-c.ed.jp

に空メール送信。QRで読めるよ。→
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悲惨と戦う唯一の方法
―カミュ『ペスト』―

カミュの作品に出会ったのは、高校１年か２年の時、長期休暇の課題図書だった『異邦人』。太陽のせいで人を殺

す、母親が死んでも、悲しまない。まさに不条理そのもの。「わけわからん！」と、当時の私は、理解しようという

努力を投げだしてしまった。しかし、かつて挫折したカミュの作品『ペスト』を手に取る気になったのは、現在、世

界中で新型コロナ感染症が猛威を振るい、パンデミックが宣言されている、このご時世だからである。日々の感染者

数の増減、これによってもたらされる経済的損失など、世間はこのウイルスに関する報道で溢れ、目に見えないウイ

ルスの動向に人々の関心が向いている。しかし、このウイルス情報の陰に隠され、暗躍するさらなる別の不条理とど

う向き合うべきか、思いを巡らせることが必要なのではないか。もしかしたら、そう直感したからかもしれない。

この物語は、冒頭、舞台となるオランという町を簡潔に描いている。経済が最優先の、娯楽はあるけれど、文化よ

り物質的な繁栄にしか関心がないような商業都市の乾いた印象は、身近な現代社会を感じさせる。この、現代社会と

重なる町で、奇妙な事件が起きることから物語は始まる。

ペストが流行することにより、町が長期にわたってロックダウンする中で、人はどう対応するのか。監禁状態とな

って、追放された状態、すなわち極限の孤独は、単純な連帯を不可能にする。これは、震災や豪雨の被災地に思いを

寄せようとするとき、外から想像する以上に内側に向かっている被災者の内面と、外部の軽薄な同情との相容れない

感覚と似ている。人々は、いつまでも続く災禍によって、過去や未来という時間の展望が失われ、過去の記憶も未来

への希望もなくなり、ただ現在の絶望の中に埋もれてしまう。『ペスト』は、「絶望に慣れることは絶望そのものより

さらに悪い」と警告する。この言葉は、今の私たちに対するメッセージと受け止めることができる。

読み進むうちに、この物語は、現在のコロナ禍と重ねられるだけでなく、東日本大震災のような天災にも、人間が

作り出す戦争にも通じる不条理そのものを表していることがわかる。すなわち人間から自由を奪い、死と苦痛と不幸

をもたらすすべてのものの象徴なのである。『ペスト』は私たちに、不条理な社会の中でどう生きるかを問うている。

登場人物が「直接にしろ間接にしろ、いい理由からにしろ悪い理由からにしろ、人を死なせたり、死なせることを

正当化したりする、一切のものを拒否しようと決心した」と告白する場面がある。ときに人間は、国家や社会の視点

から、異論の余地のない〈正義〉を立て、死刑に賛成したり、全体的な心理や「未来の幸福」のためと称して殺人や

戦争やテロを行ったりする。人間の行為は、たとえ善意から発していても、結果として悪に結びつくこともあるし、

逆もある。しかし、どちらも人間の無知から生じることに変わりはない。あの告白は、無知な人間の傲慢さに対して、

警鐘を鳴らしているのではないか。

「ペストと戦う唯一の方法は、誠実さということ」。この言葉は、世界の悲惨の中で、自分にできることを日々誠

実に行うということであり、物語に貫かれた、どう生きるかという問いへの答えであり、現在の私たちへの生きたメ

ッセージである。

小説は最後に、「ペストは完全に消滅していない」と、災禍が繰り返されることを予言して閉じられる。しかし、

作中に登場する人物が、いずれも本当の悪人ではないせいか、読後感は、思いの外、明るく爽快だった。

北
野
の
図
書
館
が
、
「
子
供
の
読

書
活
動
優
秀
実
践
校
」
と
し
て
、
文

科
大
臣
か
ら
表
彰
さ
れ
ま
し
た
！

ほ
ん
と
う
は
、
四
月
に
東
京
で
表

彰
式
が
あ
る
予
定
で
し
た
。
図
書
館

サ
ポ
ー
タ
ー
み
ん
な
で
東
京
ま
で
繰

り
出
し
て
、
東
京
に
い
る
Ｏ
Ｂ
も
い

っ
し
ょ
に
表
彰
式
へ
！

な
ん
て
思

っ
て
い
ま
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
で
式
は

な
し
に
な
り
ま
し
た
。
残
念
。

こ
れ
は
「
北
野
の
み
な
さ
ん
、
よ

く
本
を
読
ん
で
い
ま
す
ね
！
」
と
い

う
表
彰
で
す
。
サ
ポ
ー
タ
ー
や
先
生

も
、
み
ん
な
の
図
書
館
、
と
し
て
、

図
書
館
を
愛
し
て
い
ま
す
ね
！
と
い

う
こ
と
な
の
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
、

み
ん
な
の
図
書
館
を
よ
ろ
し
く
ね
。

編
集
部
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