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序二
〇
二
〇
年
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ヴ
ィ
ル
ス
感
染
症
」（C

ovid-19

）
の
急
激
な
蔓
延
（
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
）
の
も
た
ら
し
た

暗
鬱
な
雰
囲
気
が
、
世
界
を
覆
い
つ
く
し
て
い
た
。
日
常
が
一
挙
に
非
日
常
に
転
じ
、
非
日
常
が
突
然
日
常
化
す
る
と
い

う
状
況
に
、
ひ
と
び
と
は
い
た
ず
ら
に
と
ま
ど
う
の
み
で
、
い
ま
だ
に
そ
れ
に
た
い
す
る
抜
本
的
な
対
策
を
み
い
だ
せ
ず

に
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
カ
ミ
ュ
（A

lbert C
am

us, 1913-1960

）
の
『
ペ
ス
ト
』（La Peste, 1947

）
や

デ
フ
ォ
ー
（D
aniel D

efoe, 1660-1713

）　
の
『
ペ
ス
ト
の
記
憶）

1
（

』（A Journal of the Plague Year, 1722

）
な
ど
が
よ

く
読
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。

わ
た
く
し
自
身
は
、
何
年
か
ま
え
に
み
た
二
本
の
映
画
、
な
が
い
あ
い
だ
聞
こ
え
て
い
た
虫
の
木
を
齧
る
音
が
突
然
途

絶
え
た
と
い
う
、
自
然
の
微
細
な
変
化
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
日
常
が
加
速
度
的
に
崩
壊
し
て
ゆ
く
あ
り
さ
ま
を
語
る
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『
ト
リ
ノ
の
馬
』（A torinói ló, 2011

）
と
、
ひ
と
び
と
が
へ
だ
た
り
な
く
共
生
し
、
ま
な
ざ
し
を
か
わ
し
、
諒
解
し
あ

う
と
い
う
、
い
わ
ば
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
日
常
の
く
ら
し
を
え
が
い
た
『
ル
・
ア
ー
ヴ
ル
』（Le H

avre, 2011

）
を
、
な
ん

と
な
く
思
い
出
し
て
い
た
。
記
憶
を
た
し
か
め
る
た
め
に
、
二
本
の
映
画
に
つ
い
て
そ
の
こ
ろ
に
書
い
た
断
片
的
な
覚
書

を
読
み
な
お
し
な
が
ら
、
あ
ら
た
め
て
「
日
常
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
し
た
も
の
の
、
問
題
が
問
題
な
だ

け
に
、
こ
れ
と
い
っ
た
結
論
に
達
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
思
考
は
い
た
ず
ら
に
迷
走
を
つ
づ
け
る
だ
け
だ
っ
た
。「
断
章

（
Ⅰ
）」
と
「
断
章
（
Ⅱ
）」
は
、
い
わ
ば
そ
の
迷
走
の
軌
跡
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
だ
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ

は
一
般
的
な
「
論
文
」
の
も
つ
べ
き
ま
と
ま
り
も
規
模
も
欠
く
こ
と
に
な
っ
た
。
自
由
に
―
―
気
ま
ま
に
―
―
書
か
れ
た
、

規
模
の
ち
い
さ
な
テ
ク
ス
ト
と
い
う
点
で
は
、
音
楽
に
い
う
「
バ
ガ
テ
ル
」
に
通
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。

「
バ
ガ
テ
ル
」
―
―
お
も
に
ピ
ア
ノ
の
た
め
に
書
か
れ
た
、
特
定
の
形
式
を
も
た
な
い
、
自
由
な
小
曲
を
指
す
。
ベ

ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
（Ludw

ig van B
eethoven, 1770-1827

）
に
は
何
曲
か
の
バ
ガ
テ
ル
が
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で

も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、『
エ
リ
ー
ゼ
の
た
め
に
』（Für Elise

）
と
よ
ば
れ
て
い
る
曲
（Bagatelle, 

a-m
oll, op.173, 1810

）
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
「
バ
ガ
テ
ル
」（la bagatelle

）
と
い
う
語
そ
の
も
の
に

は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
―
―「
ほ
と
ん
ど
価
値
も
な
く
ま
た
役
に
も
た
た
な
い
も
の
」（O

bjet de peu de 

valeur et d'utilité

）。 

（Petit Robert

）



13  　序

ふ
た
つ
の
「
断
章
」
に
共
通
す
る
「
映
画
と
日
常
」
と
い
う
主
題
は
、
お
の
ず
か
ら
「
物
語
と
日
常
」
と
い
う
よ
り

お
お
き
な
主
題
を
あ
ら
わ
し
だ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
主
題
を
、
ひ
と
り
の
卓
越
し
た
物
語
作
家
、
宮
部
み
ゆ
き
（
一

九
六
〇
―
）
に
動モ
テ
イ
ー
フ機
を
か
り
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
こ
し
ば
か
り
展
開
し
よ
う
と
し
た
こ
こ
ろ
み
の
痕
跡
が
、「
断
章

（
Ⅲ
）」
と
「
断
章
（
Ⅳ
）」
で
あ
る
。
こ
こ
で
当
然
、
な
ぜ
他
の
作
家
で
は
な
く
宮
部
み
ゆ
き
な
の
か
、
と
い
う
疑
問
が

生
じ
る
だ
ろ
う
。
家
族
の
な
か
に
宮
部
み
ゆ
き
の
小
説
を
好
む
も
の
が
お
り
、
新
刊
が
出
る
た
び
に
買
い
も
と
め
て
く
る

の
で
、
な
ん
と
な
く
そ
の
小
説
に
親
し
ん
で
は
き
た
も
の
の
、
愛
読
者
と
い
う
に
は
ほ
ど
と
お
い
の
だ
が
、
こ
の
作
家
が
、

あ
る
イ
ン
タ
ー
ヴ
ュ
ー
の
な
か
で
、
自
分
自
身
を
「
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
作
家
」
と
、
あ
る
い
は
「
職
業
作
家
」
と

明
確
に
規
定
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
ま
た
あ
る
意
味
で
は
「
物
語
」
に
つ
い
て
の
「
物
語
」
と
で
も
い
う
べ
き
『
英
雄

の
書
』（
二
〇
〇
九
年
）
に
接
し
て
、
格
別
の
興
味
を
い
だ
い
た
こ
と
が
、
宮
部
み
ゆ
き
を
動
機
と
し
て
え
ら
ん
だ
き
っ

か
け
だ
っ
た
。

「
断
章
（
Ⅲ
）」
は
、
宮
部
み
ゆ
き
の
旺
盛
な
―
―
と
き
に
貪
欲
と
す
ら
お
も
わ
れ
る
よ
う
な
―
―
創
作
意
欲
の
根
柢

に
あ
る
も
の
を
探
ろ
う
と
す
る
こ
こ
ろ
み
か
ら
う
ま
れ
、「
断
章
（
Ⅳ
）」
は
、
宮
部
み
ゆ
き
の
あ
る
小
説
を
と
お
し
て
、

「
連
作
」
と
い
う
作
品
の
あ
り
か
た
を
、
そ
し
て
「
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
」
と
し
て
の
小
説
の
特
質
を
と
ら
え
よ
う

と
す
る
く
わ
だ
て
の
も
た
ら
し
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。「
断
章
（
Ⅲ
）」
で
は
、
物
語
を
「
書
き
」
そ
し
て
「
読
む
」

こ
と
が
中
心
的
な
話
題
と
な
っ
て
お
り
、「
日
常
」
の
問
題
は
表
面
か
ら
す
が
た
を
消
し
て
い
る
が
、
あ
る
意
味
で
は
一

種
の
物
語
論
と
し
て
、
他
の
み
っ
つ
の
「
断
章
」
に
た
い
す
る
序
章
と
い
う
位
置
に
あ
る
と
も
い
え
る
。「
断
章
（
Ⅳ
）」
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で
は
、「
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
文
学
（
娯
楽
文
学
）」
の
特
質
を
と
ら
え
る
う
え
で
、「
日
常
」
の
問
題
が
主
要
な
手

が
か
り
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
。

二
本
の
映
画
作
品
と
宮
部
み
ゆ
き
と
い
う
作
家
を
お
も
な
動
機
と
し
て
は
い
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
よ
っ
つ
の
「
断
章
」

は
、
作
品
論
、
作
家
論
で
あ
る
こ
と
を
い
さ
さ
か
も
意
図
し
て
い
な
い
。
選
ば
れ
た
主
題
な
い
し
動
機
は
、
そ
の
い
ず
れ

も
正
統
的
な
学
（
美
学
）
の
問
題
圏
を
か
な
り
逸
脱
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
目
ざ
さ
れ
た
の
は
、

そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
美
学
的
な
思
考
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
主
題
な
い
し
動
機
の
あ
り
方
か
ら
い
っ
て
、
そ
の
思
考
が

正
統
の
そ
れ
か
ら
か
な
り
ず
れ
て
い
る
の
も
、
あ
る
意
味
で
は
余
儀
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
そ
れ
な
り
に
自
覚

さ
れ
て
い
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、「
断
章
（
Ⅰ
）」
で
は
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
（R

oland B
arthes, 1915-1980

）
の
、「
断
章
（
Ⅱ
）」
で
は
ニ

ー
チ
ェ
（Friedlich W

ilhelm
 N

ietzche, 1844-1900
）
の
、
そ
し
て
「
断
章
（
Ⅲ
）」
で
は
バ
ル
ト
と
ラ
カ
ン
（Jacques-

M
arie-Ém

ile Lacan, 1901-1981

）
の
テ
ク
ス
ト
が
そ
れ
ぞ
れ
原
文
で
引
用
さ
れ
、
し
か
も
専
門
的
な
研
究
者
に
よ
る
す

ぐ
れ
た
訳
業
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
た
く
し
の
手
に
な
る
訳
文
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
断
章
」

と
い
う
あ
り
か
た
に
は
な
じ
ま
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
断
章
」
の
い
わ
ば
き

っ
か
け
に
な
り
、
あ
る
い
は
基
礎
に
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
わ
た
く
し
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
読
ん
だ
か
を
し
め
す
こ
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と
が
、
こ
れ
ら
よ
っ
つ
の
「
断
章
」
に
と
っ
て
は
不
可
欠
だ
と
考
え
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
な
お
引
用
原
文
と
訳
文

の
あ
い
だ
に
、
必
要
と
思
わ
れ
る
語
句
の
簡
単
な
説
明
を
挿
入
し
て
あ
る
。

引
用
文
中
の
／
は
改
行
を
、
…
…
は
省
略
を
、〔
　
〕
は
引
用
者
に
よ
る
説
明
な
い
し
補
足
を
し
め
し
、
訳
文
中
の
傍

点
は
原
文
の
イ
タ
リ
ッ
ク
字
体
に
対
応
し
て
い
る
。
固
有
名
詞
に
は
生
没
年
な
い
し
発
表
年
を
、
必
要
な
場
合
に
は
原
綴

を
つ
け
て
あ
る
。
な
お
引
用
註
は
、「
断
章
」
と
い
う
あ
り
か
た
に
即
し
て
、
必
要
最
低
限
に
お
さ
え
て
あ
る
。


