
　

ス
ペ
イ
ン
風
邪
と
い
え
ば
、
今
で
は
、
あ
の
パ
ン
デ

ミ
ッ
ク
を
頭
に
思
い
浮
か
べ
る
人
が
多
い
だ
ろ
う
。

　

第
一
次
世
界
大
戦
さ
な
か
の
１
９
１
８
年
か
ら
20
年

に
か
け
て
起
き
た
感
染
症
の
世
界
的
な
大
流
行
で
、
世

界
の
人
口
の
４
分
の
１
に
当
た
る
５
億
人
が
感
染
し
、

死
者
が
４
０
０
０
万
～
５
０
０
０
万
、
流
行
性
感
冒
と

呼
ば
れ
た
日
本
で
は
、
内
地
で
45
万
人
、
外
地
で
は

28
万
人
が
死
亡
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
で
ス
ペ
イ
ン
風
邪
が

注
目
さ
れ
る
以
前
に
、
ど
れ
だ
け
の
人
が
こ
の
事
実
を

知
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
と
い
え
ば
、
ス
ペ
イ

ン
風
邪
と
い
う
言
葉
を
本
な
ど
で
側
聞
し
て
い
た
が
、

正
直
こ
れ
ほ
ど
の
災
厄
で
あ
っ
た
と
は
知
ら
な
か
っ

た
。

　

そ
こ
で
、
ま
ず
は
歴
史
に
学
び
直
そ
う
と
、「
世
界

史
」「
日
本
史
」
の
教
科
書
で
、
ス
ペ
イ
ン
風
邪
が
ど

う
教
え
ら
れ
て
き
た
の
か
を
調
べ
て
み
た
。
確
認
し
た

限
り
、
ペ
ス
ト
（
黒
死
病
）
に
つ
い
て
の
記
述
は
あ
っ

て
も
、
こ
の
災
厄
に
触
れ
た
教
科
書
は
な
か
っ
た
。
つ

ま
り
は
、
ス
ペ
イ
ン
風
邪
は
、
一
般
に
は
「
忘
れ
ら
れ

た
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
」
だ
っ
た
の
だ
。「
賢
者
は
歴
史
に

学
び
、愚
者
は
経
験
に
学
ぶ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、

教
科
書
に
も
な
い
歴
史
か
ら
私
た
ち
は
何
を
学
べ
と
い

う
の
だ
ろ
う
か
。　

　

そ
ん
な
思
い
を
胸
に
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
起
き
た
２

０
２
０
年
の
夏
、
東
京
大
学
の
歴
史
学
者
、
加
藤
陽
子

　
天
災
は
忘
れ
な
く
て
も
や
っ
て
く
る

（
読
売
新
聞
編
集
委
員
）

　
　

鵜
飼　

哲
夫
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教
授
を
訪
ね
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
。
加
藤
さ
ん
は
率

直
だ
っ
た
。
ス
ペ
イ
ン
風
邪
と
そ
の
社
会
的
影
響
に
つ

い
て
教
科
書
に
は
記
載
が
な
い
と
い
う
指
摘
を
、
歴
史

家
と
し
て
率
直
に
受
け
と
め
つ
つ
、
１
９
２
３
年
に

起
き
た
関
東
大
震
災
（
死
者
・
行
方
不
明
者
は
推
定

10
万
５
０
０
０
人
）
で
は
、
社
会
の
風
景
が
激
変
し
た

結
果
、
人
々
の
記
憶
が
強
く
残
っ
た
の
に
対
し
て
、
そ

の
数
年
前
の
ス
ペ
イ
ン
風
邪
で
は
世
の
中
の
風
景
が
変

わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
た
大
き
な
原
因
と
し

た
。

　

戦
後
、
国
内
で
は
大
戦
景
気
に
わ
き
、
世
界
で
も
国

際
連
盟
が
設
立
さ
れ
る
な
ど
、
歴
史
上
、
効
率
化
、
合

理
化
を
進
め
る
画
期
的
出
来
事
が
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
惨

事
の
後
に
相
次
い
だ
こ
と
で
、「
記
憶
は
上
書
き
さ
れ
、

疫
病
は
忘
れ
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
」（
２
０
２
０
年
７

月
28
日
、
読
売
新
聞
夕
刊
「
編
集
委
員　

鵜
飼
哲
夫
の

『
あ
あ
言
え
ば
こ
う
聞
く
』」
よ
り
）
と
も
語
っ
て
い
た
。

　

さ
て
、
私
た
ち
は
、
今
回
の
コ
ロ
ナ
を
ど
う
歴
史
に

残
し
、
後
世
に
伝
え
て
い
く
の
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
は
専
門
家
な
ど
が
様
々
な
声
に
耳
を
傾
け
な
が

ら
、
事
実
を
検
証
し
つ
つ
考
え
て
い
く
べ
き
こ
と
で
あ

り
、
一
記
者
の
任
で
は
な
い
。
と
い
う
か
、
手
に
余
る
。

　

た
だ
、
言
え
る
こ
と
は
あ
り
そ
う
だ
。
こ
の
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
も
、
戦
災
や
震
災
の
よ
う
に
都
市
な

ど
が
崩
壊
す
る
な
ど
街
の
風
景
が
変
わ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
と
は
い
え
、
ス
ペ
イ
ン
風
邪
の
時
代
と
は
違

い
、
国
内
で
は
緊
急
事
態
宣
言
で
外
出
自
粛
、
欧
米
な

ど
で
は
法
律
で
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
が
実
施
さ
れ
、
繁
華
街

か
ら
人
の
姿
が
消
え
る
さ
ま
を
人
々
は
テ
レ
ビ
で
み

　
　

名
古
屋
市
生
ま
れ
。

１
９
８
３
年
に
中
央
大
学

法
学
部
卒
、
読
売
新
聞
入

社
。
文
化
部
で
文
芸
、
書

評
面
な
ど
を
担
当
。
２
０

１
３
年
か
ら
編
集
委
員
。

　
　

鵜
飼　

哲
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（
う
か
い
・
て
つ
お
）

著
書
に
『
芥
川
賞
の
謎
を
解
く
』
（
文
春
新
書
）、『
三

つ
の
空
白　

太
宰
治
の
誕
生
』（
白
水
社
）。
編
著
に『
芥

川
賞
候
補
傑
作
選
』（
春
陽
堂
）。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
ま

と
め
た
本
に
畠
山
重
篤
『
牡
蠣
の
森
と
生
き
る
「
森
は

海
の
恋
人
」
の
30
年
』（
中
央
公
論
新
社
）、中
西
進
『
卒

寿
の
自
画
像　

わ
が
人
生
の
賛
歌
』
（
東
京
書
籍
）。



た
。
目
に
見
え
な
い
も
の
に
恐
怖
を
覚
え
、
街
か
ら
活

気
が
失
わ
れ
る
。
そ
れ
は
２
０
１
１
年
の
福
島
第
一
原

発
事
故
後
、
被
災
地
と
な
っ
た
自
治
体
の
姿
と
も
重
な

る
、
き
わ
め
て
現
代
的
災
厄
の
風
景
だ
。

　

同
時
に
、
テ
レ
ワ
ー
ク
が
広
が
り
、
自
宅
で
過
ご
す

時
間
が
増
え
、
運
動
不
足
を
解
消
し
よ
う
と
、
近
所
を

散
歩
す
る
人
が
増
え
た
こ
と
も
特
色
だ
ろ
う
。
か
く
い

う
私
も
そ
の
一
人
。
そ
れ
ま
で
の
自
宅
、
会
社
、
酒
場

の
三
角
コ
ー
ス
だ
っ
た
生
活
が
一
変
し
、
ほ
と
ん
ど
歩

い
た
こ
と
の
な
か
っ
た
、
自
宅
近
く
の
利
根
川
べ
り
の

自
然
と
日
々
接
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
天
気

の
い
い
日
に
は
、
富
士
山
が
見
え
る
土
手
道
を
散
策
し

な
が
ら
、
折
り
に
触
れ
て
解
剖
学
者
、
養
老
孟
司
さ
ん

の
言
葉
を
思
い
出
す
。

　

養
老
さ
ん
は
、
目
の
前
の
効
率
ば
か
り
を
重
視
し
、

「
あ
あ
す
れ
ば
、
こ
う
な
る
」
と
い
う
予
測
と
統
御
で

つ
く
る
「
脳
化
」
社
会
の
行
き
過
ぎ
を
見
直
す
よ
う
、

取
材
の
た
び
に
お
っ
し
ゃ
り
、
そ
う
し
た
自
然
を
疎
外

す
る
意
識
中
心
の
あ
り
よ
う
を
ど
う
変
化
さ
せ
た
ら
よ

い
の
か
、
と
聞
く
と
、
い
つ
も
、「
虫
で
も
植
物
で
も
、

人
間
が
つ
く
っ
た
も
の
以
外
の
自
然
を
１
日
10
分
だ
け

で
も
見
る
と
い
い
」
と
語
っ
て
い
た
。

　
「
そ
れ
で
何
が
変
わ
る
ん
で
す
か
？
」
と
聞
く
と
、

そ
れ
こ
そ
、「
あ
あ
す
れ
ば
、
こ
う
な
る
」
と
い
う
思

考
そ
の
も
の
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
感
じ
で
、
あ
き
れ

た
顔
で
答
え
る
。

　
「
そ
ん
な
も
ん
、
や
っ
て
み
な
き
ゃ
わ
か
ら
な
い
」

　

さ
て
、
私
は
、
こ
の
２
年
ほ
ど
、
１
日
10
分
以
上
、

近
所
の
自
然
を
ボ
ー
ッ
と
見
つ
め
て
い
る
。
つ
ま
り

は
、「
や
っ
て
み
た
」。
何
が
変
わ
っ
た
の
か
。
よ
く
わ

か
ら
な
い
。
き
ょ
う
も
こ
の
原
稿
を
書
く
た
め
に
、
コ

ロ
ナ
を
ど
う
後
世
に
伝
え
る
の
か
を
自
然
の
中
で
考
え

た
。
も
ち
ろ
ん
、
妙
案
は
な
い
。
当
た
り
前
だ
が
、
人

間
が
作
っ
た
都
市
の
ビ
ル
な
ど
と
違
い
、
動
植
物
や
虫

が
四
季
折
々
、
姿
形
を
変
え
て
い
く
さ
ま
に
新
鮮
さ
を

覚
え
、
彼
ら
と
と
も
に
あ
る
ウ
イ
ル
ス
や
細
菌
の
、
人

類
よ
り
も
は
る
か
に
長
い
歴
史
を
感
じ
る
の
み
で
あ

る
。

　
「
天
災
は
忘
れ
た
頃
に
や
っ
て
く
る
」
と
言
わ
れ
る

が
、
震
災
も
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
も
、
歴
史
の
教
科
書
に
書

か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
必
ず
や
っ
て
く
る
は
ず
で
あ

る
。
忘
れ
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
大
切
だ
が
、
悠
久
の

自
然
の
営
み
は
人
知
を
超
え
る
。

　

天
災
は
忘
れ
な
く
て
も
や
っ
て
く
る
。


