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毎
年
多
く
の
人
が
、
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
に
感
染
し
て
い
ま
す
。

　
日
本
で
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
や

そ
れ
に
関
連
し
た
病
気
で
亡
く
な
っ

た
人
は
年
間
１
万
人
前
後
と
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
多
く
は
高
齢
者
で
す
。

　
子
ど
も
の
場
合
は
、
高
熱
か
ら

脱
水
症
状
や
熱
性
け
い
れ
ん
、
ま

れ
に
急
性
脳
症
を
起
こ
す
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

経
路
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

•
飛ひ

ま
つ沫
感
染

　
感
染
し
た
人
の
く
し
ゃ
み
や
咳

な
ど
の
飛
沫
と
と
も
に
飛
び
散
る

ウ
イ
ル
ス
が
、
直
接
周
囲
の
人
の

呼
吸
器
に
侵
入
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
感
染
し
ま
す
。

•
空
気
感
染

　

換
気
の
悪
い
部
屋
や
乾
燥
し

た
屋
内
で
は
、
感
染
し
た
人
の

く
し
ゃ
み
や
咳
な
ど
の
飛
沫
と

と
も
に
飛
び
散
る
ウ
イ
ル
ス
が
、

長
時
間
空
気
中
に
漂
い
ま
す
。

そ
の
空
気
中
に
あ
る
ウ
イ
ル
ス

を
吸
い
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
感

染
し
ま
す
。

•
接
触
感
染

　

感
染
し
た
人
の
飛
沫
に
触
れ

た
手
や
鼻
水
を
拭
っ
た
手
か
ら

運
ば
れ
た
ウ
イ
ル
ス
が
付
着
し

た
も
の
（
ド
ア
ノ
ブ
や
ス
イ
ッ

チ
な
ど
）
に
触
れ
た
あ
と
、
目
・

知
っ
て
防
ご
う
！
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

♥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に

　

か
か
ら
な
い
た
め
の
ポ
イ
ン
ト

鼻
・
口
に
触
れ
る
と
粘
膜
な
ど

を
通
じ
て
体
内
に
入
り
感
染
し

ま
す
。

♥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
感
染
経
路

　
高
齢
者
や
免
疫
力
の
低
下
し
た

人
（
妊
娠
中
の
人
や
持
病
が
あ
る

人
）
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
か
か

る
と
、
肺
炎
な
ど
の
合
併
症
に
よ

り
、重
症
化
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
感
染
の
し
く
み
を
理
解
し
て
、

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
対
策
に

役
立
て
ま
し
ょ
う
。

　
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
主
な
感
染

　
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
か
か
ら
な

い
た
め
に
、
次
の
こ
と
に
気
を
つ

け
ま
し
ょ
う
。

•
流
行
期
に
は
、
で
き
る
だ
け
人

　
混
み
に
近
づ
か
な
い
。

•
人
混
み
に
出
る
と
き
は
マ
ス
ク

　
を
す
る
。

•
外
出
後
は
、
手
洗
い
・
う
が

　

い
の
徹
底
を
心
掛
け
る
。
ア

　

ル
コ
ー
ル
入
り
の
消
毒
液
も

　
有
効
。

•
普
段
か
ら
栄
養
と
睡
眠
を
十

　

分
に
と
り
、
抵
抗
力
を
高
め

　
て
お
く
。

•
毎
年
予
防
接
種
を
受
け
る
。

♥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の

　

予
防
接
種
を
受
け
ま
し
ょ
う

♥
感
染
の
恐
れ
が
あ
る
と
き
は

　

早
め
に
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

　
感
染
予
防
・
重
症
化
予
防
の
た

め
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン

の
予
防
接
種
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

　
ワ
ク
チ
ン
は
、
接
種
し
て
か
ら

効
果
が
現
れ
る
ま
で
、
２
週
間
程

度
か
か
る
の
で
、
流
行
期
（
12
月

〜
３
月
）
前
に
接
種
を
済
ま
せ
ま

し
ょ
う
。

　
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
治
療
に
使

わ
れ
る
抗
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
薬

は
、
発
症
か
ら
２
日
以
内
で
効
果

を
発
揮
し
ま
す
。

　
感
染
の
恐
れ
が
あ
る
場
合
は
、

早
め
に
対
応
す
る
こ
と
が
、
早
期

回
復
の
た
め
に
重
要
で
す
。

　

鳥
や
豚
な
ど
の
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
が
変
異
し
、
人

か
ら
人
に
う
つ
る
新
し
い
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
に

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
を
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

と
い
い
ま
す
。

　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
つ

い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
人
に
免

疫
が
な
い
こ
と
か
ら
急
速
に
感

染
が
広
が
り
、
世
界
的
流
行
（
パ

ン
デ
ミ
ッ
ク
）
が
起
こ
る
恐
れ

が
あ
り
ま
す
。

　

発
生
し
た
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
の
性
質
が
重
症
化
を
招

き
や
す
い
場
合
は
、
大
流
行

に
よ
り
、
医
療
体
制
や
社
会

機
能
、
経
済
活
動
に
ま
で
影

響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
危
惧
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
発

生
・
流
行
し
た
と
き
は
、
関
連

情
報
に
注
目
し
、
正
し
く
対
処

し
ま
し
ょ
う
。

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
は
？

巻
之
百
三

　
瀬
戸
内
市
民
病
院
建
て
替
え
に

伴
う
新
し
い
病
院
建
物
の
建
設
予

定
地
は
、
山
田
庄
北
畑
遺
跡
内
に

位
置
し
て
い
ま
す
。

　
隣
接
す
る
邑
久
町
総
合
福
祉
セ

ン
タ
ー
（
現
在
の
瀬
戸
内
市
総
合

福
祉
セ
ン
タ
ー
）
の
建
設
に
伴
う

平
成
４
年
の
発
掘
調
査
の
結
果
な

ど
か
ら
、
弥
生
時
代
か
ら
平
安
時

代
の
集
落
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

　
今
回
、
病
院
建
物
の
建
設
予
定

地
部
分
の
大
部
分
が
周
知
の
埋
蔵

文
化
財
包
蔵
地
内
に
あ
た
る
た

め
、
該
当
地
部
分
約
２
、５
０
０

平
方
㍍
に
つ
い
て
、
平
成
25
年
４

月
８
日
か
ら
７
月
５
日
ま
で
発
掘

調
査
を
行
い
ま
し
た
。

前
回
ま
で
の
調
査
か
ら

　
昭
和
62
（
１
９
８
７
）
年
に
県

営
土
地
改
良
総
合
整
備
事
業
に

伴
う
確
認
調
査
が
行
わ
れ
た
時

に
、
市
道
東
側
の
ト
レ
ン
チ
（
遺

跡
全
体
の
状
況
を
探
る
た
め
の
発

掘
溝
）
で
、
弥
生
時
代
後
期
の
製

塩
土
器
を
廃
棄
し
た
土ど
こ
う壙
（
穴
）

１
基
と
中
期
の
溝
１
条
が
検
出

さ
れ
ま
し
た
。

　
邑
久
町
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
建

設
に
伴
い
行
っ
た
発
掘
調
査
で

は
、
弥
生
時
代
中
期
の
竪
穴
住
居

１
棟
、
溝
４
条
、
後
期
の
井
戸
４

基
、
製
塩
土
器
を
廃
棄
し
た
土
壙

２
基
な
ど
が
検
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
中
の
井
戸
１
基
か
ら

長ち
ょ
う
け
い
こ

頸
壺
、
短た
ん
け
い
こ

頸
壺
、
甕か
め
、
高た
か
つ
き坏
、

鉢
が
多
数
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
の
出
土
土
器
の
一
部
に
は
、

鋸き
ょ
し
も
ん

歯
文
（
の
こ
ぎ
り
の
歯
の
形
を

し
た
文
様
）
や
刺し
と
つ
も
ん

突
文
（
細
い
棒

で
突
い
て
凹
状
の
穴
を
付
け
た
文

様
）、
爪つ
め
が
た
も
ん

形
文
、
波は
じ
ょ
う
も
ん

状
文
な
ど
の

 

瀬
戸
内
市
民
病
院
建
設
に
伴
う

埋
蔵
文
化
財
の
発
掘
調
査
か
ら

文
様
が
施
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

今
回
の
調
査
か
ら

　
今
回
の
調
査
で
は
、
微
高
地
部

分
に
形
成
さ
れ
た
集
落
で
、
そ
の

北
西
側
の
縁
辺
部
分
の
端
部
が
確

認
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
の
遺

構
と
し
て
は
、
井
戸
16
基
、
溝
、

柱
穴
を
多
数
検
出
し
ま
し
た
。

　
中
で
も
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時

代
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
れ

ら
の
井
戸
が
一
つ
の
集
落
と
し
て

多
く
確
認
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ

の
集
落
の
性
質
を
考
え
る
上
で
重

要
な
要
素
の
一
つ
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。

　
井
戸
の
大
き
さ
は
、
大
き
な
も

の
で
は
直
径
約
３
㍍
、
小
さ
な
も

の
は
直
径
80
㌢
と
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

　
ま
た
、
微
高
地
縁
辺
部
の
斜
面

に
は
、
破
棄
さ
れ
た
土
器
片
が
大

量
に
堆
積
し
て
お
り
、
出
土
し
た

総
量
は
34
×
55
×
１
５
０
㌢
の
コ

ン
テ
ナ
ケ
ー
ス
90
箱
分
に
な
り
ま

し
た
。
弥
生
土
器
が
大
半
を
占
め

て
い
ま
す
が
、
石
器
や
須
恵
器
な

ど
も
少
量
出
土
し
て
い
ま
す
。

　
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
土
器
に

は
、
鋸
歯
文
や
爪
形
文
、
竹ち
っ

管か
ん

文も
ん

な
ど
の
文
様
を
施
し
た
も
の

も
数
多
く
含
ま
れ
、
何
ら
か
の

祭さ
い
し祀
（
祭
り
の
儀
式
）
用
の
土

器
の
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
集
落
だ
け
で
使
用
し
た

と
は
考
え
に
く
い
ほ
ど
の
非
常

に
多
く
の
土
器
片
が
堆
積
し
て

い
る
こ
と
は
、
土
器
の
生
産
拠

点
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
し

て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

出
土
遺
物
か
ら

　
井
戸
の
中
か
ら
は
、
多
数
の
弥

生
土
器
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
大

半
の
土
器
は
、甕
、壺
な
ど
で
す
。

　
少
し
変
わ
っ
た
も
の
で
は
、
器

台
の
代
わ
り
に
使
用
し
た
と
思
わ

れ
る
壺
の
口
縁
部
分
が
１
点
出
土

し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
井
戸
枠
や
用
途
不
明
の

道
具
の
一
部
、
板
材
な
ど
の
木
製

品
も
多
く
出
土
し
て
い
ま
す
。

　
現
在
、出
土
し
た
土
器
の
整
理・

復
元
や
一
部
木
製
品
の
保
存
処
理

な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

の
作
業
が
終
了
し
た
後
、
出
土
し

た
土
器
、石
器
や
木
製
品
を
公
開・

展
示
し
て
い
く
予
定
で
す
。

調査区航空写真（西から）

井戸とその底から出土した弥生土器
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