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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
の
位
置
づ
け
が
第

５
類
感
染
症
に
引
き
下
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
マ

ス
ク
の
着
用
制
限
が
緩
和
さ
れ
、
各
道
場
で
は
、
マ

ス
ク
の
着
用
は
任
意
と
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。 

 

し
か
し
、
と
て
も
良
い
も
の
で
す
ね
。
何
が
良
い
か

と
い
え
ば
、
暑
さ
に
対
す
る
対
策
と
し
て
の
面
も
あ

り
ま
す
が
、
何
よ
り
も
皆
さ
ん
の
顔
が
見
ら
れ
、
表

情
が
見
ら
れ
、
指
導
者
自
身
の
表
情
も
見
せ
る
こ

と
が
で
き
る
と
こ
ろ
で
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染
拡

大
が
始
ま
っ
て
以
来
、
マ
ス
ク
の
着
用
が
強
制
さ
れ

て
い
た
為
、
そ
の
期
間
に
入
会
さ
れ
た
方
々
の
素
顔

を
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
指
導
者
自
身
も
素
顔
を

見
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、
な
ん
と
も

寂
し
い
も
の
だ
と
感
じ
て
い
ま
し
た
。
見
え
る
も
の

を
見
て
、
聞
こ
え
る
も
の
を
聞
い
て
、
匂
い
や
感
触
、

そ
し
て
雰
囲
気
を
体
で
感
じ
る
感
覚
と
い
う
も
の

は
、
人
が
人
と
し
て
生
き
て
い
く
上
で
は
と
て
も
重

要
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
自
身
が
持
て
る
感
覚

器
官
を
総
動
員
し
て
、
日
々
の
生
活
を
体
で
感

じ
、
感
覚
で
味
わ
い
、
稽
古
の
中
で
の
感
じ
る
雰
囲

気
に
心
を
響
か
せ
て
頂
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 

し
か
し
、
コ
ロ
ナ
が
少
し
落
ち
着
い
て
き
た
こ
の
時

期
で
す
が
、
世
の
中
は
物
価
高
に
苦
し
み
、
過
去
に

味
わ
っ
た
こ
と
の
な
い
ほ
ど
の
大
き
な
自
然
災
害
に

見
舞
わ
れ
、
世
界
中
を
見
渡
し
て
み
て
も
厳
し
い

紛
争
が
絶
え
ま
な
く
続
い
て
い
ま
す
。 

 

私
が
良
く
稽
古
の
中
で
、
特
に
子
供
の
ク
ラ
ス
で

話
を
す
る
こ
と
で
す
が
、
稽
古
で
学
ぶ
技
術
は
、
相

手
を
突
き
蹴
り
・投
げ
締
め
と
い
っ
た
攻
撃
を
加
え

る
も
の
で
あ
り
、
一
歩
間
違
え
る
と
た
だ
の
暴
力
と

な
る
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
子

供
た
ち
に
は
戦
う
技
術
を
学
ぶ
前
の
精
神
教
育
が

必
要
で
あ
り
、
強
く
な
る
こ
と
と
合
わ
せ
て
、
我
慢

強
さ
を
身
に
着
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
し
て
、
そ

の
よ
う
な
学
び
を
一
つ
の
「道
」と
し
て
、
生
き
る
上
で

の
精
神
修
養
に
高
め
た
も
の
が
日
本
の
武
道
で
す
。 

 

そ
の
戦
う
た
め
の
技
術
（武
技
）が
武
道
と
し
て
形

作
ら
れ
た
の
は
太
平
の
世
と
い
わ
れ
る
「江
戸
時
代
」

で
あ
り
、
そ
の
時
代
は
２
６
０
年
続
き
ま
し
た
。
明
治

維
新
で
終
焉
を
迎
え
ま
し
た
が
、
そ
の
幕
末
の
時
代

を
乗
り
越
え
る
た
め
に
大
き
な
力
を
発
揮
し
た
の

は
、
太
平
の
時
代
に
武
道
の
学
び
を
続
け
て
い
た
武

士
達
で
す
。
太
平
の
２
６
０
年
の
間
、
武
士
た
ち
は

戦
う
技
能
と
精
神
を
維
持
し
、
日
本
の
大
き
な
激

動
の
時
代
に
大
き
な
力
を
発
揮
し
て
、
日
本
と
い
う

国
を
守
り
抜
け
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。 

 

そ
れ
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は
な
く
と
も
、
平
和
な

時
代
に
武
道
を
学
ぶ
こ
と
の
価
値
を
、
そ
し
て
強
く

な
る
た
め
に
努
力
す
る
価
値
と
い
う
も
の
を
、
稽
古

に
参
加
す
る
一
人
一
人
の
稽
古
生
に
感
じ
取
っ
て
い

た
だ
き
た
い
。
武
道
の
学
び
は
世
界
平
和
に
つ
な
が
る

も
の
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
。
私
は
日
本
の
伝
統
を
継

承
し
て
い
る
つ
も
り
で
稽
古
指
導
を
続
け
て
い
ま
す
。 
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