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６
月
か
ら
続
い
た
異
常
な
暑
さ
は
、
10
月

に
入
り
よ
う
や
く
一
段
落
、
日
増
し
に
秋
が

深
ま
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
折
、
我

が
家
の
玄
関
の
ガ
ラ
ス
戸
に
張
り
付
い
て

待
つ
「
お
客
」
が
や
っ
て
参
り
ま
し
た
。
そ

の
名
は
「
ナ
ナ
フ
シ
」
、
10
～
15
㎝
の
細

長
い
体
で
枯
れ
た
小
枝
に
擬
態
し
た
昆
虫

で
す
。
こ
こ
数
年
は
今
の
時
期
に
玄
関
前
に

現
れ
て
は
、
そ
の
日
の
う
ち
に
立
ち
去
っ
て

い
き
ま
す
。
こ
の
ナ
ナ
フ
シ
と
の
最
初
の
出

会
い
は
10
年
程
前
で
し
ょ
う
か
、
自
宅
庭
で

木
々
の
手
入
れ
を
し
て
い
る
時
で
し
た
。
そ

の
姿
は
木
を
構
成
し
て
い
る
小
枝
と
見
分

け
が
つ
か
な
い
ほ
ど
で
、
そ
の
凝
態
ぶ
り
に

は
驚
き
で
し
た
。
最
近
の
新
聞
記
事
で
「
飛

べ
な
い
ナ
ナ
フ
シ
が
日
本
各
地
に
分
布
す

る
の
は
、
卵
を
持
つ
成
虫
を
食
べ
た
鳥
の
移

動
と
排
泄
物
（
未
消
化
だ
っ
た
硬
い
卵
）
の

孵
化
が
も
た
ら
し
た
」
と
の
記
事
を
目
に
し

て
、
木
々
に
覆
わ
れ
様
々
な
鳥
が
飛
び
交
っ

て
い
る
我
が
家
に
な
ぜ
「
ナ
ナ
フ
シ
が
生
息

す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
」
納
得
い
た
し
ま

し
た
。 

 

さ
て
、20

2
3

年
も
残
す
と
こ
ろ
２
か
月

と
な
り
ま
し
た
。
今
年
の
NHK
大
河
ド
ラ
マ

「
ど
う
す
る
家
康
」
も
、
年
末
の
17
日
最
終

回
を
迎
え
る
よ
う
で
す
が
、
家
康
の
遺
訓
と

伝
え
ら
れ
て
き
た
次
の
一
文
を
ご
存
知
で

し
ょ
う
か
。 

人
の
一
生
は
重
荷
を
負
て
遠
い
道
を
行

く
が
如
し
、
い
そ
ぐ
べ
か
ら
ず
。
不
自
由

を
常
と
お
も
へ
ば
不
足
な
し
。
心
に
望
み

お
こ
ら
ば
困
窮
し
た
る
時
を
思
ひ
出
す
べ

し
。
湛
忍
は
無
事
長
久
の
基
。
い
か
（
怒
）

り
は
敵
と
お
も
へ
。
勝
事
ば
か
り
知
っ
て

ま
（
負
）
く
る
事
を
知
ら
ざ
れ
ば
害
其
の

身
に
い
た
る
。
お
の
れ
を
責
て
人
を
せ

（
責
）
む
る
な
。
及
ざ
る
は
過
た
る
よ
り

ま
さ
れ
り
。 

 
 

 

（
東
照
宮
遺
訓
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

私
が
こ
の
遺
訓
に
出
会
っ
た
の
は
五
十

数
年
前
、
ま
だ
学
生
生
活
を
謳
歌
し
て
い
た

頃
で
す
。
当
時
、
私
が
加
入
し
て
い
た
研
究

会
の
先
生
か
ら
誘
い
を
受
け
、
日
光
東
照
宮

の
社
務
所
（
現
在
の
東
照
宮
美
術
館
）
内
に

あ
る
多
く
の
国
宝
級
の
作
品
（
障
壁
画
、
襖

絵
な
ど
）
な
ど
を
見
学
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
そ
の
際
、
徳
川
家
康
の
人
生
訓
と
も

い
う
べ
き
「
東
照
宮
御
遺
訓
」
の
色
紙
（
印

刷
物
）
を
い
た
だ
い
た
の
で
す
。
早
速
、
自

分
の
部
屋
の
壁
に
掲
げ
、
日
々
目
を
向
け
る

よ
う
心
が
け
て
い
ま
し
た
。 

こ
の
遺
訓
に
つ
い
て
は
、
幼
い
こ
ろ
か
ら

長
い
人
質
の
生
活
を
送
り
、
幾
多
の
辛
酸
を

な
め
な
が
ら
、
織
田
信
長
や
豊
臣
秀
吉
な
ど

と
同
じ
時
代
を
生
き
て
き
た
家
康
。
そ
の
信

長
・
秀
吉
の
死
後
、
天
下
を
二
分
す
る
戦
い

「
関
ケ
原
の
合
戦
」
で
勝
利
。
そ
し
て
62
歳

の
と
き
征
夷
大
将
軍
の
座
に
就
き
、
天
下
泰

平
の
基
礎
を
築
い
て
き
た
家
康
だ
か
ら
こ

そ
出
て
く
る
考
え
・
言
葉
な
の
だ
ろ
う
と
思

っ
て
お
り
ま
し
た
。 

し
か
し
、
こ
の
家
康
の
遺
訓
は
後
世
の
偽

作
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
徳
川
家

康
文
書
研
究
の
第
一
人
者
で
、
尾
張
第
21
代

当
主
で
も
あ
る
徳
川
義
宣
氏
は
、
歴
史
読
本

（1
9
8
2

出
版
）
や
金
鯱
叢
書
第
８
諿
（1

9
9
3

出
版
）
な
ど
で
「
遺
訓
の
真
偽
」
に
つ
い
て

論
述
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
に
よ
る
と
、
こ

の
遺
訓
は
明
治
時
代
に
旧
幕
臣
・
池
田
松
之

助
が
水
戸
藩
第
二
代
藩
主
・
徳
川
光
圀
の
遺

訓
「
人
の
い
ま
し
め
」
を
も
と
に
、
花
押
も

家
康
63
歳
の
も
の
に
似
せ
て
作
っ
た
偽
文

書
で
あ
り
、
こ
れ
を
幕
末
三
舟
（
勝
海
舟
・

山
岡
鉄
舟
）
の
一
人
で
あ
る
高
橋
泥
舟
ら
が

各
地
の
東
照
宮
に
奉
納
し
た
と
い
う
の
で

す
。 私

が
こ
の
こ
と
を
知
っ
た
の
は
随
分
後

に
な
っ
て
か
ら
で
す
が
、
私
に
と
っ
て
こ
の

遺
訓
は
人
生
の
指
針
と
し
て
参
考
に
し
た

い
と
い
う
考
え
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
遺
訓
と
出
会
っ
た
頃
の
私
に
は
意
識

や
行
動
面
に
お
い
て
距
離
が
あ
っ
た
よ
う

に
記
憶
し
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

年
を
重
ね
て
い
く
に
つ
れ
身
近
な
存
在
と

な
っ
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
も
こ
の
遺
訓
を
心

に
留
め
て
、
日
常
の
様
々
な
場
面
で
役
立
て

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

理

理
事
長 

高
野 

俊
彦 
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【
お
盆
】
８
月
15
日 

昼
食
に
お
は
ぎ
が
提
供

さ
れ
ま
し
た
。 

【
野
菜
の
日
】
８
月
31
日 

昼
食
は
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
う
ど

ん
で
し
た
。 

【
山
の
日
ラ
ン
チ
】 

８
月
11
日 

昼
食
に
山
菜
を
使
っ
た
そ
ば

を
提
供
し
ま
し
た
。
デ
ザ
ー
ト

に
は
ク
リ
ー
ム
ソ
ー
ダ
風
ゼ
リ

ー
を
ご
用
意
し
ま
し
た
。 

【
十
五
夜
】
９
月
29
日 

十
五
夜
の
壁
飾
り
を
皆
さ
ん
に
作
っ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。 

【
夏
祭
り
】
８
月
26
日 

午
前
中
は
夏
祭
り
レ
ク
を
楽
し
ん
で
い
た
だ

き
、
昼
食
に
は
お
好
み
焼
き
・
じ
ゃ
が
バ
タ
ー

コ
ー
ン
、
豚
汁
、
フ
ル
ー
ツ
ポ
ン
チ
イ
チ
ゴ
ゼ

リ
ー
な
ど
屋
台
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
メ
ニ
ュ
ー
で

し
た
。 

【
お
彼
岸
】
９
月
23
日 

昼
食
に
お
は
ぎ
が
出
ま
し
た
。 

〈
手
作
業
〉 

 

今
回
の
制
作
で
は
、
あ
さ
が

お
と
金
魚
、
菊
の
花
と
ト
ン
ボ
、

そ
し
て
ブ
ド
ウ
を
題
材
と
し
作

業
を
進
め
て
い
き
ま
し
た
。
花

や
葉
、
一
つ
一
つ
作
っ
て
い
っ

た
も
の
を
最
後
に
大
き
な
紙
に

合
わ
せ
て
い
き
完
成
で
す
。
や

っ
と
完
成
し
た
作
品
が
壁
に
飾

ら
れ
た
と
き
は
と
て
も
感
動
し

ま
し
た
。 

〈
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
〉 

 

午
後
に
は
レ
ク
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
が
あ
り
ま
す
。
輪
投
げ
や

ダ
ー
ツ
な
ど
で
楽
し
み
な
が

ら
体
を
動
か
し
て
い
ま
す
。
得

点
を
競
う
の
で
皆
さ
ん
と
て

も
真
剣
で
す
。
応
援
に
も
力
が

入
り
ま
す
。 

〈
自
由
な
時
間
〉 

 

 

午
前
中
は
お
風
呂
以
外
に
も
た

ま
に
会
え
る
仲
間
と
の
交
流
や
塗

り
絵
、
脳
ト
レ
を
さ
れ
た
り
自
由

に
過
ご
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

廊
下
に
は
作
品
コ
ー
ナ
ー
が
あ

り
、
皆
さ
ん
の
作
品
が
飾
ら
れ
て

い
ま
す
。 

【
運
動
会
】
10
月
21
日 

運
動
会
を
開
催
し
ま
し
た
。 

【
重
陽
の
節
句
】 

昼
食
：
栗
ご
飯
・
鶏
肉
の

焼
き
鳥
風
、
冬
瓜
の
煮
物
・

青
菜
と
黄
菊
の
お
ひ
た
し

で
す
。 

〈
お
食
事
〉 

敬
老
の
日
な
ど
は
お
食
事

メ
ニ
ュ
ー
も
特
別
な
も
の
で

し
た
。
み
な
さ
ん
美
味
し
そ
う

に
召
し
上
が
ら
れ
て
い
ま
し

た
。 

【
敬
老
の
日
】
９
月
18
日 

昼
食
：
敬
老
の
日
祝
い
膳 

赤
飯
・
天
ぷ
ら
盛
合
せ
・
炊
き

合
わ
せ
等
。
皆
さ
ま
の
健
康
が
続

き
ま
す
よ
う
に
。 
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〈
十
五
夜
お
茶
会
・
夕
食
会
〉 

９
月
29
日
（
土
）
「
十
五
夜
昼
食
会
・
お
茶
会
」
を
開
催
致
し

ま
し
た
。
今
年
の
十
五
夜
メ
ニ
ュ
ー
は
「
さ
つ
ま
い
も
ご
は
ん
」

「
さ
ん
ま
の
甘
辛
煮
」「
白
和
え
」「
漬
物
」「
け
ん
ち
ん
汁
」
で
し

た
。
さ
つ
ま
い
も
ご
は
ん
が
、
な
か
な
か
の
好
評
で
あ
り
み
な
さ

ん
大
変
喜
ば
れ
て
お
り
ま
し
た
。
お
茶
会
メ
ニ
ュ
ー
は
お
月
さ
ま

ケ
ー
キ
で
し
た
。 

 

〈
敬
老
祝
賀
会
〉 

９
月
18
日
（
月
）
「
敬
老
祝
賀
会
」
を
開
催
致
し
ま
し
た
。 

職
員
の
催
し
物
と
、
祝
い
膳
を
楽
し
ま
れ
ま
し
た
。 

今
年
の
祝
い
膳
は
「
お
赤
飯
」
「
天
ぷ
ら
盛
り
合
わ
せ
」
「
え
び
茶

巾
の
含
め
煮
」
「
五
色
な
ま
す
」
「
茶
碗
蒸
し
」
「
す
ま
し
汁
」
「
季
節

の
フ
ル
ー
ツ
」
で
し
た
。 

〈
お
散
歩
〉 

10
月
７
日
（
土
）
秋
晴
れ
の
日
、
午
後
の
お
や
つ
の
後
に
遊
歩
道
や
敷
地

内
へ
散
歩
に
出
掛
け
ま
し
た
。 

〈
遠
足
〉 

10
月
12
日
（
木
）
13
日
（
金
）
中
央
公
園
へ
遠
足
に
出
掛
け
ま
し
た
。

晴
天
に
恵
ま
れ
、
久
々
の
お
出
掛
け
に
参
加
し
た
皆
さ
ん
は
と
て
も
喜
ば
れ

て
お
り
ま
し
た
。 

 

〈
ま
も
な
く
立
冬
〉 

 

 

「
中
秋
の
名
月
」
と
感
動
か
ら
「
収

穫
の
感
謝
を
伝
え
る
」
を
形
に
表
し
た

文
化
が
生
ま
れ
ま
し
た
。 

 

稲
穂
に
み
た
て
た
ス
ス
キ
を
月
に

献
じ
て
月
見
御
膳
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。 

 

そ
し
て
、
晩
秋
を
迎
え
、
ま
も
な
く

立
冬
で
す
。 

 

風
邪
予
防
、
寒
さ
予
防
と
心
が
け
ま

し
ょ
う
。 

〈
十
三
夜
昼
食
会
・
お
茶
会
〉 

10
月
27
日
（
金
）
「
十
三
夜
昼
食
会
・
お
茶
会
」
を
開
催
致
し
ま
し
た
。
今

年
の
十
三
夜
メ
ニ
ュ
ー
は
「
お
月
見
ハ
ン
バ
ー
グ
」
「
豆
腐
サ
ラ
ダ
」
「
お
月
見

ヨ
ー
グ
ル
ト
」
「
具
だ
く
さ
ん
ス
ー
プ
」 

で
し
た
。
大
き
な
目
玉
焼
き
が
乗
っ

た
ハ
ン
バ
ー
グ
が
な
か
な
か
の
好
評
で
、
み
な
さ
ん
あ
っ
と
い
う
間
に
完
食
さ

れ
て
お
り
ま
し
た
。
お
茶
会
メ
ニ
ュ
ー
は
お
月
見
豆
乳
プ
リ
ン
で
し
た
。 
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ご
存
知
で
す
か
「
小
山
評
定
後
、
家
康
は
宇
都
宮
ま
で
や
っ
て
き
た
！
」 

 
徳
川
家
康
は1

6
0
0

年
７
月
24
日
、
上
杉
景
勝
を
討
伐
す
る
た
め
に
会
津

に
向
か
っ
て
い
た
途
上
、
下
野
国
小
山
に
本
陣
を
置
き
ま
し
た
。
そ
の
と
き

石
田
三
成
挙
兵
の
報
が
入
り
、
翌
25
日
急
遽
、
家
康
は
本
陣
に
諸
将
を
招

集
し
て
軍
議
を
開
き
「
こ
の
ま
ま
上
杉
を
討
つ
べ
き
か
、
反
転
西
上
し
て
石

田
を
討
つ
べ
き
か
」
を
質
し
た
の
で
す
。
こ
れ
が
世
に
い
う
「
小
山
評
定
」

で
す
。
家
康
に
従
う
諸
将
の
ほ
と
ん
ど
は
豊
臣
家
譜
代
の
武
将
で
、
大
阪
に

妻
子
を
残
し
て
き
て
お
り
、
そ
の
去
就
が
家
康
に
と
っ
て
は
興
亡
の
境
目
だ

っ
た
の
で
す
。 

通
説
で
は
、
尾
張
国
青
洲
城
主
福
島
正
則
が
口
火
を
切
り
ま
し
た
。
家
康

へ
の
支
持
を
表
明
し
、
掛
川
城
主
の
山
内
一
豊
が
徳
川
軍
へ
の
居
城
明
け
渡

し
を
申
し
出
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
諸
将
は
家
康
の
も
と
に
団
結
し
、
石
田

光
成
を
討
伐
す
る
た
め
西
上
す
る
こ
と
に
決
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

小
山
評
定
に
つ
い
て
は
、
後
世
に
創
作
さ
れ
た
神
話
で
は
な
い
か
と
い
う
説

や
実
際
に
起
き
た
出
来
事
を
後
世
に
人
々
が
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
語
り
伝

え
た
伝
承
と
い
っ
た
様
々
な
見
解
が
研
究
者
の
間
に
あ
り
、
決
着
は
つ
い
て

い
ま
せ
ん
。 

そ
う
し
た
中
で
、
家
康
が
小
山
評
定
の
後
、
上
杉
攻
め
の
本
営
で
あ
る
宇

都
宮
城
に
移
動
し
、
軍
勢
が
西
上
し
た
後
の
上
杉
対
策
に
つ
い
て
協
議
し
て

い
た
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
宇
都
宮
在
陣
説
（
７
月
26
日
～
江
戸

に
戻
る
８
月
４
日
）
で
は
、
家
康
は
宇
都
宮
二
荒
山
神
社
に
戦
勝
を
祈
願
し

た
と
さ
れ
、
そ
の
礼
と
し
て
５
年
後
に
社
殿
を
再
建
し
、
擬
宝
珠
（
ぎ
ぼ
し
・

家
康
の
官
職
名
と
名
入
り
）
を
奉
納
し
た
と
し
て
い
ま
す
。 

あ
く
ま
で
仮
説
の
域
を
で
な
い
の
で
す
。
当
神
社
の
史
料
な
ど
で
確
認
で

き
る
と
い
い
の
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
で
き
ま
せ
ん
。
現
在
の
社
殿
は
明
治

10
年
（1

8
7
7

年
）
に
明
治
新
政
府
に
よ
り
仮
社
殿
と
し
て
再
建
さ
れ
た
も

の
で
す
。
市
街
地
の
大
半
を
焼
失
し
た
宇
都
宮
空
襲
（1

9
4
5
.

７.

12
）
で

は
奇
跡
的
に
焼
失
を
免
れ
ま
し
た
が
、
後
北
条
氏
の
宇
都
宮
侵
攻
（1

5
8
9

・

天
正
17
）
や
、
戊
辰
戦
争
宇
都
宮
城
の
攻
防
（1

8
6
8

・
慶
応
４
）
な
ど
で

数
度
焼
失
し
て
お
り
、
古
い
史
料
な
ど
は
殆
ど
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

の
で
す
。
今
後
、
当
神
社
以
外
で
こ
れ
ら
を
裏
付
け
る
史
料
が
出
て
く
る
こ

と
を
期
待
し
た
い
で
す
ね
。 

 

編
集
雑
記 

虫
の
音
や
色
づ
く
木
々
、
秋
の
深
ま
り
を
感
じ
ま
す
ね
。
紅
葉
の
見
ご

ろ
は
秋
（
９
～
10
月
）
の
気
温
が
低
い
と
早
ま
り
、
高
い
と
遅
れ
ま
す

が
、
９
月
が
記
録
的
な
残
暑
で
し
た
の
で
、
色
づ
き
が
遅
れ
て
い
る
と
こ

ろ
が
多
い
よ
う
で
す
。
標
高
の
関
係
で
比
較
的
長
い
期
間
（
９
月
下
旬
～

11
月
）
、
場
所
を
変
え
て
楽
し
め
る
日
光
の
紅
葉
は
全
体
的
に
７
～
10
日

程
色
づ
き
が
遅
れ
る
予
想
で
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
も
落
ち
着
い
て
い
る
よ
う

で
す
し
、
シ
ー
ズ
ン
中
は
ど
こ
も
賑
わ
う
の
で
し
ょ
う
ね
。
で
も
行
き
た

い
で
す
ね
。 

10
月
２
日
か
ら
今
年
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
（
６
分
野
）
の
受
賞
者
が
発
表

に
な
り
ま
し
た
。
最
近
で
は
毎
年
の
よ
う
に
日
本
人
受
賞
者
が
い
ま
し
た

が
、20

2
3

年
は
残
念
な
が
ら
２
年
連
続
日
本
人
の
受
賞
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
ノ
ー
ベ
ル
賞
と
は
全
く
無
関
係
で
す
が
、
ユ
ニ
ー
ク
な
科
学
研
究

な
ど
に
贈
ら
れ
る
「
イ
グ
・
ノ
ー
ベ
ル
賞
」
に
、
電
気
を
通
し
た
箸
や
ス

ト
ロ
ー
で
飲
食
物
の
味
を
変
え
る
方
法
を
提
案
し
た
東
京
大
学
の
中
村

特
任
准
教
授
と
明
治
大
学
の
宮
下
教
授
が
受
賞
、
日
本
人
受
賞
は
17
年

連
続
と
な
り
ま
す
。
「
イ
グ
」
の
な
い
本
家
本
物
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
、
来
年

に
期
待
し
ま
し
ょ
う
。 

製
薬
大
手
エ
ー
ザ
イ
と
米
バ
イ
オ
ジ
ェ
ン
が
開
発
し
た
ア
ル
ツ
ハ
イ

マ
ー
病
新
薬
「
レ
カ
ネ
マ
ブ
」
の
日
本
で
の
製
造
使
用
が
９
月
25
日
厚

生
労
働
省
の
承
認
が
下
り
ま
し
た
。
臨
床
試
験
で
は
１
年
後
の
認
知
機
能

の
低
下
が
約
27
％
抑
え
ら
れ
た
と
い
い
ま
す
。
有
効
な
治
療
薬
が
な
か

っ
た
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
、
病
気
の
進
行
ス
ピ
ー
ド
を
抑
え
ら
れ
る
薬
が

出
た
こ
と
は
と
て
も
喜
ば
し
い
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
効
果
が
期
待
で
き

る
の
は
初
期
の
段
階
で
、
コ
ス
ト
の
高
さ
や
副
作
用
の
問
題
な
ど
の
重
い

課
題
も
あ
り
ま
す
。
認
知
症
患
者
は2

0
2
5

年
に
は
730
万
人
、
そ
の
う
ち

の
６
～
７
割
は
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
が
占
め
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
新
薬
開
発
が
契
機
と
な
っ
て
、
よ
り
効
果
の
高
い
新
薬
が
開
発
さ
れ
、

ま
た
、
症
状
が
出
て
い
な
い
人
に
対
し
て
の
「
予
防
」
を
目
指
す
新
薬
が

早
く
開
発
さ
れ
る
と
い
い
で
す
ね
。 

春
先
か
ら
始
ま
っ
た
第
９
波
も
夏
を
ピ
ー
ク
に
着
実
に
減
少
し
つ
つ

あ
り
ま
す
が
、
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
増
加
傾
向
に
あ
り
、
こ
の
冬

に
は
新
型
と
イ
ン
フ
ル
の
同
時
流
行
も
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら

も
マ
ス
ク
着
用
や
手
洗
い
の
徹
底
な
ど
基
本
対
策
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
ね
。 

朝
晩
冷
え
込
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
ご
自
愛
く
だ
さ
い 

次
号
は
新
年
２
月
１
日
発
行
で
す
。 
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