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感
染
症
差
別

現
在
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡

大
に
つ
れ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
偏
見
や
差
別
問
題

が
起
こ
っ
て
い
る
。

1
月
16
日
に
日
本
で
初
め
て
の
感
染
が
確
認

さ
れ
た
。
そ
の
翌
月
、
２
月
19
日
、
福
岡
市
の

地
下
鉄
の
中
で
マ
ス
ク
を
し
て
い
な
い
乗
客
が

せ
き
を
し
た
。
別
の
客
が
非
常
通
報
ボ
タ
ン
を

押
し
て
、
電
車
が
止
ま
っ
た
。
後
に
二
人
は
和

解
し
た
が
、
既
に
過
剰
反
応
が
始
ま
っ
て
い

た
。
ま
た
、
マ
ス
ク
を
し
て
い
て
も
せ
き
を
す

る
と
い
や
な
顔
を
さ
れ
た
り
、
呼
吸
器
系
の
既

往
症
や
花
粉
症
の
人
は
困
っ
た
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
感
染
が
拡
大
す
る
に
つ
れ
て
、
更
に
偏

見
・
差
別
が
広
が
っ
て
い
る
。

中
で
も
医
療
関
係
者
、
配
送
業
者
な
ど
医
療

や
物
流
に
関
わ
る
人
々
や
そ
の
家
族
へ
の
偏

見
、
差
別
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
院
内
感
染

の
こ
と
を
批
判
さ
れ
た
り
、
商
品
を
届
け
た
運

転
手
が
除
菌
ス
プ
レ
ー
の
よ
う
な
も
の
を
吹
き

か
け
ら
れ
た
り
、
子
ど
も
が
学
童
保
育
を
断
ら

れ
る
な
ど
、
多
く
の
人
権
差
別
問
題
が
起
こ
っ

て
い
る
。

ま
た
感
染
し
た
人
の
個
人
名
や
住
所
を
聞
き

出
そ
う
と
す
る
問
い
合
わ
せ
が
行
政
に
寄
せ
ら

れ
、
行
政
が
人
権
に
つ
い
て
配
慮
す
る
よ
う
に

と
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。

ハ
ン
セ
ン
病
差
別
問
題

感
染
症
に
関
す
る
差
別
に
つ
い
て
、
ハ
ン
セ

ン
病
に
罹
患
し
た
父
を
持
つ
、
社
会
学
博
士
の

林
力
氏
の
体
験
を
思
い
出
す
。
鹿
児
島
県
の
星

塚
敬
愛
園
に
隔
離
さ
れ
た
父
・
廣
藏
氏
か
ら
の

手
紙
に
対
す
る
違
和
感
で
あ
る
。
以
下
、
引
用

す
る
。「
そ
の
頃
わ
た
し
は
、
父
の
手
紙
が
来

る
と
、
そ
の
内
容
よ
り
も
手
紙
に
バ
イ
キ
ン
が

つ
い
て
い
な
い
か
と
気
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
わ

さ
は
戦
後
、
徐
々
に
う
す
め
ら
れ
て
い
く
。
と

く
に
特
効
薬
プ
ロ
ミ
ン
が
で
き
た
後
は
園
内
に

急
速
に
広
が
っ
た
。
で
も
父
の
病
が
伝
染
し
な

い
も
の
、
治
る
も
の
と
の
確
信
は
、
一
九
五
三

年
の
全
患
協
と
厚
生
省
と
の
闘
い
に
接
す
る
ま

で
は
持
つ
こ
と
が
で
き
ず
半
信
半
疑
が
つ
づ
い

た
。
恥
ず
か
し
い
こ
と
、
申
し
訳
な
い
こ
と

（一
財
）
同
和
教
育
振
興
会
　
評
議
員

登
尾
唯
信

感
染
症
と
差
別
～
ハ
ン
セ
ン
病
差
別
を
通
し
て
～



15 宗報 2020年 7 月号

だ
っ
た
。
い
ま
に
し
て
父
と
子
を
そ
こ
ま
で
引

き
裂
い
て
く
れ
た
も
の
へ
の
憤
り
が
こ
み
上
げ

て
く
る
。」

親
子
を
引
き
裂
い
た
も
の
は
、
当
時
の
国
を

挙
げ
て
の
無
癩
県
運
動
、
隔
離
政
策
で
あ
っ

た
。
１
９
０
７
（
明
治
40
）
年
の
法
律
第
11
号

「
癩
予
防
ニ
関
ス
ル
法
律
」
は
浮
浪
す
る
ハ
ン

セ
ン
病
患
者
の
み
を
収
容
す
る
法
律
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
１
９
３
１
（
昭
和
6
）
年
成
立

の
「
癩
予
防
法
（
旧
）」
は
、
よ
り
隔
離
政
策
が

徹
底
さ
れ
、
在
宅
療
養
中
の
患
者
も
含
め
て
、

す
べ
て
の
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
を
一
人
残
ら
ず
収

容
す
る
法
律
で
あ
っ
た
。
林
氏
の
父
親
は
こ
の

法
律
成
立
の
6
年
後
に
入
所
し
た
の
で
あ
る
。

既
に
１
８
７
３
（
明
治
6
）
年
に
は
、
ノ
ル

ウ
ェ
ー
の
ア
ル
マ
ウ
ェ
ル
・
ハ
ン
セ
ン
に
よ
っ

て
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
原
因
は
感
染
力
も
大
変
弱

い
「
ら
い
菌
」
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
遺

伝
す
る
病
気
で
も
な
か
っ
た
。
ま
た
１
９
４
３

（
昭
和
18
）
年
に
ア
メ
リ
カ
で
治
療
薬
「
プ
ロ

ミ
ン
」
が
開
発
さ
れ
、
治
る
病
気
と
な
っ
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
さ
ら
に
法
律
は
「
ら
い

予
防
法
」（
１
９
５
３
・
昭
和
28
年
）
と
強
化
さ

れ
、
１
９
９
６
（
平
成
8
）
年
の
「
ら
い
予
防

法
の
廃
止
に
関
す
る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
る
ま

で
、
約
90
年
間
、
隔
離
政
策
は
続
い
た
。
そ
の

目
的
は
、「
特
別
病
室
（
重
監
房
）」
や
「
断
種
」

「
堕
胎
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
ハ
ン
セ
ン

病
患
者
を
絶
滅
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う

指
摘
ま
で
あ
る
。
国
家
に
よ
る
徹
底
し
た
人
権

無
視
の
政
策
で
あ
り
、
感
染
症
の
中
で
も
ほ
と

ん
ど
感
染
力
の
な
い
ら
い
菌
に
対
す
る
正
確
な

知
見
を
、
国
民
に
伝
え
な
か
っ
た
国
家
・
行
政

の
不
作
為
で
あ
り
、
重
大
な
過
失
で
あ
っ
た
。

１
９
９
８
（
平
成
10
）
年
、
ら
い
予
防
法
違
憲

国
家
賠
償
請
求
訴
訟
が
提
訴
さ
れ
、
２
０
０
１

（
平
成
13
）
年
に
原
告
全
面
勝
訴
の
判
決
が
下

さ
れ
た
。

い
ま
も
あ
る
差
別
偏
見

隔
離
政
策
は
終
わ
っ
た
。
し
か
し
、
２
０
０

３
（
平
成
15
）
年
、「
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
宿

泊
拒
否
事
件
」
が
惹
起
す
る
。
熊
本
県
に
よ
る

毎
年
恒
例
の
「
ふ
る
さ
と
訪
問
事
業
」
と
し

て
、
菊
池
恵
楓
園
入
所
者
の
宿
泊
を
申
し
込
ま

れ
た
熊
本
の
ホ
テ
ル
が
、
一
方
的
に
宿
泊
を
拒

否
し
、
県
側
の
撤
回
要
求
に
も
応
じ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
経
過
の
中
で
、
元
患
者
に
対

し
て
誹
謗
中
傷
の
電
話
、
フ
ァ
ク
ス
、
投
書
が

送
り
つ
け
ら
れ
た
。
そ
の
中
に
「
己
の
、
前
世

の
悪
業
の
結
果
、
此
の
世
に
生
ま
れ
来
て
人
々

に
嫌
悪
さ
れ
」、「
佛
が
与
え
た
罰
は
、
一
生
や
、

二
生
で
は
、
贖
罪
出
来
る
も
の
で
は
無
い
」
と

あ
っ
た
。
こ
れ
は
か
つ
て
、
ハ
ン
セ
ン
病
は
仏

法
を
謗
っ
た
た
め
の
恐
ろ
し
い
「
業
病
」
で
あ

り
、
患
者
が
苦
し
み
を
受
け
る
の
は
自
己
責
任

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
仏
教
経
典
や
僧
侶
が
説

い
た
こ
と
が
そ
の
原
因
で
あ
り
、
そ
の
観
念
が

今
も
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私

た
ち
僧
侶
の
責
任
は
大
き
い
。

２
０
１
９
（
令
和
1
）
年
、
厚
生
労
働
省
の

調
査
で
、
療
養
所
を
退
所
し
て
社
会
復
帰
し

た
も
の
の
再
び
療
養
所
に
戻
っ
た
元
患
者
が
、

２
０
０
９
～
２
０
１
８
年
度
の
10
年
間
で
129
人

い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
の
中
に
は
、
後
遺

症
に
慣
れ
た
医
療
機
関
が
地
域
に
少
な
い
こ
と

や
今
も
っ
て
差
別
・
偏
見
を
恐
れ
て
周
囲
に
病

歴
を
明
か
せ
な
い
と
い
う
背
景
が
あ
る
と
報
じ

情報コーナー
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ら
れ
て
い
る
。
今
も
故
郷
に
帰
る
こ
と
が
で
き

な
い
回
復
者
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
療
養
所

と
教
団
の
関
わ
り
は
長
い
歴
史
が
あ
る
が
今
は

テ
ー
マ
上
、
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

人
間
同
士
を
分
断
す
る
差
別
心

今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
問
題
に

つ
い
て
ハ
ン
セ
ン
病
差
別
問
題
を
通
し
て
見
え

て
く
る
問
題
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

一
つ
に
は
感
染
経
験
者
に
対
す
る
蔑
視
、
嫌

悪
感
で
あ
る
。
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
流
さ

れ
る
感
染
し
た
著
名
人
の
会
見
の
中
で
し
ば
し

ば
謝
罪
の
言
葉
が
出
る
。
こ
れ
で
は
、
感
染
す

る
の
が
悪
い
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
い
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
て
い

る
こ
と
を
隠
し
て
、
さ
ら
に
感
染
さ
せ
て
し
ま

う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

感
染
症
に
対
す
る
恐
怖
心
、
感
染
し
た
く
な

い
と
い
う
心
情
は
誰
に
で
も
あ
る
。
し
か
し
、

縁
次
第
で
は
、
誰
で
も
か
か
り
得
る
と
い
う
視

点
が
大
事
だ
と
思
う
。
い
わ
ゆ
る
当
事
者
性
へ

の
理
解
で
あ
る
。

ま
た
退
院
し
た
回
復
者
に
つ
い
て
も
偏
見
・

差
別
が
続
く
こ
と
に
な
る
。
ハ
ン
セ
ン
病
差
別

と
通
底
す
る
問
題
で
あ
る
。
自
分
も
感
染
す
る

か
も
知
れ
な
い
と
い
う
恐
怖
感
が
感
染
経
験
者

を
忌
避
し
、
さ
ら
に
医
療
関
係
者
ま
で
差
別
す

る
こ
と
に
な
る
。
忌
避
す
べ
き
は
ウ
イ
ル
ス
で

あ
る
の
に
、
感
染
経
験
者
や
医
療
関
係
者
の
人

権
を
踏
み
に
じ
っ
て
、
差
別
心
が
人
間
同
士
を

分
断
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

差
別
心
の
根
底
に
は
恐
怖
心
が
あ
る
。
そ
れ

は
具
体
的
に
は
死
に
対
す
る
恐
怖
心
で
あ
る
。

仏
教
は
老
病
死
の
解
決
、
生
死
出
べ
き
道
を
説

い
て
き
た
。
と
な
る
と
今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
問
題
は
仏
教
の
課
題
で
も
あ
る
。

人
間
を
分
断
し
な
い
道
を
教
え
て
い
る
の
が
仏

教
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
し
た
い
。

根
絶
で
き
な
い
感
染
症

忌
避
す
べ
き
ウ
イ
ル
ス
で
あ
る
が
、
ウ
イ
ル

ス
と
人
間
は
共
生
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
専

門
家
の
意
見
も
あ
る
。
感
染
症
を
完
全
に
撲
滅

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
宿

し
ゅ
く

主し
ゅ

で
あ
る
人
間

が
存
在
す
る
限
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
感
染
症
は
存

在
し
続
け
る
。
人
間
も
生
態
系
の
中
の
一
員
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
さ
に
仏
教
の
説
く
縁
起

的
（
相
依
相
関
関
係
）
で
あ
る
。
天
然
痘
の
ウ

イ
ル
ス
の
よ
う
に
消
え
て
い
く
も
の
も
あ
り
、

新
た
に
出
現
す
る
ウ
イ
ル
ス
も
あ
る
。
様
々
な

ウ
イ
ル
ス
の
存
在
は
、
そ
れ
に
伴
う
感
染
症
も

時
に
応
じ
て
出
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

文
明
の
進
展
に
伴
っ
て
感
染
症
も
随
伴
し
て
く

る
こ
と
を
私
た
ち
は
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。当

事
者
性
と
想
像
力

そ
こ
で
必
要
な
の
は
誰
も
が
感
染
し
う
る
と

い
う
当
事
者
性
の
理
解
で
あ
り
、
釈
尊
の
言
わ

れ
る
「
己お

の

が
身
に
ひ
き
く
ら
べ
て
」
と
い
う
、

感
染
経
験
者
が
差
別
忌
避
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い

て
の
想
像
力
が
必
要
だ
と
思
う
。
自
分
が
感
染

し
た
と
し
て
、
忌
避
さ
れ
る
こ
と
へ
の
痛
み
、

不
安
へ
の
洞
察
が
必
要
で
あ
る
。

当
事
者
性
へ
の
理
解
と
想
像
力
が
感
染
経
験

者
と
非
感
染
者
と
い
う
構
図
を
外
す
行
為
に
繋

感染症と差別～ハンセン病差別を通して～
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が
る
と
思
う
。
本
来
、
水
平
、
平
等
な
存
在
で

あ
る
は
ず
な
の
に
、
感
染
し
て
い
な
い
人
を

「
私
た
ち
」、
感
染
経
験
者
を
「
あ
の
人
た
ち
」

と
分
け
て
、
一
括
り
に
し
て
し
ま
う
思
考
が
問

題
で
あ
る
。
例
え
ば
、
二
県
に
ま
た
が
っ
た
商

圏
が
あ
っ
て
、
感
染
経
験
者
の
少
な
い
県
へ
他

県
か
ら
の
買
い
物
客
が
あ
っ
た
。
他
県
の
車
の

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
を
見
て
、
そ
の
車
に
生
卵

が
投
げ
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ

た
。「
あ
の
県
の
人
は
」
と
一
括
り
に
し
て
、

そ
の
人
が
感
染
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず

拒
否
、
差
別
す
る
の
で
あ
る
。

感
染
経
験
者
や
医
療
従
事
者
へ
の
差
別
は
、

そ
の
現
状
を
知
ら
な
い
、
あ
る
い
は
そ
の
人
々

を
知
ら
な
い
こ
と
で
起
こ
る
。
逆
に
、
感
染
経

験
者
の
名
前
や
住
所
ま
で
特
定
し
、
差
別
す

る
。
し
か
し
、「
私
た
ち
」
も
「
あ
の
人
た
ち
」

も
同
じ
人
間
で
あ
り
、
老
病
死
す
る
存
在
で
あ

る
。「
あ
の
人
た
ち
」
も
「
私
た
ち
」
で
あ
る
。

念
仏
を
申
し
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の

感
染
経
験
者
と
非
感
染
者
と
い
う
構
図
を
外
す

行
為
で
あ
ろ
う
。

念
仏
者
の
課
題

今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
問
題
で

は
都
道
府
県
に
よ
っ
て
寺
院
の
置
か
れ
て
い
る

情
況
が
違
う
の
で
一
概
に
言
え
な
い
が
、
あ
ら

ゆ
る
法
座
が
止
ま
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
寺

院
が
感
染
源
に
な
っ
て
は
と
い
う
思
い
が
あ

る
。
し
か
し
、
寺
院
・
僧
侶
の
側
が
自
粛
ム
ー

ド
に
、
過
度
に
受
け
身
に
な
っ
て
い
る
面
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
法
要
の
中
継
や
ウ
ェ
ブ
会
議
な

ど
、
創
意
工
夫
さ
れ
て
い
る
最
中
で
あ
る
。
同

時
に
、
寺
院
・
僧
侶
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
終
息
を
願
う
だ
け
の
存
在
で
よ
い
の
だ
ろ
う

か
。
今
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
差
別
に
つ
い
て
の
啓
発
活
動
も
必

要
だ
と
思
う
。

公
益
社
団
法
人
日
本
心
理
学
会
の
特
設
ペ
ー

ジ
の
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（CO

V
ID

-19

）

に
関
わ
る
偏
見
や
差
別
に
立
ち
向
か
う
」（
原

文　

Com
bating	bias	and	stigm

a	related	to	

CO
V
ID

-19　

ア
メ
リ
カ
心
理
学
会
の
Ｈ
Ｐ
）
は

心
理
学
者
向
け
の
サ
イ
ト
で
あ
る
が
、
大
変
参

考
に
な
る
た
め
、
一
部
略
記
す
る
。
詳
細
は
サ

イ
ト
で
確
認
願
い
た
い
。

○「
事
実
」
を
広
め
る

正
確
な
情
報
が
な
い
と
人
々
は
偏
見
や
ス
テ

レ
オ
タ
イ
プ
（
固
有
観
念
）
の
影
響
を
受
け

▶執筆者プロフィール

【略歴】

宮崎教区宮崎組松尾寺住職

本願寺派布教使

1949年生まれ　

1977年龍谷大学大学院修士課程修了

登 尾 唯 信
とのお　ゆいしん　

情報コーナー



18宗報 2020年 7 月号

や
す
く
な
る
。

○
社
会
的
に
影
響
力
を
持
つ
人
た
ち
を
巻
き
込
む

　

適
切
な
情
報
伝
達
の
模
範
例
と
な
り
、
伝
染

病
を
特
定
の
地
域
や
集
団
と
結
び
つ
け
る
取

り
組
み
を
や
め
さ
せ
る
上
で
、
大
企
業
の

リ
ー
ダ
ー
や
議
員
、
著
名
人
、
宗
教
指
導
者

な
ど
の
役
割
は
大
き
い
。

○
感
染
経
験
者
の
声
を
広
め
る

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
て
も
ほ
と

ん
ど
の
人
は
回
復
す
る
。
経
験
者
の
声
を
聞

く
こ
と
で
、
一
般
市
民
は
安
心
を
得
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
、
現
場
で
働
く
医
療
従
事

者
を
た
た
え
る
こ
と
で
感
染
経
験
者
へ
の
批

判
や
偏
見
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。

○
根
拠
の
な
い
話
、
う
わ
さ
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ

プ
を
正
し
、
偏
見
を
助
長
す
る
言
説
に
異
議

を
唱
え
る

事
実
と
う
わ
さ
を
峻
別
す
る
。

こ
の
中
、「
宗
教
指
導
者
」
の
役
割
が
大
き

い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

教
団
、
僧
侶
が
こ
の
現
実
の
中
で
、
感
染
す

る
か
も
し
れ
な
い
自
分
と
い
う
こ
と
も
前
提

に
、
他
者
と
、
そ
し
て
感
染
経
験
者
と
も
交
流

し
、
発
言
し
て
行
く
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
。

見
て
来
た
よ
う
に
私
た
ち
は
、
宗
教
者
と
し
て

穢
れ
観
や
業
病
を
説
き
、
ハ
ン
セ
ン
病
差
別
を

温
存
助
長
し
た
。
林
氏
の
「
憤
り
」
は
国
家
に

対
し
て
、
同
時
に
宗
教
者
に
対
し
て
も
向
け
ら

れ
て
い
る
。

刻
々
と
変
わ
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
つ

い
て
の
情
報
を
取
捨
選
択
し
つ
つ
、
事
実
に
迫

り
、
一
人
ひ
と
り
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
、
御
同

朋
の
社
会
へ
の
道
を
門
信
徒
や
社
会
と
共
に
歩

み
、
そ
の
情
報
を
発
信
す
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
。
僧
侶
、
教
団
の
社
会
的
責
任
が
問

わ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

感染症と差別～ハンセン病差別を通して～

【
参
考
・
引
用
文
献
】

・『
父
か
ら
の
手
紙　

再
び
「
癩
者
」
の
息
子
と

し
て
』（
林　

力
著　

１
９
９
７
年
）

・「
ハ
ン
セ
ン
病
史
と
新
型
コ
ロ
ナ
」（
酒
井
義
一

寄
稿　

仏
教
タ
イ
ム
ス　

２
０
２
０
年
5
月
14

日
号
）

・『
感
染
症
と
文
明
｜
共
生
へ
の
道
』（
山
本
太
郎

著　

２
０
２
０
年
）

・
日
本
心
理
学
会
特
設
ペ
ー
ジ

https://psych.or.jp/special/covid19/
com
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