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武
漢
発
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
世
界
を
席
捲
し
て
は
や
二
年
が
た
っ
た
。
こ
の
ウ
イ
ル
ス
、
中
国
名
を
〝
新0

型
冠0

状
病
毒
〟
と
い
う
が
、
そ
れ
で
は
ま
ど
ろ
っ
こ
し
い
の
で
〝
新
冠

0

0

〟
と
つ
づ
め
、
単
独
で
は
使
用
せ
ず
に
、
病
名
〝
肺
炎
〟

に
つ
な
げ
て〝
新
冠
肺
炎
〟（
日
本
語
の「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」に
相
当
）と
す
る
の
が
一
般
的
だ
。し
か
し
、じ
つ
は
も
っ

と
頻
繁
に
耳
に
す
る
の
が
〝
疫
情
〟
と
い
う
よ
び
名
な
の
で
あ
る
。
語
の
組
み
立
て
に
厳
密
に
従
え
ば
、〝
疫
情
〟
と
は
本

来
は
疫
病
の
「
情
況
」
を
意
味
す
る
は
ず
だ
。〝
世
情
〟
や
〝
敵
情
〟（
日
本
語
も
同
形
）
と
同
じ
構
造
で
あ
る
か
ら
。
と
こ
ろ

が
昨
今
の
使
用
実
態
を
見
る
と
、〝
疫
情
〟
は
疫
病
の
「
流
行
」
を
直
接
に
指
す
例
が
多
く
、
果
て
は
疫
病
「
そ
の
も
の
」

を
意
味
す
る
場
合
さ
え
あ
る
。
国
連
の
中
国
語
正
式
文
書
に
「
児
童
に
対
す
る
〝
疫
情
〟
の
影
響
を
軽
減
す
る
」
な
ど
と

あ
る
の
が
そ
の
明
白
な
用
例
だ
。
日
本
語
で
も
「
コ
ロ
ナ
」
の
一
語
で
ウ
イ
ル
ス
か
ら
そ
の
流
行
ま
で
を
片
づ
け
る
と
こ

ろ
を
み
れ
ば
、
日
常
語
と
い
う
の
は
つ
く
づ
く
ミ
ニ
マ
ル
志
向
で
あ
る
。

　

十
年
前
に
北
京
で
研
修
し
て
い
た
と
き
、
宿
舎
の
そ
ば
で
大
規
模
な
再
開
発
が
あ
り
、
工
事
中
の
一
街
区
を
お
お
う
広

　
　
　
　
［
巻
頭
言
］

こ
と
ば
の
履
歴
書
︱
︱「
人
文
」と「
文
化
」

大
谷
　

通
順
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告
看
板
に
、
巨
大
な
〝
人
文

0

0

的
〟
の
文
字
が
躍
る
の
を
見

た
。
当
時
は
そ
れ
が
目
新
し
く
、
周
囲
に
た
ず
ね
て
、
よ

う
や
く
「
人
を
た
い
せ
つ
に
す
る
」
と
か
、「
人
に
や
さ
し

い
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
新
語
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

「“人文”的な大邸宅」：安
あん き

徽省蚌
ほう ふ

埠市のマンション「百合公館」
のキャッチフレーズです。

河南省鶴壁市の「小区」（独立居住区画）が「朝歌里」（地名）＋「人文」＋「小鎮」（小さな町）
と名づけられています。（不動産の紹介ビデオより）
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こ
の
〝
人
文
〟
の
語
は
、
い
ま
や
中
国
各
地
で
開
発
が
進
む
高
級
住
宅
街
や
マ
ン
シ
ョ
ン
を
飾
る
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
と

し
て
、
不
動
産
広
告
に
あ
ふ
れ
か
え
っ
て
い
る
。
特
に
よ
く
目
に
す
る
の
は
〝
人
文

0

0

家
園
〟
と
い
う
用
例
だ
。〝
家
園
〟
と

は
読
ん
で
字
の
ご
と
く
、直
接
に
は
「
家0

屋
」
と
「
庭
園0

」
を
指
す
が
、意
味
は
「
家
庭
」
や
「
郷
里
」
に
ひ
ろ
が
る
。〝
人
文
〟

が
そ
れ
を
形
容
し
て
い
る
格
好
だ
。
日
本
語
で
そ
の
〝
人
文
〟
に
ふ
さ
わ
し
い
訳
語
を
さ
が
す
な
ら
ば
、「
文
化
的
」
あ
た

り
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

　

生
活
や
居
住
環
境
を
形
容
す
る
日
本
語
の
「
文
化
」
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
憲
法
第
二
十
五
条
に
「
健
康
で
文
化

0

0

的
な

最
低
限
度
の
生
活
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
に
議
論
や
定
義
が
重
ね
ら
れ
、
私
た
ち
に
も
あ
る

程
度
の
共
通
認
識
は
で
き
て
い
る
と
思
う
。
要
す
る
に
、
単
に
肉
体
的
に
生
存
す
る
だ
け
で
な
く
、
人
と
し
て
精
神
的
に

満
た
さ
れ
た
生
き
方
、あ
る
い
は
そ
れ
を
実
現
す
る
営
み
を
「
文
化
」
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、そ
も
そ
も
〝
文
化
〟

の
語
そ
れ
自
体
は
中
国
の
古
典
に
早
く
か
ら
見
ら
れ
、「
武
威
を
用
い
ず
に
民
を
教
化
す
る
」
と
い
う
意
味
だ
っ
た
。
そ
れ

が
明
治
・
大
正
期
の
日
本
で
「K

ultur
（
独
）」
の
訳
語
と
し
て
新
た
な
生
を
う
け
、
清
末
・
民
国
初
期
の
中
国
語
に
も

日
本
語
由
来
の
外
来
語
と
し
て
吸
収
さ
れ
た
の
だ
。
と
こ
ろ
が
当
初
は
学
術
的
な
専
門
用
語
も
、
い
っ
た
ん
日
常
語
に
流

れ
こ
む
と
、
思
わ
ぬ
逸
脱
が
は
じ
ま
る
。
極
端
な
例
と
し
て
、
日
本
語
で
は
「
文
化

0

0

住
宅
」
や
「
文
化

0

0

た
き
つ
け
」
の
よ

う
に
「
利
便
性
」
や
「
今い
ま
よ
う様
」
に
か
た
よ
っ
た
例
が
と
び
だ
し
た
。
中
国
語
も
、
現
今
の
日
常
語
で
は
「
教
育
」
と
い
う

意
味
あ
い
が
強
く
な
り
、〝
没
文
化

0

0

〟
と
は
「
無
学
・
無
教
養
」、〝
文
化

0

0

水
平
〟
と
は
「
学
歴
」
の
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

い
っ
ぽ
う
〝
人
文
〟
の
語
は
、
中
国
の
古
典
的
用
例
で
は
、
世
界
を
形
成
す
る
三
つ
の
素
材
（〝
天
〟･

〝
地
〟･

〝
人
〟）

の
有あ

り
様よ

う
（〝
文も
ん

〟）、
す
な
わ
ち
〝
天て

ん
も
ん文

〟･

〝
地ち

も
ん文

〟･

〝
人じ

ん
も
ん文

〟
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。
そ
の
う
ち
〝
人
文
〟
の
〝
文
〟
で

は
〝
文
字
〟
と
い
う
一
面
が
突
出
し
、
人
間
の
精
神
活
動
と
そ
の
表
現
形
態
の
全
般
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
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が
明
治
・
大
正
期
の
日
本
で
「hum

anities

（
英
）」
の
訳
語
と
し
て
再
定
義
さ
れ
、
や
は
り
民
国
初
期
の
中
国
語
に
吸

収
さ
れ
た
の
だ
。
し
か
し
、
先
の
不
動
産
広
告
の
用
例
に
至
る
ま
で
に
は
、
ま
だ
一
定
の
道
の
り
が
必
要
だ
。
お
そ
ら
く

「hum
an

」
の
う
ち
「
人
間
味
の
あ
る
」「
思
い
や
り
の
あ
る
」
な
ど
と
い
う
形
容
詞
の
側
面
が
拡
大
し
て
、
日
本
語
の
「
人

文
」
に
は
見
ら
れ
な
い
、
あ
の
よ
う
な
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
が
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
日
本
語
な
ら
ば
「
文
化
的
」
と
表
現
す
る
と
こ
ろ
、
中
国
語
で
は
そ
れ
を
避
け
た
か
の
よ
う
に
〝
人
文
〟
の
語

が
選
ば
れ
た
、
そ
の
経
緯
に
な
に
や
ら
い
わ
く
言
い
が
た
い
も
の
を
感
じ
る
。

　

中
国
で
〝
文
化
〟
が
選
択
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
第
一
に
思
い
あ
た
る
の
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
も
と
も
と
〝
文

化
〟
の
〝
文
〟
は
〝
武
〟
の
対
義
語
で
〝
文
字
〟
を
主
た
る
表
現
形
態
と
し
、〝
化
〟
は
〝
教
化
〟
の
意
味
に
過
ぎ
ず
、「
人
」

の
要
素
が
い
っ
こ
う
に
表
面
に
出
て
こ
な
い
こ
と
だ
。
し
か
も
、そ
の
〝
文
〟
た
る
や
〝
文0

以
載
道
（
文
は
も
っ
て
道
を
載の

す
）〟

と
い
う
、
宋
代
の
儒
学
に
さ
か
の
ぼ
る
常
套
句
が
し
め
す
よ
う
に
、
思
想
や
道
徳
（〝
道
〟）
を
盛
り
こ
む
た
め
の
、
い
わ

ば
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
堕
し
か
ね
な
い
代
物
な
の
だ
。

　

第
二
に
、「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化

0

0

大
革
命
」
の
記
憶
が
〝
文
化
〟
の
ま
ぎ
れ
も
な
い
実
例
と
し
て
、
人
々
の
脳
裏
に
焼
き

つ
い
て
い
る
こ
と
だ
。「
文
化
大
革
命
」
の
〝
文
化
〟
が
、
私
た
ち
の
「
文
化
」
理
解
と
異
な
る
こ
と
を
し
め
す
典
型
例
と

し
て
、
一
九
六
七
年
、
川
端
康
成
・
石
川
淳
・
安
部
公
房
・
三
島
由
紀
夫
が
連
名
で
発
表
し
た
文
革
反
対
声
明
が
あ
る
。

そ
こ
で
四
氏
は
、
中
国
の
「
学
問
芸
術
」
が
政
治
権
力
の
具
か
ら
脱
し
て
、
自
律
性
を
恢
復
す
る
よ
う
に
訴
え
た
。
し
か

し
、
当
の
中
国
で
は
〝
文
化
〟（「
学
問
芸
術
」）
は
す
べ
て
一
定
の
社
会
階
級
や
一
定
の
政
治
路
線
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、

時
あ
た
か
も
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
実
権
派
」
と
「
造
反
派
」
が
「
文
化
陣
地
」
を
め
ぐ
る
争
奪
戦
の
ま
っ
最
中
に
あ
っ
た
の
だ
。

社
会
階
級
を
こ
え
て
「
人
」
を
包
括
的
に
論
ず
る
こ
と
や
、〝
文
化
〟
の
超
階
級
性
を
説
く
こ
と
な
ど
は
、ま
さ
に
ブ
ル
ジ
ョ
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ア
知
識
人
の
階
級
的
本
質
に
ほ
か
な
ら
ず
、
厳
し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
の
が
落
ち
だ
っ
た
。

　

文
革
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
た
あ
と
、
一
九
七
〇
年
代
末
期
に
続
々
と
出
現
し
は
じ
め
た
「
傷
痕
文
学
」
は
、
文
化
的
な
分

断
の
な
か
で
発
生
し
た
い
く
つ
も
の
悲
劇
を
伝
え
る
。
と
り
わ
け
代
表
的
作
品
の
ひ
と
つ
、
戴
厚
英
『
人
啊
，
人
！
（
あ
あ
、

人
間
よ
）』
は
階
級
闘
争
の
渦
中
で
ボ
ロ
ボ
ロ
に
踏
み
し
だ
か
れ
た
「
人
」
の
一
体
感
を
取
り
も
ど
そ
う
と
す
る
主
人
公
の

苦
し
み
を
描
い
て
、
若
者
た
ち
の
共
感
を
呼
ん
だ
。
留
学
中
の
私
も
級
友
か
ら
当
時
貴
重
だ
っ
た
一
冊
を
借
り
う
け
、
徹

夜
で
読
ん
だ
こ
と
を
覚
え
て
い
る
（
次
の
借
り
手
が
待
っ
て
い
た
の
で
）。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
高
級
住
宅
地
を
形
容
す
る

た
め
に
〝
文
化
〟
で
は
な
く
〝
人
文
〟
の
語
を
選
ん
だ
コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
氏
の
意
識
に
は
、
な
ん
と
か
し
て
「
人
」
に
重

き
を
置
こ
う
と
す
る
苦
心
が
あ
っ
た
と
思
え
て
し
か
た
が
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
人
文
」
と
「
文
化
」
は
と
も
に
西
洋
の
概
念
の
翻
訳
語
と
し
て
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
日
本
語
と
中
国
語
の
土
壌
に
植
え

つ
け
ら
れ
た
同
一
の
種
子
だ
っ
た
と
い
っ
て
か
ま
わ
な
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
環
境
や
境
遇
に
よ
っ
て
異

な
っ
た
成
長
を
み
せ
、
い
ま
や
異
な
っ
た
花
を
咲
か
せ
て
い
る
の
だ
。
な
ん
と
も
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。

　

蛇
足
な
が
ら
中
国
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
大
革
命
」
の
一
連
の
局
面
、
す
な
わ
ち
㈠　

識
字
教
育
・
文
化
啓
蒙
活
動
・
学
制
改
革
な
ど
に

よ
る
人
民
の
文
化
レ
ベ
ル
の
引
き
あ
げ
、
㈡　

文
化
の
担
い
手
の
交
代
（
ブ
ル
ジ
ョ
ア
知
識
分
子
よ
り
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
人
民
へ
）、
㈢　

プ
ロ

レ
タ
リ
ア
に
よ
る
新
文
化
の
創
生
な
ど
に
つ
い
て
い
え
ば
、
一
九
二
〇
～
三
〇
年
代
に
ス
タ
ー
リ
ン
の
も
と
で
進
め
ら
れ
た
ソ
連
の
「
文
化

0

0

革
命
」（Культурная револю

ция

）
に
似
て
い
る
。
し
か
し
中
国
で
は
、
過
渡
期
と
し
て
の
社
会
主
義
に
は
階
級
闘
争
が
必
須
で
あ
る
と
い

う
明
確
な
戦
略
の
も
と
、
当
初
よ
り
主
戦
場
と
し
て
〝
文
化
〟
に
照
準
を
さ
だ
め
て
い
た
と
こ
ろ
に
違
い
が
あ
る
。

（
お
お
た
に
　
み
ち
よ
り
・
北
海
学
園
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
）
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