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論
　
　
文

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
人
々
に
何
を
論
じ
さ
せ
た
か

井

竿

富

雄

は
じ
め
に

　

二
〇
二
〇
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
世
界
を
席
巻
し
た
。
各
国
は
国
境
を
閉
ざ
し
、

防
疫
措
置
を
採
り
、
各
種
の
施
策
を
行
っ
た
。
人
々
は
対
応
に
走
り
、
日
本
で
は
マ
ス
ク
や

消
毒
薬
、
う
が
い
薬
が
市
場
か
ら
一
時
消
え
る
と
い
う
事
態
も
発
生
し
た
。
小
論
を
書
い
て

い
る
こ
の
段
階
で
も
、
毎
日
の
ニ
ュ
ー
ス
に
は
「
本
日
の
感
染
者
と
死
者
」
が
県
別
、
日
本

全
国
、
そ
し
て
国
別
に
報
道
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
九
年
ま
で
の
日
常
生
活
が
大
き
く
変
わ

り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
全
く
異
な
る
ル
ー
ル
や
方
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
も
増
え
た
。
労
働

環
境
や
教
育
環
境
な
ど
は
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
と
い
え
る
。
筆
者
も
含
め
て
、
高
等
教
育
関

係
者
で「
オ
ン
ラ
イ
ン
教
育
」が
こ
れ
ほ
ど
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
。

　

今
回
の
小
論
は
、
こ
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
翻
弄
さ
れ
た
二
〇
二
〇
年
に
、
人
々
が

何
を
論
じ
た
か
、
に
つ
い
て
焦
点
を
当
て
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。
単
な
る
時
事
的
な
報
告

と
し
て
で
は
な
く
、
全
世
界
的
に
危
機
を
感
じ
て
い
る
時
代
に
お
い
て
、
人
々
が
ど
の
よ
う

な
発
言
や
提
案
を
残
し
て
い
く
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
既

に
政
治
学
の
分
野
で
は
、
現
代
日
本
政
治
の
研
究
と
し
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
日
本
政

治
に
つ
い
て
扱
っ
た
単
著
が
刊
行
さ
れ
て
い
る（

1
）。

こ
れ
ま
で
に
な
さ
れ
て
き
た
政
治
・

行
政
体
制
の
改
革
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
に
機
能
し
た

か
、
あ
る
い
は
ど
の
点
で
機
能
し
な
か
っ
た
か
に
つ
い
て
書
か
れ
た
著
書
で
あ
る
。
筆
者
が

常
日
頃
扱
っ
て
い
る
政
治
史
に
お
い
て
も
、
同
時
代
史
的
観
点
を
持
ち
な
が
ら
見
て
い
る
人

も
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

た
だ
、
筆
者
が
と
り
あ
え
ず
見
て
み
よ
う
と
す
る
文
献
は
、
語
学
能
力
の
関
係
も
あ
り
邦

字
文
献
に
限
ら
れ
て
し
ま
う（
翻
訳
や
、
海
外
で
刊
行
さ
れ
た
日
本
語
文
献
も
含
ま
れ
る
）。

こ
の
点
は
今
後
、
国
際
的
な
観
点
か
ら
各
国
の
文
献
が
刊
行
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
と
考
え
る
。
筆
者
も
教
育
面
で
は
一
度
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
課
題
を
作
っ
て
み
た
こ
と

が
あ
る（

2
）。

こ
れ
は
よ
り
優
れ
た
論
者
の
大
規
模
な
リ
サ
ー
チ
の
結
果
を
待
た
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

小
論
は
、
ま
ず
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
蔓
延
が
世
界
に
何
を
引
き
起
こ
し
、
こ
れ
が
政

治
に
対
す
る
ど
の
よ
う
な
論
議
を
巻
き
起
こ
し
た
か
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
次
に
、
こ
の
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
引
き
起
こ
す
事
態
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
提
案
が
出
て
き
た
か
、

こ
れ
ら
の
提
案
と
そ
の
底
流
に
あ
る
考
え
方
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
将
来
的

に
再
検
討
可
能
な
よ
う
に
、
で
き
る
限
り
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
の
主
張
内
容
を
、
筆
者
の
主
観

や
感
覚
が
入
ら
な
い
よ
う
に
し
て
要
約
し
た
り
引
用
し
た
り
し
な
が
ら
、
人
々
が
論
じ
た
様

子
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
検
討
さ
れ
る
も
の
の
中
に
は
、
小
論
の

筆
者
が
書
い
た
も
の
も
含
ま
れ
る（

3
）。

と
は
い
え
、
同
時
代
的
な
文
章
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

筆
者
の
考
え
が
全
く
入
ら
な
い
で
書
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
も
あ
ら
か
じ
め
述
べ
て
お

く
こ
と
に
し
た
い
。
参
照
し
た
文
献
は
、
そ
の
つ
ど
注
や
本
文
で
挙
げ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

加
え
て
、
筆
者
は
医
学
に
つ
い
て
は
知
識
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
見
解（
ウ
イ
ル
ス
の
性
質
や
毒
性
、
危
険
度
な
ど
に
つ
い
て
も
様
々

な
人
々
が
書
い
て
い
た
）は
表
明
で
き
な
い
こ
と
を
明
記
し
て
お
き
た
い
。

一　

ウ
イ
ル
ス
と
内
外
の
政
治

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
発
生
が
報
じ
ら
れ
た
当
時
、
こ
の
発
生
源
と
命
名
を
め
ぐ
る
問

題
が
発
生
し
た
。
当
初
、
ウ
イ
ル
ス
と
そ
の
症
例
が
発
見
さ
れ
た
の
は
中
華
人
民
共
和
国
武

漢
市
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
病
気
の
発
生
源
が
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
ウ
イ
ル
ス
で
あ

る
こ
と
が
発
覚
し
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
」、
あ
る
い
は
「
Ｃ
ｏ
ｖ
ｉ
ｄ
―
１
９
」
と
い

う
呼
称
が
定
着
し
て
い
く
の
だ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
「
武
漢
肺
炎
」「
武
漢
ウ
イ
ル
ス
」
と
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い
う
呼
称
を
使
お
う
と
す
る
人
々
が
存
在
し
て
い
た（

4
）。

あ
る
も
の
ご
と
を
ど
う
呼
ぶ
か

は
き
わ
め
て
政
治
的
な
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
ト
ラ
ン
プ
大
統

領（
当
時
）が
、
当
初
の
対
応
を
ひ
る
が
え
し
て
「
武
漢
肺
炎（W

uhan V
irus

）」「
カ
ン
・

フ
ル
ー
（K

ung Flu

）」
あ
る
い
は
「
中
国
ウ
イ
ル
ス（Chinese V

irus

）」
と
呼
ん
だ
こ

と（
5
）で

、
米
中
間
の
確
執
を
呼
ぶ
よ
う
な
問
題
に
も
な
っ
て
い
た（
こ
れ
に
関
連
し
た
も

の
は
後
述
す
る
）。

　

中
国
政
府
は
二
〇
二
〇
年
一
月
二
五
日
、
武
漢
市
全
域
を
封
鎖
す
る
と
い
う
強
硬
策
に
出

た
。
一
つ
の
都
市
が
国
家
権
力
に
よ
っ
て
封
鎖
さ
れ
、
市
民
が
市
外
に
出
る
こ
と
が
一
切
禁

じ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
時
点
で
は
、
中
国
以
外
の
各
国
は
の
ち
に
自
国
で
も
同
様
の
措

置
を
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
こ
と
に
は
思
い
至
っ
て
い
な
か
っ
た（

6
）。

し
か
し
、

中
国
の
み
な
ら
ず
各
国
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
者
が
拡
大
す
る
に
至
り
、
各
国
政

府
は
同
様
の
措
置
を
講
じ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

日
本
国
内
で
は
、
政
治
家
を
中
心
に
「
緊
急
事
態
条
項
論
」
が
登
場
し
た（

7
）。

こ
れ
は
、

憲
法
の
条
文
修
正
に
よ
り
、
緊
急
事
態
に
行
政
権
へ
の
権
力
集
中
を
行
う
こ
と
に
し
よ
う
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
憲
法
の
改
正
を
伴
う
こ
の
よ
う
な
措
置
を
時
間
の
切
迫
し
て
い
る
中

で
行
う
に
は
無
理
が
あ
り
、
こ
の
時
点
で
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
時
点
で
実
行
さ
れ

た
こ
と
は
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
特
措
法
改
正（
二
〇
二
〇
年
三
月
一
四
日
施
行
）で
あ
る（

8
）。

こ
の
法
改
正
に
よ
っ
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
を
含
め
た
「
国
民
の
生
命
及
び
健
康
に
著

し
く
重
大
な
被
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る

も
の
」
に
よ
っ
て
、「
そ
の
全
国
的
か
つ
急
速
な
ま
ん
延
に
よ
り
国
民
生
活
及
び
国
民
経
済

に
甚
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
要
件
に

該
当
す
る
事
態
」
が
発
生
し
た
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、
内
閣
総
理
大
臣
は
対
策
本
部
長
と
し

て
「
緊
急
事
態
宣
言
」
を
発
し
て
地
方
自
治
体
な
ど
に
一
定
の
指
示
を
行
う
権
限
を
付
与
さ

れ
る
こ
と
と
さ
れ
た（
法
律
三
二
条
お
よ
び
三
三
条
一
項
）。
そ
し
て
、
四
月
七
日
か
ら
五
月

二
五
日
ま
で
、
安
倍
内
閣（
当
時
）に
よ
っ
て
緊
急
事
態
宣
言
が
発
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
以
前
か

ら
学
校
の
休
校
措
置
は
既
に
発
せ
ら
れ
て
い
た
。

　

こ
の
こ
ろ
か
ら
、
緊
急
事
態
宣
言
に
よ
る
私
権
制
限
や
経
済
的
な
問
題
、
ま
た
生
活
の
激

変
な
ど
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
稿
が
出
始
め
て
い
た
。
既
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

蔓
延
は
全
世
界
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
て
、
各
国
と
も
に
対
策
が
取
ら
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
と
、
ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
共
和
国
の
ボ
ル
ソ
ナ
ロ
大
統
領

は
、
こ
の
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
を
小
さ
な
も
の
と
評
価
し
、
経
済
的
な
活
動
を
優
先
す
べ
き
も

の
で
あ
る
と
唱
え
て
い
た
。
こ
の
「
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
を
強
化
す
る
よ
り
も
経
済
活
動

優
先
」
と
い
う
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
日
本
で
も
小
林
よ
し
の
り
氏
の
よ
う
に
同
様
の
主
張

を
す
る
人
物
が
あ
る（

9
）。

た
だ
し
、こ
の
議
論
に
つ
い
て
は
、経
済
活
動
の
自
由
、と
い
う「
私

権
制
限
反
対
」
を
前
面
に
押
し
出
す
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
運
動
の
よ
う
な
考
え
方（
10
）か

ら
、

病
原
体
そ
の
も
の
の
評
価
と
し
て
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
た
だ
の
風
邪
で
あ
り
、
騒
ぐ

の
は
何
か
別
の
目
的
が
あ
る
」
と
い
う
信
念
に
基
づ
い
て
い
る
も
の（
11
）ま

で
あ
り
、
結
論

的
に
似
て
い
て
も
か
な
り
の
幅
が
あ
る
こ
と
は
理
解
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
し
て
、
経
済
活
動
制
限
反
対
論
に
つ
い
て
は
、
資
本
主
義
社
会
の
正
直
な
姿
を
語
っ
て

い
る
だ
け
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
酒
井
隆
史
氏
の
主
張
も
あ
る
。
酒
井
氏
は
、
特
に
ブ
ラ
ジ

ル
の
ボ
ル
ソ
ナ
ロ
政
権
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
酒
井
氏
の
論
法
で
は
、
ボ
ル
ソ
ナ
ロ
氏
は

特
に
科
学
的
に
無
知
な
の
で
も
人
間
と
し
て
愚
か
な
の
で
も
な
い
。
も
と
も
と
「
ブ
ラ
ジ

ル（
の
経
済
―
井
竿
）は
止
ま
ら
な
い
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
て
い
る
人
物
で
あ
っ
て
、

資
本
主
義
経
済
を
止
め
ず
に
回
転
さ
せ
る
こ
と
は
政
策
の
中
心
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
よ
り
経
済
を
優
先
す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
を
貫
徹
さ
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
し
て
資
本
主
義
経
済
が
回
転
す
る
た
め
に
は
、
人
命
の
損
失
を
恐
れ
て
店
を
開
け
さ
せ
な

い
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る（
12
）。

と
は
い
え
、
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
確
か
に
経
済
の
一
部
は
麻
痺
し
た
の
だ
が
、
資
本
主
義
社
会
が
「
回
ら
な
く
な
っ

た
」
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
次
の
節
ま
で
含
め
て
考
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
資
本

主
義
社
会
は
こ
の
世
界
的
な
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
よ
っ
て
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
し
て
新
し

い
領
域
を
獲
得
し
て
い
こ
う
と
す
る
議
論
を
掲
げ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

政
治
に
お
い
て
は
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
の
中
で
、
か
な
り
原
理
的
な
問
題
に
ま
で
議
論

が
進
ん
で
い
く
こ
と
も
あ
っ
た
。
防
疫
政
策
に
つ
い
て
は
、
民
主
政
治
で
は
不
可
能
な
の
で

は
な
い
か
、
強
権
的
な
政
治
手
法
の
方
が
疫
病
対
策
な
ど
で
は
有
効
な
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
こ
と
が
言
わ
れ
始
め
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
初
は
批
判
さ
れ
た
中
国
政
府
の
都

市
封
鎖
と
人
口
移
動
制
限
と
い
う
私
権
制
限
を
含
む
強
硬
政
策
が
功
を
奏
し
て
、
感
染
者
の

数
を
抑
え
込
ん
だ
と
ひ
と
た
び
は
宣
言
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
民
主
政
治
は
国
民
の
支
持
が

な
い
こ
と
を
実
行
す
る
に
は
困
難
で
あ
り
、
人
の
私
権
を
制
限
す
る
に
は
、
非
自
由
民
主

主
義
体
制
の
方
が
効
果
的
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
提
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
ま
で

至
っ
た
の
で
あ
る（
13
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
台
湾
と
韓
国
の
事
例
を
挙
げ
て
、
民
主
的
な
政
治
制
度
は
感
染
症
対
策

に
有
効
に
機
能
し
得
る
、
と
い
う
反
論
が
出
て
き
た
。
韓
国
政
府
の
対
策
に
対
し
て
は
、
一
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度
は
感
染
の
抑
え
込
み
に
成
功
し
た
と
言
わ
れ
た（
14
）。

大
規
模
な
感
染
者
の
発
生
が
見
ら

れ
た
韓
国
大
邱
市
で
の
感
染
症
対
策
に
つ
い
て
は
、
現
場
の
医
師
や
市
民
か
ら
の
手
記
を
集

め
た
も
の
が
緊
急
翻
訳
さ
れ
て
日
本
で
も
刊
行
さ
れ
た（
15
）。

台
湾
に
つ
い
て
は
、
デ
ジ
タ

ル
を
駆
使
し
て
マ
ス
ク
不
足
を
解
消
し
た
と
言
わ
れ
る
オ
ー
ド
リ
ー
・
タ
ン（
唐
鳳
）行
政
院

政
務
委
員
の
発
言
が
日
本
で
も
翻
訳
さ
れ
出
版
さ
れ
た（
16
）。

た
だ
し
、
両
国
の
対
応
に
つ

い
て
は
冷
戦
時
代
に
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
反
共
の
最
前
線
」
と
し
て
作
ら
れ
た
諸
制
度
の

残
滓
が
機
能
し
た
側
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
、
と
い
う
指
摘
も
あ
る（
17
）。

ま
た
、
中
国
国
内
に
お
い
て
も
、
こ
の
事
態
に
対
応
す
る
あ
り
か
た
は
多
様
で
複
雑
で
あ

る
こ
と
を
示
す
も
の
が
日
本
で
も
紹
介
さ
れ
た
。
武
漢
在
住
の
小
説
家
方
方
氏
の
『
武
漢
日

記
』（
18
）は

、
著
者
自
身
が
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
で
武
漢
封
鎖
時
の
日
常
生
活
を
書
き
記

し
た
日
記
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
発
信
当
時
か
ら
反
響
を
呼
ん
で
い
た
。
こ
れ
は
地
域

の
共
産
党
指
導
者
や
政
府
へ
の
批
判
、
政
府
支
持
者
に
よ
る
当
人
へ
の
非
難
な
ど
に
対
す

る
反
論
な
ど
も
含
め
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る（
書
き
込
ん
だ
が
検
閲
で
削
除
さ
れ
た
、
な

ど
と
い
う
記
述
も
あ
る
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
武
漢
を
支
援
し
た
医
療
従
事
者
の
手
記
と
し

て
、
査
瓊
芳
氏
の
手
記
が
翻
訳
刊
行
さ
れ
た（
19
）。

著
者
は
上
海
の
大
学
病
院
の
医
師
で
あ

り
、
中
国
共
産
党
員
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
手
記
の
中
に
は
党
と
政
府
、
そ
し
て
国
家
指
導

者
に
対
す
る
敬
愛
と
畏
敬
の
念
が
記
さ
れ
る
。
中
国
社
会
が
医
療
従
事
者
に
向
け
て
支
援
を

送
る
こ
と
へ
の
熱
い
感
謝
の
念
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
本
の
ど
こ
に
も
不
満
や
非
難
の
文
章
が

載
る
こ
と
は
な
い
。
中
国
政
府
自
身
も
、
政
府
の
行
っ
た
対
策
を
編
集
し
、
外
国
語
で
刊
行

し
た（
20
）。

査
氏
の
献
身
的
な
努
力
も
事
実
で
あ
ろ
う
し
、
方
方
氏
の
批
判
す
る
中
央
・
地

方
政
府
や
共
産
党
政
権
の
示
し
た
政
策
的
な
誤
り
も
ま
た
事
実
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
書
籍

は
、国
際
政
治
上
で
の
中
国
と
他
の
国
と
の
間
で
の
宣
伝
政
策
の
あ
り
よ
う
も
含
め
て
、数
々

の
貴
重
な
も
の
を
残
し
て
く
れ
て
い
る
。

日
本
国
内
に
お
い
て
は
、
ま
ず
は
保
守
・
右
派
の
論
壇
の
中
か
ら
、
こ
の
事
態
を
契
機
と

し
て
日
本
国
憲
法
体
制
を
改
変
す
る
た
め
の
「
国
難
」
突
破
策
と
し
て
の
非
常
事
態
対
策
が

論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た（
21
）。

ま
た
、
私
権
制
限
を
す
る
か
ら
に
は
、
国
家
は
そ
の
よ

う
な
こ
と
で
被
害
を
被
っ
た
国
民
に
対
し
て
補
償
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
出
て
き
た
。

た
だ
、
日
本
は
戦
前
か
ら
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
政
府
の
行
為
に
よ
る
損
害
に
対
す
る
補
償
措

置
は
講
じ
ず
、
見
舞
金
や
部
分
的
な
救
済
策
で
だ
け
処
置
し
て
き
た
と
い
う
歴
史
が
あ
る
。

「
特
別
定
額
給
付
金
」
を
安
倍
内
閣
が
創
設
す
る（
二
〇
二
〇
年
四
月
二
〇
日
）に
至
る
に
は
、

連
立
内
閣
が
崩
壊
す
る
危
機
ま
で
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る（
22
）。

そ
の

後
、
日
本
政
府
は
学
生
に
対
す
る
給
付
金
も
措
置
し
た
の
だ
が
、
こ
の
時
に
は
留
学
生
だ
け

厳
し
い
成
績
要
件
な
ど
を
付
け
た
た
め
、
差
別
的
だ
と
い
う
非
難
が
生
じ
た（
23
）。

こ
の
よ
う
な
給
付
金
政
策
に
つ
い
て
は
、
リ
ベ
ラ
ル
・
左
派
の
側
の
論
壇
か
ら
「
い
ま
政

府
が
行
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
選
別
主
義
的
発
想
を
引
き
ず
り
な
が
ら
、
と
り
あ

え
ず
す
ぐ
で
き
る
現
金
給
付
を
行
な
い
、
し
か
し
自
己
責
任
と
選
別
主
義
な
の
で
な
る
べ
く

給
付
を
抑
制
す
る
た
め
申
請
手
続
き
を
挟
み
、
あ
る
い
は
貸
付
に
誘
導
す
る
こ
と
で
す
」
と

政
府
の
今
後
の
対
応
を
悲
観
的
に
予
測
す
る
人
も
出
て
き
て
い
た（
24
）。

実
際
に
、
特
別
定

額
給
付
金
は
「
世
帯
主
」
単
位
で
給
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
Ｄ
Ｖ
被
害
で
逃
亡
中

の
人
等
に
対
し
て
は
特
別
の
措
置
を
改
め
て
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た（
25
）。

こ
の
「
世

帯
主
中
心
の
現
金
給
付
政
策
」
は
、
隣
国
韓
国
で
も
同
じ
仕
組
み
が
採
ら
れ
て
い
て
、
同
様

の
問
題
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
が
後
に
指
摘
さ
れ
て
い
る（
26
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
医
師
や
科
学
者
だ
け
で
は
な
く
、
政
治
家
や
政

治
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
も
の
す
べ
て
を
走
ら
せ
た
。
感
染
症
を
ど
の
よ
う
に
抑
制
す
る
か
、

と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
国
家
権
力
を
発
動
す
る
か
と
い
う
、
最
も
わ
か
り
や
す
い
形

で
政
治
が
動
き
出
す
姿
で
あ
っ
た
。
権
力
が
、
強
制
力
を
も
っ
て
人
々
の
行
動
を
制
限
し
て

い
く
。
あ
る
い
は
、
可
視
的
な
物
理
的
強
制
力
を
使
わ
ず
に
人
々
の
間
の
関
係
を
変
え
て
い

く
こ
と
も
あ
り
う
る（
27
）。

こ
れ
を
、
国
家
機
構
や
基
本
法
の
改
変
と
い
う
具
体
的
な
事
実

に
結
実
さ
せ
て
実
行
し
よ
う
と
す
る
議
論
が
片
方
に
あ
り
、
そ
の
反
対
側
に
、
国
家
権
力
を

人
々
の
救
済
に
む
け
て
ど
の
よ
う
に
使
う
べ
き
か
、
が
重
要
で
あ
り
、
救
済
へ
向
け
た
具
体

策
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
議
論
が
対
峙
す
る
形
で
登
場
し
た
。

　

そ
れ
で
は
、
議
論
に
加
え
て
、
社
会
に
対
す
る
構
想
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
現
れ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
次
節
で
は
考
え
て
み
た
い
。

二　

対
抗
す
る
構
想
、
錯
綜
す
る
代
案

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
、
人
々
に
こ
れ
ま
で
の
生
活
様
式
・
社
会
の
運
営
ス
タ
イ
ル
が

不
可
能
に
な
る
危
機
を
現
出
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
を
契
機
に
し
た
、
諸
方
面
か
ら
の
政
治
・

経
済
・
社
会
体
制
に
対
す
る
具
体
的
な
改
編
案
が
登
場
し
た
。
政
治
に
つ
い
て
は
、
前
節
で

も
述
べ
た
。
ま
た
、
具
体
的
な
改
編
案
に
は
至
ら
な
い
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
予
測
さ
れ
て
い

た
将
来
と
全
く
異
な
る
展
望
を
見
出
す
よ
う
な
主
張
も
出
て
く
る
に
至
っ
た
。

　

そ
の
中
で
最
も
具
体
的
に
動
き
出
し
た
の
は
経
済
の
問
題
で
あ
る
。
感
染
症
対
策
は
企
業
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新型コロナウイルスは人々に何を論じさせたか

経
営
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
例
え
ば
食
堂
経
営
な
ど
、
客
が
密
集
す

る
も
の
は
制
約
や
禁
止
を
受
け
た
り
し
た
。
場
合
に
よ
っ
て
は
工
場
の
生
産
な
ど
も
難
し
く

な
っ
た
。
長
距
離
移
動
や
国
際
移
動
に
厳
し
い
制
約
が
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、

旅
行
・
運
輸
関
係
も
売
り
上
げ
が
落
ち
た
。
航
空
業
界
も
国
際
旅
客
運
送
は
ほ
ぼ
で
き
な
く

な
っ
た
。
観
光
業
は
、
旅
行
が
で
き
に
く
く
な
っ
た
時
点
で
も
は
や
経
営
が
立
ち
行
か
な
く

な
る
可
能
性
が
高
か
っ
た
。
上
記
の
よ
う
な
領
域
へ
の
経
済
的
打
撃
が
あ
る
こ
と
が
、
行
動

制
約
や
「
行
き
過
ぎ
た
」
感
染
防
止
策
に
反
対
す
る
「
経
済
を
回
せ
」
要
求
へ
と
結
実
し
た

一
因
と
な
っ
て
い
る
。

　

一
部
業
種
に
経
済
的
大
打
撃
が
あ
る
反
面
、オ
ン
ラ
イ
ン
化
が
可
能
な
領
域
に
お
い
て「
非

常
事
態
」「
非
接
触
」
を
理
由
と
し
た
措
置
が
急
速
に
進
行
し
た（
こ
れ
は
経
済
だ
け
で
は
な

く
教
育
面
で
も
同
様
で
あ
っ
た
）。
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
業
務
に
つ
い
て
、「
テ
レ
ワ
ー
ク
」

「
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
」と
い
う
言
葉
が
急
速
に
流
布
し
た
。
感
染
症
防
止
を
大
義
名
分
に
し
て
、

「
非
接
触
型
」
の
も
の
に
関
す
る
需
要
が
高
ま
っ
た
。
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
リ
ア
リ
テ
ィ
の
な

か
っ
た
部
分
に
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
が
出
て
き
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
業
務
内
容
に
よ
っ
て
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。「
オ
ン

ラ
イ
ン
医
療
」
解
禁
が
言
わ
れ
る
反
面
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
で
き
な
い
医
療
措
置
が
存
在
し

た
。
介
護
業
務
は
誰
か
が
人
手
を
使
っ
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
農
林
水
産
業
や

食
品
加
工
・
生
産（
家
庭
内
の
家
事
労
働
に
も
そ
の
要
素
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
）は
、
人
の

手
を
介
さ
ず
に
行
う
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。
ま
た
、
教
育
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
が
強
調
さ
れ
て

も
、学
校
に
イ
ン
フ
ラ
整
備
が
な
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
不
可
能
だ
っ
た
。
リ
モ
ー
ト
学
習（
筆

者
の
勤
務
校
も
行
っ
て
い
る
）は
、
学
生
・
生
徒
自
身
や
保
護
者
の
購
買
力
が
そ
の
成
否
を

分
け
た（
28
）。

つ
ま
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
化
と
付
随
す
る
措
置
に
よ
っ
て
、
経
済
的
格
差
や
階

級
の
問
題
が
明
確
に
現
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。『
文
藝
春
秋
』
二
〇
二
〇
年
七
月
号
に

は
、
ワ
ク
チ
ン
が
長
期
間
開
発
さ
れ
な
い
と
い
う
前
提
に
立
っ
た
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
小
説
が
掲

載
さ
れ
る
に
至
っ
た
。「
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
医
療
従
事
者
が
差
別

さ
れ
、リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
導
入
に
よ
っ
て
労
働
者
が
階
層
分
割
さ
れ
る
、と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
医
療
従
事
者
や
そ
の
家
族
が
感
染
を
恐
れ
た
地
域
社
会
か
ら
差
別
さ
れ
る
と
い
う
事
件

が
実
際
に
あ
っ
た
が
故
に
、
こ
の
未
来
は
考
え
過
ぎ
と
は
言
え
な
か
っ
た（
29
）。

　

こ
こ
で
最
も
迅
速
に
経
済
的
側
面
か
ら
社
会
体
制
の
現
状
打
破
策
を
提
示
し
た
の
は
財
界

で
あ
っ
た
。
日
本
経
済
団
体
連
合
会
は
、
二
〇
二
〇
年
三
月
三
〇
日
づ
け
で
緊
急
の
経
済
政

策
に
対
す
る
提
言
書
を
公
表
し
て
い
る（
30
）。

こ
こ
で
は
、
テ
レ
ワ
ー
ク
拡
充
と
そ
の
た
め

の
助
成
金
制
度
の
創
設
、
遠
隔
医
療
の
推
進
、
労
働
法
令
の
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
に
対
す
る
対

応
と
「
労
務
管
理
の
デ
ジ
タ
ル
化
」
な
ど
、
労
働
環
境
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
呼
応
し
た
法
令
整

備
な
ど
が
要
求
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、「
個
人
消
費
を
下
支
え
し
う
る
大
胆
な
支
援
策（
割
引

方
式
、
現
金
給
付
、
商
品
券
配
布
）、
特
に
影
響
の
大
き
い
業
界（
旅
行
・
宿
泊
・
飲
食
・
エ

ン
タ
メ
等
）・
地
域
で
の
利
用
に
つ
な
が
る
効
果
的
な
支
援
措
置（
特
に
被
害
が
大
き
い
地

域
の
支
援
に
つ
な
が
る
よ
う
、
訪
日
外
国
人
も
対
象
と
す
る
「
ふ
っ
こ
う
割
」
を
参
考
と
し

た
費
用
補
助（
旅
行
ク
ー
ポ
ン
の
配
布
）の
実
施
等
）」
と
い
う
、
後
に
実
現
し
た
政
策
も
存

在
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
企
業
に
対
し
て
は
一
層
の
減
税
を
求
め
、
諸
方
面
か
ら
要
求
が
出

て
い
た
消
費
税
の
一
時
的
な
減
税
措
置（
31
）に

つ
い
て
は
「
な
お
、
今
次
の
対
策
に
お
い
て
、

消
費
税
減
税
は
適
切
で
は
な
い
」
と
同
調
し
な
い
姿
勢
を
見
せ
た
。
経
団
連
は
こ
の
緊
急
提

言
を
し
た
翌
日
に
は
、
現
在
の
日
本
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
政
策
用
語
で
あ
る
「
Ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ｅ

ｔ
ｙ
５
．
０
」
と
大
学
改
革
を
合
わ
せ
た
提
言
書
を
出
し
て
い
る（
32
）。

　

こ
の
反
面
で
、
経
済
界
が
こ
れ
ま
で
と
っ
て
き
た
行
動
や
、
政
府
の
経
済
政
策
に
対
す
る

批
判
的
な
言
論
も
多
数
出
て
き
た
。
特
に
問
題
に
な
っ
た
の
は
「
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
貧
困
」

の
問
題
で
あ
っ
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
で
経
済
活
動
に
制
約
が
出
て
来
た
際
に
出

た
の
は
、
企
業
倒
産
、
自
営
業
者
の
破
綻
、
正
規
雇
用
者
の
大
量
解
雇
、
不
安
定
雇
用
者
が

一
斉
に
失
業
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
に
な
お
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
格
差
が
存
在
す
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た（
33
）。

経
団
連
の
提
言
と
は
前
後
し
て
出
て
き
て
い
た
こ
れ
ら
の
報
告
や
論
稿

な
ど
は
、
こ
れ
ま
で
の
新
自
由
主
義
に
基
づ
く
政
策
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
と
い
う
性
格

が
強
く
出
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
財
界
人
の
中
に
も
、
こ
の
よ
う
な
主
張
に
一
定
程
度
の
理

解
を
示
さ
ざ
る
を
得
な
い
、と
い
う
動
き
が
あ
っ
た
。小
林
喜
光・三
菱
ケ
ミ
カ
ル
ホ
ー
ル
デ
ィ

ン
グ
ス
会
長
は
、
動
物
学
者
山
極
壽
一
氏
と
の
対
談
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た（
34
）。

「
今
後
、
デ
ジ
タ
ル
専
制
主
義
や
株
主
至
上
主
義
に
対
抗
す
る
に
は
、
そ
う
い
っ
た
公
益
性

と
か
、
公
共
性
と
か
、
み
ん
な
で
支
え
あ
う
仕
組
み
が
大
切
な
の
で
は
な
い
で
す
か
。
来
る

べ
き
格
差
社
会
に
備
え
て
、
Ａ
Ｉ
の
時
代
に
は
Ｂ
Ｉ（
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム=

最
低
所
得

保
障
）が
必
要
だ
と
、
導
入
を
主
張
す
る
人
が
い
る
け
れ
ど
、
所
得
保
障
な
ん
て
言
う
の
は

狭
い
話
で
、
も
っ
と
大
き
な
こ
と
を
考
え
る
べ
き
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
」

　

政
治
学
者
の
吉
田
徹
・
北
海
道
大
学
教
授
は
「
コ
ロ
ナ
・
ウ
イ
ル
ス
は
、
コ
モ
ン（
共
有
財
）

の
拡
充
を
目
指
す
契
機
を
作
る
「
コ
モ
ン
・
ウ
イ
ル
ス
」
と
し
て
認
識
す
べ
き
な
の
だ
」
と
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発
言
し
、
鈴
木
宣
弘
・
東
京
大
学
教
授
は
、
食
糧
自
給
を
放
棄
す
る
よ
う
な
新
自
由
主
義
的

農
業
政
策
を
採
る
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
た（
35
）。

国
際
的
に
も
、
保
健
医
療
こ
そ
グ
ロ
ー

バ
ル
公
共
財
と
し
て
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
主
張
が
展
開
さ
れ
た
り（
36
）、

愛
国
主
義
的
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
治
と
市
場
原
理
主
義
を
同
時
に
廃
棄
し
て
新
し
い
方
向
性
を

見
出
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
も
出
さ
れ
た
り
す
る
に
至
っ
た（
37
）。

　

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
主
張
―
市
場
経
済
の
現
段
階
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て

―
に
対
す
る
一
定
の
考
慮
を
加
え
た
う
え
で
、
経
団
連
は
二
〇
二
〇
年
一
一
月
一
七
日
に

「
。
新
経
済
戦
略
」（
38
）を

打
ち
出
し
て
き
た
の
で
あ
る
。「
。
新
経
済
戦
略
」
と
い
う
タ
イ

ト
ル
は
印
刷
ミ
ス
で
は
な
い
。「
。」
は
、
こ
れ
ま
で
の
経
済
戦
略
に
終
止
符
を
打
つ
、
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
提
言
書
で
は
、「
サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
な
資
本
主
義
」
と
い
う
キ
ャ
ッ

チ
コ
ピ
ー
の
下
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
普
及
し
た
新
し
い
技
術
や
社
会
制
度
を
一
層
活

用
し
、
ま
た
こ
れ
ま
で
十
分
に
普
及
し
な
か
っ
た
り
、
疑
念
が
上
が
っ
て
貫
徹
で
き
な
か
っ

た
り
し
た
政
策
を
強
力
に
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
前
述
し
た
「
Ｓ

ｏ
ｃ
ｉ
ｅ
ｔ
ｙ
５
．
０
」
と
「
デ
ジ
タ
ル
・
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン（
Ｄ
Ｘ
）」
で

あ
る（
近
年
話
題
の
「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
」
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
）。
こ
の
も
と
で
、

二
〇
三
〇
年
を
め
ど
と
し
て
労
働
法
制
の
改
変
や
労
働
力
自
由
化
政
策
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

徹
底
的
導
入（
運
転
免
許
や
保
険
証
の
よ
う
な
情
報
だ
け
で
は
な
く
、
個
人
が
何
を
教
育
訓

練
さ
れ
た
か
の
記
録
ま
で
を
入
れ
る
。
こ
れ
は
産
業
構
造
転
換
政
策
の
一
環
と
し
て
導
入

さ
れ
る
）な
ど
が
主
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
も
所
属
す
る
地
方
公
立
大
学
に
つ
い
て
は
、

以
下
の
よ
う
に
大
胆
な
統
廃
合
策
が
提
言
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
リ
ア
ル
に
筆
者
自
身
の

人
生
に
か
か
っ
て
く
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

「
地
方
国
公
立
大
学
は
、
価
値
協
創
エ
コ
シ
ス
テ
ム
の
核
と
な
る
技
術
や
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル

な
ど
の
シ
ー
ズ
を
育
む
役
割
を
担
う
。
そ
の
た
め
、
学
生
の
減
少
も
見
据
え
、
各
大
学
が
強

み
を
持
つ
専
門
分
野
に
特
化
す
る
方
向
で
再
編
・
統
合
を
図
り
、
競
争
力
を
強
化
す
る
」

　

経
団
連
の
主
張
は
、
そ
の
序
盤
に
お
い
て
「
サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
」
と
い
う
言
葉
を
入
れ
た

り
し
な
が
ら
現
状
へ
の
一
定
の
考
慮
を
示
す（
39
）。

し
か
し
そ
の
後
半
に
展
開
さ
れ
る
も
の

は
現
状
を
全
面
的
に
覆
す
よ
う
な
提
案
が
一
斉
に
盛
り
込
ま
れ
る
。
大
学
統
廃
合
や
社
会
全

体
へ
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
適
用
、
こ
れ
に
伴
う
ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィ
化
政
策
の
導
入
な
ど
、
社

会
的
な
抵
抗
が
大
き
く
実
行
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
も
、「
デ
ジ
タ
ル
化
」「
非
接
触
化
」
な

ど
の
趨
勢
の
下
で
一
気
呵
成
に（
こ
の
言
葉
も
文
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
）実
行
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
デ
ジ
タ
ル
化
を
新
し
い
天
地
と
し
て
、
欧
米
や
東
ア
ジ
ア
諸
国

か
ら
大
き
く
出
遅
れ
た
日
本
資
本
主
義
の
全
面
的
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
を
図
ろ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
蔓
延
に
伴
う
社
会
経
済
シ
ス
テ
ム
の
改
変
に
関
す
る

諸
構
想
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
考
察
を
試
み
た
。
経
団
連
の
よ
う
に
、
現
段
階
で
の
社
会
運

動
動
向
な
ど
を
織
り
込
み
な
が
ら
、
従
来
実
行
で
き
な
か
っ
た
経
済
・
社
会
の
統
廃
合
を
よ

り
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
実
行
し
よ
う
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
逆
に
、
異
議
申
し
立
て
へ
の
顧
慮
を

一
切
せ
ず
に
教
育
の
競
争
原
理
導
入
、
東
京
の
政
府
直
轄
に
よ
る
構
造
改
革
の
徹
底
な
ど
を

「
シ
ョ
ッ
ク
・
セ
ラ
ピ
ー
」
と
し
て
導
入
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
竹
中
平
蔵
氏
の
よ
う
な
も
の

も
あ
る（
40
）。

社
会
経
済
体
制
や
国
際
政
治
に
対
す
る
数
々
の
構
想
や
提
案
・
異
議
申
し
立

て
は
、
時
に
よ
く
似
た
よ
う
な
概
念
・
説
明
が
交
差
し
な
が
ら
、
全
く
異
な
る
方
向
性
を
持

つ
も
の
が
真
正
面
か
ら
対
決
し
て
い
る
状
況
だ
と
も
言
い
う
る
。
一
方
は
、
経
済
を
別
の
領

域
、
す
な
わ
ち
従
前
か
ら
構
想
し
て
い
た
技
術
革
新
に
伴
う
各
種
政
策
と
労
働
環
境
・
産
業

構
造
の
大
転
換
に
よ
る
新
領
域
開
発
と
い
う
形
で
「
回
そ
う
」
と
い
う
構
想
で
あ
る
。
一
方
は
、

市
場
経
済
体
制
の
根
幹
に
懐
疑
の
念
を
打
ち
込
み
、
市
場
経
済
で
な
い
な
に
も
の
か（
か
つ
て

で
あ
れ
ば
社
会
主
義
・
共
産
主
義
と
い
う
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
と
し
て
示
さ
れ
た
）に
転
換
し
て

い
く
こ
と
が
つ
い
に
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
見
通
し
の
下
に
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

小　

括

　

以
上
、
同
時
代
的
な
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
に
伴
っ
て
沸
き
起
こ
っ
て
き
た
言

論
・
提
案
に
つ
い
て
、
筆
者
の
目
に
つ
い
た
と
こ
ろ
か
ら
そ
の
議
論
の
内
容
と
向
か
い
う
る

方
向
性
を
考
え
た
。
筆
者
が
理
論
的
に
精
緻
な
も
の
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
れ
ば
、
言
説
の
分

析
や
語
彙
の
解
析
な
ど
を
通
じ
て
そ
の
ベ
ク
ト
ル
を
図
示
し
て
み
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る

が
、
遺
憾
な
が
ら
筆
者
に
は
そ
の
よ
う
な
能
力
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
ま
た
、
紙
の
文

書
・
ｐ
ｄ
ｆ
資
料
な
ど
で
一
斉
に
発
表
さ
れ
た
大
量
の
文
書
デ
ー
タ
を
一
気
に
解
読
し
解
析

す
る
能
力
も
持
っ
て
い
な
い
。
だ
が
、
同
時
代
的
に
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
が
か
な
り
多
く
の

人
々
に
、
災
厄
で
あ
り
な
が
ら
「
改
変
の
好
機
」
と
し
て
映
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
そ

れ
ゆ
え
に
方
向
性
は
全
く
異
な
る
、
あ
る
い
は
対
立
す
る
も
の
で
あ
れ
、
各
種
の
言
論
や
提

案
、
政
策
提
言
が
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
を
示
し
得
た
の
み
で
あ
る
。
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新型コロナウイルスは人々に何を論じさせたか

そ
こ
に
は
、
従
前
の
経
済
・
社
会
政
策
が
新
型
コ
ロ
ナ
危
機
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
て

こ
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
批
判
や
異
議
申
し
立
て
の
要
素
も
含
ま
れ
て
い
た
。
本
文
中
で
は
筆

者
の
能
力
故
に
十
分
検
討
で
き
な
か
っ
た
の
だ
が
、
人
文
学
の
立
場
か
ら
鋭
い
問
題
提
起
を

提
示
す
る
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
は
書
き
と
め
る
必
要
が
あ
る（
41
）。

特
に
そ
の
中
で
も
健
筆
を
ふ
る
っ
た
の
は
、
藤
原
辰
史
・
京
都
大
学
准
教
授
で
あ
っ
た
。

藤
原
氏
は
か
な
り
早
い
時
点
に
お
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
へ
の
政
治
・
社
会
の
対
応

に
対
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
厳
し
い
意
見
を
突
き
つ
け
て
い
た（
42
）。

「
こ
れ
ま
で
私
た
ち
は
政
治
家
や
経
済
人
か
ら
「
人
文
学
の
貢
献
は
何
か
見
え
に
く
い
」
と

何
度
も
叱
ら
れ
、
予
算
も
削
ら
れ
、
何
度
も
書
類
を
直
さ
せ
ら
れ
、
エ
ビ
デ
ン
ス
を
提
出
さ

せ
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
貴
重
な
研
究
時
間
を
削
っ
て
き
た
。
企
業
の
よ
う
な
緊
張
感
や
統
率

力
が
足
り
な
い
と
説
教
も
受
け
た
。

　

だ
が
、
い
ま
、
以
上
の
全
て
の
資
質
に
欠
け
事
態
を
混
乱
さ
せ
て
い
る
の
は
、
あ
な
た
た

ち
だ
。
長
い
時
間
で
も
の
を
考
え
な
い
か
ら
重
要
な
エ
ビ
デ
ン
ス
を
見
落
と
し
、
現
場
を
知

ら
な
い
か
ら
緊
張
感
に
欠
け
、
言
葉
が
軽
い
か
ら
人
を
統
率
で
き
な
い
。
ア
ド
リ
ブ
の
利
か

な
い
痩
せ
細
っ
た
知
性
と
感
性
で
は
、
濁
流
に
立
て
な
い
。
コ
ロ
ナ
後
に
弱
者
が
生
き
や
す

い
「
文
明
」
を
構
想
す
る
こ
と
が
困
難
だ
」

　

遺
憾
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
経
済
・
社
会
問
題
の
よ
う
な
こ
と
に
集
中
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、

筆
者
が
所
属
し
て
い
る
教
育
・
研
究
の
現
場
に
対
す
る
政
策
提
案
は
な
か
っ
た
か
ど
う
か
の

検
討
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い（
43
）。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
春
に
最
初
の
感
染
者
増

加
を
み
せ
た
た
め
、
一
度
「
九
月
入
学
導
入
論
」
が
政
策
的
に
も
検
討
さ
れ
か
け
た
こ
と
が

あ
っ
た（
44
）。

こ
れ
は
全
社
会
的
な
大
改
編
に
な
る
た
め
に
見
送
ら
れ
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
、
人
々
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
持
つ
「
こ
れ
を
契
機
に
変
え
て

し
ま
い
た
い
こ
と
」
を
噴
き
出
さ
せ
る
媒
介
と
し
て
の
役
割
を
十
二
分
に
果
た
し
た
と
言
え

る
。
そ
し
て
、
そ
の
効
果
が
い
か
な
る
こ
と
に
な
る
の
か
は
、
今
後
の
政
治
・
社
会
の
動
き

に
か
か
っ
て
い
る
。

（
追
記
） 小
論
は
、
令
和
二
年
度
山
口
県
立
大
学
研
究
創
作
助
成
事
業（
教
育
改
革
型
）に
よ
る

成
果
の
一
部
と
し
て
発
表
さ
れ
る
。 

注（
1
）
竹
中
治
堅
『
コ
ロ
ナ
危
機
の
政
治
』
中
公
新
書
、
二
〇
二
〇
年
。

（
2 

）
筆
者
の
担
当
す
る
「Politics of Japan

」
の
課
題
で
、
英
字
新
聞
二
種
類
の
マ
ン
ガ
を
見
て
も
ら
い
、

こ
れ
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
考
え
、
書
か
せ
る
と
い
う
も
の
を
出
し
た
（
学
生
に
は
二
種
類
の

う
ち
一
つ
を
選
ば
せ
た
）
。
一
つ
はJapan Tim

es

が
出
し
た
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
に
関
す
る
マ
ン
ガ
（
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
三
日
）
、
も
う
一
つ
は
、
中
国
の
英
字
紙G

lobal Tim
es

（
人
民
日
報
社
の
刊
行
す
る
『
環
球
時
報
』
の
英
文
版
）
が
掲
載
し
た
、
早
期
に
強
烈
な
ロ
ッ
ク
ダ
ウ

ン
を
し
た
国
は
冬
に
な
っ
て
国
民
が
レ
ジ
ャ
ー
を
楽
し
む
が
、
こ
れ
を
拒
否
し
た
国
の
人
々
は
後
で
感

染
し
て
苦
し
む
（
二
〇
二
〇
年
一
二
月
二
日
）
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
人
の
学
生
は
、
後
者
の
記

事
に
「
中
国
の
防
疫
対
策
の
優
位
性
」
を
見
せ
つ
け
る
対
外
宣
伝
の
意
図
が
あ
る
こ
と
を
確
実
に
読
み

取
っ
て
い
た
。

（
3 

）
拙
稿
「
世
界
を
変
え
る
の
は
ウ
イ
ル
ス
で
は
な
い
」
『
科
学
的
社
会
主
義
』
二
六
九
号
、
二
〇
二
〇

年
。

（
4 

）
阿
比
留
瑠
比
「
武
漢
ウ
イ
ル
ス
と
呼
ぶ
べ
き
訳
」
『
産
経
新
聞
』
二
〇
二
〇
年
三
月
一
九
日
。
産
経

新
聞
は
同
社
発
行
の
雑
誌
『
正
論
』
誌
上
で
も
こ
の
呼
称
を
使
う
記
事
を
掲
載
し
て
い
た
。
た
だ
し
、

ど
う
や
ら
こ
の
呼
称
は
個
人
名
に
よ
る
記
事
・
論
説
だ
け
で
用
い
ら
れ
、
無
記
名
、
す
な
わ
ち
会
社
に

責
任
が
あ
る
記
事
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
5 

）
特
に
「
カ
ン
・
フ
ル
ー
」
と
呼
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
は“President T

rum
p calls coronavirus 

'kung flu'”

、
二
〇
二
〇
年
六
月
二
四
日
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
サ
イ
トhttps://w

w
w

.bbc.com
/new

s/av/w
orld-us-

canada-53173436

。

（
6 

）
Ｅ
Ｕ
各
国
お
よ
び
Ｅ
Ｕ
を
脱
退
し
た
イ
ギ
リ
ス
は
二
〇
二
〇
年
一
二
月
に
至
り
、
地
域
や
あ
る
都
市

を
指
定
し
た
強
力
な
移
動
制
限
措
置
を
実
行
す
る
に
至
っ
た
。

（
7 

）
「
感
染
症
対
応
で
も
「
緊
急
事
態
条
項
を
」　

自
民
議
連
が
改
憲
提
言
」
二
〇
二
〇
年
八
月
二
七
日
、

朝
日
新
聞
デ
ジ
タ
ルhttps://w

w
w

.asahi.com
/articles/A

SN
8W

66Y
SN

8W
U

TFK
00G

.htm
l

。

（
8 

）
法
律
の
条
文
に
つ
い
て
は
、e-gov

法
令
検
索https://elaw

s.e-gov.go.jp/docum
ent?law

id=424A
C

 
0000000031

を
参
照
し
た
。

（
9 

）
小
林
よ
し
の
り
『
ゴ
ー
マ
ニ
ズ
ム
宣
言　

コ
ロ
ナ
論
』
小
学
館
（
既
刊
二
冊
）
、
二
〇
二
〇
年
。
た

だ
し
、
こ
の
本
は
「
マ
ス
コ
ミ
（
た
だ
し
、
そ
の
中
で
も
玉
川
徹
、
岡
田
晴
恵
と
い
う
特
定
の
二
人
に

焦
点
は
あ
て
ら
れ
て
い
る
）
が
危
険
性
を
増
幅
し
て
伝
え
た
」
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
批
判
も
含
め
て
論
じ

て
い
る
。
論
点
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
て
、
同
時
進
行
的
に
議
論
し
て
い
る
た
め
、
単
純
化
す
る
こ
と

は
難
し
い
。
注
目
す
べ
き
は
、
小
林
氏
が
時
に
共
闘
し
て
き
た
右
派
論
壇
で
好
ん
で
用
い
ら
れ
る
「
武

漢
肺
炎
」
な
ど
の
言
葉
を
用
い
な
い
こ
と
と
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
を
そ
の
「
集
団
免
疫
策
」
お
よ
び
「
高

齢
者
対
策
」
で
評
価
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
「
健
康
な
者
の
た
め
の
福
祉
国
家
」

で
あ
っ
た
こ
と
は
長
く
知
ら
れ
な
か
っ
た
）
。
小
林
氏
に
あ
っ
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
、
少
な

く
と
も
現
時
点
で
の
日
本
で
は
大
き
な
破
壊
力
を
有
し
て
い
な
い
と
い
う
信
念
は
一
貫
し
て
い
る
。
著

者
の
主
張
の
科
学
的
当
否
に
つ
い
て
は
判
断
で
き
な
い
が
、
大
多
数
の
医
療
に
対
す
る
考
え
方
を
「
生

命
尊
重
主
義
」
と
く
く
り
、
こ
れ
に
対
峙
す
る
も
の
と
し
て
「
経
済
を
回
せ
」
と
主
張
す
る
こ
と
は
、

国
際
的
に
そ
れ
ほ
ど
孤
立
し
た
も
の
で
も
な
い
こ
と
は
米
伯
両
国
の
動
き
で
も
わ
か
る
。
小
林
氏
は
、

現
代
日
本
の
人
々
は
大
半
が
コ
ロ
ナ
を
恐
れ
す
ぎ
る
「
コ
ロ
ナ
脳
」
で
あ
る
と
断
言
し
て
い
る
。

（
10 

）
例
え
ば
「
米
各
地
で
外
出
制
限
に
抗
議
デ
モ
、
ミ
シ
ガ
ン
で
は
ト
ラ
ン
プ
氏
支
持
の
右
派
集
結
」

二
〇
二
〇
年
四
月
一
七
日
、
Ａ
Ｆ
Ｐ
Ｂ
Ｂ
サ
イ
トhttps://w

w
w

.afpbb.com
/articles/-/3279085

。
こ
れ

に
対
し
て
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
運
動
を
支
持
す
る
こ
と
を
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
で
発
言
し
た
。
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（
11 

）
「
「
コ
ロ
ナ
は
た
だ
の
風
邪
」
主
張
の
党
首
を
逮
捕　

医
師
会
館
に
居
座
り
容
疑
」
二
〇
二
〇
年

一
二
月
二
三
日
、
東
京
新
聞
サ
イ
トhttps://w

w
w

.tokyo-np.co.jp/article/76203

。
逮
捕
さ
れ
た
人
物

は
「
コ
ロ
ナ
は
た
だ
の
風
邪
」
と
い
う
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
懐
疑
論
を
前
面
に
掲
げ
て
東
京
都
知
事
選

挙
に
立
候
補
し
た
こ
と
で
も
記
憶
に
新
し
い
。

（
12 
）
酒
井
隆
史
「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
、
あ
る
い
は<

資
本>

と
そ
の
宿
主
」
『
思
想
と
し
て
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
禍
』
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
二
〇
年
所
収
。
ボ
ル
ソ
ナ
ロ
大
統
領
は
自
身
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
に
感
染
し
て
も
信
念
を
曲
げ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
酒
井
氏
の
「
こ
の
文
明
に
は
愛

（
エ
ロ
ス
）
が
な
い
」
『
福
音
と
世
界
』
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
号
。

（
13 

）
イ
ワ
ン
・
ク
ラ
ス
テ
フ
、
山
田
文
訳
『
コ
ロ
ナ
・
シ
ョ
ッ
ク
は
世
界
を
ど
う
変
え
る
か
』
中
央
公
論

新
社
、
二
〇
二
〇
年
。
こ
れ
に
つ
い
て
繰
り
返
し
民
主
主
義
体
制
の
重
要
性
と
国
際
的
な
結
集
を
主
張

し
て
い
た
の
は
ユ
ヴ
ァ
ル
・
ノ
ア
・
ハ
ラ
リ
で
あ
っ
た
。
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
は
ユ
ヴ
ァ
ル
・
ノ

ア
・
ハ
ラ
リ
、
柴
田
裕
之
訳
『
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
』
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
二
〇
年
。
書
き
下
ろ
し
の
論

稿
と
新
聞
に
よ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
ま
と
め
た
も
の
。

（
14 

）
玄
武
岩
「
開
放
性
・
透
明
性
・
民
主
的
参
加
に
基
づ
く
先
制
的
対
応
が
功
を
奏
し
て
」
玄
武
岩
・
藤

野
洋
平
編
『
ア
ジ
ア
遊
学
二
五
三　

ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
時
代
の
東
ア
ジ
ア
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
二
〇
年
所

収
。

（
15 

）
李
載
圭
編
『
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
闘
っ
た
韓
国
・
大
邱
の
医
療
従
事
者
た
ち
』
と
申
重
鉉
編

『
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
を
乗
り
越
え
た
、
韓
国
・
大
邱
市
民
た
ち
の
記
録
』
い
ず
れ
も
Ｃ
Ｕ
Ｏ
Ｎ

（
訳
も
同
社
）
、
二
〇
二
〇
年
。
こ
の
書
籍
は
迅
速
性
を
重
ん
ず
る
出
版
社
の
判
断
で
、
印
刷
に
附
さ

れ
る
前
の
ｐ
ｄ
ｆ
の
形
で
一
度
販
売
さ
れ
た
。

（
16 

）
最
初
に
出
た
の
は
ア
イ
リ
ス
・
チ
ュ
ウ
（
丘
美
珍
）
、
鄭
仲
嵐
『
オ
ー
ド
リ
ー
タ
ン
』
文
藝
春
秋
、

二
〇
二
〇
年
。

（
17 

）
丸
川
哲
史
「
コ
ロ
ナ
禍
と
東
ア
ジ
ア
（
ポ
ス
ト
）
冷
戦
」
森
達
也
編
著
『
定
点
観
測　

新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
と
私
た
ち
の
社
会
』
論
創
社
、
二
〇
二
〇
年
所
収
。
こ
の
論
文
集
は
半
年
に
一
度
定
点
観
測

形
式
で
刊
行
さ
れ
る
こ
と
が
予
告
さ
れ
て
い
る
。

（
18 

）
方
方
、
飯
塚
容
・
渡
辺
新
一
訳
『
武
漢
日
記
』
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
二
〇
年
。
日
本
を
含
め
た
国

外
で
は
刊
行
さ
れ
た
が
、
現
在
中
国
で
は
こ
の
日
記
は
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
わ
れ
る
。
「
武
漢

封
鎖
描
い
た
日
記
「
発
禁
」　

方
方
さ
ん
、
当
局
圧
力
で
作
家
生
命
危
機
」
二
〇
二
〇
年
七
月
三
〇
日
、

産
経
新
聞
サ
イ
トhttps://w

w
w

.sankeibiz.jp/m
acro/new

s/200730/m
cb2007300500008-n1.htm

。

（
19 

）
査
瓊
芳
、
宋
春
暁
訳
『
武
漢
支
援
日
記
』
岩
波
書
店
、
二
〇
二
〇
年
。
巻
末
に
附
さ
れ
た
羽
根
次
郎

明
治
大
学
教
授
の
解
説
文
は
、
本
書
が
「
所
詮
中
国
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
産
物
」
と
読
ま
れ
る
こ
と
へ

の
警
戒
が
強
く
現
れ
て
い
る
。

（
20 

）
『
中
国
戦
「
疫
」
日
誌
』
（
既
刊
二
冊
）
お
よ
び
『
武
漢
封
鎖　

堅
守
と
逆
行
』
い
ず
れ
も
外
文
出

版
社
、
北
京
、
二
〇
二
〇
年
。
中
国
政
府
は
政
府
の
対
策
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
を
刊
行
し
て
い
る
が
、

中
国
語
版
（
中
華
人
民
共
和
国
国
務
院
新
聞
弁
公
室
『
抗
撃
新
冠
肺
炎
疫
情
的
中
国
行
動
』
）
と
英

語
版
（T
he State Council Inform

ation offi
ce of the Peopleʼs Republic of China, Fighting 

Covid-19:China in A
ction

）
の
み
で
あ
り
、
日
本
語
版
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。
こ
れ
は
中
国
国
務

院
新
聞
弁
公
室
の
サ
イ
ト
（http://w

w
w
.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/42312/index.htm

）
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
。

（
21 

）
『
正
論
』
二
〇
二
〇
年
八
月
号
で
は
、
「
国
難
か
ら
の
教
訓
」
と
い
う
特
集
が
組
ま
れ
た
。
こ
の
中

で
は
、
補
償
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
緊
急
事
態
措
置
の
議
論
な
ど
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
党
派
・
政
治

的
志
向
を
超
え
て
、
「
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
の
よ
う
な
強
硬
な
策
を
と
る
な
ら
ば
、
私
権
の
制
限
に
伴
う
補

償
措
置
を
採
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
が
支
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
。

（
22 

）
竹
中
、
前
掲
『
コ
ロ
ナ
危
機
の
政
治
』
。
安
倍
晋
三
総
裁
率
い
る
自
由
民
主
党
は
元
来
か
な
り
限
定

的
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
し
か
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
連
立
内
閣
の
一
翼
を
担
う
公
明

党
が
強
硬
に
「
一
律
一
〇
万
円
の
定
額
給
付
金
」
を
要
求
し
、
容
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
連
立
を
解
消
す
る

と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
進
ん
で
い
た
こ
と
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
23 

）
冨
田
す
み
れ
子
・
貫
洞
欣
寛
「
『
明
ら
か
な
差
別
』
学
生
へ
の
緊
急
給
付
金
、
留
学
生
に
は
”
成
績

基
準
”
設
定
で
批
判
殺
到　

文
科
省
の
見
解
は
」
二
〇
二
〇
年
五
月
二
一
日
、https://w

w
w

.buzzfeed.
com

/jp/sum
irekotom

ita/konkyu-gakusei-genkin-shikyu

。

（
24 

）
生
存
の
た
め
の
コ
ロ
ナ
対
策
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
「
生
活
保
障
の
さ
ら
な
る
徹
底
を
」
『
世
界
』

二
〇
二
〇
年
七
月
号
。
こ
の
文
章
で
は
、
日
本
の
福
祉
政
策
は
「
選
別
主
義
」
と
世
帯
主
中
心
主
義
が

貫
徹
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
根
本
に
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
25 

）
「
一
〇
万
円
給
付
、
『
世
帯
主
の
口
座
に
』
で
見
え
た
も
の
」
二
〇
二
〇
年
六
月
一
四
日
、
朝
日
新

聞
デ
ジ
タ
ルhttps://w

w
w

.asahi.com
/articles/A

SN
6F7FJR

N
68U

TFL004.htm
l

に
は
、
世
帯
主
で
あ

る
夫
の
口
座
に
家
族
全
員
分
が
払
い
込
ま
れ
た
た
め
夫
が
全
額
を
独
占
し
家
族
に
渡
さ
な
か
っ
た
と
い

う
問
題
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
26 

）
趙
慶
喜
「
韓
国
に
お
け
る
コ
ロ
ナ
対
策
と
（
非
）
可
視
化
さ
れ
る
人
々
」
前
掲
『
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
時

代
の
東
ア
ジ
ア
』
所
収
。
こ
の
論
文
は
、
主
と
し
て
は
韓
国
社
会
で
在
日
韓
国
人
や
中
国
か
ら
移
住
し

た
朝
鮮
族
住
民
、
ま
た
外
国
人
労
働
者
が
社
会
保
障
政
策
に
お
い
て
「
不
可
視
化
」
、
す
な
わ
ち
ま
る

で
い
な
い
も
の
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。
日
韓
に
お
い
て
、
と
も
す
れ
ば

異
質
性
だ
け
が
あ
げ
つ
ら
わ
れ
や
す
い
時
期
に
あ
っ
て
、
同
様
の
根
本
を
持
つ
同
様
な
問
題
が
あ
る
こ

と
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。

（
27 

）
「
行
動
変
容
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
こ
そ
は
物
理
的
強
制
力
を
発
動

せ
ず
に
人
々
を
動
か
し
て
い
く
政
治
の
作
用
で
あ
る
。

（
28 

）
オ
ン
ラ
イ
ン
講
義
中
、
学
生
が
突
然
「
落
ち
る
」
（
受
講
者
の
一
覧
か
ら
消
え
て
し
ま
う
）
と
い
う

現
象
が
あ
っ
た
の
は
こ
れ
も
一
因
で
あ
ろ
う
。

（
29 

）
川
端
裕
人
「
２
０
３
×
年
の
『
新
し
い
日
常
』
」
『
文
藝
春
秋
』
二
〇
二
〇
年
七
月
号
。

（
30 

）
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
に
関
す
る
緊
急
提
言
」https://w

w
w

.keidanren.or.jp/
policy/2020/031.htm

l

。
こ
の
提
言
の
中
に
は
、
今
後
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
の
進
展
に
つ
い
て
、
気
に
な

る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
都
市
部
で
の
駅
な
ど
で
の
混
雑
状
況
に
対
応
す
る
た
め
と
し
て
、
「
駅
構

内
の
人
流
分
析
・
混
雑
状
況
の
可
視
化
促
進
に
向
け
た
『
カ
メ
ラ
画
像
利
活
用
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』
の
周

知
・
徹
底
」
と
い
う
も
の
を
挙
げ
て
い
る
。

（
31 

）
例
え
ば
、
松
原
仁
衆
議
院
議
員
の
質
問
主
意
書
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
対
す
る
消
費
税

減
税
を
含
む
大
型
経
済
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
二
〇
二
〇
年
三
月
一
一
日
、
衆
議
院
ウ
ェ
ブ
サ

イ
トhttp://w

w
w

.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsum
on.nsf/htm

l/shitsum
on/a201111.htm

。

（
32 
）
「
Ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ｅ
ｔ
ｙ　

５
．
０
に
向
け
た
大
学
教
育
と
採
用
に
関
す
る
考
え
方
」
こ
れ
は
「
採
用
と 

大
学
教
育
の
未
来
に
関
す
る
産
学
協
議
会
」
の
報
告
書
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
。https://w

w
w.keidanren. 

or.jp/policy/2020/028.htm
l

。

（
33 

）
た
と
え
ば
、
雨
宮
処
凛
「
コ
ロ
ナ
禍
の
貧
困
の
現
場
か
ら
見
え
て
き
た
も
の
」
上
野
千
鶴
子
「
コ
ロ

ナ
禍
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
今
野
晴
貴
「
コ
ロ
ナ
禍
の
労
働
現
場
」
前
掲
森
達
也
編
著
『
定
点
観
測　

新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
私
た
ち
の
社
会
』
所
収
、
大
澤
真
幸
「
も
う
ひ
と
つ
の
別
の
経
済
へ
」
筑
摩
書
房

編
集
部
編
『
コ
ロ
ナ
後
の
世
界
』
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
二
〇
年
所
収
、
『
現
代
思
想
』
二
〇
二
〇
年
八

月
号
の
特
集
「
コ
ロ
ナ
と
暮
ら
し
」
、
竹
信
三
恵
子
「
コ
ロ
ナ
が
直
撃
し
た
女
性
労
働
の
脆
弱
構
造
」
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新型コロナウイルスは人々に何を論じさせたか

白
崎
朝
子
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
介
護
現
場
」
『fvisions

』
創
刊
号
、
ア
ジ
ア
女
性
資
料
セ
ン

タ
ー
、
二
〇
二
〇
年
な
ど
。

（
34 
）
「
デ
ジ
タ
ル
独
裁
ｖ
ｓ
．
東
洋
的
人
間
主
義
」
『
文
藝
春
秋
』
二
〇
二
〇
年
七
月
号
。

（
35 
）
吉
田
徹
「
コ
ロ
ナ
時
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
、
鈴
木
宣
弘
「
食
料
自
給
と
い
う
政
治
責
任
の
再
確

認
」
い
ず
れ
も
『
世
界
』
二
〇
二
〇
年
七
月
号
。

（
36 

）
マ
イ
ク
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
、
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ヤ
ン
訳
「
疫
病
の
年
に
」
『
世
界
』
二
〇
二
〇
年
五
月
号
。

（
37 

）
ス
ラ
ヴ
ォ
イ
・
ジ
ジ
ェ
ク
、
中
林
敦
子
訳
『
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
』
Ｐ
ヴ
ァ
イ
ン
、
二
〇
二
〇
年
。

（
38 

）
「
。
新
経
済
戦
略
」https://w

w
w

.keidanren.or.jp/policy/2020/108.htm
l

。

（
39 

）
と
は
い
え
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
促
進
策
を
言
い
つ
つ
、
原
子
力
発
電
を
な
お
保
持
す
る
姿
勢

も
存
在
す
る
。

（
40 

）
竹
中
平
蔵
「
東
京
を
『
政
府
直
轄
地
』
に
せ
よ
」
『
文
藝
春
秋
』
二
〇
二
〇
年
一
一
月
号
。
こ
れ
は

安
倍
内
閣
が
総
辞
職
し
、
菅
義
偉
首
相
の
内
閣
が
発
足
し
た
こ
と
に
合
わ
せ
て
組
ま
れ
た
特
集
で
あ
る
。

デ
ー
ビ
ッ
ド
・
ア
ト
キ
ン
ソ
ン
「
コ
ロ
ナ
と
大
震
災
の
二
重
苦
に
備
え
よ
」
Ｖ
ｏ
ｉ
ｃ
ｅ
編
集
部
編

『
変
質
す
る
世
界
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
、
二
〇
二
〇
年
所
収
も
、
考
え
て
み
れ
ば
こ
の
よ
う
な
も
の
の
系
譜

に
属
す
る
。
「
シ
ョ
ッ
ク
・
ド
ク
ト
リ
ン
」
と
い
う
言
葉
は
著
名
な
ナ
オ
ミ
・
ク
ラ
イ
ン
の
著
書
の
タ

イ
ト
ル
以
来
批
判
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
竹
中
氏
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
意
に
介
さ
な
い
。

（
41 

）
歴
史
学
研
究
会
編
、
中
沢
達
哉
・
三
枝
暁
子
監
修
『
コ
ロ
ナ
の
時
代
の
歴
史
学
』
績
文
堂
出
版
、

二
〇
二
〇
年
。

（
42 

）
藤
原
辰
史
「
人
文
知
を
軽
ん
じ
た
失
政
」
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
二
〇
年
四
月
二
六
日
（
の
ち
に
『
コ

ロ
ナ
後
の
世
界
を
語
る
』
朝
日
新
書
に
収
録
）
。
藤
原
氏
は
こ
れ
以
後
も
多
く
の
論
稿
や
談
話
を
発

表
し
続
け
て
い
る
。
「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
生
き
る
指
針
」
村
上
陽
一
郎
編
『
コ
ロ
ナ
後
の
世
界
を
生
き

る
』
岩
波
新
書
所
収
、
「
喉
元
を
過
ぎ
さ
せ
な
い
た
め
に
」
『
季
論
２
１
』
四
九
号
、
二
〇
二
〇
年
な

ど
。

（
43 

）
中
正
樹
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
に
対
す
る
雑
感
」
『Journalism

　

&

　

M
edia

』
（
日
本
大
学
）
一
五
号
、
二
〇
二
〇
年
、
東
京
大
学
情
報
理
工
学
系
研
究
科
編
『
オ

ン
ラ
イ
ン
・
フ
ァ
ー
ス
ト
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
に
接
し
た
。
後
者
は
専
門
外
の
知
識
を

要
す
る
部
分
が
あ
る
た
め
十
分
に
理
解
で
き
た
と
は
い
い
が
た
い
。
専
門
家
の
御
指
摘
を
俟
ち
た
い
。

（
44 

）
当
初
は
、
学
校
の
臨
時
休
校
措
置
が
長
期
化
し
た
場
合
の
対
応
策
と
し
て
検
討
さ
れ
て
い
た
が
、
留

学
促
進
策
の
一
環
と
し
て
諸
外
国
と
の
学
期
の
一
致
を
は
か
る
目
的
で
以
前
か
ら
導
入
論
は
存
在
し
て

い
た
。
文
部
科
学
省
の
サ
イ
トhttps://w

w
w

.m
ext.go.jp/a_m

enu/shukinyugaku/index.htm
l

、
ま
た

こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
与
良
正
男
「
９
月
入
学
案
は
な
ぜ
消
え
た
の
か
」
（
二
〇
二
〇
年
七
月
一
三

日
）https://w

w
w

.nippon.com
/ja/in-depth/d00599/

。
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The Impact of Covid-19 on National Opinion

IZAO Tomio

　The entire world was affected by the Covid-19 Pandemic in 2020, during which many opinions were 
voiced about  innovation  in the context of Japan. These opinions  include reforming society, economy, 
and politics. Humanities scholars   criticized the  lack of knowledge of humanities  in Japanʼs politics. 
Social activists unveiled the poverty of Japanese society and criticized the neo-liberalistic economy 
policy. However,  Japanʼs Biggest Zaikai pressure group suggested more digitalization of  Japanese 
society and  innovation of Japanese capitalism to become more “sustainable.” This study outlines the 
structure of these opinions and discusses the confrontation between the perspectives of “maintain this 
regime” and “overcome this regime.”
　In addition, different articles on these topics are discussed and different perspectives are analyzed. 




