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緊
急
事
態
宣
言
解
除
後
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防
対
策
は
長
期
に
続
く
。

誰
に
と
っ
て
も
不
便
で
苦
し
い
毎
日
で
あ
り
、
経
済
や
文
化
へ
の
影
響
も
計
り
知
れ
な

い
。
こ
れ
だ
け
の
コ
ス
ト
を
無
駄
に
し
て
は
い
け
な
い
。
未
来
へ
の
投
資
と
し
て
捉
え
、

さ
も
な
け
れ
ば
気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と
に
目
を
向
け
、
実
現
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

こ
と
を
達
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。そ
の
た
め
に
は
人
類
の
歴
史
を
大
局
的
に
捉
え
、

今
後
定
着
し
て
い
く
「
新
し
い
生
活
様
式
」
を
、
わ
れ
わ
れ
の
文
明
を
よ
り
良
い
方
向

へ
転
換
し
て
い
く
原
動
力
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

世
界
を
地
球
と
い
う
自
然
世
界
と
、
人
間
が
つ
く
っ
た
文
明
世
界
の
２
つ
に
分
け
て

考
え
て
み
る
。

自
然
世
界

１
．
２
つ
の
世
界
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文化の力で文明２．０の形成へ―統合知による自然の「内部化」―

　

自
然
世
界
で
は
38
億
年
前
に
誕
生
し
た
生
命
が
進
化
を
続
け
、
多
く
の
種
を
生
ん
で

今
日
に
致
る
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
が
生
態
系
と
い
う
シ
ス
テ
ム
だ
。

　

生
態
系
は
物
質
循
環
と
食
物
連
鎖
か
ら
成
る
。
自
然
界
に
あ
る
無
機
物（
炭
素
な
ど
）

が
植
物
の
光
合
成
で
有
機
物
に
な
り
、
草
食
動
物
、
肉
食
動
物
の
体
内
に
移
動
し
、
や

が
て
排
泄
物
や
遺
体
と
な
っ
て
分
解
さ
れ
、
元
に
戻
る
。
こ
う
し
て
有
限
の
物
質
が
無

限
に
循
環
し
、
生
命
は
永
遠
に
保
た
れ
る
。
生
命
と
は
固
定
し
独
立
し
た
も
の
で
は
な

く
、「
動
的
な
平
衡
状
態
」（
福
岡
伸
一
『
生
物
と
無
生
物
の
あ
い
だ
』）
な
の
だ
。

　

こ
の
生
態
系
維
持
の
鍵
と
な
る
の
が
生
物
間
の
バ
ラ
ン
ス
と
多
様
性
だ
。
捕
食
者
が

餌
の
被
食
者
を
食
べ
尽
く
し
て
し
ま
わ
ぬ
よ
う
に
そ
の
個
体
数
が
調
整
さ
れ
る
こ
と

で
、
被
食
者
と
共
存
す
る
。
ま
た
種
は
変
異
を
遂
げ
な
が
ら
環
境
変
化
に
適
合
で
き
る

個
体
を
常
に
つ
く
っ
て
お
く
こ
と
、
す
な
わ
ち
多
様
性
を
も
つ
こ
と
で
生
き
延
び
る
。

環
境
に
適
合
し
な
い
種
は
淘
汰
さ
れ
る
。
生
命
が
存
続
す
る
た
め
の
生
態
系
の
冷
酷
な

摂
理
だ
。
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こ
の
生
態
系
に
お
け
る
キ
ー
プ
レ
イ
ヤ
ー
は
ウ
イ
ル
ス
な
ど
の
微
生
物
だ
。
動
物
の

消
化
を
助
け
、
有
機
物
の
分
解
を
担
う
。
こ
れ
な
し
に
物
質
は
循
環
し
な
い
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
生
物
が
ウ
イ
ル
ス
の
遺
伝
子
を
取
り
込
ん
で
、
自
ら
の
進
化
に
役
立
て
た
り
、

ウ
イ
ル
ス
が
哺
乳
類
の
胎
児
を
、
母
親
の
免
疫
系
の
拒
絶
反
応
か
ら
守
る
働
き
を
す
る

な
ど
生
命
の
本
質
部
分
を
握
っ
て
い
る
（
石
弘
之
『
感
染
症
の
世
界
史
』）。

人
間
世
界

　

第
二
の
世
界
は
20
万
年
ほ
ど
前
に
自
然
界
に
生
ま
れ
た
現
生
人
類
が
創
造
し
た
世
界

だ
。
思
考
力
と
そ
れ
を
言
語
で
伝
達
し
合
う
能
力
に
よ
っ
て
、
抽
象
的
な
概
念
を
基
に

い
わ
ば
「
虚
構
の
世
界
」（
ユ
ヴ
ァ
ル
・
ノ
ア
・
ハ
ラ
リ
『
サ
ピ
エ
ン
ス
全
史
』）
を
つ

く
っ
た
。
自
由
、
経
済
、
国
家
な
ど
こ
の
世
界
は
人
類
の
脳
の
中
だ
け
に
存
在
す
る
。

　

人
類
は
こ
の
世
界
で
食
料
増
産
に
よ
っ
て
人
口
を
急
速
に
増
加
さ
せ
た
。
統
治
（
政

治
）
や
富
の
創
造
（
経
済
）
を
合
理
的
に
進
め
る
理
念
体
系
を
つ
く
っ
た
。
そ
の
代
表

的
な
も
の
が
自
由
と
民
主
主
義
を
基
本
と
す
る
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
呼
ば
れ
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文化の力で文明２．０の形成へ―統合知による自然の「内部化」―

る
も
の
だ
。
人
類
は
そ
の
下
で
「
よ
り
速
く
、
よ
り
高
く
、
よ
り
強
く
」
と
い
う
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
の
標
語
の
通
り
、
欲
望
を
際
限
な
く
追
求
し
て
き
た
。
そ
の
思
想
的
背
景
に

な
っ
て
い
る
の
が
西
欧
の
普
遍
主
義
と
進
歩
史
観
で
あ
り
、
科
学
技
術
の
飛
躍
的
進
歩

が
そ
れ
を
支
え
て
い
る
。
人
類
は
そ
れ
を
使
っ
て
権
力
闘
争
と
経
済
競
争
と
い
う
熾
烈

な
競
争
に
終
始
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

コ
ロ
ナ
危
機
は
、
は
か
ら
ず
も
こ
の
文
明
の
問
題
点
を
教
え
て
く
れ
た
。

価
値
の
一
元
化
に
よ
る
多
様
性
の
軽
視

　

人
類
は
こ
の
文
明
世
界
に
お
い
て
進
化
を
続
け
て
き
た
。
冷
戦
の
終
了
に
よ
り
共
産

主
義
に
打
ち
勝
っ
た
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
下
で
、
人
類
は
国
際
協
調
に
よ
る

平
和
と
繁
栄
と
幸
福
を
永
久
的
に
約
束
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
た
。

２
．
文
明
が
も
た
ら
し
た
も
の
（
コ
ロ
ナ
が
気
づ
か
せ
て
く
れ
た
も
の
）
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但
し
そ
の
後
の
国
際
情
勢
の
展
開
を
み
る
と
、
こ
の
理
念
体
系
が
綻
び
始
め
る
様
相

を
呈
し
て
き
た
よ
う
に
思
え
る
。
絶
え
る
こ
と
の
な
い
地
域
紛
争
、
経
済
金
融
危
機
、

温
暖
化
、
格
差
の
拡
大
を
主
因
と
す
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
横
行
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
誕

生
、
英
国
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
、
そ
し
て
新
興
国
に
よ
る
戦
後
体
制
へ
の
挑
戦
な
ど
で
あ
る
。

　

し
か
し
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
念
や
制
度
自
体
に
欠
陥
が
あ
る
の
で
は
な

い
。
そ
の
中
核
に
あ
る
合
理
主
義
と
普
遍
主
義
が
、
相
手
の
文
化
や
歴
史
の
多
様
性
を

軽
視
し
て
一
元
的
に
押
し
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
途
上
国
は
英
米
モ
デ
ル
の

強
要
に
反
感
を
抱
き
、
先
進
国
内
で
は
、
拡
大
す
る
一
方
の
格
差
を
前
に
、
大
衆
が
自

分
た
ち
は
「
置
い
て
行
か
れ
た
」
と
い
う
不
満
を
募
ら
せ
た
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、

シ
ス
テ
ム
に
裨ひ

益え
き

し
て
い
る
指
導
者
は
、
ウ
ォ
ー
ル
ス
ト
リ
ー
で
の
学
生
の
デ
モ
に
注

意
を
払
わ
ず
、
理
念
の
正
し
さ
を
説
き
続
け
た
。

　

そ
れ
で
も
文
明
は
自
己
修
正
力
を
も
つ
の
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
い
う
人
類

共
通
の
危
機
を
契
機
に
、
そ
れ
ま
で
の
対
立
を
乗
り
越
え
て
団
結
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
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文化の力で文明２．０の形成へ―統合知による自然の「内部化」―

の
期
待
が
あ
っ
た
。
し
か
し
現
実
は
逆
に
米
中
の
対
立
を
深
め
、
Ｅ
Ｕ
内
の
亀
裂
を
表

面
化
し
、
中
国
の
覇
権
意
識
を
露
わ
に
さ
せ
る
な
ど
理
念
の
修
復
ど
こ
ろ
か
亀
裂
を
深

め
て
い
る
。
誤
作
動
に
基
づ
く
核
や
サ
イ
バ
ー
戦
争
に
よ
る
人
類
の
滅
亡
は
、
単
な
る

Ｓ
Ｆ
映
画
の
題
材
で
は
な
く
な
っ
た
。

　

資
本
主
義
で
あ
れ
民
主
主
義
で
あ
れ
、
指
導
者
が
制
度
の
適
用
に
お
い
て
地
域
や
文

化
、
個
人
の
多
様
性
を
十
分
勘
案
し
て
制
度
の
柔
軟
な
適
用
に
心
が
け
る
こ
と
で
世
界

を
正
し
い
軌
道
に
戻
し
、
こ
の
理
念
体
系
へ
の
信
頼
度
を
回
復
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
替
わ
る
統
治
理
念
体
系
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

生
態
系
の
破
壊
に
よ
る
温
暖
化
と
感
染
症

　

第
二
世
界
で
発
達
し
た
文
明
が
第
一
世
界
に
対
し
て
犯
し
た
罪
は
自
然
破
壊
で
あ

る
。
農
業
革
命
以
来
、
人
類
は
文
明
の
力
と
り
わ
け
科
学
技
術
の
力
を
道
具
と
し
て
欲

望
を
限
り
な
く
追
求
し
た
。
資
源
を
乱
開
発
し
、
都
合
の
よ
い
動
植
物
を
栽
培
し
た
り

家
畜
と
し
て
増
産
す
る
が
他
は
乱
獲
し
、
多
く
の
種
を
絶
滅
に
追
い
込
ん
だ
。
プ
ラ
ス
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チ
ッ
ク
な
ど
微
生
物
が
分
解
で
き
な
い
工
業
製
品
や
新
素
材
を
大
量
に
つ
く
っ
て
投
棄

す
る
こ
と
で
物
質
循
環
を
妨
げ
た
。
産
業
革
命
と
森
林
の
減
少
が
生
態
系
の
バ
ラ
ン
ス

を
崩
し
、
温
暖
化
に
よ
る
異
常
気
象
を
も
た
ら
し
た
。
得
意
の
科
学
技
術
も
温
暖
化
を

直
接
抑
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

そ
し
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
蔓
延
も
文
明
に
よ
る
自
然
へ
の
負
荷
増
大
に
対
す

る
反
応
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
人
類
が
人
口
を
爆
発
的
に
増
加
さ
せ
、
食
料
確
保
の

た
め
に
耕
地
や
家
畜
を
飛
躍
的
に
増
や
す
こ
と
で
食
物
連
鎖
バ
ラ
ン
ス
に
負
荷
を
か
け

た
。そ
し
て
そ
れ
に
生
態
系
シ
ス
テ
ム
の
維
持
を
担
っ
て
い
る
ウ
イ
ル
ス
が
反
応
し
た
。

注
目
す
べ
き
は
、
文
明
の
発
展
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
感
染
症
ウ
イ
ル
ス
の
増
殖
に
都

合
の
良
い
環
境
を
つ
く
っ
て
き
た
こ
と
だ
。
森
林
伐
採
に
よ
っ
て
野
生
動
物
を
人
里
に

追
い
出
し
て
人
間
に
感
染
症
を
移
し
、
タ
カ
な
ど
の
天
敵
を
減
ら
す
こ
と
で
ネ
ズ
ミ
が

増
え
て
病
原
菌
を
ま
き
散
ら
す
。都
市
化
や
戦
争
時
の
塹
壕
な
ど
は
ま
さ
に「
３
密
」だ
。

た
だ
ウ
イ
ル
ス
は
意
思
を
も
た
な
い
。
人
類
を
罰
す
る
つ
も
り
で
感
染
力
を
強
め
て
い
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文化の力で文明２．０の形成へ―統合知による自然の「内部化」―

る
の
で
は
な
い
。
生
態
系
に
は
善
悪
の
「
価
値
」
は
存
在
し
な
い
。
た
だ
バ
ラ
ン
ス
の

自
動
回
復
機
能
が
あ
る
だ
け
だ
。
そ
し
て
科
学
技
術
の
粋
を
も
っ
て
し
て
も
、
超
短
期

間
の
世
代
交
代
と
変
異
を
行
う
ウ
イ
ル
ス
は
撲
滅
で
き
な
い
。

人
間
性
の
劣
化

　

近
代
文
明
の
進
歩
が
も
た
ら
す
便
利
で
、
豊
か
で
、
安
全
な
生
活
に
よ
り
人
間
は
幸

福
に
な
り
、
不
安
か
ら
解
放
さ
れ
、
善
性
を
取
り
戻
す
は
ず
だ
っ
た
。
し
か
し
コ
ロ
ナ

は
人
間
性
は
進
化
す
る
ど
こ
ろ
か
文
明
に
甘
や
か
さ
れ
て
劣
化
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を

気
づ
か
せ
て
く
れ
た
。
感
染
拡
大
に
対
す
る
各
国
の
反
応
を
見
る
と
、
感
染
者
や
外
国

人
に
対
す
る
差
別
、
偏
見
、
意
図
的
な
デ
マ
な
ど
の
人
間
の
醜
さ
が
か
え
っ
て
表
面
化

し
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
で
特
に
ド
イ
ツ
の
メ
ル
ケ
ル
首
相
が
３
月
18
日
の
演
説
の
中

で
、
私
た
ち
が
「
ど
れ
だ
け
他
の
人
の
思
い
や
り
の
あ
る
行
動
に
依
存
し
て
い
る
か
、

そ
れ
を
エ
ピ
デ
ミ
ッ
ク
は
私
た
ち
に
教
え
ま
す
」
と
言
い
つ
つ
、
団
結
を
訴
え
た
こ
と

が
人
々
を
感
動
さ
せ
た
が
、
逆
説
的
に
言
え
ば
、
そ
れ
ほ
ど
市
民
の
人
間
性
が
劣
化
し



世界と日本・126

て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
文
明
は
第
一
世
界
を
破
壊
し
て
温
暖
化
や
感
染
症
を
発
生
さ
せ
、
第
二

世
界
の
適
切
な
管
理
に
支
障
を
も
た
ら
し
、
人
類
を
思
い
上
が
ら
せ
て
対
立
や
民
族
間

の
憎
し
み
を
煽
っ
て
第
二
世
界
を
限
り
な
く
危
険
な
も
の
に
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見
え

る
。
習
い
た
て
の
魔
法
で
楽
を
し
よ
う
と
し
た
が
、
魔
法
を
十
分
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き

ず
に
失
敗
し
た
「
魔
法
使
い
の
弟
子
」
を
想
起
さ
せ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
コ
ロ
ナ
が
与
え
く
れ
た
気
づ
き
を
、
将
来
に
向
け
て
ど
の
よ
う
な
ア

ク
シ
ョ
ン
に
つ
な
げ
て
い
く
べ
き
だ
ろ
う
か
。

自
然
破
壊
の
停
止

　

ま
ず
進
歩
や
経
済
成
長
の
名
の
下
で
の
自
然
破
壊
を
止
め
る
こ
と
だ
。
科
学
技
術
の

３
．
文
明
２
・
０
へ
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文化の力で文明２．０の形成へ―統合知による自然の「内部化」―

力
が
食
糧
増
産
や
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
を
も
た
ら
し
た
こ
と
で
、
自
然
資
源
は
や
が

て
枯
渇
す
る
と
い
う
危
機
感
が
な
く
な
り
、
人
類
が
自
然
の
生
態
系
に
深
刻
な
影
響
を

与
え
て
い
る
と
い
う
自
覚
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
気
候
変
動
の
激
化
に
感
染
症
が
加

わ
っ
た
今
こ
そ
、
全
人
類
が
新
た
め
て
認
識
を
深
め
、
行
動
に
移
す
べ
き
だ
ろ
う
。
第

二
世
界
が
第
一
世
界
と
の
共
存
な
し
に
存
続
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

生
態
系
の
第
二
世
界
へ
の
「
内
部
化
」

　

と
り
わ
け
重
要
な
こ
と
は
、
生
態
系
維
持
を
第
一
世
界
と
い
う
「
外
」
か
ら
の
負
荷

と
し
て
扱
う
の
で
は
な
く
、
第
二
世
界
で
あ
る
文
明
に
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
「
内
部

化
」
す
る
こ
と
で
あ
る
。
公
害
を
外
部
不
経
済
と
し
て
扱
っ
て
い
た
経
済
学
が
、
そ
れ

を
内
部
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
環
境
汚
染
の
防
止
が
企
業
経
営
の
当
然
の
柱
に
な
っ

た
よ
う
に
。

　

ま
た
生
態
系
の
理
解
を
通
し
て
多
様
性
の
重
要
さ
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
自
然
界
の

み
な
ら
ず
、
単
一
の
価
値
（
合
理
主
義
）
の
一
元
的
押
し
付
け
に
よ
っ
て
足
元
が
揺
ら
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い
で
い
る
文
明
社
会
を
回
復
さ
せ
る
上
で
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
は
生
態
系
の
破
壊
を
数
値
化
し
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
運
動
の
よ
う
に
企
業
の
行
動
指

針
と
し
て
政
治
と
社
会
が
し
っ
か
り
と
監
視
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投

資
の
よ
う
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
形
を
と
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

ス
ト
ロ
ー
に
代
表
さ
れ
る
、
物
質
循
環
を
妨
げ
る
工
業
製
品
の
廃
止
と
い
う
明
確
な
指

針
も
必
要
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
に
よ
り
近
代
文
明
を
、よ
り
持
続
力
の
あ
る
文
明
２
・
０
へ
と
グ
レ
ー
ド
ア
ッ

プ
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

「
創
造
に
か
か
わ
る
経
済
」

　

近
代
文
明
が
強
み
を
生
か
し
つ
つ
そ
の
弱
点
を
補
い
、
上
述
の
よ
う
な
対
策
に
よ
っ

４
．
文
明
の
転
換
に
果
た
す
文
化
の
役
割
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て
持
続
的
発
展
を
遂
げ
て
い
く
た
め
に
は
、
い
ま
や
文
明
の
持
続
的
発
展
の
足
か
せ
に

な
っ
て
い
る
普
遍
主
義
と
進
歩
主
義
か
ら
の
脱
皮
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
数
百
年
に

わ
た
っ
て
西
欧
文
明
の
中
核
と
し
て
築
き
上
げ
ら
れ
て
き
た
思
想
体
系
の
基
本
を
修
正

す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。

　

政
治
や
経
済
界
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
、
現
在
の
社
会
文
化
の
中
で
簡
単
に
実
行
で

き
る
と
は
思
え
な
い
。
第
二
次
大
戦
や
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
な
ど
の
こ
れ
ま
で
の
さ
ま

ざ
ま
な
危
機
へ
の
対
応
も
、
国
際
機
関
の
設
立
で
あ
れ
、
国
際
金
融
制
度
の
規
制
強
化

で
あ
れ
、
問
題
の
根
本
的
改
革
で
は
な
く
、
い
わ
ば
そ
の
場
し
の
ぎ
の
制
度
改
革
に
過

ぎ
な
か
っ
た
。
危
機
は
再
び
起
こ
り
、
将
来
も
繰
り
返
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
コ
ロ
ナ
が
与
え
て
く
れ
た
ひ
と
つ
の
貴
重
な
経
験
、
す
な

わ
ち
「
新
し
い
日
常
」
に
よ
っ
て
市
民
が
社
会
の
変
容
を
も
た
ら
す
力
で
あ
る
。
歴
史

に
お
い
て
時
代
の
大
き
な
転
換
が
成
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
奥
に
は
一
般
大
衆
の
中
の
変

化
に
向
か
う
時
代
の
流
れ
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
文
化
芸
術
が
そ
の
受
け
皿
と
な
る
。
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２
０
２
０
年
３
月
11
日
、
ド
イ
ツ
の
グ
リ
ュ
ッ
タ
ー
ス
文
化
大
臣
が
フ
リ
ー
ラ
ン
ス

の
芸
術
家
へ
の
無
制
限
の
支
援
を
表
明
し
た
と
き
、
彼
女
は
こ
の
支
援
は
経
済
的
な
救

済
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、「
文
化
の
世
界
を
救
う
こ
と
」
だ
と
言
明
し
た
。
そ
し
て
文

化
と
は
「
創
造
に
か
か
わ
る
経
済
」
の
源
で
あ
る
と
の
趣
旨
を
述
べ
た
。

　

文
化
は
社
会
の
大
き
な
転
換
へ
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
実
行
へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
源
泉
に
な
る
も
の
だ
。
政
治
経
済
分
野
で
既
得
権
益
を
も
つ
支
配
層
と
は
異
な
る
価

値
観
に
よ
り
、
異
な
る
手
法
で
社
会
を
動
か
し
て
こ
そ
真
の
変
革
は
実
現
す
る
。
そ
れ

を
担
う
の
は
思
想
家
で
あ
り
ア
ー
チ
ス
ト
で
あ
る
。
彼
ら
こ
そ
が
大
衆
の
心
の
中
に
湧

き
上
が
る
変
革
の
マ
グ
マ
を
敏
感
に
察
知
し
、
概
念
化
し
、
言
語
化
し
、
作
品
化
す
る
。

文
明
と
自
然
を
つ
な
ぐ
文
化

　

す
な
わ
ち
世
界
が
語
り
始
め
た
「
ニ
ュ
ー
ノ
ー
マ
ル
」（
新
し
い
常
態
）
と
は
、
政

治
的
改
革
で
も
、
圧
制
に
対
す
る
市
民
革
命
で
も
な
い
。
市
民
一
人
ひ
と
り
の
日
常
生

活
で
の
行
動
変
容
が
持
続
す
る
こ
と
で
、
文
明
が
徐
々
に
変
化
し
て
い
く
こ
と
を
予
想
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し
て
い
る
の
だ
。「
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
世
界
」
を
つ
く
る
主
役
は
市
民
な
の
だ
。

　

そ
れ
は
感
染
予
防
対
策
と
経
済
の
両
立
、
ウ
イ
ル
ス
と
人
類
の
共
存
を
持
続
さ
せ
る

技
術
と
知
恵
の
積
み
上
げ
が
新
し
い
世
界
を
つ
く
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
運
動
が

向
か
う
方
向
は
２
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
科
学
技
術
に
よ
る
自
然
支
配
を
一
層
進
め
よ

う
と
す
る
も
の
だ
。
医
学
な
ど
科
学
技
術
の
更
な
る
進
歩
に
よ
っ
て
人
類
が
疫
病
や
死

か
ら
自
由
に
な
り
、
他
方
で
仕
事
は
す
べ
て
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
が
や
る
と
い
う
方
向

（
ユ
ヴ
ァ
ル
・
ノ
ア
・
ハ
ラ
リ
『
ホ
モ
・
デ
ウ
ス
』）
で
あ
る
。
２
つ
目
は
自
然
と
一
体

と
な
る
文
明
が
生
ま
れ
て
い
く
方
向
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
目
指
す
べ
き
は
勿
論
後
者

で
あ
る
。
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
が
文
化
で
あ
る
。

　

目
指
す
べ
き
は
白
か
黒
か
の
二
元
論
の
軛
を
脱
し
、
白
と
黒
の
共
存
、
一
体
化
で
あ

る
。
ウ
イ
ル
ス
と
の
共
存
を
図
る
「
新
し
い
生
活
様
式
」
は
そ
の
長
期
に
わ
た
る
実
験

で
あ
る
。
そ
の
間
に
世
論
に
刺
激
を
与
え
、
そ
の
動
き
を
プ
ッ
シ
ュ
す
る
文
化
芸
術
の

担
い
手
た
る
ア
ー
チ
ス
ト
の
役
割
が
見
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。今
の
日
本
に
は
、
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ア
ー
チ
ス
ト
と
は
「
癒
し
」
を
与
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
金
を
消
費
す
る
だ
け
で
価

値
を
創
造
せ
ず
、
従
っ
て
社
会
の
役
に
立
た
な
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
風
潮
が
い
ま
だ

に
強
い
。
１
５
０
年
前
に
西
欧
の
文
明
を
取
り
入
れ
る
際
に
、
そ
の
物
質
主
義
、
合
理

主
義
の
迫
力
に
驚
愕
し
た
あ
ま
り
、文
化
の
価
値
を
過
小
評
価
し
た
ま
ま
今
日
に
至
る
。

し
か
し
ド
イ
ツ
の
文
化
大
臣
が
述
べ
た
よ
う
に
、
西
欧
に
は
経
済
が
社
会
の
成
長
と
発

展
に
寄
与
す
る
よ
う
に
、
文
化
は
社
会
の
「
創
造
」
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
り
、
だ
か

ら
こ
そ
感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め
の
行
動
制
限
に
よ
り
影
響
を
受
け
た
ア
ー
チ
ス
ト

は
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
で
あ
っ
て
も
、
国
と
し
て
保
護
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
哲
学
が
あ

る
。
日
本
は
１
５
０
年
足
ら
ず
で
西
欧
の
文
明
を
消
化
し
た
。
彼
ら
が
文
化
に
与
え
る

価
値
と
そ
れ
を
担
う
ア
ー
チ
ス
ト
の
支
援
哲
学
を
学
ぶ
の
は
、
今
か
ら
で
も
遅
く
は
な

い
。

日
本
文
化
の
貢
献

　

ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
世
界
の
形
成
に
お
い
て
、
民
族
の
価
値
感
の
象
徴
で
あ
る
文
化
の
役
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割
が
期
待
さ
れ
る
中
で
、
日
本
文
化
の
可
能
性
に
言
及
し
な
い
訳
に
は
い
か
な
い
。
日

本
文
化
の
特
徴
は
、
自
分
と
自
然
を
一
体
視
し
、
二
元
論
や
普
遍
性
を
嫌
っ
て
中
庸
や

曖
昧
さ
、
多
様
性
を
重
ん
じ
る
。
ま
た
物
事
を
固
定
化
し
て
考
え
ず
、
移
ろ
い
を
重
視

す
る
。
時
間
は
一
直
線
に
進
む
の
で
は
な
く
、
循
環
す
る
と
考
え
る
。
季
節
の
移
ろ
い

を
愛
で
て
俳
句
に
は
必
ず
季
語
が
使
わ
れ
る
。
自
然
の
音
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
る
オ

ノ
マ
ト
ペ
（
擬
態
語
、
擬
音
語
）
が
豊
富
で
あ
る
。
一
日
を
昼
と
夜
と
に
二
分
せ
ず
、

昼
と
夜
の
間
を
連
続
的
に
変
化
す
る
流
れ
と
捉
え
、
と
り
わ
け
そ
の
境
を
愛
で
る
。
闇

か
ら
光
へ
の
流
れ
を
朝
朗
（
あ
さ
ぼ
ら
け
）、
曙
（
あ
け
ぼ
の
）、
東
雲
（
し
の
の
め
）

な
ど
豊
富
な
語
彙
で
表
現
す
る
。
上
述
の
よ
う
に
「
動
的
な
平
衡
状
態
」
で
あ
る
生
命

の
本
質
を
理
解
し
た
文
化
、
す
な
わ
ち
自
然
と
の
親
和
性
が
最
も
高
い
文
化
と
言
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
文
化
が
、
文
明
と
自
然
の
共
存
の
知
恵
を
探
り
、
蓄
え

て
い
く
「
新
し
い
生
活
様
式
」
に
貢
献
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
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結
語
：

　

日
本
で
は
１
５
０
年
間
文
明
の
力
に
押
さ
れ
続
け
て
き
た
文
化
が
、
文
明
を
グ
レ
ー

ド
ア
ッ
プ
す
る
力
を
発
揮
す
る
時
が
き
た
。
そ
れ
は
政
治
と
経
済
の
リ
ー
ダ
ー
に
よ
る

上
か
ら
の
「
改
革
」
だ
け
で
は
な
く
、
庶
民
の
日
常
行
動
の
長
期
的
変
容
と
同
期
し
て

初
め
て
可
能
と
な
る
。

　
「
新
し
い
生
活
様
式
」
と
は
、
コ
ロ
ナ
危
機
か
ら
脱
す
る
た
め
の
一
時
し
の
ぎ
で
は

な
く
、生
態
系
の
冷
酷
な
ま
で
の
摂
理
を
し
っ
か
り
と
日
常
の
経
済
・
文
化
活
動
に
「
内

部
化
」
す
る
こ
と
で
、
自
然
と
両
立
し
た
「
文
明
２
・
０
」
を
達
成
す
る
た
め
の
重
要

な
ス
テ
ッ
プ
と
な
り
得
る
も
の
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
運
動

を
牽
引
す
る
知
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
な
る
も
の
と
し
て
、
自
然
科
学
、
社
会
科
学
、
人
文

系
す
べ
て
の
叡
知
を
結
集
し
た
「
統
合
知
」（integrated w

isdom

）
を
確
立
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
戦
う
相
手
は
ウ
イ
ル
ス
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
常
態
の
延
長

で
済
ま
せ
よ
う
と
い
う
誰
の
こ
こ
ろ
に
も
あ
る
安
易
な
妥
協
な
の
だ
。
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