
　
今
年
も
コ
ロ
ナ
に
明
け
、
コ
ロ
ナ

に
暮
れ
た
。
誰
も
が
暮
ら
し
慣
れ
た

「
日
常
」
か
ら
引
き
は
が
さ
れ
た
。

経
済
活
動
は
打
撃
を
受
け
、
社
会
は

分
断
さ
れ
、
政
治
は
一
国
主
義
に
傾

い
た
。
昨
日
ま
で
人
類
が
誇
り
に
思

っ
て
き
た
近
代
文
明
が
、
目
に
見
え

ぬ
自
然
の
力
の
前
に
い
か
に
脆
い
も

の
で
あ
る
か
が
露
呈
し
た
。

　
人
類
は
知
恵
に
よ
っ
て
高
度
な
文

明
を
築
い
た
。
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
森
林
伐
採
、農
業
・

牧
畜
革
命
に
よ
る
食
料
増
産
に
よ
っ

て
爆
発
的
人
口
増
加
を
可
能
に
し

た
。
化
石
燃
料
の
大
量
消
費
に
よ
る

産
業
化
と
大
都
市
化
、
グ
ロ
ー
バ
ル

化
を
生
ん
だ
。
自
分
が
生
ま
れ
た
生

態
系
の
枠
を
大
き
く
超
え
ん
ば
か
り

の
地
位
を
築
い
た
。

　
だ
が
そ
れ
は
深
刻
な
気
候
変
動
を

招
い
た
。解
決
手
段
は
分
か
っ
て
い
る
。

し
か
し
人
間
の
欲
望
と
国
家
間
の
権

力
争
い
が
そ
の
履
行
を
妨
げ
て
い
る
。

　
他
方
森
林
破
壊
、
野
生
動
物
の
乱

獲
、
家
畜
増
殖
が
も
た
ら
し
た
パ
ン

デ
ミ
ッ
ク
は
、
現
代
医
学
で
は
制
御

で
き
な
い
。
感
染
か
ら
身
を
守
る
に

は
文
明
化
の
象
徴
で
あ
る
巨
大
都
市

の
密
な
生
活
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
大

き
く
制
限
す
る
し
か
な
い
。
人
間
中

心
主
義
の
文
明
で
進
め
て
き
た
繁
栄

の
ツ
ケ
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
近
代
生

活
を
否
定
し
て
い
る
。自
然
に
は「
意

思
」
は
な
い
が
、
生
態
系
の
バ
ラ
ン

ス
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
力
が
内
在

し
て
い
る
。
人
の
「
驕
り
」
は
そ
れ

を
軽
視
し
て
き
た
。

　
人
間
中
心
で
は
な
く
、
生
命
体
を

38
億
年
も
の
間
維
持
し
て
き
た
自
然

の
摂
理
に
機
軸
を
合
わ
せ
る
こ
と
が

必
要
だ
。「
海
、
空
、
地
の
す
べ
て

の
生
物
を
治
め
よ
」（
旧
約
聖
書
「
創

世
記
」）
と
い
う
神
の
言
葉
は
、
人

間
優
位
の
証
で
は
な
く
、「
生
態
系

の
バ
ラ
ン
ス
を
維
持
せ
よ
」
と
い
う

お
告
げ
と
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
神
は
人
間
が
禁
断
の
木
の
実
を
食

べ
る
こ
と
を
禁
じ
、
食
べ
る
と
「
死

ぬ
で
あ
ろ
う
」
と
予
言
し
て
い
る
。

そ
れ
は
「
知
」
が
つ
く
る
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
が
、
欲
望
の
際
限
な
き
拡
大
と

結
び
つ
い
て
、
自
然
破
壊
や
核
戦
争

に
よ
っ
て
、
人
類
を
絶
滅
に
導
く
こ

と
を
予
言
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　
そ
れ
を
免
れ
る
に
は
、
原
始
に
戻

る
必
要
は
な
い
。
自
然
の
摂
理
の
中

で
生
き
、
繁
栄
し
た
民
族
が
か
つ
て

い
た
。
江
戸
時
代
の
日
本
で
あ
る
。

そ
れ
は
「
足
る
を
知
る
」
や
「
三
方

良
し
」な
ど
の
謙
虚
な
生
活
哲
学
と
、

伝
統
文
化
に
如
実
に
表
わ
れ
て
い

た
。
工
藝
の
素
材
は
木
な
ど
自
然
か

ら
頂
き
、
草
木
染
で
色
を
つ
け
、
使

い
手
の
こ
と
を
考
え
な
が
ら
ひ
と
つ

ひ
と
つ
丁
寧
に
手
作
り
を
し
た
。
使

い
手
は
作
家
の
想
い
を
感
じ
て
大
切

に
扱
い
、
金
継
ぎ
を
し
、
経
年
変
化

を
劣
化
と
と
ら
ず
む
し
ろ
愛
で
、
最

後
は
土
に
返
し
た
。
作
り
手
と
使
い

手
が
共
感
で
結
ば
れ
た
。

　
西
洋
で
は
、
美
術
工
藝
と
は
自
己

の
芸
術
性
や
理
念
を
、
自
然
物
に
手

を
加
え
て
表
現
す
る
も
の
と
さ
れ
た

の
に
対
し
、
日
本
の
工
藝
で
は
自
分

（
人
間
）
は
主
役
で
は
な
く
、
自
然

の
中
で
、
美
を
教
わ
り
、
共
に
表
現

し
、
使
い
手
に
そ
の
心
を
伝
え
る
も

の
と
さ
れ
た
。「
松
の
こ
と
は
松
に

習
え
」（
松
尾
芭
蕉
）
は
当
然
の
心

得
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
哲
学
の
下
で
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

に
溺
れ
ず
、
自
然
を
主
体
と
し
た
生

活
の
仕
組
み
を
つ
く
る
こ
と
が
、
い

ま
人
類
が
直
面
し
て
い
る
問
題
の
長

期
的
解
決
の
鍵
で
あ
る
。
日
本
の
伝

統
文
化
は
現
代
生
活
に
お
け
る
文
化

藝
術
の
あ
る
べ
き
モ
デ
ル
と
な
る
。

そ
の
よ
う
な
豊
か
な
土
壌
が
あ
っ
て

こ
そSDGs

の
達
成
に
必
要
な
政

策
や
制
度
と
い
う
野
菜
は
大
き
く
育

ち
、
実
を
結
ぶ
で
あ
ろ
う
。

コ
ロ
ナ

コ
ロ
ナ
が
教教
え
る
日
本
日
本
の
伝
統
文
化

伝
統
文
化
の
価
値
価
値
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