
　

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
外
出
自
粛
で
経
済
は
も
ち
ろ
ん
だ

が
、
文
化
芸
術
も
す
っ
か
り
息
を
潜
め
て
い
て
寂
し

い
。
担
当
し
て
い
る
成
人
学
級
や
市
民
大
学
の
う
ち
、

五
年
目
に
入
る
万
葉
講
座
が
幸
い
六
月
か
ら
再
開
さ
れ

る
目
処
が
た
ち
準
備
に
い
そ
し
ん
で
い
る
。
こ
の
パ
ン

デ
ミ
ッ
ク
を
予
想
だ
に
し
な
か
っ
た
一
昨
年
の
講
座
の

折
り
、
万
葉
の
人
々
に
と
っ
て
下
紐
、
つ
ま
り
下
着
の

紐
は
貞
操
帯
の
意
味
合
い
も
あ
っ
た
と
い
う
話
の
中

で
、
次
の
歌
を
紹
介
し
た
。

　
　

物
思
ふ
と 

人
に
は
見
え
じ 

下
紐
の

　
　
　

下
ゆ
恋
ふ
る
に 

月
そ
経
に
け
る

　

        　
　

(

巻
十
五
―
三
七
〇
八)

　

そ
し
て
こ
れ
は
遣
新
羅
使
の
大
使
、
阿あ
べ
の
つ
ぎ
ま
ろ

倍
継
麿
の
歌

で
あ
る
こ
と
、
新
羅
へ
渡
っ
た
帰
路
、
疫
病
に
襲
わ
れ
、

無
念
の
う
ち
に
対
馬
で
没
し
た
こ
と
、
当
時
大
流
行
し

た
鬼
病
、
天
然
痘
が
い
か
に
恐
ろ
し
い
も
の
だ
っ
た
か

を
「
千
三
百
年
も
昔
の
こ
と
で
す
が
︙
」
と
話
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
何
と
！
こ
の
二
个
月
ほ
ど
後
、
思
い
も
し

な
か
っ
た
コ
ロ
ナ
の
流
行
が
始
ま
っ
た
の
だ
。
ま
る
で

大
昔
の
疫
病
の
目
を
覚
ま
さ
せ
て
呼
び
寄
せ
て
し
ま
っ

た
よ
う
な
心
苦
し
さ
に
、
思
わ
ず
皆
さ
ん
に
謝
っ
た
。

　

阿
倍
継
麿
は
身
分
高
い
貴
族
、
聖
武
天
皇
の
命
に
よ

り
天
平
八
年
、
多
く
の
随
員
を
引
き
連
れ
六
月
、
大
阪

難
波
の
港
を
出
発
し
て
い
る
。
当
時
の
航
海
は
大
き
な

　
　
万
葉
び
と
を
襲
っ
た
神
病

          　
（
文
化
学
園
大
学
名
誉
教
授
・
美
術
史
研
究
者
）

え

や

み

　
　

堀
尾　

眞
紀
子

　　パンデミックの時代に



危
険
を
伴
い
、
途
中
で
海
の
藻
屑
に
な
っ
た
者
も
数
多

い
。
新
羅
へ
の
大
使
着
任
以
来
、
彼
は
内
心
悶
々
と
し

多
く
の
切
々
と
し
た
歌
を
残
し
て
い
る
。
先
の
歌
の

意
、「
物
思
い
に
沈
ん
で
い
る
と
は
人
に
は
知
ら
れ
ま

い
。
し
か
し
下
紐
の
よ
う
に
下
心
に
妻
を
恋
い
焦
が
れ

て
い
る
う
ち
に
月
日
も
経
っ
た
こ
と
だ
」。
弱
音
は
吐

け
な
い
大
使
ゆ
え
の
慟
哭
が
う
か
が
え
る
。

　

万
葉
集
の
巻
一
五
に
は
、
こ
の
遣
新
羅
使
に
か
か
わ

る
歌
が
一
四
五
首
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
一
首
目
。

　
　

武む

こ庫
の
浦
の　

入
江
の
洲す
ど
り鳥　

羽
ぐ
く
も
る

　
　
　

君
を
離
れ
て　

恋
に
死
ぬ
べ
し

　
　
　
　
　
　
　
　

(

巻
一
五
―
三
五
七
八)

　
「
武
庫
の
浦
の
入
江
の
洲
鳥
が
ひ
な
を
は
ぐ
く
む
よ

う
に
私
を
大
事
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
あ
な
た
と
離
れ
た

ら
、
私
は
恋
し
く
て
死
ん
で
し
ま
う
で
し
ょ
う
」。

　
　

波
の
上
に 

浮
き
寝
せ
し
夜 

あ
ど
思
へ
か

     　
　
　

心
悲
し
く  

夢
に
見
え
つ
る

　
　
　

   　
　

(

巻
一
五
―
三
六
三
九)

　
「
波
の
上
に
漂
っ
て
寝
た
夜
に
、
ど
う
し
た
こ
と

だ
ろ
う
か
心
悲
し
げ
な
妻
の
姿
が
夢
に
見
え
た
こ
と

よ
」。

　

一
行
に
雪

ゆ
き
の
む
ら
じ
や
か
ま
ろ

連
宅
満
と
い
う
占
い
師
が
い
た
。
そ
の
日

の
天
候
や
風
を
読
み
な
が
ら
航
海
の
無
事
を
占
い
、
先

導
す
る
役
目
の
人
で
あ
っ
た
。
大
嵐
に
遭
い
船
が
中
津

の
海
岸
に
流
さ
れ
、
九
死
に
一
生
を
得
て
安
堵
し
た
時

の
歌
が
あ
る
。「
題
詞
」
に
「
旅
の
あ
ま
り
の
辛
さ
に

嘆
き
悲
し
ん
で
作
っ
た
歌
八
首
の
う
ち
の
一
首
」
と
あ

る
。

　
　

大
君
の 
命
恐
み 

大
船
の 　

　
　
　
　

行
き
の
ま
に
ま
に 

宿
り
す
る
か
も　
　
　
　
　

　
　

東
京
芸
術
大
学
美
術

　

学
部
大
学
院
修
了
。
フ

　

ラ
ン
ス
国
立
パ
リ
工
芸

　

大
学
留
学
。
奈
良
県
立

　

万
葉
文
化
館
運
営
委
員
、

　

万
葉
古
代
学
研
究
所
客

員
研
究
員
等
を
歴
任
。
主
な
著
書
に
『
画
家
た
ち
の
原

風
景
』
（
第
三
五
回
日
本
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
・
ク
ラ
ブ
賞

受
賞
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
）
、
『
フ
リ
ー
ダ
・
カ
ー
ロ
』
（

中
央
公
論
社
）
、
『
絵
筆
は
語
る
』
（
清
流
出
版
）
、　

『
女
性
画
家　

10
の
叫
び
』
（
岩
波
書
店
）
ほ
か
。

　
　

堀
尾
眞
紀
子
（
ほ
り
お
・
ま
き
こ
）



             　
　
　

 (

巻
一
五
―
三
六
四
四)

　
「
大
君
の
命
令
を
尊
ん
で
、
大
船
の
進
み
行
く
ま
ま

に
旅
の
宿
り
を
続
け
て
ま
い
り
ま
す
」。
真
意
は
、
命

令
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
く
っ
て
、
あ
ま
り
に
辛
い
厳
し

い
船
旅
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
こ
と
よ
、
だ
ろ
う
か
。

　

何
度
か
の
暴
風
雨
を
踏
み
越
え
な
が
ら
の
航
海
は
予

定
よ
り
も
大
幅
な
遅
れ
を
う
み
、
何
と
か
博
多
湾
入
港

時
、
す
で
に
季
節
は
秋
と
な
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
大
宰

府
の
役
人
へ
の
表
敬
訪
問
を
行
っ
た
が
、
実
は
こ
こ
太

宰
府
で
は
こ
の
時
、
天
然
痘
が
流
行
し
て
い
た
。
遣
新

羅
使
の
う
ち
の
何
人
か
が
罹
患
し
、
宅
満
も
そ
の
一

人
。
再
び
船
に
乗
り
込
ん
で
出
航
し
た
彼
ら
だ
っ
た
が

新
羅
へ
向
け
て
壱
岐
島
に
た
ど
り
つ
い
た
時
、
す
で
に

病
が
す
っ
か
り
重
く
な
っ
て
い
た
宅
満
は
息
を
ひ
き
と

る
。

　

岩
田
野
に 

宿
り
す
る
君  

家い
え
び
と人
の

　

  

い
づ
ら
と 

吾
れ
を
問
は
ば　

い
か
に
言
は
む　

 
   　

　
　
　
　

(

巻
一
五
―
三
六
八
九)

　

岩
田
野
と
は
隠
岐
の
島
南
岸
、
そ
の
岩
場
に
葬
ら
れ

た
宅
満
に
手
を
合
わ
せ
仲
間
が
詠
ん
だ
歌
。「
家
で
待
っ

て
い
る
家
族
に
、
あ
の
人
は
ど
う
し
た
の
？
ど
こ
に
い

る
の
？
と
聞
か
れ
た
ら
、
何
と
答
え
た
ら
よ
い
の
か
」。

  

一
方
、
帰
路
に
対
馬
で
亡
く
な
っ
た
継
麿
は
大
使
、

つ
ま
り
ト
ッ
プ
で
あ
っ
た
が
、
帰
還
の
折
は
死
者
が
多

く
混
乱
し
て
い
た
の
か
、
悼
む
歌
も
残
さ
れ
て
い
な

い
。
残
る
の
は
出
立
の
時
と
、
往
路
の
歌
が
ほ
と
ん
ど

で
、
帰
路
に
詠
ま
れ
た
歌
は
五
首
の
み
で
あ
る
。
多
く

の
使
節
団
員
の
う
ち
半
数
以
下
し
か
戻
れ
な
か
っ
た
と

い
う
資
料
も
あ
る
。

　

継
麿
の
死
後
、
残
さ
れ
た
遣
新
羅
使
が
や
っ
と
の
こ

と
で
平
城
京
に
戻
る
と
た
ち
ま
ち
天
然
痘
が
蔓
延
、
当

時
の
日
本
の
総
人
口
の
約
三
割
に
あ
た
る
一
〇
〇
万
か

ら
一
五
〇
万
人
が
亡
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

当
時
の
政
府
が
こ
の
事
態
に
ど
う
対
応
し
た
か
の
記

録
が
残
っ
て
い
る
。
朝
廷
か
ら
国
司
に
、
予
防
と
治
療

に
関
す
る
情
報
を
書
面
で
伝
達
、
百
姓
に
伝
え
る
よ
う

命
令
。
そ
の
際
、
迅
速
化
を
図
る
た
め
必
要
な
印
の
数

を
減
ら
し
て
い
る
。
薬
、
米
の
配
布
、
租
庸
調
の
調
の

減
免
、
ま
た
疫
病
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
制
度
導
入
な
ど
。

奈
良
時
代
は
現
代
の
私
た
ち
が
考
え
て
い
る
よ
り
ず
っ

と
政
府
が
機
能
し
て
い
た
よ
う
だ
。
ま
た
聖
武
天
皇
は

「
こ
の
疫
病
は
自
分
の
不
徳
の
致
す
と
こ
ろ
」
と
深
く

責
任
を
感
じ
、
仏
教
に
更
に
帰
依
す
る
た
め
、
東
大
寺

建
立
、
大
仏
造
営
、
全
国
に
国
分
寺
が
建
立
さ
れ
る
こ



と
と
な
る
。
七
四
三
年
に
は
、
衰
退
し
た
農
業
振
興
の

た
め
墾
田
永
年
私
財
法
を
制
定
し
、
農
地
の
私
有
化
が

図
ら
れ
た
。

　

し
ば
し
ば
襲
っ
て
来
て
家
族
や
親
し
い
人
を
さ
ら
っ

て
い
く
疫
病
は
、
昔
の
人
々
に
と
っ
て
恐
ろ
し
い
事
こ

の
上
な
く
、
ま
さ
に
鬼
の
仕
業
と
映
っ
た
こ
と
だ
ろ

う
。
厄
払
い
の
た
め
の
鬼
や
ら
い
、
門
口
に
鰯
の
頭
と

柊
の
葉
、
茅
の
輪
く
ぐ
り
、
夏
祭
、
隅
田
川
の
花
火
な

ど
の
行
事
が
今
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
疫
病
は
日
本
の
暮

ら
し
に
こ
れ
だ
け
身
近
だ
っ
た
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ

る
。
そ
の
恐
ろ
し
さ
を
、
今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
で
感
染
者

が
続
出
す
る
ま
で
、
私
た
ち
は
忘
れ
て
い
た
よ
う
だ
。


