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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大

で
、
文
化
が
「
不
要
不
急
」
と
捉
え
ら

れ
が
ち
な
現
状
に
違
和
感
を
持
っ
て
い

ま
す
。
２
０
０
１
年
、
仲
間
と
「
視
覚

障
害
者
文
化
を
育
て
る
会
」
を
設
立
し

た
時
も
そ
う
で
し
た
。

世
紀
に
な
り
、

視
覚
障
害
者
は
「
生
き
る
た
め
に
ど
う

す
れ
ば
い
い
の
か
」
か
ら
「
ど
の
よ
う

に
生
き
る
の
か
」
が
課
題
に
な
り
ま
し

た
。
視
覚
障
害
者
独
自
の
生
き
方
の
キ

ー
ワ
ー
ド
に
、
「
育
て
る
会
」
は
「
文

化
」
を
用
い
た
わ
け
で
す
。

具
体
的
に
は「
食
・
色
・
触
・
職
」。

食
は
万
国
共
通
の
基
本
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
手
段
、
色
は
支
援
機
器
や
ス

マ
ホ
ア
プ
リ
を
使
っ
た
認
識
で
生
活
の

楽
し
み
に
、
触
は
視
覚
障
害
者
が
個
性

を
発
揮
で
き
る
得
意
分
野
。
社
会
人
の

役
割
を
果
た
す
た
め
職
業
は
欠
か
せ
ま

せ
ん
。文化

は
非
日
常
的
で

生
活
を
成
り

立
た
せ
た
後
に
位
置
付
け
る

と
の
風

潮
に
違
和
感
を
抱
き
ま
す

生
き
方
そ

の
も
の
が
文
化
だ
と
考
え
て
き
ま
し
た

か
ら

生
活
が
充
実
し
た
か
ら
文
化
が

表
れ
た
の
で
は
な
く

共
存
・
自
存
を
追

求
す
る
過
程
で

人
間
の
根
本
を
問
い

直
す
こ
と
そ
の
も
の
が

ま
さ
に
文
化

視
覚
障
害
者
の
生
き
方
を
積
極
的
に
創

造
・
発
信
し
て

文
化
の
定
義
を
変
え
た

い
と
の
決
意
が
あ
り
ま
し
た

文
化
を
論
じ
る
素
材
の
も
う
一
つ

は
、
僕
が
所
属
す
る
国
立
民
族
学
博
物

館
（
民
博
）
の
存
在
で
す
。
初
代
館
長

の
梅
棹
忠
夫
先
生
以
来
、
民
博
は
「
文

化
相
対
主
義
」
に
基
づ
き
、
世
界
中
の

民
族
文
化
を
対
等
に
展
示
し
、
手
で
触

る
こ
と
も
で
き
る
展
示
を
採
用
し
て
き

ま
し
た
。
文
化
と
は
「
古
今
東
西
、
人

間
が
創
り
、
使
い
、
伝
え
て
き
た
事
物

の
総
体
」
と
僕
は
定
義
し
ま
す
。
人
間

同
士
の
接
触
と
触
発
の
連
鎖
で
継
承
さ

れ
て
き
た
「
触
文
化
」
を
収
集
・
展
示

す
る
の
が
民
博
の
使
命

こ
う
考
え
る

と
、
視
覚
障
害
者
の
僕
が
民
博
で
働
く

意
味
が
は
っ
き
り
し
ま
す
。

博
物
館
は
近
代
を
象
徴
す
る
文
化
施

設
。
誰
も
が
楽
し
め
る
「
ユ
ニ
バ
ー
サ

ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
実
現
に
は
、
視

覚
中
心
の
従
来
型
の
展
示
の
再
検
討
が

不
可
欠
で
す
。
明
治
以
降
の
近
代
化
で

日
本
人
が
忘
れ
て
き
た
も
の
は
何
か
。

近
代
化
の
忘
れ
物
を
取
り
戻
す
役
割
を

担
う
の
が
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
だ
と
思
い
ま

す
。
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
文
化
を
創
り
、

使
い
、
伝
え
て
い
く
た
め
に
、
「
触
」

は
大
切
に
し
て
い
き
た
い
理
念
で
す
。

コ
ロ
ナ
禍
で
改
め
て
感
じ
た
の
は
、

何
が
「
要
」
で
何
が
「
急
」
か
を
浮
か

び
上
が
ら
せ
る
も
の
が
真
の
文
化
力
。

人
間
の
生
き
方
を
探
究
す
る
上
で
肝
に

な
る
も
の
が
文
化
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
「
浮
要
浮
急
」
の
文
化
力
を
育
む

た
め
、
僕
な
り
に
み
な
さ
ん
へ
の
問
い

掛
け
を
考
え
て
み
ま
し
た
。

ま
ず
服
部
さ
ん

画
家
と
し
て

視
覚

と
ど
う
付
き
合
っ
て
き
た
の
か

視
覚

を
追
求
す
る
先
に

視
覚
か
ら
離
れ
る

境
地
は
あ
る
の
か

日
本
画
を
描
く
上

で

触
る

こ
と
を
ど
う
考
え
る
の
か

マ
ク
ヴ
ェ
イ
さ
ん
。
細
か
い
史
料
批

判
、
実
証
分
析
が
主
流
の
日
本
国
内
の

研
究
に
対
し
、
米
国
で
は
ア
ジ
ア
諸
国

と
の
比
較
、
数
百
年
単
位
の
通
史
的
な

把
握
な
ど
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
日
本
研
究

が
多
数
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
貴
重
な

資
料
を
有
効
に
「
使
う
」
業
務
の
最
前

線
の
立
場
か
ら
、
「
外
か
ら
の
目
」
を

持
つ
こ
と
に
つ
い
て
ご
教
示
い
た
だ
き

た
い
で
す
。

最
後
は
安
井
さ
ん
。
東
京
出
身
の
僕

は
京
都
大
の
日
本
史
の
授
業
で
、
幕
府

が
ど
こ
に
置
か
れ
よ
う
と
、
常
に
日
本

の
中
心
は
朝
廷
と
の
「
京
都
史
観
」
に

驚
き
ま
し
た
。
同
じ
事
象
の
分
析
に
も

「
視
点
を
変
え
る
」
こ
と
で
違
う
歴
史

が
立
ち
上
が
る
。視
点
は
一
つ
で
な
く
、

複
数
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
学
び

ま
し
た
。文
化
庁
が
京
都
に
あ
る
こ
と
、

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
意
味
を
お

願
い
し
ま
す
。

生
き
方
探
り
人
間
に
触
れ
る
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視覚優位の不自由さ 服部さん

服
部
し
ほ
り

魔
往
生

服部しほり「ｆａｃｅｄ ｆａｃｅ」

■
参
加
者
略
歴

ひ
ろ
せ
・
こ
う
じ
ろ
う

１
９
６
７

年
生
ま
れ
。

年
に
京
大
初
の
全
盲
入

学
者
。
日
本
宗
教
史
、
触
文
化
論
。
２

０
０
１
年
、
大
阪
府
吹
田
市
の
国
立
民

族
学
博
物
館
へ
。
現
在
は
准
教
授
。
著

書
に

そ
れ
で
も
僕
た
ち
は

濃
厚
接

触

を
続
け
る
！

小
さ
子
社

な
ど
。

は
っ
と
り
・
し
ほ
り

１
９
８
８
年

生
ま
れ
。
京
都
市
立
芸
術
大
、
同
大
学

大
学
院
で
日
本
画
を
学
び
、
北
区
雲
ケ

畑
で
創
作
を
続
け
る
。
２
０
２
０
年
に

京
都
市
芸
術
新
人
賞
。
第
１
回
京
都
文

学
賞
最
優
秀
賞
、
松
下
隆
一
「
羅
城
門

に
啼
（
な
）
く
」
の
装
画
を
担
当
。

や
す
い
・
じ
ゅ
ん
い
ち
ろ
う

１
９

７
４
年
生
ま
れ
。
京
都
大
在
学
中
は
演

劇
サ
ー
ク
ル
で
活
動
。

年
に
旧
文
部

省
（
現
文
部
科
学
省
）
入
省
。
初
等
中

等
教
育
局
企
画
官
、
国
立
大
学
法
人
支

援
課
企
画
官
、
人
事
課
人
事
企
画
官
な

ど
を
経
て
２
０
２
１
年
か
ら
現
職
。

ま
く
ゔ
ぇ
い
・
や
ま
だ
・
く
に
こ

１
９
５
７
年
生
ま
れ
。

年
渡
米
。

年
か
ら
ハ
ー
バ
ー
ド
燕
京
（
イ
ェ
ン
チ

ン
）
図
書
館
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ア
ン
。
資
料

収
集
・
購
入
の
責
任
を
持
つ
日
本
関
連

資
料
担
当
司
書
と
し
て
研
究
者
を
支

援
。
京
都
で
は
度
々
調
査
を
実
施
。

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

年

暮
ら
し
と
文
化
の
役
割

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
詳
報
は

「
日
本
人
の
忘
れ
も

の
知
恵
会
議
」
サ
イ

ト
に
近
日
中
に
ア
ッ

プ
し
ま
す
。
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出
口
が
見
え
な
い
ま
ま
、
「
不
要
不
急
」
回
避
を
求
め
ら
れ
る
暮
ら
し
が
続
く
。
メ
ッ
セ
ー
ジ
企
画
「
日
本
人
の
忘
れ
も
の
知
恵
会

議
」
は
、
こ
ん
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
文
化
の
役
割
を
考
え
よ
う

と
、
全
盲
の
文
化
人
類
学
者
・
広
瀬
浩
二
郎
さ
ん
を
中
心
に
、
オ
ン

ラ
イ
ン
参
加
者
も
交
え
て
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
し
た
。
テ
ー
マ
は
「
２
０
２
１
年

暮
ら
し
と
文
化
の
役
割
」
。
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

は
、
京
都
新
聞
総
合
研
究
所
所
長
の
内
田
孝
が
務
め
た
。
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物としての書籍に光 マクヴェイさん

服
部

私
は
絵
を「
創
る
」立
場
と
し
て
、

自
身
の
目
を
鍛
え
て
き
た
自
負
が
あ
り
ま

す

物
を
捉
え

判
別
す
る

あ
る
い
は

愛
で

る

慈
し
む

守
る
な
ど
の
観
点
か
ら
目
を
駆

使
す
る
こ
と
が

自
分
の
得
意
と
す
る
能
力

と
幼
少
時
か
ら
信
じ
て
き
ま
し
た

日
本

画
の
大
前
提
は
写
生

物
を
観
察
し
て
自
分

の
中
に
落
と
し
込
ん
で
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
す
る

こ
と
で
作
品
が
出
来
上
が
る
の
で
す

視
覚
だ
け
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
疑

い
を
抱
く
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
す
。今
回
、

広
瀬
さ
ん
と
の
出
会
い
か
ら
多
く
の
気
付
き

を
い
た
だ
き
、
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

思
え
ば
、
私
も
含
め
家
族
も
み
ん
な
健
康

で
、
い
つ
も
友
人
に
恵
ま
れ
、
大
学
院
進
学

ま
で
さ
せ
て
も
ら
い
、
人
生
で
何
か
が
大
き

く
欠
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
い
ま
は
そ

れ
が
作
家
と
し
て
の
在
り
方
に
大
き
な
コ
ン

プ
レ
ッ
ク
ス
に
な
っ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
私
の
作
品
『
ｆ
ａ
ｃ
ｅ
ｄ

ｆ
ａ

ｃ
ｅ
』も
視
覚
に
テ
ー
マ
を
置
い
て
い
ま
す
。

描
い
た
顔
は
具
体
的
で
も
抽
象
的
で
も
あ

り
、
私
自
身
が
何
か
に
直
面
し
て
驚
き
を
覚

え
る
と
同
時
に
、
さ
ら
な
る
高
み
を
目
指
す

契
機
に
な
り
ま
し
た
。

広
瀬
さ
ん
か
ら
の
質
問
へ
の
返
答
で
す

目
を
鍛
え
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
私
に
と
っ
て
ユ

ニ
バ
ー
サ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
絵
画
を
ど

の
よ
う
に
生
か
す
か
を
考
え
る
の
は
非
常
に

困
難
で

逆
に

視
覚
障
害
者
の
方
が
ど
の
よ

う
に
絵
画
を
見
る
の
か
を
お
伺
い
し
た
い
と

考
え
ま
す

マ
ク
ヴ
ェ
イ

私
が
国
際
基
督
教
大
（
東

京
都
三
鷹
市
）
で
寮
生
活
を
送
っ
て
い
た
こ

ろ
、
全
盲
の
新
入
生
が
一
人
で
何
で
も
こ
な

し
、
寮
長
も
務
め
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し

た
。広

瀬

僕
と
同
じ
盲
学
校
の
卒
業
生
で
、

先
輩
で
す
。
芸
術
学
の
分
野
で
博
士
号
を
取

得
さ
れ
、
現
在
は
博
物
館
や
美
術
館
の
ア
ク

セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
ー
を
研
究
さ
れ
て
い
ま
す
。

マ
ク
ヴ
ェ
イ

素
晴
ら
し
い
で
す
ね
。
彼

女
を
心
か
ら
応
援
し
た
い
で
す
。

私
は
大
学
卒
業
後
に
勤
め
た
近
代
文
学
資

料
の
収
集
・
研
究
を
行
う
日
本
近
代
文
学
館

（
東
京
都
）
で
本
の
原
形
保
存
や
修
復
に
興

味
を
持
ち
ま
し
た
。
館
の
事
業
に
漱
石
ら
の

初
版
本
の
復
刻
出
版
が
あ
り
、
本
の
質
感
や

創
意
工
夫
に
満
ち
た
装
丁
な
ど「
本
の
世
界
」

の
奥
深
さ
に
触
れ
ま
し
た
。
以
来
、
和
紙
へ

の
深
い
愛
情
と
敬
意
を
抱
い
て
い
ま
す
。

１
９
８
７
年
に
渡
米
し
て
、
ボ
ス
ト
ン
の

職
人
養
成
の
専
門
学
校
で
２
年
間
伝
統
的
製

本
技
術
を
学
び
ま
し
た
。
偶
然
そ
の
時
期
に

開
設
さ
れ
た
現
代
日
本
情
報
を
提
供
す
る
図

書
室
に
従
事
し
た
こ
と
か
ら
、
現
在
の
仕
事

に
つ
な
が
り
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
で
の
図
書
館

勤
務
が
今
年
で

年
目
と
な
り
ま
し
た
。

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
影
響
も
あ
り

電
子
媒

体
で
の
情
報
提
供
が
主
流
に
な
ろ
う
と
し
て

い
ま
す

一
方
で
物
と
し
て
の
書
籍
も

研
究

対
象
と
し
て
再
認
識
さ
れ
て
き
て
い
ま
す

広
瀬
さ
ん
と
の
出
会
い
で
少
し
お
話
し
ま

す

１
８
２
９
年
開
校
の
パ
ー
キ
ン
ス
盲
学

校
が
ボ
ス
ト
ン
郊
外
に
あ
り

重
度
障
害
の

教
育
家
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
も
学
ん
で
い
ま
す

ま
た
、
毎
年
３
月
に
は
米
国
の
ア
ジ
ア
研

究
者
の
集
ま
り
で
あ
る
ア
ジ
ア
研
究
学
会

（
Ａ
Ａ
Ｓ
）
の
年
次
総
会
が
開
か
れ
ま
す
。

今
年
は
、
若
い
研
究
者
に
よ
る
東
ア
ジ
ア
の

視
覚
障
害
を
主
題
に
し
た
研
究
発
表
が
あ

り
、
江
戸
時
代
の
医
学
書
の
視
覚
障
害
の
記

述
の
分
析
、
映
画
「
座
頭
市
」
の
発
表
な
ど

が
あ
り
ま
し
た
。

米
国
で
は
最
近
、
Ｂ
Ｌ
Ｍ
（
Ｂ
ｌ
ａ
ｃ
ｋ

Ｌ
ｉ
ｖ
ｅ
ｓ

Ｍ
ａ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
）
を
は
じ

め
人
種
や
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
な
ど
、
マ
イ
ノ
リ
テ

ィ
ー
に
よ
る
構
造
的
差
別
へ
の
異
議
申
し
立

て
の
動
き
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
視
覚
障
害

者
も
含
め
た
障
害
者
の
問
題
も
、
そ
の
文
脈

で
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

安
井

文
化
庁
で
は
２
０
２
２
年
度
中
の

京
都
移
転
を
目
指
し

４
年
前
に
京
都
市
東

山
区
に
地
域
文
化
創
生
本
部
を
立
ち
上
げ

移
転
の
先
行
組
織
と
し
て
業
務
を
行
っ
て
い

ま
す昨

年

月
に
は
障
害
者
の
文
化
芸
術
活
動

の
振
興
と
し
て
京
都
国
立
近
代
美
術
館
な
ど

で
障
害
者
芸
術
の
プ
ロ
グ
ラ
ム「
コ
ネ
ク
ト
」

を
開
催
し
、
広
瀬
さ
ん
に
は
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
に
登
壇
い
た
だ
き
ま
し
た
。

人
間
は
、
「
心
」
を
持
っ
た
生
き
物
な
の

で
、
物
理
的
な
生
存
だ
け
で
な
く
、
心
の
充

足
に
文
化
・
芸
術
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
文
化

庁
の
調
査
で
も
、
昨
年
か
ら
の
コ
ロ
ナ
禍
で

文
化
芸
術
に
触
れ
る
機
会
が
減
少
し
た
方
々

の
ほ
と
ん
ど
が
、
生
活
の
楽
し
み
、
幸
せ
が

減
っ
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。
人
々
の
生
活
の

質
や
幸
せ
に
直
結
す
る
の
が
文
化
芸
術
で
あ

り
、
そ
の
活
動
を
文
化
庁
と
し
て
し
っ
か
り

と
支
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

京
都
に
文
化
庁
が
あ
る
意
味
に
つ
い
て
で

す

文
化
に

創
・
使
・
伝

の
要
素
が
あ
る
と

す
れ
ば

長
い
歴
史
の
厚
み
を
持
つ
京
都
は

連
綿
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
文
化
の
集
積
地
で

あ
る
こ
と
が
理
由
の
一
つ
で
す

伝
え
ら
れ

て
き
た
文
化
と
し
て
は

豊
富
な
文
化
財
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
が

そ
れ
だ
け
で
は
な
く

人

々
の
生
活
の
中
で
生
き
て
い
る
文
化
が
豊
か

で
あ
る
こ
と
も
重
要
だ
と
思
い
ま
す

博
物
館
・
美
術
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
美

術
品
な
ど
も
、
元
々
は
日
常
生
活
を
支
え
る

も
の
と
し
て
実
用
的
機
能
と
美
し
さ
を
併
せ

持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
に
は
保
存
や
研
究
、
公
開
な
ど
大
切

な
役
割
が
あ
り
ま
す
が
、
陳
列
棚
に
入
る
と

生
活
か
ら
離
れ
、
何
か
が
抜
け
落
ち
て
い
く

よ
う
に
も
感
じ
ま
す
。
生
活
の
中
で
の
文
化

の
厚
み
も
京
都
の
魅
力
で
す
。

ま
た

京
都
は
人
口
の
約
１
割
が
学
生
で

あ
っ
た
り

国
内
外
か
ら
多
く
の
人
々
を
惹

ひ

き
つ
け
多
様
な
人
が
集
う
場
で
あ
り

新
し

い
文
化
を
創
造
す
る
上
で
魅
力
的
な
環
境
だ

と
思
い
ま
す

京
都
の
地
で
文
化
行
政
の
在

り
方
を
考
え
る
の
は

文
化
を
創
る
と
い
う

観
点
か
ら
も
意
義
の
あ
る
こ
と
と
考
え
ま

す
広
瀬

目
を
鍛
え
に
鍛
え
た
服
部
さ
ん
の

言
葉「
愛
で
る
」は
、
僕
も
よ
く
使
い
ま
す
。

花
を
全
身
で
楽
し
む
な
ら
「
花
見
」
で
は
な

く
「
花
愛
」
が
し
っ
く
り
き
ま
す
。

服
部
さ
ん
の
質
問
「
視
覚
障
害
者
が
ど
の

よ
う
に
絵
を
見
る
か
」
に
つ
い
て
で
す
。
京

都
市
立
芸
術
大
の
辰
巳
明
久
教
授
が
、
ビ
ジ

ュ
ア
ル
デ
ザ
イ
ン
を
学
ぶ
３
年
生
に
対
し
、

視
覚
障
害
者
に
も
分
か
る

触
る
絵
画

の
制

作
を
課
題
に
し
ま
し
た

視
覚
障
害
教
育

福

祉
な
ど
の
文
脈
で

触
る
絵
画

が
作
ら
れ
る

ケ
ー
ス
は
あ
り
ま
し
た
が

そ
れ
ら
は

目
の

見
え
な
い
人
に
絵
画
を
教
え
て
あ
げ
る

と

い
う
色
彩
が
強
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

芸
大
生
た
ち
の
「
触
る
絵
画
」
は
一
味
違

い
ま
す
。
視
覚
的
に
捉
え
ら
れ
た
絵
画
を
触

覚
的
に
再
解
釈
・
再
創
造
す
る
。
単
な
る
視

覚
か
ら
触
覚
へ
の
置
き
換
え
で
は
な
く
、
新

た
な
芸
術
的
「
翻
案
」
を
生
み
出
す
。
そ
ん

な
萌

ほ
う

芽
が

が
芸
大
生
の
作
品
か
ら
感
じ
ら
れ
ま

す
。
「
触
る
絵
画
」
は
、
今
秋
開
催
の
民
博

の
特
別
展
で
展
示
さ
れ
る
予
定
で
す
。

マ
ク
ヴ
ェ
イ
さ
ん
へ
。
一
世
代
前
の
ド
ナ

ル
ド
・
キ
ー
ン
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
の
各
氏
の

研
究
に
は
、
た
し
か
に
大
風
呂
敷
ゆ
え
の
穴

も
目
立
ち
ま
す
が
、
日
本
人
研
究
者
が
ハ
ッ

と
さ
せ
ら
れ
る
鋭
い
指
摘
も
多
数
含
ま
れ
て

い
ま
し
た
。米
国
の
若
い
日
本
研
究
者
に
は
、

世
界
の
中
の
日
本
、東
ア
ジ
ア
と
日
本
な
ど
、

幅
広
い
視
野
に
基
づ
く
日
本
史
像
の
構
築
を

期
待
し
ま
す
。
米
国
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
で
、

日
本
研
究
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
で
す
。
し
か

し
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
な
ら
で
は
の
プ
ラ
ス

面
も
き
っ
と
あ
る
で
し
ょ
う
。

安
井
さ
ん
の
お
話
は
説
得
力
が
あ
り

頷
う
な
ず

き
な
が
ら
聞
か
せ
て
も
ら
い
ま
し
た

民
博

の
開
館
は
１
９
７
７
年
で
す

開
館
当
時
の

民
博
で
は

世
界
各
国
・
地
域
の
生
活
文
化
を

伝
え
る
こ
と

現
地
の
土
が
残
っ
て
い
る
よ

う
な
道
具
・
用
具
を
そ
の
ま
ま
等
身
大
で
展

示
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
い
ま
し
た

開
館

か
ら

年
が
過
ぎ

展
示
資
料
の
汚
損
・
破

損

劣
化
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り

近
年
で
は

資
料
保
存
の
観
点
が
重
視
さ
れ
て
い
ま
す

時
代
の
変
化
と
は
い
え

創
・
使
・
伝

に
裏

打
ち
さ
れ
た
触
文
化
の
意
義
を
展
示
で
表
現

し
に
く
く
な
っ
た
現
状
は
残
念
で
す

文
化
庁
が
京
都
に
来
る
こ
と
で
具
体
的
に

ど
ん
な
個
別
の
取
り
組
み
を
準
備
さ
れ
て
い

る
の
か
。
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
文
化
を
京
都
か

ら
創
造
・
発
信
し
て
い
く
た
め
に
、
ど
ん
な

「
手
」
が
考
え
ら
れ
る
の
か
。
安
井
さ
ん
の

見
解
を
う
か
が
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

安
井

文
化
庁
移
転
で
は
、
文
化
行
政
の

機
能
強
化
も
重
要
で
す
。
こ
れ
ま
で
あ
ま
り

対
応
で
き
て
い
な
か
っ
た
分
野
で
の
取
り
組

み
を
強
化
し

茶
道
・
華
道
・
書
道
・
食
文
化
な

ど
の
生
活
文
化
振
興
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す

文
化
が
わ
れ
わ
れ
の
生
活
か
ら
離
れ
た

特
別
な
も
の
で
は
な
く
生
活
と
と
も
に
あ
る

も
の
と
考
え
る
と

制
作
と
鑑
賞
が
近
い
生

活
文
化
は

日
常
の
暮
ら
し
の
中
で
の
文
化

活
動
と
い
う
点
で
も
重
要
だ
と
考
え
ま
す
。

従
来
の
文
化
行
政
の
深
化
と
し
て
、
文
化

財
の
活
用
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
重
要
な

文
化
財
を
個
別
に
保
存
す
る
方
法
に
加
え

て
、
街
全
体
の
文
化
財
を
面
的
に
把
握
評
価

し
て
保
存
と
と
も
に
活
用
を
図
る
こ
と
で
、

文
化
財
の
持
つ
価
値
を
ま
ち
づ
く
り
な
ど
に

も
生
か
し
な
が
ら
よ
り
多
く
の
人
に
文
化
財

の
素
晴
ら
し
さ
を
感
じ
て
も
ら
い
た
い
と
思

い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
で
は
、
文
化
芸
術
活
動
の
継
続

支
援
に
注
力
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
配
信
や
バ
ー

チ
ャ
ル
ツ
ア
ー
な
ど
の
支
援
に
も
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
広
瀬
さ
ん
も
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

を
動
画
で
開
催
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
新
し

い
鑑
賞
の
形
と
し
て
文
化
芸
術
活
動
の
裾
野

を
広
げ
て
い
き
た
い
と
考
え
ま
す
。

マ
ク
ヴ
ェ
イ

大
学
で
の
日
本
研
究
は
世

の
中
の
動
き
に
も
影
響
さ
れ
、
全
体
的
に
人

文
学
系
専
攻
者
が
減
る
中
、
日
本
研
究
も
減

少
傾
向
で
す
。そ
う
し
た
中
、「
源
氏
物
語
」

や
武
家
社
会
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
文
学
や
歴

史
な
ど
伝
統
的
な
ト
ピ
ッ
ク
だ
け
で
な
く
、

現
代
日
本
の
文
化
、
特
に
ア
ニ
メ
や
ゲ
ー
ム

に
興
味
を
持
つ
学
生
も
増
え
て
い
ま
す
。

任
天
堂
な
ど
の
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
も
図
書
館

に
入
り
始
め
ま
し
た
。
こ
う
し
た
事
象
を
東

ア
ジ
ア
の
文
脈
に
お
い
て
研
究
す
る
ケ
ー
ス

も
多
い
で
す
。
東
ア
ジ
ア
で
の
「
三
国
志
」

の
受
容
を
、
テ
キ
ス
ト
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ

ー
ム
ま
で
を
対
象
と
す
る
共
同
研
究
の
試
み

な
ど
は
、
記
憶
に
新
し
い
で
す
。

米
国
高
等
教
育
機
関
で
の
言
語
履
修
の
直

近
２
０
１
６
年
の
デ
ー
タ
で
は
、

年
比
較

で
全
体
が
９
％
減
っ
て
い
る
中
、
日
本
語
は

３
％
増
で
、
履
修
者
も
６
万
８
千
人
と
５
番

目
に
多
い
言
語
で
す
。
中
国
語
は

％
減
、

５
万
３
千
人
が
履
修
者
。
韓
国
語
は
唯
一
の

大
躍
進
で

％
増
、
１
万
４
千
人
の
履
修
者

で
し
た
。

年
に
開
催
さ
れ
、
深
く
関
わ
っ
た
メ
ト

ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
「
源
氏
物
語
展
」
は
、

有
力
美
術
館
で
の
日
本
文
学
作
品
を
主
題
に

し
た
画
期
的
な
展
覧
会
で
し
た
。
ハ
ー
バ
ー

ド
大
の
メ
リ
ッ
サ
・
マ
ッ
コ
ー
ミ
ッ
ク
教
授

が
共
同
企
画
者
の
一
人
で
、
石
山
寺
（
大
津

市
）
の
僧
侶
た
ち
に
よ
る
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
の

法
要
に
は
、
真
言
宗
の
僧
侶
で
も
あ
る
ハ
ー

バ
ー
ド
の
大
学
院
生
も
加
わ
り
ま
し
た
。
同

年
の
大
英
博
物
館
の
「
マ
ン
ガ
」
展
も
好
評

で
、
近
年
の
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・

ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
若
冲
展
、
大
英
博
物
館
の
北

斎
展
は
い
ず
れ
も
大
人
気
。
日
本
文
化
に
は

ユ
ニ
ー
ク
で
魅
力
の
あ
る
コ
ン
テ
ン
ツ
が
豊

富
と
感
じ
ま
す
。Ｅ
ｍ
ｏ
ｊ
ｉ（
絵
文
字
）
、

Ｈ
ａ
ｉ
ｋ
ｕ
（
俳
句
）
、
Ｕ
ｍ
ａ
ｍ
ｉ
（
う

ま
み
）
は
米
国
の
新
聞
、
会
話
で
普
通
に
使

わ
れ
て
い
ま
す
。

服
部

お
話
を
聞
い
て
い
て
、
視
覚
か
ら

離
れ
る
意
味
が
し
っ
く
り
し
て
き
ま
し
た
。

た
だ
、現
時
点
で
は
視
覚
か
ら
離
れ
ら
れ
ず
、

今
後
極
め
て
い
く
途
上
に
あ
り
ま
す
。
そ
う

い
う
点
で
、
視
覚
が
優
位
過
ぎ
る
私
自
身
を

不
自
由
と
感
じ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

『
魔
往
生
』
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
か
ら

タ
イ
ト
ル
を
付
け
ま
し
た
。
て
ん
ぐ
に
だ
ま

さ
れ
、
念
仏
を
唱
え
る
以
外
の
修
行
を
し
な

か
っ
た
僧
侶
が
最
終
的
に
不
慮
の
死
を
遂
げ

る
、
つ
ま
り
魔
往
生
す
る
物
語
で
す
。
僧
侶

は
視
点
が
定
ま
ら
ず
、
た
だ
何
か
を
感
じ
取

っ
て
い
る
よ
う
に
描
き
ま
し
た
。

私
は

感
じ
る
こ
と
を
も
っ
と
大
事
に
す

べ
き
と
考
え
て
い
ま
す

今
後
は

姿
か
た
ち

が
存
在
し
な
い

念

情

論

空

な
ど
に
つ

い
て
も
描
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す

広
瀬

み
な
さ
ん
の
お
話
か
ら
、
文
化
は

不
要
不
急
な
も
の
で
は
な
く
、
人
間
ら
し
く

生
き
る
た
め
に
必
須
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
は
、
各

人
各
様
の
「
Ｗ
ａ
ｙ

ｏ
ｆ

Ｌ
ｉ
ｆ
ｅ
」

を
見
つ
め
直
す
機
会
に
な
っ
た
の
は
間
違
い

あ
り
ま
せ
ん
。
「
創
・
使
・
伝
」
そ
れ
ぞ
れ

の
ス
タ
ン
ス
で
独
自
の
「
Ｗ
ａ
ｙ
」
を
掘
り

下
げ
て
い
く
こ
と
で
、
僕
た
ち
個
々
の
、
さ

ら
に
は
人
類
の
「
文
化
力
」
を
高
め
て
い
き

た
い
で
す
ね
。

鶴見俊輔さん・ハーバード大時代

押収の蔵書を映像公開
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今
年
は
鶴
見
俊
輔
さ
ん

写
真

（
１
９
２
２
〜
２
０
１
５
年
）

の
七
回
忌
。
早
熟
で
ハ
ー
バ
ー
ド

大
に

歳
で
入
学
し
、
哲
学
を
専

攻
。
第
２
次
大
戦
中
、
無
政
府
主
義
者
と
し
て

逮
捕
さ
れ
た
。
そ
の
際
に
押
収
さ
れ
た
蔵
書
が

１
９
４
９
年
か
ら
燕
京
図
書
館
で
眠
っ
て
お
り
、

２
０
０
５
年
に
マ
ク
ヴ
ェ
イ
さ
ん
が
発
見
し
た
。

書
き
込
み
や
色
鉛
筆
の
傍
線
の
あ
る
ク
ロ
ポ
ト

キ
ン
、
チ
ェ
ー
ホ
フ
、
ニ
ー
チ
ェ
な
ど
の
文
庫
本

を
中
心
に

冊
が
鶴
見
さ
ん
の
蔵
書
と
確
認
さ
れ

た
。
蔵
書
の
コ
ピ
ー
は
、
東
京
工
業
大
教
授
・
中

島
岳
志
さ
ん
が
持
ち
帰
っ
て
生
前
の
鶴
見
さ
ん
と

対
面
を
果
た
し
て
い
る
。
２
０
０
９
年
、
マ
ク
ヴ

ェ
イ
さ
ん
は
鶴
見

さ
ん
に
手
紙
を
送

り
、
丁
寧
な
礼
状

を
受
け
取
っ
た
。

鶴
見
さ
ん
の
蔵
書

を
紹
介
す
る
３
分

の
映
像
作
品
「
蔵

書
を
開
封
す
る
」

も
制
作
し
た
。

（
内
田
孝
）

鶴見俊輔さんの書き込みがある

小説 現代のヒーロー 映像作

品 蔵書を開封する の一場面
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