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コ
ロ
ナ
禍
と
と
も
に
、「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
ィ
ス

タ
ン
ス
」
と
い
う
言
葉
が
日
常
生
活
に
す
っ
か
り
定

着
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
社
会
的
距
離
」
と
も
訳

さ
れ
る
が
、
な
ぜ
感
染
を
防
ぐ
た
め
の
物
理
的
距
離

が
「
社
会
的
」
と
呼
ば
れ
る
の
か
、
長
年
不
思
議
に

思
っ
て
き
た
。
リ
モ
ー
ト
・
ワ
ー
ク
に
せ
よ
、
時
差

通
勤
に
せ
よ
、
人
々
と
の
距
離
を
保
つ
行
動
は
、
む

し
ろ
社
会
が
社
会
で
あ
る
た
め
に
条
件
で
あ
る
集
団

的
な
経
験
を
奪
い
取
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、

と
。

　

そ
の
疑
問
は
、
シ
カ
ゴ
大
学
院
生
の
論
文
を
最
近

読
ん
で
氷
解
し
た
。
リ
リ
ー
・
シ
ェ
リ
ル
ス
「
社
会

的
距
離
の
社
会
史
」
に
よ
る
と
、
こ
の
言
葉
は
ナ
ポ

レ
オ
ン
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
で
、
皇
帝
の
寵
愛
を
失
っ

た
こ
と
を
嘆
く
側
近
が
最
初
に
使
っ
た
こ
と
に
起
源

を
持
つ
と
い
う
。
そ
れ
が
、
現
代
的
な
意
味
で
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
世
界
で
数
千
万
人
の
死
者

を
出
し
た
一
九
一
八
年
の
ス
ペ
イ
ン
風
邪
流
行
の
時

の
こ
と
で
あ
り
、
二
〇
〇
四
年
に
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
が
流

行
っ
た
際
に
米
Ｃ
Ｄ
Ｃ
が
報
告
書
で
使
用
し
た
こ
と

で
定
着
し
た
と
い
う
。

　

同
時
に
「
社
会
的
距
離
」
と
い
う
言
葉
は
、
特
定

人
種
を
遠
ざ
け
る
た
め
の
言
葉
と
し
て
二
〇
世
紀
前

半
の
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
で
用
い
ら
れ
て
い
た
ら

し
い
。
こ
れ
と
関
連
し
て
、
こ
の
言
葉
は
社
会
学
調

査
に
も
流
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
特
定
の
人
種
集

団
が
他
の
人
種
集
団
と
ど
の
よ
う
に
「
距
離
」
を
取

る
の
か
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
、
学
術
用
語
と
し

て
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
た
と
い
う
（『
ボ

ガ
ー
ダ
ス
の
社
会
的
距
離
ス
ケ
ー
ル
』）。
こ
う
し
た

好
ま
し
か
ら
ざ
る
集
団
に
対
す
る
距
離
と
い
う
意
味

合
い
は
、
動
物
集
団
同
士
が
互
い
に
距
離
を
と
っ
て

い
る
こ
と
の
研
究
な
ど
を
経
由
し
て
、
一
九
九
〇
年

代
に
エ
イ
ズ
患
者
の
社
会
的
疎
外
の
文
脈
に
お
い
て

も
応
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
そ
う
だ
。

　

事
実
、
一
九
一
〇
年
代
後
半
は
ス
ペ
イ
ン
風
邪
が

世
界
で
猛
威
を
振
る
う
と
同
時
に
、
ア
メ
リ
カ
で
人

種
問
題
が
か
つ
て
な
い
ほ
ど
、
激
化
し
た
時
代
で
も

あ
っ
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
動
員
解
除
と
労
働

力
不
足
か
ら
、
南
部
か
ら
北
部
の
工
業
地
帯
に
黒
人

が
移
住
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
に
脅
威
を
覚
え
た

白
人
層
が
暴
行
を
加
え
る
事
件
が
続
発
、
こ
れ
に
抗

議
す
る
黒
人
た
ち
が
団
結
、
八
〇
人
近
く
が
裁
判
に

か
け
ら
れ
た
と
い
う
。大
統
領
だ
っ
た
ウ
ッ
ド
ロ
ー
・

ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
を
含
め
、
当
時
の
政
府
や
マ
ス

コ
ミ
は
、
共
産
主
義
と
暴
動
を
結
び
付
け
、
白
人
層

の
恐
怖
心
を
煽
っ
た
。

　

一
九
一
九
年
に
起
き
た
黒
人
リ
ン
チ
と
人
種
暴
動

は
「
赤
い
夏
（
レ
ッ
ド
・
サ
マ
ー
）」
と
し
て
記
憶

さ
れ
て
い
る
が
、
人
種
間
の
「
社
会
的
距
離
」
を
め

ぐ
る
問
題
は
、
現
在
の
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
と
と
も
に

広
が
り
、
六
〇
年
代
の
公
民
権
運
動
以
上
の
参
加
者

を
得
た「
Ｂ
Ｌ
Ｍ（
ブ
ラ
ッ
ク
・
ラ
イ
ブ
ズ
・
マ
タ
ー
）」

運
動
と
そ
の
ま
ま
重
な
る
。
あ
る
調
査
で
は
、
ア
メ

リ
カ
の
白
人
と
黒
人
関
係
が
悪
化
し
て
い
る
と
す
る

国
民
は
過
去
二
〇
年
で
最
も
高
い
割
合
を
示
し
て
い

る
。
一
世
紀
以
上
が
経
っ
て
も
、
依
然
と
し
て
ア
メ

リ
カ
社
会
は
「
社
会
的
距
離
」
を
め
ぐ
っ
て
煩
悶
し

て
い
る
の
だ
。

　

だ
か
ら
「
社
会
的
距
離
」
の
取
り
方
は
、
社
会
の

姿
そ
の
も
の
を
反
映
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
証
拠
に
コ
ロ
ナ
対
策
に
お
い
て
も
、
ア
メ
リ
カ

や
フ
ラ
ン
ス
、
日
本
の
よ
う
に
対
人
不
信
の
高
い
国

で
は
マ
ス
ク
着
用
が
半
強
制
的
で
あ
る
一
方
、
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
の
よ
う
な
高
度
信
頼
社
会
で
は
、
死
者

数
の
多
さ
に
も
係
わ
ら
ず
、
街
中
で
の
マ
ス
ク
着
用

は
義
務
化
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
こ
と
が
許
さ

れ
る
の
も
、
科
学
的
根
拠
に
基
づ
く
以
上
に
、
相
手

が
自
分
を
感
染
さ
せ
な
い
こ
と
、
自
分
は
相
手
を
感

染
さ
せ
な
い
こ
と
に
対
す
る
信
頼
が
成
り
立
っ
て
い

る
か
ら
で
は
な
い
か
。

　

そ
の
よ
う
な
歴
史
と
現
状
を
知
る
時
、や
は
り「
社

会
的
距
離
」
は
、
社
会
を
空
中
分
解
さ
せ
て
し
ま
う

も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
距
離
を

と
る
行
為
は
、
自
分
自
身
の
心
身
の
健
康
を
守
る
た

め
で
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
そ
の
行
為
そ
の
も
の

が
他
人
へ
の
偏
見
や
予
断
を
助
長
し
て
し
ま
う
可
能

性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。「
社
会
的
距
離
」
を
嫌

が
応
で
も
要
求
す
る
コ
ロ
ナ
禍
は
、
社
会
に
お
け
る

個
人
と
個
人
と
の
間
の
距
離
が
い
か
に
あ
る
べ
き
な

の
か
、反
省
す
る
た
め
の
良
い
教
訓
と
な
っ
て
い
る
。
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