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コ
ロ
ナ
と
共
に
始
ま
っ
た
二
〇
二
〇
年
度

　
ど
の
学
校
お
よ
び
教
師
に
お
い
て
も
、
今
年

度
の
授
業
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
と
の
関
係
抜
き
に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ

ろ
う
。
多
数
の
教
師
が
生
涯
で
初
め
て
授
業
動

画
を
作
成
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
特
に

Ｉ
Ｔ
ス
キ
ル
に
自
信
の
な
い
も
の
に
と
っ
て
は

苦
痛
と
戸
惑
い
に
満
ち
た
年
度
ス
タ
ー
ト
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
の
予
期
せ

ぬ
外
圧
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
遅
々
と
し
て
進
ま

な
か
っ
た
教
育
の
Ｉ
Ｔ
化
、
オ
ン
ラ
イ
ン
化
が

一
気
に
進
ん
だ
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
変

化
を
、
危
機
的
状
況
へ
の
一
時
し
の
ぎ
と
し
て

と
ら
え
て
い
る
な
ら
、
危
機
が
過
ぎ
去
っ
た
後
、

す
べ
て
が
元
の
木
阿
弥
と
な
る
可
能
性
が
高
い
。

し
か
し
、
コ
ロ
ナ
禍
の
中
の
共
通
体
験
を
、
次

の
時
代
の
教
育
を
形
づ
く
る
た
め
の
鋳
型
と
で

き
る
な
ら
、
そ
れ
は
教
育
の
あ
り
方
を
根
本
的

に
見
直
す
貴
重
な
チ
ャ
ン
ス
と
も
な
る
だ
ろ
う
。

　
私
が
所
属
す
る
同
志
社
大
学
神
学
部
で
は
三

月
半
ば
に
、
コ
ロ
ナ
対
応
は
長
期
的
な
も
の
に

な
る
と
覚
悟
を
決
め
、
授
業
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化

へ
の
準
備
を
始
め
た
。
私
が
講
師
を
務
め
、
授

業
の
た
め
の
動
画
作
成
や
Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
利
用
な
ど

の
講
習
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
、
各
教
員
が
感
じ

る
苦
労
の
共
通
ポ
イ
ン
ト
を
垣
間
見
た
私
は
、

四
月
初
め
に
、
同
じ
苦
労
を
す
る
か
も
し
れ
な

い
他
の
教
師
の
た
め
に
「
授
業
の
た
め
の
動
画

作
成
─
─
急
場
を
し
の
ぐ
た
め
の
ス
イ
ス
イ
動

画
作
成
術
」
と
い
う
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
動
画
を

作
成
・
公
開
し
た
。
こ
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
わ

か
る
よ
う
に
、
当
初
は
遊
び
半
分
の
気
持
ち
で

始
め
た
の
だ
が
、
こ
の
シ
ン
プ
ル
な
動
画
が
ま

た
た
く
間
に
全
国
で
何
万
回
と
視
聴
さ
れ
、

数
々
の
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
る
中
、
私
が
想

像
し
て
い
た
以
上
に
切
羽
詰
ま
っ
た
教
師
が
多

い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
状
況
に

応
え
る
た
め
、
こ
の
動
画
は
シ
リ
ー
ズ
化
さ
れ
、

そ
の
八
回
目
の
動
画
で
は
「
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ナ

時
代
の
教
育
」
と
題
し
て
、
私
自
身
の
過
去
二

〇
年
の
取
り
組
み
を
も
振
り
返
っ
て
い
る
。

「
自
由
教
育
」
の
理
想
を
実
現
す
る
た
め
に

　
私
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
を
二
〇
年
近
く
前

に
始
め
た
。
二
〇
〇
一
年
、
大
学
設
置
基
準
が

改
正
さ
れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
授
業
が
正
規
の

授
業
と
し
て
認
め
ら
れ
、
卒
業
に
必
要
な
一
二

四
単
位
の
う
ち
六
〇
単
位
ま
で
単
位
認
定
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
前
年
か
ら
、
こ
の
動

き
を
察
知
し
て
い
た
私
は
、
経
済
学
部
の
宮
崎

耕
先
生
、
理
工
学
部
の
芳
賀
博
英
先
生
と
共
に

準
備
を
進
め
、
二
〇
〇
一
年
四
月
か
ら
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
授
業
を
開
始
し
た
。
当
時
、
新
聞
や

小
こ

原
はら
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雑
誌
で
は
「
同
志
社
大
、
全
国
初
の
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
授
業
」
な
ど
と
紹
介
さ
れ
、
一
躍
、
こ

の
分
野
の
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
と
な
っ
た
が
、
学

内
で
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
授
業
の
裾
野
は
広
が

ら
な
い
ま
ま
二
〇
年
近
く
が
経
ち
、
そ
の
間
に

他
大
学
に
ど
ん
ど
ん
追
い
抜
か
れ
、
今
や
同
志

社
大
学
は
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
に
関
し
て
は
、
質

量
と
も
に
周
回
遅
れ
の
感
が
あ
る
。
一
気
に
逆

転
で
き
な
い
に
し
て
も
、
今
回
の
コ
ロ
ナ
騒
動

を
き
っ
か
け
に
、
同
志
社
ら
し
い
新
境
地
を
開

拓
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ナ
時
代
に
お
い
て
は
、
特
定

の
時
間
、
特
定
の
場
所
に
学
習
者
を
拘
束
す
る

と
い
う
近
代
教
育
の
枠
組
み
が
解
体
・
流
動
化

す
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
れ
を
見
据
え
た
上
で
、

対
面
で
学
ぶ
こ
と
の
意
義
を
再
確
認
し
つ
つ
、

創
立
一
五
〇
周
年
を
越
え
て
、
同
志
社
が
目
指

す
べ
き
二
一
世
紀
型
の
教
育
モ
デ
ル
を
考
え
る

こ
と
は
可
能
で
は
な
い
か
。

　
新
島
襄
の
最
重
要
教
育
理
念
の
一
つ
は
「
自

由
教
育
」
で
あ
っ
た
。
学
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
真

理
を
共
に
知
る
こ
と
に
よ
り
、
因
習
的
に
人
を

縛
っ
て
き
た
諸
規
範
や
様
々
な
欲
望
か
ら
自
由

に
な
っ
て
「
自
治
自
立
」
す
る
こ
と
の
で
き
る

人
間
が
育
つ
こ
と
を
新
島
は
求
め
た
。
今
日
の

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
活
用
す
れ
ば
、
二
一
世
紀
に

ふ
さ
わ
し
い
形
で
「
自
由
教
育
」
の
理
想
を
実

現
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
は
「
私

た
ち
の
学
校
を
も
っ
と
も
魅
力
的
な
も
の
に
す

る
た
め
に
は
、
ほ
か
の
学
校
に
遅
れ
を
と
ら
な

い
こ
と
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
さ
ら
に
先
を
行
く
こ

と
が
、
絶
対
に
必
要
で
す
」
と
語
っ
た
新
島
の

先
取
の
精
神
に
も
合
致
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　
な
ぜ
、
私
は
二
〇
年
に
わ
た
り
オ
ン
ラ
イ
ン

授
業
に
取
り
組
み
、
試
行
錯
誤
し
て
き
た
の
か
。

そ
れ
は
私
が
Ｉ
Ｔ
オ
タ
ク
だ
か
ら
と
い
う
だ
け

で
は
な
い
。
か
つ
て
「
富
国
強
兵
」
と
い
う
一

大
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
に
、
各
教
育
機
関
は
国

家
に
有
用
な
人
材
を
大
量
生
産
す
る
こ
と
を
求

め
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
工
場
型
一
斉
教
育
は
今

も
続
い
て
い
る
。
新
島
が
そ
れ
に
抗
っ
て
私

学
・
同
志
社
を
設
立
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

こ
の
未
完
の
課
題
に
二
一
世
紀
の
同
志
社
が
果

敢
に
取
り
組
む
必
然
性
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ

の
末
端
に
私
は
自
分
自
身
を
位
置
づ
け
て
き
た

の
で
あ
る
。

　
学
ぶ
者
を
時
間
的
・
空
間
的
拘
束
か
ら
解
放

す
る
「
自
由
教
育
」
は
ど
の
よ
う
に
可
能
と
な

る
の
か
。
脱
「
教
室
」
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、

単
に
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
ト
レ
ン
ド
に
追
随
す
る

よ
う
な
こ
と
は
し
た
く
な
い
。
む
し
ろ
、
我
々

が
す
で
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
デ
ジ
タ
ル
な
環

境
を
批
判
的
に
対
象
化
し
、
そ
の
外
部
に
立
つ

こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
自
由
な
精
神
を
養
う
べ

き
だ
ろ
う
。
小
ぎ
れ
い
な
Ｉ
Ｔ
環
境
へ
と
学
生

を
誘
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
獲
得
し
て
き

た
常
識
が
こ
と
ご
と
く
揺
ら
ぐ
荒
々
し
い
場
所

へ
と
、
知
の
多
様
性
が
あ
ふ
れ
る
「
知
の
ジ
ャ

ン
グ
ル
」
へ
と
導
い
て
い
き
た
い
の
で
あ
る
（
山

極
寿
一
・
小
原
克
博
『
人
類
の
起
源
、
宗
教
の

誕
生
』
参
照
）。

私
の
研
究
と
の
関
係

　
私
の
研
究
に
つ
い
て
も
触
れ
よ
う
と
思
っ
た

が
、
も
は
や
紙
面
が
残
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か

し
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
に
は
、
良
心

学
研
究
セ
ン
タ
ー
で
培
わ
れ
て
き
た
研
究
上
の

知
見
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。「
共
に
知
る
」
を

原
義
と
す
るconscience

（
良
心
）
の
現
代
的

意
義
は
計
り
知
れ
な
い
。
ま
た
、
私
の
本
来
の

専
門
で
あ
る
宗
教
研
究
は
、
人
類
が
「
今
」「
こ

こ
」
と
い
う
リ
ア
ル
な
制
約
を
超
え
て
、
遠
く

に
い
る
存
在
（
死
者
を
含
む
）
と
の
バ
ー
チ
ャ

ル
な
つ
な
が
り
を
志
向
し
て
き
た
こ
と
を
教
え

て
く
れ
る
。
前
述
の
す
べ
て
が
つ
な
が
っ
て
い

る
こ
と
を
賢
明
な
読
者
は
理
解
し
て
く
れ
る
こ

と
と
思
う
。


