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は
じ
め
に 

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
感
染
者
数
や
死
亡
は

再
び
増
加
し
て
い
る
（
２
０
２
２
年
12
月
）

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
は
日
本
に
お
い
て
、
ワ
ク
チ

ン
接
種
の
普
及
に
も
か
か
わ
ら
ず
感
染
は
減
少
ど
こ

ろ
か
２
０
２
２
年
12
月
時
点
で
第
８
波
と
い
わ
れ
る

感
染
拡
大
と
死
亡
率
に
お
い
て
は
欧
米
諸
国
よ
り
も

多
い
水
準
で
い
ま
だ
続
い
て
い
る
（
図
１
）、
さ
ら
に

２
０
２
2
年
11
月
の
時
点
で
は
、
国
内
旅
行
支
援
の

開
始
と
継
続
に
よ
り
、
観
光
地
で
の
感
染
の
増
加
も

続
い
て
い
る
。
さ
ら
に
乳
幼
児
、
学
童
を
含
む
若
年

層
へ
の
ワ
ク
チ
ン
普
及
が
遅
延
し
て
い
る
こ
と
や
若

年
層
で
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
よ
る
副
反
応
へ
の
回
避

行
動
も
顕
在
化
し
て
お
り
、
若
年
層
に
お
け
る
感
染

が
拡
大
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
新
型
コ
ロ
ナ
感
染

症
が
終
息
に
向
か
っ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
状
況

に
あ
り
、
２
０
２
０
年
春
ご
ろ
か
ら
の
学
校
閉
鎖
や

遠
隔
授
業
の
継
続
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
の

確
保
と
励
行
は
、
小
中
学
生
に
お
け
る
不
登
校
者
の

急
増
を
招
い
た
。
小
中
学
生
に
お
け
る
不
登
校
者
の

数
は
２
０
２
１
年
か
ら
２
０
２
２
年
に
か
け
て
史
上

最
も
多
い
約
24
万
人
と
な
っ
て
い
る
（
図
２
）。

し
か
し
不
登
校
者
の
不
登
校
の
理
由
は
多
様
で
実

態
の
把
握
は
簡
単
で
は
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、

個
人
を
特
定
で
き
な
い
こ
と
、
あ
く
ま
で
個
人
的
な

短
い
呟
き
に
す
ぎ
な
い
制
約
の
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、

比
較
的
若
年
層
で
も
利
用
が
高
い
ツ
イ
ッ
タ
ー
か
ら

不
登
校
に
関
す
る
つ
ぶ
や
き
を
拾
い
、
不
登
校
者
や

保
護
者
の
心
情
や
実
態
を
可
能
な
限
り
明
ら
か
に
し

よ
う
と
し
た
。
個
人
や
投
稿
者
が
特
定
さ
れ
な
い
た

め
に
全
文
で
は
な
く
関
連
部
分
を
抽
出
、
ま
た
全
体

の
意
図
を
正
し
く
伝
え
る
形
で
要
約
す
る
方
法
で

デ
ー
タ
化
を
試
み
た
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
可
視
化
す

る
こ
と
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
が
若
年
層
に
与
え

た
影
響
を
客
観
的
に
明
ら
か
に
し
た
。

１
．
研
究
方
法

本
稿
で
は
２
０
２
１
年
か
ら
２
０
２
２
年
12
月
の
間

の
い
わ
ゆ
る
コ
ロ
ナ
禍
の
間
に
投
稿
さ
れ
た
多
数
の
ツ

イ
ッ
タ
ー
か
ら
以
下
の
キ
イ
ワ
ー
ド
で
検
索
を
行
い
、

２
５
９
の
ツ
イ
ッ
タ
ー
を
分
析
す
る
こ
と
と
し
た
。

キ
イ
ワ
ー
ド
は
「
不
登
校　

コ
ロ
ナ
」「
不
登
校
」

「
元
不
登
校
」「
元
不
登
校　

私
」「
不
登
校　

そ
の
後
」

「
不
登
校　

辛
い
」「
不
登
校　

出
口
」「
不
登
校　

ア
メ
リ
カ
」「
不
登
校　

不
利
益　

私
」
と
し
た
。
抽
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出
方
法
と
し
て
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
全
文
で
は
な
く
、
ま

た
「
不
登
校
」
に
関
連
す
る
部
分
の
み
を
取
り
出
し

た
も
の
も
あ
る
。

２
．
結
果

本
調
査
で
は
総
数
２
５
９
の
ツ
イ
ッ
タ
ー
を
「
新
型

コ
ロ
ナ
感
染
症
と
不
登
校
」「
当
事
者
の
声
」「
不
登
校

を
経
験
し
た
者
の
そ
の
後
の
声
」
の
３
つ
に
分
類
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
詳
細
（
表
）
を
提
示
し
た
他
に
、
各
分
類

を
質
的
回
答
の
特
徴
を
抽
出
す
る
た
め
にU

serlocal

テ
キ
ス
ト
マ
イ
ニ
ン
グ
（https://textm

ining.

userlocal.jp/

）
の
ソ
フ
ト
を
用
い
て
分
析
し
た
。

（
1
）
コ
ロ
ナ
禍
と
不
登
校

多
数
の
「
呟
き
」
の
中
で
、
コ
ロ
ナ
禍
は
、
そ
れ

以
前
か
ら
不
登
校
の
傾
向
に
あ
っ
た
生
徒
た
ち
に

「
不
登
校
」
の
ハ
ー
ド
ル
を
下
げ
、
休
み
や
す
い
環

境
を
提
供
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
不
登
校
の
時
期
は
、

生
徒
ら
の
精
神
的
緊
張
を
下
げ
る
こ
と
は
な
く
、「
心

の
休
ま
る
こ
と
の
な
い
」
時
間
で
あ
っ
た
こ
と
も
明

ら
か
に
な
っ
た
（
表
）。
さ
ら
に
い
っ
た
ん
不
登
校

に
な
っ
た
生
徒
が
、
一
定
時
間
の
欠
席
の
の
ち
に
登

校
し
た
場
合
、
周
囲
の
生
徒
が
温
か
く
迎
え
る
と
い

図 1　人口 100 万人当たりのコロナ感染死亡率日米英比較 (2022.12.22 時点）

図 2　2021 年度までの不登校の小中学生の人数（24 万 4 千人超えに）
文部科学省　児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査：

文部科学省 (mext.go.jp) データを改変（令和 3 年度結果　2022 年 10 月 27日発表）
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表　コロナ禍での不登校 当事者らの声
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う
こ
と
は
必
ず
し
も
簡
単
な
こ
と
で
は
な
く
、
よ
そ

よ
そ
し
い
態
度
や
心
無
い
声
掛
け
な
ど
が
生
じ
て
い

た
こ
と
が
呟
き
か
ら
は
見
て
取
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
温
か
く
問
題
な
く
迎
え
ら
れ
た
生
徒

も
多
数
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
呟
き
は
し
ば
し
ば
、
辛

さ
や
不
満
を
ぶ
つ
け
る
場
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多

く
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
コ
メ
ン
ト
は
書
き
込
ま
れ
に
く
い

傾
向
が
あ
る
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
複
数
の
呟
き
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
久
し

ぶ
り
に
会
っ
た
ら
メ
ン
タ
ル
系
ト
ラ
ブ
ル
を
打
ち
明

け
ら
れ
る
確
率
が
や
た
ら
高
い
」「
オ
ン
ラ
イ
ン
教

育
メ
イ
ン
と
な
っ
た
２
年
間
の
影
響
は
と
て
も
大
き

い
。
お
そ
ら
く
社
会
の
人
が
想
像
し
て
い
る
以
上
に

不
登
校
や
精
神
疾
患
、
対
人
関
係
ト
ラ
ブ
ル
が
以
前

よ
り
も
も
の
す
ご
く
多
く
な
っ
て
る
。」

「
私
も
コ
ロ
ナ
で
色
ん
な
意
欲
が
削
が
れ
ち
ゃ
っ

て
そ
れ
が
不
登
校
で
加
速
し
た
」
の
と
お
り
、
コ
ロ

ナ
禍
が
生
徒
児
童
ら
の
心
の
健
康
に
大
き
な
負
担
を

か
け
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
は
感

染
症
に
罹
患
し
た
者
の
み
で
な
く
、
学
校
閉
鎖
・
学

校
休
校
が
多
数
の
生
徒
の
元
気
さ
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

奪
っ
た
可
能
性
は
否
め
な
い
。

（
２
）
コ
ロ
ナ
禍
と
不
登
校
当
事
者

本
稿
で
は
コ
ロ
ナ
禍
で
多
数
と
な
っ
た
学
校
不
登

校
者
の
心
情
や
生
活
に
焦
点
を
当
て
、
不
登
校
が
当

事
者
に
ど
の
よ
う
な
苦
労
、
苦
悩
を
与
え
て
い
る
か

を
具
体
的
に
分
析
す
る
。
表
お
よ
び
図
に
示
し
た
よ

う
に
、「
学
校
行
く
と
幻
聴
が
聞
こ
え
た
り
吐
き
気
と

目
眩
が
止
ま
ら
な
か
っ
た
」
な
ど
の
重
篤
な
心
身
へ
の

具
体
的
な
症
状
に
言
及
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
他

方
「
い
い
子
で 

真
面
目
で 

が
ん
ば
り
屋
さ
ん
。
こ
れ

以
上
、
頑
張
っ
た
ら
心
も
身
体
も 

壊
れ
ち
ゃ
う
よ
、

の
サ
イ
ン
が
不
登
校
な
ん
だ
。」「
不
登
校
の
子
は
何

も
努
力
し
て
な
い
？
そ
れ
は
違
う
。
努
力
の
限
界
を

超
え
て
心
身
の
バ
ラ
ン
ス
が
壊
れ
ち
ゃ
っ
た
子
が
不

登
校
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
だ
と
思
う
。」
等
、「
不
登

校
が
自
分
の
こ
こ
ろ
を
守
る
砦
」
と
な
っ
て
い
た
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
不
登
校
の
間
に
、

の
ん
び
り
休
め
て
い
る
か
と
い
う
と
そ
れ
と
は
正
反

対
の
、「
本
来
学
校
へ
行
く
べ
き
自
分
」
が
そ
れ
が
で

き
な
い
「
脱
落
感
」
に
さ
い
な
ま
れ
、「
気
の
休
ま
ら

な
い
」
時
間
を
過
ご
し
て
い
る
生
徒
が
多
か
っ
た
。

（
３
）
不
登
校
経
験
者
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

他
方
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
に
は
、
過
去
に
不
登
校
で
あ
っ

た
者
か
ら
の
投
稿
も
見
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
は
苦
し

か
っ
た
経
験
、
と
し
て
呟
か
れ
た
内
容
が
多
く
、
そ

の
経
験
が
役
立
っ
た
と
い
う
呟
き
は
今
回
の
調
査
で

は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。「
不
登
校
に
な
っ

た
ば
か
り
の
頃
は
劣
等
感
で
い
っ
ぱ
い
で
、
自
分
な

ん
か
が
頑
張
っ
て
も
無
駄
だ
と
考
え
て
し
ま
う
の
で

す
。
時
間
が
経
て
ば
あ
る
程
度
マ
シ
に
な
る
の
で
、

し
ば
ら
く
様
子
を
見
ま
し
ょ
う
。」「
不
登
校
に
必
要

な
の
は
心
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
す
。
心
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

が
無
い
と
、
体
力
が
あ
っ
た
と
し
て
も
動
き
出
す
こ

と
が
出
来
ま
せ
ん
。
心
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
貯
め
る
に

は
学
校
を
意
識
さ
せ
る
も
の
が
少
な
い
環
境
で
休
む

こ
と
が
必
要
だ
っ
た
と
僕
は
思
い
ま
す
。」
等
、
時

間
が
た
っ
て
か
ら
振
り
返
っ
て
も
、
学
校
を
意
識
さ

せ
る
も
の
の
中
で
は
休
息
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
示

さ
れ
て
い
た
。

実
際
、
今
回
「
不
登
校　

よ
か
っ
た
」
で
検
索
し

た
が
、
１
通
も
ツ
イ
ッ
タ
ー
内
で
ヒ
ッ
ト
し
た
も
の

は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
に
よ
り
「
不
登
校
」
の
経
験

は
若
年
層
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
時
間
を
奪
う
こ
と
、
本

来
行
く
べ
き
学
校
に
行
け
て
い
な
い
、
と
い
う
「
気

の
休
ま
る
こ
と
の
な
い
」
環
境
の
中
で
の
時
間
を
過

ご
し
て
い
る
生
徒
は
多
く
、「
不
登
校
」
の
時
間
に
「
心

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
を
た
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
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と
が
示
唆
さ
れ
た
。
家
族
も
同
様
に
、
学
校
に
復
帰

す
る
こ
と
を
重
要
視
す
る
こ
と
が
多
く
、
学
校
か
ら

離
れ
て
こ
こ
ろ
の
休
息
の
時
間
と
す
る
に
は
「
不
登

校
」
の
時
間
を
本
人
以
外
が
、
何
ら
か
の
支
援
す
る

必
要
が
あ
る
。

（
４
）
可
視
化
さ
れ
た
結
果
か
ら 

　

～
経
験
者
と
現
在
の
声
に
大
き
な
相
違
は
な
い
～

図
３
に
示
さ
れ
た
通
り
、
コ
ロ
ナ
禍
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
以
前
で
あ
っ
て
も
、
不
登
校
者
あ
る
い
は
過
去

に
不
登
校
で
あ
っ
た
「
不
登
校
経
験
者
」
に
と
っ
て

も
「
つ
ら
い
経
験
」
を
示
す
よ
う
な
投
稿
内
容
が
多

く
を
占
め
た
。
過
去
に
不
登
校
で
あ
っ
た
人
の
投
稿

で
も
、
コ
ロ
ナ
禍
の
下
で
の
「
不
登
校
」
者
と
大
き

な
相
違
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。「
後
ろ
め
た
い
」「
劣

等
感
」「
イ
ジ
メ
」「
囚
わ
れ
る
」
な
ど
の
用
語
が
多

く
そ
れ
ら
が
他
と
比
較
し
て
大
き
な
文
字
で
示
さ
れ

て
い
た
。
こ
れ
ら
の
分
析
結
果
か
ら
、　

コ
ロ
ナ
感
染

症
拡
大
で
急
増
し
た
「
不
登
校
」
か
ら
の
脱
出
は
容

易
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
。
ツ
イ
ッ

タ
ー
で
は
出
口
戦
略
に
関
し
、
専
門
家
ら
し
き
層
か

ら
の
投
稿
も
多
数
あ
る
が
、
当
事
者
か
ら
の
投
稿
で

は
ア
ド
バ
イ
ス
、
助
言
等
の
投
稿
は
少
な
か
っ
た
。

本
課
題
に
つ
い
て
は
現
在
日
本
の
小
中
学
校
の
も

つ
「
集
団
教
育
」「
全
科
目
を
平
均
的
に
学
ぶ
」「
学

校
選
択
、
転
校
の
自
由
の
幅
が
狭
い
」
等
の
学
校
教

育
の
欠
点
が
コ
ロ
ナ
禍
で
析
出
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

米
国
な
ど
の
よ
う
に
多
民
族
、
多
様
な
宗
教
、
背
景

の
あ
る
生
徒
が
集
ま
る
国
で
重
視
さ
れ
て
い
る
「
自

分
に
合
う
学
校
を
選
ぶ
」「
国
籍
、
言
語
別
の
個
別

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が
各
校
に
配
置
」、
登
校
困
難
な
場

合
の
「
ホ
ー
ム
ス
ク
ー
ル
」
等
の
柔
軟
な
採
用
が
処

方
箋
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

図 3　コロナ禍の下の不登校と不登校者のその後の比較結果
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