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下
言
上
用

　
今
回
の
コ
ロ
ナ
騒
動
で
の
ワ
ク
チ
ン
の

入
手
に
つ
い
て
、わ
が
国
の
最
高
責
任
者

が
ア
メ
リ
カ
の
一
企
業
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
に
ま

る
で
物
乞
い
を
す
る
か
の
よ
う
に
日
本
へ

の
数
量
確
保
を
お
願
い
し
て
い
る
姿
を

見
て
愕
然
と
し
、ま
た
暗
澹
た
る
気
分
に

陥
っ
た
人
も
多
い
こ
と
だ
ろ
う
。

イ
ギ
リ
ス
の
科
学
誌

『
ネ
イ
チ
ャ
ー
』の
警
告

　
先
進
国
と
言
わ
れ
る
か
な
り
の
国
が

自
国
開
発
の
ワ
ク
チ
ン
を
持
ち
、自
国
で

の
製
造
が
出
来
て
い
る
が
、わ
が
国
で
は

騒
動
が
起
こ
っ
て
か
ら
二
年
以
上
に
も
な

る
と
い
う
の
に
、日
本
で
開
発
さ
れ
た
ワ

ク
チ
ン
が
国
民
の
間
に
出
回
っ
て
は
い
な

い
し
、ま
も
な
く
そ
れ
が
可
能
と
な
る
と

い
う
情
報
も
な
い
。

　
思
え
ば
イ
ギ
リ
ス
の
科
学
誌『
ネ
イ

チ
ャ
ー
』が「
こ
の
ま
ま
科
学
技
術
予
算

を
削
減
し
続
け
る
と
、日
本
は
科
学
技
術

大
国
の
地
位
か
ら
滑
り
落
ち
る
で
あ
ろ

う
」と
警
告
し
た
の
は
二
〇
一
七
年
の
こ

と
だ
っ
た
。こ
れ
を
受
け
て
有
力
な
科
学

者
や
技
術
者
が
与
党
の
政
治
家
に
接
触

し
て
、基
礎
研
究
な
ど
へ
の
予
算
増
額
を

求
め
科
学
技
術
力
の
低
下
を
阻
止
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
訴
え
た
の
だ
。

　
し
か
し
、政
治
家
か
ら
返
っ
て
き
た
の

は「
わ
が
国
の
財
政
を
考
え
る
と
科
学
技

術
研
究
の
予
算
増
額
は
出
来
な
い
」と
の

回
答
だ
っ
た
。わ
が
国
の
政
治
家
は
、イ

ギ
リ
ス
か
ら
の
親
切
な
警
告
に
一
顧
だ

に
せ
ず
、観
念
論
的
な
、そ
れ
も
間
違
っ

た
財
政
再
建
至
上
主
義
か
ら
の
脱
却
が

大
切
で
あ
る
こ
と
を
理
解
で
き
な
い
ま

ま
、日
本
の
科
学
技
術
力
の
低
下
を
放

置
し
て
き
た
の
だ
っ
た
。

　
中
国
の
習
近
平
国
家
主
席
が｢

科
学
技

術
の
発
展
こ
そ
が
、中
国
の
成
長
を
支
え

る
」と
述
べ
、軍
事
分
野
で
の
研
究
予
算

を
除
い
て
も
年
間
四
〇
兆
円
も
の
研
究

費
を
積
み
上
げ
て
い
る
の
と
は
大
違
い
な

の
で
あ
る
。

　
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
開
発
の
遅
れ
は
そ
の

象
徴
で
あ
る
。日
本
の
政
治
は「
こ
の
資

源
の
な
い
国
が
何
を
す
れ
ば
世
界
に
伍

し
て
生
き
て
い
く
こ
と
が
出
来
る
の
か
」

を
真
剣
に
考
え
た
こ
と
が
な
い
の
で
は
な

い
か
。

　
こ
れ
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、わ

が
国
は
戦
後
最
大
の
政
策
失
敗
期
に
突

入
し
て
お
り
、後
世
、こ
の
時
代
を
指
し

て「
平
成
・
令
和
の
失
政
」な
ど
と
言
わ

れ
る
の
は
確
実
だ
と
考
え
て
い
る
。端
的

に
わ
か
る
数
字
を
示
す
と
、一
九
九
五
年

の
日
本
の
家
計
平
均
収
入
は
六
六
〇
万

円
あ
っ
た
の
に
、二
〇
一
七
年
に
は
五
五

〇
万
円
に
低
下
し
て
い
る
の
で
あ
り
、国

民
の
貧
困
化
を
放
置
す
る
国
に
政
治
は

な
か
っ
た
と
言
え
る
。

一
九
九
五
年
と
い
う

タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト

　
作
家
の
村
上
春
樹
氏
は
神
戸
で
育
っ

た
こ
と
も
あ
っ
て
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の

恐
怖
に
つ
い
て
語
っ
た
り
し
て
い
る
が
、

こ
の
地
震
が
起
こ
っ
た
、「
一
九
九
五
年

が
こ
の
国
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と

な
っ
て
お
り
、こ
の
年
以
降
、日
本
人
は

何
か
致
命
的
な
ミ
ス
を
し
た
の
で
は
な
い

か
と
自
問
自
答
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

す
」と
述
べ
て
い
る
。

　
恐
る
べ
き
作
家
の
勘
で
あ
る
。実
際
、

内
閣
府
の
世
論
調
査
で
も
こ
の
年
か
ら

「
こ
れ
か
ら
の
暮
ら
し
は
良
く
な
る
」と

答
え
る
人
が
減
少
し
始
め
、「
悪
く
な

る
」と
考
え
る
人
が
急
増
し
て
い
っ
た
。

ま
た
、時
代
背
景
と
し
て
は
、こ
の
年
が

日
本
の
生
産
年
齢
人
口
の
ピ
ー
ク
年
で

あ
り
、こ
れ
以
降
減
少
を
続
け
て
い
っ
た

こ
と
も
大
き
い
。社
会
を
支
え
る
年
齢
層

で
あ
る
一
五
歳
か
ら
六
四
歳
の
人
口
は
、

直
近
で
は
こ
の
年
か
ら
一
、〇
〇
〇
万
人

も
減
少
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
が
あ
っ
た
の
も

こ
の
年
だ
っ
た
。優
秀
な
理
工
系
の
学
生

が
教
祖
の
指
示
通
り
に
無
差
別
殺
人
事

件
を
起
こ
す
と
い
う
戦
慄
の
テ
ロ
事
件

で
あ
っ
た
。ま
た
、世
界
貿
易
機
関（
Ｗ

Ｔ
Ｏ
）が
発
足
し
た
の
も
こ
の
年
で
、世

界
は
新
自
由
主
義
経
済
学
に
基
づ
く
グ

ロ
ー
バ
ル
経
済
へ
と
突
入
し
て
い
き
、い

ま
か
ら
考
え
る
と
こ
れ
で
最
大
の
利
益

を
受
け
た
の
が
中
国
で
あ
っ
た
。

　
ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ
95
が
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト

か
ら
発
売
さ
れ
た
の
も
こ
の
年
で
あ
っ

た
。イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
企
業
や
家
庭
で

本
格
的
に
利
用
さ
れ
る
時
代
に
、グ
ラ

フ
ィ
カ
ル
ユ
ー
ザ
ー
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス

に
優
れ
た
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
大
い
に
普
及

し
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。し
か
し
、こ
れ
も

振
り
返
っ
て
見
る
と
世
界
が
デ
ジ
タ
ル

化
・
ネ
ッ
ト
化
す
る
時
代
に
乗
り
遅
れ

始
め
た
日
本
が
劣
後
し
て
い
く
最
初
の

年
と
な
っ
た
感
が
あ
る
。

　
こ
の
年
の
前
年
一
九
九
四
年
に
衆
議

院
議
員
の
選
挙
制
度
が
中
選
挙
区
制
か

ら
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
へ
と
変

更
さ
れ
、こ
の
年
の
翌
年
一
九
九
六
年
に

こ
の
制
度
に
よ
る
最
初
の
選
挙
が
行
わ

れ
た
。こ
う
し
て
主
権
者
は
政
党
は
選
べ

て
も
個
人
を
選
択
す
る
こ
と
が
出
来
な

く
な
り
、選
挙
民
と
議
員
の
関
係
が
希
薄

で
薄
っ
ぺ
ら
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　
価
値
観
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
対
立

が
存
在
し
な
い
日
本
で
は
あ
ま
り
意
味

の
な
い
二
大
政
党
制
を
目
指
す
と
し
た

の
も
失
敗
だ
っ
た
。中
選
挙
区
制
は
族

議
員
が
生
ま
れ
る
制
度
だ
と
非
難
し
た

が
、実
際
は
特
定
の
政
策
分
野
に
精
通
し

た
専
門
知
識
の
あ
る
議
員
を
生
む
制
度

だ
っ
た
の
に
、専
門
家
議
員
が
い
な
く
な

り
素
人
議
員
ば
か
り
に
な
る
と
い
う
制

度
の
改
悪
が
実
施
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　
そ
し
て
最
大
の
問
題
事
件
は
、こ
の
年

の｢

財
政
危
機
宣
言
」の
発
出
だ
っ
た
。こ

れ
に
よ
り
最
も
被
害
を
受
け
た
公
共
事

業
費
は
急
な
坂
道
を
転
げ
落
ち
る
よ
う

に
削
減
に
削
減
を
続
け
、日
本
は
世
界
か

ら
は
る
か
に
劣
後
し
た
イ
ン
フ
ラ
環
境
し

か
持
て
な
い
国
へ
と
転
落
し
た
。

　
国
連
統
計
で
見
る
と
世
界
中
の
国
の

な
か
で
、一
九
九
五
年
か
ら
二
〇
一
七
年

ま
で
の
二
二
年
間
に
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
縮
小

し
た
二
カ
国
の
一
つ
と
な
り
、内
戦
の
続

く
リ
ビ
ア
と
並
ぶ
と
い
う
無
様
な
姿
を

さ
ら
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
国
民
の
貧
困
化
と
経
済
の
マ
イ
ナ
ス

成
長
、そ
し
て
科
学
技
術
大
国
か
ら
の
明

確
な
転
落
。こ
の
国
は
一
九
九
五
年
以
降

一
体
何
を
目
指
し
て
運
営
し
て
き
た
の

だ
ろ
う
か
。

　
後
に
日
本
人
と
し
て
初
の
ア
メ
リ
カ
・

エ
ー
ル
大
学
教
授
と
な
っ
た
朝
河
貫
一

氏
が
一
九
〇
九
年
に『
日
本
の
禍
機
』を

著
し
て
日
露
戦
争
勝
利
後
の
日
本
の
政

策
に
警
告
を
発
し
、「
日
本
は
満
州
で
の

行
動
を
直
さ
な
い
限
り
国
際
社
会
で
の

信
用
を
失
い
、将
来
的
に
は
中
国
の
恨
み

を
買
い
、必
ず
ア
メ
リ
カ
と
衝
突
し
て
負

け
る
だ
ろ
う
」と
予
言
し
た
。

　
現
実
は
ま
さ
に
朝
河
氏
の
予
言
通
り

に
推
移
し
た
。筆
者
は
現
在
の
日
本
に
予

言
し
た
い
。「
日
本
は
財
政
再
建
至
上
主

義
を
放
棄
し
て
、国
民
生
活
レ
ベ
ル
の
向

上
と
経
済
成
長
の
た
め
の
積
極
財
政
に

切
り
替
え
な
い
限
り
、必
ず
先
進
国
か
ら

脱
落
し
て
世
界
の
貧
乏
国
と
な
る
で
あ

ろ
う
」と
。
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