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伊藤　寛 県議 インタビュー

　
―
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

や
多
発
す
る
自
然
災
害
な
ど
に
対
す

る
、
県
の
課
題
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　
伊
藤
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
拡
大
に
際
し
て
は
、
大
阪
府
、
北

海
道
、
東
京
都
な
ど
、
財
政
的
に
余
裕

の
あ
る
自
治
体
が
ス
ピ
ー
ド
感
と
独
自

性
を
持
っ
て
施
策
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

　
自
然
災
害
を
含
む
緊
急
時
に
、
中
小

企
業
へ
の
支
援
を
は
じ
め
と
す
る
県
政

の
円
滑
化
を
図
る
た
め
、
県
に
は
新
た

な
財
政
調
整
基
金
の
整
備
と
計
画
的
な

財
源
の
積
み
立
て
の
重
要
性
を
認
識
し

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
―
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
建
設
行
政

に
関
し
て
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
伊
藤
　
手
を
止
め
る
こ
と
な
く
公
共

工
事
等
に
従
事
さ
れ
て
い
る
方
が
い
る

一
方
で
、
外
出
自
粛
要
請
に
よ
り
休
業

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
方
も
い
ま
す
。
継

続
し
て
働
か
れ
て
い
る
方
の
安
全
確
保

と
と
も
に
、
休
業
期
間
の
補
償
を
県
に

強
く
要
望
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ

で
す
。

　
ま
た
、
や
む
を
得
な
い
工
期
・
納
期

の
遅
れ
に
よ
り
資
格
停
止
等
の
措
置
や

違
約
金
が
発
生
す
る
こ
と
が
無
い
よ

う
、
入
札
・
契
約
段
階
で
明
示
す
る
こ

と
も
含
め
て
、
発
注
者
の
責
務
を
果
た

す
よ
う
求
め
ま
し
た
。

自
然
災
害
時
の
活
動

適
正
利
潤
等
が
前
提

　
―
主
要
な
政
策
の
一
つ
で
あ
る
、

防
災
対
策
に
つ
い
て
聞
か
せ
て
く
だ
さ

い
。

　
伊
藤
　
東
日
本
大
震
災
な
ど
の
自
然

災
害
を
経
て
、
復
旧
・
復
興
に
お
け
る

行
政
と
地
域
の
建
設
業
者
の
協
力
の
必

要
性
を
強
く
認
識
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
災
害
時
に
地
元
の
建
設
業
者
が
十
分

な
活
動
を
行
う
た
め
に
は
、
平
常
時
の

平
準
的
な
公
共
事
業
予
算
の
執
行
と
、

適
正
な
利
潤
の
確
保
が
大
前
提
で
す
。

市
議
時
代
か
ら
、
地
元
の
方
が
携
わ
れ

る
よ
う
な
公
共
工
事
の
発
注
を
提
言
し

て
き
ま
し
た
が
、
今
後
も
県
に
対
し
て

継
続
し
て
訴
え
掛
け
て
い
き
ま
す
。
ま

た
、
建
設
業
の
重
要
性
に
つ
い
て
県
民

の
方
に
も
理
解
を
い
た
だ
け
る
よ
う
、

政
治
の
面
か
ら
努
力
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

　
―
防
災
対
策
に
関
し
、
県
へ
の
要

望
は
あ
り
ま
す
か
。

　
伊
藤
　
大
規
模
災
害
な
ど
に
備
え
、

給
水
場
な
ど
に
お
い
て
、
72
時
間
以
上

の
稼
働
が
可
能
な
非
常
用
電
源
を
確
保

し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
私
自
身
、
埋
め
立
て
地
に
居
住
し
て

お
り
、
東
日
本
大
震
災
で
は
断
水
を
経

験
し
ま
し
た
。
県
営
水
道
関
連
施
設
の

耐
震
化
や
老
朽
管
の
入
れ
替
え
な
ど
と

合
わ
せ
て
、
水
の
供
給
に
関
わ
る
災
害

対
策
の
促
進
に
尽
力
し
ま
す
。

　
ま
た
、
習
志
野
市
は
葛
南
港
区
の
中

で
唯
一
、
水
門
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
船
橋
市
内
の
水
門
の
老
朽
化
対
応

が
完
了
次
第
、早
期
に
取
り
組
む
よ
う
、

強
く
訴
え
掛
け
て
い
き
ま
す
。

　
―
障
が
い
者
福
祉
に
つ
い
て
は
い

か
が
で
す
か
。

　
伊
藤
　
議
員
に
な
る
前
、
視
覚
障
が

い
者
福
祉
施
設
で
働
い
て
い
ま
し
た
。

目
が
不
自
由
な
方
と
接
す
る
中
で
、
バ

リ
ア
フ
リ
ー
が
充
実
し
た
社
会
を
創
っ

て
い
き
た
い
と
感
じ
ま
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
の
政
治
活
動
に
お
い
て
も

強
く
働
き
掛
け
を
行
い
、
習
志
野
市
で

は
障
が
い
者
が
歩
行
し
や
す
い
環
境
づ

く
り
が
計
画
的
に
進
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
県
に
お
い
て
も
、
公
共
交
通
機
関

か
ら
公
共
施
設
ま
で
の
県
道
な
ど
で
バ

リ
ア
フ
リ
ー
を
強
化
し
て
い
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　
特
別
支
援
学
校
に
関
し
て
は
、
過
密

や
各
地
域
で
の
施
設
不
足
の
解
消
な

ど
、
教
育
環
境
整
備
を
強
く
進
め
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
―
教
育
行
政
に
つ
い
て
聞
か
せ
て

く
だ
さ
い
。

　
伊
藤
　
授
業
に
お
け
る
タ
ブ
レ
ッ
ト

の
活
用
な
ど
、
教
育
現
場
の
デ
ジ
タ
ル

化
の
推
進
を
掲
げ
て
き
ま
し
た
。

　
現
在
、
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
に

基
づ
く
整
備
な
ど
が
進
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
最

新
の
技
術
を
活
用
し
た
授
業
展
開
が
図

ら
れ
る
よ
う
、
教
員
へ
の
研
修
な
ど
を

支
援
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

キ
ャ
リ
ア
教
育
推
進

政
治
の
面
か
ら
協
力

　
―
建
設
業
に
対
す
る
想
い
を
聞
か

せ
て
く
だ
さ
い
。

　
伊
藤
　
「
建
設
業
が
国
家
を
創
る
」

と
い
う
フ
レ
ー
ズ
の
通
り
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。
小
学
生
の
こ
ろ
、
自
宅
の
目

の
前
に
千
葉
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
が
開
通

し
、
政
治
、
公
共
事
業
、
ま
ち
づ
く
り
、

交
通
イ
ン
フ
ラ
の
す
ご
さ
を
実
感
し
ま

し
た
。

　
ま
た
、
ア
ル
バ
イ
ト
と
し
て
内
装
業

に
従
事
し
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
、
建
設
現
場
の
大
変
さ
も
知
っ
て
い

ま
す
。

　
建
設
業
に
お
い
て
は
、
キ
ャ
リ
ア
教

育
の
推
進
が
重
要
だ
と
考
え
て
い
ま

す
。
も
の
づ
く
り
の
体
験
と
感
動
を
通

し
て
、
子
ど
も
た
ち
に
職
業
観
を
養
っ

て
も
ら
う
と
と
も
に
、
フ
リ
ー
タ
ー
や

ニ
ー
ト
の
入
職
促
進
に
も
期
待
を
抱
い

て
い
ま
す
。
業
界
と
行
政
が
相
互
に
連

携
を
図
る
と
と
も
に
、
政
治
の
面
か
ら

も
協
力
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
捉
え

て
い
ま
す
。

　
―
趣
味
、
習
慣
な
ど
に
つ
い
て
聞

か
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
伊
藤
　
中
小
企
業
の
社
長
に
誘
わ
れ

た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
８
年
前
か
ら

茶
道
を
嗜
ん
で
い
ま
す
。
日
本
人
が
培

っ
て
き
た
美
意
識
を
大
事
に
す
る
こ
と

で
、
日
本
ら
し
い
、
美
し
い
ま
ち
づ
く

り
の
感
性
が
養
わ
れ
た
こ
と
は
、
政
治

家
と
し
て
も
良
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま

す
。

　
ま
た
、
政
治
活
動
を
行
う
際
、
三
輪

車
に
乗
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
目
に
留

め
て
い
た
だ
け
る
だ
け
で
な
く
、
地
域

の
方
に
声
を
掛
け
て
い
た
だ
い
た
際
、

す
ぐ
に
停
ま
っ
て
会
話
が
で
き
る
の
で

重
宝
し
て
い
ま
す
。

　
―
政
治
家
と
し
て
の
目
標
を
教
え

て
く
だ
さ
い
。

　
伊
藤
　
二
宮
金
次
郎
の
よ
う
な
政
治

家
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
政
治
を
志
す
前
、
屋
根
裏
部
屋
を
整

理
し
て
い
た
と
き
、
父
親
の
「
二
宮
金

次
郎
」
の
本
が
目
に
飛
び
込
ん
で
き
ま

し
た
。
金
次
郎
は
両
親
を
幼
い
と
き
に

亡
く
し
ま
し
た
が
、
恵
ま
れ
な
い
境
遇

に
め
げ
る
こ
と
な
く
農
業
を
し
な
が
ら

勉
強
に
励
み
、
兄
弟
を
養
っ
て
い
ま
し

た
。

　
大
人
に
な
り
、
藩
の
財
政
再
建
に
抜

擢
さ
れ
活
躍
し
、
農
民
の
心
の
復
興
に

も
取
り
組
ん
だ
す
ば
ら
し
い
農
政
学
者

で
し
た
。
金
次
郎
の
生
き
方
を
知
り
、

生
き
る
指
針
が
で
き
た
の
で
す
。

公
共
事
業
従
事
者
に
支
援

「
建
設
業
が
国
家
を
創
る
」

危機即応へ財調基金整備

　
習
志
野
市
議
会
議
員
を
経

て
２
０
１
９
年
の
県
議
会
議

員
選
挙
で
１
位
当
選
を
果
た

し
た
伊
藤
寛
氏
は
、
防
災
対

策
、
障
が
い
者
福
祉
、
教
育

行
政
を
柱
に
政
策
を
進
め
る

と
と
も
に
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お

い
て
建
設
企
業
に
よ
る
県
へ

の
寄
付
活
動
に
立
ち
会
う
な

ど
、
地
域
と
県
の
橋
渡
し
役

も
務
め
る
。
ま
た
、
感
染
症

の
拡
大
や
自
然
災
害
に
即
応

す
る
た
め
「
県
は
、
新
た
な

財
政
調
整
基
金
の
整
備
と
計

画
的
な
財
源
の
積
み
立
て
の

重
要
性
を
認
識
す
る
必
要
が

あ
る
」と
の
見
解
を
示
し
た
。

今
般
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
拡
大
に
際
し
て
は

「
手
を
止
め
る
こ
と
な
く
公

共
工
事
等
に
従
事
さ
れ
て
い

る
方
の
安
全
確
保
と
、
休
業

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
方
へ
の

補
償
」
を
強
く
訴
え
掛
け
て

い
る
。
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