
二
〇
二
〇
年
、
世
界
は
強
い
逆
風
に
さ
ら
さ
れ
ま
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
社
会
に
暗
い
影
を
落
と
し
、
経
済
回
復

の
道
筋
は
見
え
て
い
ま
せ
ん
。「
民
、
貧
す
れ
ば
乱
を
思
う
」
と
言
い
ま
す
が
、
世
界
が
い
ま
激
変
期
の
入
り
口
に
立
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
厳
し
い
年
に
拓
殖
大
学
は
創
立
一
二
〇
周
年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
思
え
ば
「
逆
境
に
あ
っ
て
こ
そ
発
揮
さ
れ

る
」
の
が
拓
大
精
神
で
す
。
故
き
を
温
ね
、
本
学
創
立
の
動
機
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

一
八
九
五
年
、
日
本
は
日
清
戦
争
後
、
台
湾
統
治
に
乗
り
出
し
ま
し
た
。
し
か
し
風
土
病
や
抗
日
運
動
が
頻
発
し
、
当
初
は
な
か
な

か
思
う
よ
う
な
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
初
代
台
湾
総
督
の
樺
山
資
紀
に
随
行
し
て
台
湾
へ
渡
っ
た
民
政
部
長
の

水
野
遵
は
、
厳
し
い
現
実
を
目
の
当
た
り
に
し
、
彼
が
中
心
と
な
っ
て
、
一
八
九
八
年
、
台
湾
開
発
の
研
究
機
関
と
し
て
台
湾
協
会
が

設
立
さ
れ
ま
し
た
。
拓
殖
大
学
の
前
身
で
す
。
会
頭
に
選
ば
れ
た
の
は
台
湾
総
督
と
ド
イ
ツ
留
学
を
経
験
し
た
桂
太
郎
で
し
た
。

つ
ま
り
本
校
は
創
立
の
第
一
歩
か
ら
直
面
す
る
難
題
を
解
決
す
る
と
い
う
実
学
と
し
て
の
使
命
が
あ
っ
た
の
で
す
。
で
は
、
台
湾
協

会
は
ど
の
よ
う
に
諸
問
題
と
取
り
組
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
を
経
て
最
終
的
に
た
ど
り
着
い
た
の
は
「
人
材
育
成
こ

そ
が
要
」
と
い
う
結
論
で
し
た
。
そ
う
し
て
設
立
さ
れ
た
の
が
台
湾
協
会
学
校
で
す
。

目
の
前
に
は
現
実
の
台
湾
当
地
で
起
き
る
諸
問
題
が
あ
り
、
卒
業
生
は
み
な
、
現
地
に
渡
り
土
地
の
人
々
と
と
も
に
汗
を
流
し
ま
し

た
。
大
き
な
地
域
開
発
事
業
か
ら
人
々
の
民
生
問
題
、
福
利
の
発
展
に
取
り
組
み
、
そ
う
し
た
仕
事
の
中
で
培
っ
た
ノ
ウ
ハ
ウ
を
再
び

大
学
に
還
元
す
る
と
い
う
良
質
な
サ
イ
ク
ル
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。
大
学
を
媒
介
し
て
卒
業
生
と
在
校
生
が
意
見
や
情
報
を
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逆
境
の
中
で
こ
そ
輝
く
拓
殖
大
学
の
人
材
育
成

拓
殖
大
学
理
事
長

福
田

勝
幸



交
換
し
、
蓄
積
さ
れ
る
と
い
う
星
霜
を
経
て
本
学
の
教
育
方
針
や
建
学
の
理
念
が
形
作
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
結
実
の
一
つ
が
創

立
二
〇
周
年
の
記
念
に
あ
わ
せ
て
制
定
さ
れ
た
校
歌
で
す
。

「
人
種
の
色
と
地
の
境
、
我
が
立
つ
前
に
差
別
な
し

膏
雨
ひ
と
し
く
湿
さ
ば

磽

�や
が
て
花
咲
か
む

使
命
は
崇
し

青
年
の

力
あ
ふ
る
ゝ
海
の
外
」
は
、
ま
さ
に
本
学
卒
業
生
が
仕
事
に
取
り
組
む
姿
と
精
神
を
謳
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
日

本
が
国
際
連
盟
の
規
約
の
中
に
入
れ
る
よ
う
ベ
ル
サ
イ
ユ
講
和
で
提
案
し
た
「
人
種
的
差
別
撤
廃
」
の
思
い
も
こ
こ
に
込
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
現
在
、
世
界
は
多
様
性
を
掲
げ
な
が
ら
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
に
厳
し
い
と
い
う
現
実
の
壁
と
向
き
合
っ
て
い
ま
す
。
現
在
に
照
ら

し
て
も
少
し
も
色
あ
せ
な
い
理
念
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

二
〇
〇
〇
年
、
本
学
は
平
成
天
皇
、
皇
后
両
陛
下
を
お
迎
え
し
、
創
立
一
〇
〇
周
年
記
念
式
典
を
挙
行
し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
天

皇
陛
下
か
ら
「
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
日
本
と
日
本
を
取
り
巻
く
環
境
は
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
『
積
極
進
取
の
気
概
と

あ
ら
ゆ
る
民
族
か
ら
敬
慕
さ
れ
る
に
値
す
る
教
養
と
品
格
を
具
え
た
有
為
な
人
材
の
育
成
』
と
い
う
建
学
の
精
神
は
今
日
に
生
き
る
も

の
で
あ
り
、
日
本
が
今
後
ま
す
ま
す
国
際
社
会
の
平
和
と
繁
栄
に
貢
献
し
て
い
く
た
め
に
も
、
こ
の
大
学
か
ら
、
国
内
に
お
い
て
は
も

と
よ
り
、
開
発
協
力
を
始
め
と
す
る
様
々
な
分
野
で
世
界
を
舞
台
に
活
躍
す
る
人
々
が
数
多
く
送
り
出
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
て

お
り
ま
す
」
と
お
言
葉
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

本
学
第
一
〇
代
総
長
の
矢
部
貞
治
は
、
創
立
六
〇
周
年
史
に
お
い
て
、
本
学
建
学
の
理
念
を
創
立
の
設
置
目
的
と
初
代
校
長
桂
太
郎

の
訓
示
及
び
校
歌
に
謳
わ
れ
て
い
る
「
民
族
の
平
等
と
人
間
尊
重
、
国
際
友
愛
の
理
想
」
に
立
っ
て
、
「
積
極
進
取
の
気
概
と
あ
ら
ゆ

る
民
族
か
ら
敬
慕
さ
れ
る
に
値
す
る
教
養
と
品
格
を
具
え
た
有
為
な
人
材
の
育
成
」
と
表
現
し
ま
し
た
。
こ
の
精
神
は
、
拓
殖
人
材
の

育
成
を
掲
げ
た
二
〇
一
五
年
か
ら
の
「
教
育
ル
ネ
サ
ン
ス
事
業
」
に
も
引
き
継
が
れ
、
今
日
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。

時
代
の
変
化
に
対
応
し
な
が
ら
も
決
し
て
ぶ
れ
る
こ
と
な
い
軸
を
そ
な
え
た
人
材
。
そ
う
し
た
精
神
を
持
っ
て
い
れ
ば
、
後
に
こ
の

厳
し
い
時
代
を
笑
っ
て
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。
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