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一
冊
の
本
が
世
界
に
旋
風
を
巻
き
起
こ
し
て
い
る
。
表
題
は
『
二
十
一
世
紀
の
資
本
』
、
著
者
は
Ｔ
・

ピ
ケ
テ
ィ
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
若
い
経
済
学
者
で
あ
る
。
二
〇
一
三
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
出
版
さ
れ
た
こ
の

本
は
、
去
年
、
竜
巻
の
本
場
の
ア
メ
リ
カ
合
州
国
で
英
語
版
に
な
る
と
旋
風
を
発
生
さ
せ
た
。
そ
の
こ
と

を
風
の
便
り
に
聞
い
て
い
た
の
で
、
暮
れ
に
日
本
語
訳
が
出
る
と
知
っ
て
す
ぐ
に
注
文
し
た
。
旋
風
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
舞
い
戻
り
、
日
本
に
も
到
達
す
る
。 

 

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
話
題
は
速
や
か
に
移
り
ゆ
き
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
散
逸
さ
せ
る
が
、
二
〇
〇
八
年

の
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
の
と
き
、
合
州
国
で
、
資
金
繰
り
に
窮
し
た
が
大
き
す
ぎ
て
つ
ぶ
せ
な
い
金
融

会
社
や
大
企
業
に
対
し
、
緊
急
に
国
民
の
お
金
を
使
っ
て
救
済
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
間
も
な
い
の

に
、
救
済
さ
れ
た
会
社
の
経
営
者
た
ち
が
以
前
と
変
わ
ら
ぬ
高
額
の
報
酬
を
得
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
、

二
〇
一
一
年
、
そ
の
他
大
勢
の
人
々
の
異
議
が
爆
発
し
た
。「
ウ
ォ
ー
ル
街
を
占
拠
せ
よ
」
運
動
で
あ
る
。

格
差
は
見
え
に
く
く
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
の
経
済
政
策
に
よ
っ
て
富
の
格

差
の
拡
大
し
て
い
る
実
態
が
し
だ
い
に
明
ら
か
に
な
り
、
「
わ
れ
わ
れ
は
九
十
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
」

と
知
っ
た
人
々
が
、
あ
ま
り
に
ひ
ど
い
富
の
格
差
は
不
公
正
だ
と
訴
え
た
の
で
あ
る
。 
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格
差
の
広
が
り
は
合
州
国
だ
け
で
は
な
い
。
世
界
で
拡
大
し
て
い
る
。
そ
の
現
状
を
、
国
際
非
営
利
組

織
オ
ッ
ク
ス
フ
ァ
ム
が
今
年
一
月
に
発
表
し
た
。
世
界
の
富
裕
層
の
上
位
一
パ
ー
セ
ン
ト
が
所
有
す
る
資

産
は
、
二
〇
一
四
年
で
世
界
の
全
資
産
の
四
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
二
〇
一
六
年
に
は
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を

超
え
る
、
と
。
「
ウ
ォ
ー
ル
街
を
占
拠
せ
よ
」
運
動
は
世
界
に
共
感
を
呼
び
起
こ
し
た
が
、
街
頭
活
動
を

長
く
維
持
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
そ
れ
で
も
、
自
分
が
九
十
九
パ
ー
セ
ン
ト
に
属
す
る
と
い
う
認
識

は
世
界
中
に
広
ま
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
ピ
ケ
テ
ィ
の
本
が
出
版
さ
れ
、
旋
風
と

な
っ
た
。
日
本
も
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
合
州
国
の
経
済
政
策
の
ま
ね
を
し
て
い
る
か
ら
、
合
州
国
ほ
ど

で
は
な
い
け
れ
ど
も
格
差
は
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
い
る
。
ピ
ケ
テ
ィ
の
本
は
、
分
厚
い
経
済
学
書
な
が
ら
、

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
る
こ
と
が
確
実
だ
。
だ
が
、
現
在
の
日
本
人
の
意
識
の
状
況
で
は
、
一
パ
ー
セ
ン
ト

の
富
者
は
旋
風
が
台
風
に
発
達
す
る
こ
と
は
な
い
と
た
か
を
く
く
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。 

  

日
本
語
版
『
二
十
一
世
紀
の
資
本
』(

み
す
ず
書
房)

は
、
一
ペ
ー
ジ
一
千
文
字
、
グ
ラ
フ
と
表
を
含
ん
で

六
百
ペ
ー
ジ
も
あ
る
。
読
み
通
す
に
は
あ
る
程
度
根
気
が
い
る
が
、
多
く
の
人
が
読
ん
で
富
の
格
差
の
問

題
を
社
会
の
話
題
に
し
て
ほ
し
い
も
の
だ
。
著
者
は
、
現
在
の
壮
年
と
同
じ
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
共
有

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
つ
い
で
に
言
え
ば
翻
訳
者
も
若
い
。
文
章
が
重
く
な
い
こ
と
が
、
こ
の
種
の

書
物
に
あ
り
が
ち
な
堅
苦
し
さ
を
和
ら
げ
て
い
る
（
た
だ
し
、
言
葉
の
精
度
に
疑
問
な
と
こ
ろ
が
あ
る
）
。
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も
と
も
と
ピ
ケ
テ
ィ
の
文
章
が
広
い
読
者
を
想
定
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
や
オ
ー

ス
テ
ィ
ン
の
小
説
を
使
っ
て
貧
富
の
問
題
へ
と
い
ざ
な
う
。 

 

文
学
を
小
道
具
に
使
う
の
は
、
著
者
の
問
題
意
識
が
狭
い
経
済
学
に
閉
じ
て
い
な
い
こ
と
と
関
係
し
て

い
る
。
実
際
、
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
で
そ
の
こ
と
を
表
明
し
て
さ
え
い
る
。
合
州
国
に
渡
っ
て
経
済
学

の
研
究
に
従
事
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
流
経
済
学
に
違
和
感
を
お
ぼ
え
て
フ
ラ
ン
ス
に
戻
っ
た
の
だ
と
い
う
。

批
判
は
、
経
済
学
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
流
社
会
科
学
全
般
に
及
ぶ
。
「
社
会
科
学
が
お
お
む
ね
富

の
分
配
や
社
会
階
級
の
問
題
に
つ
い
て
、
一
九
七
〇
年
代
以
後
は
ほ
と
ん
ど
関
心
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
と

い
う
事
実
は
残
念
だ
と
思
っ
て
い
る
」
と
言
い
、
社
会
科
学
全
体
と
し
て
の
手
法
を
活
用
し
て
、
「
根
本

的
な
問
題
か
ら
出
発
し
て
そ
れ
に
答
え
よ
う
と
す
べ
き
だ
」
と
主
張
す
る
。
こ
の
判
定
は
、
以
前
わ
た
し

が
合
州
国
の
ヤ
ン
グ
と
い
う
人
の
著
作
『
正
義
へ
の
責
任
』
を
読
ん
で
感
じ
た
も
の
足
り
な
さ 

(

「
蝶
の

雑
記
帳
十
八
」) 

に
符
合
す
る
。
わ
た
し
の
違
和
感
は
、
ま
ん
ざ
ら
的
は
ず
れ
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
次
の

よ
う
に
言
う
ピ
ケ
テ
ィ
の
見
解
が
正
し
い
と
思
う
。 

―
―
格
差
の
歴
史
と
は
、
激
動
の
社
会
変
化
の
影
響
を
受
け
、
経
済
的
要
素
以
外
に
、
無
数
の
社
会
、
軍

事
、
文
化
現
象
に
突
き
動
か
さ
れ
た
、
常
に
混
沌
と
し
た
政
治
的
な
歴
史
だ
。
…
…
社
会
集
団
間
の
所
得

と
富
の
不
均
衡
は
常
に
、
他
の
領
域
で
の
各
種
展
開
の
原
因
で
あ
る
と
同
時
に
結
果
で
も
あ
る
。
…
…
富

の
分
配
の
歴
史
は
、
も
っ
と
大
き
な
国
の
歴
史
を
解
釈
す
る
た
め
の
手
段
と
な
る
―
―
。 
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た
だ
し
、
こ
の
本
を
肯
定
的
に
読
み
な
が
ら
、
マ
ル
ク
ス
を
か
じ
っ
た
こ
と
の
あ
る
わ
た
し
は
、
そ
の

論
述
が
厳
密
な
理
論
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
マ
ル
ク
ス
の
流
儀
と
違
う
こ
と
を
感
じ
て
い
た
。
最
重
要
な

用
語
「
国
民
所
得
に
お
け
る
資
本
の
割
合
」
や
「
資
本
の
収
益
率
」
が
、
概
念
と
し
て
厳
密
に
定
義
さ
れ

て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
資
料
が
十
八
世
紀
か
ら
し
か
存
在
し
な
い
の
で
、
示
さ
れ
る
経
年
的
な
動
向

の
図
表
は
、
横
軸
が
一
七
〇
〇
年
か
ら
始
ま
る
。
だ
が
、
も
っ
と
昔
か
ら
の
富
の
集
中
に
つ
い
て
も
、
そ

の
図
表
を
外
挿
す
る
よ
う
な
口
ぶ
り
で
語
る
。
「
資
本
」
と
い
う
言
葉
が
拡
大
解
釈
し
て
使
わ
れ
て
い
る

よ
う
だ
。
古
代
に
も
中
世
に
も
、
富
と
そ
の
所
有
の
形
態
は
近
代
と
違
っ
て
い
た
。
商
業
資
本
は
し
だ
い

に
増
大
し
て
き
た
と
は
い
え
、
農
地
を
支
配
す
る
封
建
的
な
遺
制
が
一
七
〇
〇
年
代
に
も
根
強
か
っ
た
。

産
業
に
投
資
し
て
利
潤
を
あ
げ
て
資
本
を
増
殖
す
る
シ
ス
テ
ム
が
支
配
的
に
な
っ
た
の
は
、
十
九
世
紀
に

入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ら
を
ひ
っ
く
る
め
て
経
年
的
に
見
る
と
す
れ
ば
、
資
産
の
よ
う

な
も
の
を
論
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
た
。
も
っ
と
も
、
疑
問
を
こ
の
よ
う
に
表
現
に
ま
で
も

た
ら
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
あ
と
で
ふ
れ
る
伊
東
光
晴
の
批
評
を
読
ん
だ
お
か
げ
で
あ
る
。 

 

何
に
し
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
を
集
計
し
て
得
ら
れ
る
一
七
〇
〇
年
以
来
の
資
産
集
中
度
の
動
向
が
、

は
っ
き
り
と
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
デ
ー
タ
処
理
能
力
の
向
上
の
お
か

げ
で
そ
れ
が
可
能
に
な
っ
た
の
だ
。
そ
の
統
計
処
理
の
精
度
を
上
げ
る
余
地
が
あ
る
と
し
て
も
、
定
性
的
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な
議
論
が
可
能
な
グ
ラ
フ
を
抽
出
し
た
点
が
、
こ
の
書
物
の
最
大
の
貢
献
だ
ろ
う
。
物
理
学
と
の
対
比
で

言
え
ば
、
新
し
い
現
象
論
を
提
出
し
た
こ
と
に
な
る
と
思
う
。
こ
の
よ
う
に
可
視
化
し
た
グ
ラ
フ
の
パ
タ

ー
ン
で
富
の
集
中
度
の
歴
史
的
な
動
学
を
議
論
す
れ
ば
、
問
題
の
理
解
が
深
ま
る
だ
ろ
う
。 

  

『
二
十
一
世
紀
の
資
本
』
が
評
判
を
と
る
こ
と
を
見
越
し
て
、
日
本
語
版
の
発
売
後
ま
も
な
く
、
雑
誌

『
世
界
』
三
月
号
が
、
「
不
平
等
の
拡
大
は
防
げ
る
の
か
」
と
い
う
特
集
を
組
ん
だ
。
国
内
国
外
四
人
の

論
者
の
論
考
の
中
で
最
初
の
、
京
都
大
学
名
誉
教
授
伊
東
光
晴
の
批
評
が
、
こ
の
書
物
の
価
値
と
追
加
す

べ
き
論
点
と
を
的
確
に
指
摘
す
る
。
近
代
経
済
学
の
流
れ
を
汲
む
が
マ
ル
ク
ス
経
済
学
に
も
造
詣
の
深
い

学
究
は
、
こ
れ
ま
で
の
経
済
学
の
理
論
を
無
視
す
る
ピ
ケ
テ
ィ
の
厳
密
で
な
い
議
論
に
い
ら
立
っ
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
論
考
の
タ
イ
ト
ル
は
「
誤
読
・
誤
謬
・
エ
ト
セ
ト
ラ
」
で
、
「
誤
謬
」
は
ピ
ケ
テ
ィ
の

不
正
確
を
衝
く
。
ピ
ケ
テ
ィ
の
言
う
「
資
本
」
は
資
産
の
こ
と
だ
と
断
じ
、
ピ
ケ
テ
ィ
が
格
差
の
拡
大
を

も
た
ら
す
経
験
的
な
法
則
と
し
て
本
の
帯
に
も
印
刷
さ
れ
て
い
る
不
等
式
は
、
不
正
確
で
法
則
の
名
に
値

し
な
い
、
と
。
し
か
し
、
政
府
の
審
議
会
で
現
実
の
経
済
政
策
に
貢
献
し
て
き
た
老
練
な
学
者
は
、
最
近

世
に
か
ま
び
す
し
い
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
と
や
ら
の
三
本
の
矢
を
折
っ
た
ば
か
り
だ
が
、
ピ
ケ
テ
ィ
の
主
張
を

ま
っ
た
く
退
け
る
の
で
は
な
い
。 

 

論
考
最
後
の
節
は
「
社
会
的
公
正
の
推
進
を
」
と
題
し
、
「
ピ
ケ
テ
ィ
の
新
著
か
ら
私
た
ち
が
引
き
出
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さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
は
何
か
」
と
問
い
、
や
は
り
「
経
済
的
不
公
正
を
正
す
こ
と
」
だ
と
説
く
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
こ
の
本
に
欠
け
て
い
る
も
の
」
が
、
一
九
八
〇
年
以
後
の
新
自
由
主
義
政
策
が
も

た
ら
し
た
所
得
格
差
の
拡
大
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
問
題
な
の
は
、
ピ
ケ
テ
ィ
が
論
じ
な
い
現
代
の

資
本
主
義
の
病
で
あ
る
。
新
自
由
主
義
の
病
へ
の
対
策
こ
そ
重
要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

非
正
規
雇
用
の
増
大
な
ど
の
問
題
が
あ
る
。
ピ
ケ
テ
ィ
が
軽
ん
じ
た
ジ
ニ
係
数
が
あ
ぶ
り
出
し
て
い
る
の

は
、
同
じ
よ
う
に
働
い
て
い
な
が
ら
収
入
格
差
を
も
た
ら
す
不
公
正
で
あ
る
、
こ
れ
を
正
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
思
慮
深
い
老
経
済
学
者
は
言
う
。 

  

ピ
ケ
テ
ィ
が
使
うca

p
ita

l
と
い
う
言
葉
は
、
「
マ
ル
ク
ス
が
言
う
資
本
で
も
、
近
代
経
済
学 

(

ケ
イ
ン

ズ
な
ど)

が
言
う
資
本
で
も
な
い
」
と
指
摘
す
る
人
は
、
「(

マ
ル
ク
ス
の)

経
済
学
に
も
、
今
に
残
る
そ
の

思
想
に
も
関
係
は
な
い
」
し
、
「
サ
ル
ト
ル
か
ら
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
に
流
れ
る(

フ
ラ
ン
ス)

知
識
人
の
流

れ
と
は
無
縁
で
あ
る
」
と
感
慨
を
述
べ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
本
を
読
み
な
が
ら
わ
た
し
が
感
じ
た
よ
う
に
、

世
代
の
移
行
が
完
了
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
一
九
八
〇
年
以
後
に
成
年
に
達
し
た
人
た
ち
は
、

老
経
済
学
者
と
は
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
が
異
な
り
、
新
た
な
思
潮
を
育
み
つ
つ
あ
る
の
だ
。
四
十
三
歳
の

ピ
ケ
テ
ィ
に
は
、
彼
が
合
州
国
で
感
じ
た
社
会
科
学
の
低
迷
を
抜
け
出
す
「
理
論
」
を
再
構
築
す
る
課
題

が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
手
始
め
の
仕
事
が
、
経
済
の
歴
史
を
読
み
な
お
し
、
「
歴
史
統
計
」
に
よ
る
現
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象
論
を
提
出
す
る
こ
と
だ
っ
た
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
―
―
す
べ
て
の
人
間
社
会
に
お
い
て
、
保
健
医
療
と
教
育
に
は
本
質
的
な
価
値
が
あ
る
。
長
い
あ
い
だ

健
康
を
満
喫
で
き
る
能
力
は
、
知
識
や
文
化
を
獲
得
す
る
能
力
同
様
に
、
文
明
の
基
本
的
目
的
の
ひ
と
つ

だ
。
…
…
各
個
人
が
教
育
、
文
化
、
健
康
の
効
用
を
、
自
分
自
身
と
他
人
の
た
め
に
追
求
す
る
自
由
が
極

大
化
さ
れ
た
理
想
社
会
…
、
そ
こ
で
は
み
ん
な
が
か
わ
る
が
わ
る
教
師
か
生
徒
、
作
家
か
読
者
、
医
者
か

患
者
に
な
る
わ
け
だ
―
―
。
ピ
ケ
テ
ィ
が
理
想
社
会
の
一
端
を
描
く
こ
の
文
章
は
、
近
代
の
興
隆
期
だ
が

産
業
資
本
主
義
が
す
で
に
ほ
こ
ろ
び
を
見
せ
始
め
た
時
代
に
、
理
想
社
会
を
提
示
し
た
マ
ル
ク
ス
の
口
調

に
似
て
い
る
で
は
な
い
か
。
資
本
主
義
が
爛
熟
し
て
カ
ジ
ノ
化
に
行
き
着
い
た
金
融
資
本
主
義
の
時
代
、

も
う
一
度
理
想
を
掲
げ
て
社
会
を
改
革
す
る
必
要
が
あ
る
。
合
州
国
で
は
、
『
二
十
一
世
紀
の
資
本
』
を

二
十
一
世
紀
の
『
資
本
論
』
と
「
誤
読
」
し
て
、
テ
ィ
・
パ
ー
テ
ィ
な
ど
の
右
派
か
ら
の
攻
撃
が
あ
る
そ

う
だ
。
し
か
し
、
ピ
ケ
テ
ィ
は
中
道
の
改
良
主
義
者
だ
。
制
度
が
機
能
不
全
に
お
ち
い
り
思
想
が
混
乱
し

て
い
る
現
代
の
世
は
、
資
本
主
義
の
矛
盾
が
極
限
に
達
し
よ
う
と
す
る
中
で
、
も
う
一
度
改
良
主
義
を
つ

く
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
態
に
あ
る
の
だ
、
と
老
園
丁
は
思
う
。 
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