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ト
イ
ン
ビ
ー
や
ハ
ン
テ
ィ
ン
ト
ン
は
、
世
界
の
文
明

を
一
桁
台
の
数
字
に
区
分
け
し
て
論
じ
て
い
る
が
、
諸

民
族
が
持
つ
特
異
性
を
顧
み
る
な
ら
ば
、
も
っ
と
細
く

分
類
す
る
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

台
湾
は
、
独
自
の
文
明
圏
を
形
成
す
る
資
質
を
充
分

に
備
え
て
い
る
と
私
は
か
ね
て
か
ら
考
え
て
い
る
が
、

こ
こ
で
そ
の
理
由
を
、
や
や
廻
り
く
ど
い
論
法
で
説
き

起
こ
す
こ
と
に
し
よ
う
。

　

戦
争
と
そ
れ
に
伴
う
占
領
は
、
世
界
史
の
な
か
で
長

く
語
り
つ
が
れ
ね
ば
な
ら
な
い
テ
ー
マ
で
あ
る
。
被
占

領
は
短
期
的
に
み
れ
ば
悲
劇
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な

い
が
、
長
期
的
視
野
に
立
っ
て
検
証
す
る
な
ら
ば
、
必

ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
な
い
面
が
あ
る
。

　

世
界
史
の
な
か
か
ら
二
つ
の
事
例
を
と
り
あ
げ
て
み

よ
う
。

　

ス
ペ
イ
ン
は
八
世
紀
の
は
じ
め
か
ら
先
進
文
明
国
イ

ス
ラ
ー
ム
に
占
領
さ
れ
、
長
期
に
わ
た
っ
て
そ
の
支
配

下
に
置
か
れ
た
。
そ
れ
を
は
ね
返
す
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
の

主
権
恢
復
運
動
（
レ
・
コ
ン
キ
ス
タ
）
が
顕
著
に
な
っ

た
の
は
、
十
三
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
イ
ス
ラ

ー
ム
の
最
後
の
拠
点
、
グ
ラ
ナ
ダ
が
落
城
し
た
の
は
十

五
世
紀
の
末
ご
ろ
と
い
う
の
だ
か
ら
、
歴
史
に
残
る
長

期
占
領
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
か
ら
、
百
年
余
り
の
う
ち
に
ス
ペ

イ
ン
は
み
る
み
る
う
ち
に
国
力
を
つ
け
、
世
界
の
す
み

ず
み
ま
で
影
響
を
お
よ
ぼ
す
大
帝
国
に
な
っ
た
。

　

も
う
一
つ
の
例
を
あ
げ
よ
う
。

　

イ
ギ
リ
ス
は
十
一
世
紀
の
中
ご
ろ
か
ら
、
三
百
年
に

わ
た
っ
て
ノ
ル
マ
ン
人
（
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北
方
種
族
）
の
占
領
下
に
置
か
れ
た
。
世
に
い
う
「
ノ

ル
マ
ン
・
コ
ン
ク
エ
ス
ト
」
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
国
王

は
排
除
さ
れ
て
ノ
ル
マ
ン
人
の
国
王
が
か
わ
り
、
公
用

語
も
フ
ラ
ン
ス
語
に
な
っ
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
イ
ギ

リ
ス
人
に
と
っ
て
屈
辱
に
満
ち
た
日
々
だ
っ
た
に
相
違

な
い
。

　

し
か
し
そ
の
後
、
ノ
ル
マ
ン
王
朝
が
大
陸
と
の
関
わ

り
を
放
棄
し
て
イ
ギ
リ
ス
化
し
て
い
く
う
ち
に
イ
ギ
リ

ス
は
、
か
つ
て
な
い
繁
栄
期
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
先
進
文
明
と
土
着
文
明
が
融
合
し
た
か
ら

で
あ
る
。
外
国
系
の
国
王
に
よ
る
権
力
乱
用
を
防
ぐ
た

め
に
制
定
さ
れ
た
「
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
」
を
は
じ
め
と

す
る
議
会
制
度
の
発
展
は
、
世
界
史
の
な
か
で
イ
ギ
リ

ス
を
民
主
主
義
の
リ
ー
ダ
ー
の
地
位
に
押
し
上
げ
る
結

果
を
生
ん
だ
わ
け
だ
が
、
こ
れ
も
「
ノ
ル
マ
ン
・
コ
ン

ク
エ
ス
ト
」
の
副
産
物
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

話
を
台
湾
に
戻
し
て
、
生
成
の
跡
を
回
顧
し
て
み
よ

う
。

　

一
六
二
四
年
、
オ
ラ
ン
ダ
は
台
湾
を
占
領
し
、
植
民

地
化
を
は
か
っ
た
が
、
一
六
六
一
年
に
明
朝
の
遺
臣
を

名
乗
る
鄭て
い

成せ
い

功こ
う

（
母
は
日
本
人
）
に
よ
っ
て
追
い
出

さ
れ
た
。
新
た
な
支
配
者
と
な
っ
た
鄭
は
間
も
な
く

病
没
、
息
子
が
跡
を
つ
い
だ
が
、「
明
」
を
滅
ぼ
し
た

「
清
」
が
派
遣
し
た
軍
隊
に
よ
っ
て
一
六
八
二
年
に
滅

ぼ
さ
れ
た
。
下
っ
て
一
八
九
五
年
か
ら
五
十
年
間
、
日

本
の
統
治
下
に
置
か
れ
、
戦
後
は
大
陸
か
ら
来
た
蔣
介

石
総
統
二
代
に
よ
る
支
配
が
長
く
続
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
台
湾
は
、
再
三
に
わ
た
る
被
占
領
の
体

験
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
、
近
年
に
な
っ
て
自
ら
の
ア

イ
デ
ィ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
確
立
に
向
っ
て
力
強
い
前
進
を

始
め
て
い
る
。
そ
の
中
心
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
我
等

の
師
、
李
登
輝
先
生
で
あ
る
。

　

先
生
は
、
台
湾
の
伝
統
の
正
統
な
継
承
者
で
あ
る
ば

か
り
で
な
く
、
日
本
近
代
化
の
体
験
者
で
あ
り
、
更
に

は
欧
米
文
明
の
優
れ
た
理
解
者
で
も
あ
る
。
先
生
の
高

邁
な
史
観
と
豊
か
な
包
容
力
に
よ
っ
て
異
質
文
明
の
長

所
は
こ
と
ご
と
く
台
湾
の
根
幹
に
吸
収
さ
れ
、
万ば
ん

紅こ
う

と

な
っ
て
千せ
ん

枝し

に
現
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

我
々
「
日
本
李
登
輝
友
の
会
」
会
員
の
勤
め
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
能
力
に
応
じ
て
先
生
の
偉
業
に
馳
せ
参
ず
る

こ
と
に
あ
る
。


