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ま
え
が
●

―

ヒ
ン
ト
は
江
戸
時
代
に
あ
る

―

東
日
本
人
震
災
の
発
生
に
よ
リ
リ
ー
マ
ン
　
シ
ョ
ッ
ク
の
問
題
が
や
や
陰
う
す
く
な

っ
た
。
東
日
本
大

震
災
に
よ
る
学
校
教
育
の
困
難
も
生
し
て
い
る
が
、
本
書
て
は
教
育
の
根
本
的
問
層
に
話
の
的
を
絞
り
た

い
。そ

の
リ
ー
マ
ン
　
シ
ョ
ッ
ク
以
降
、
急
に
菫
業
教
育
や
キ
ャ
リ
ア
教
育
が
喧
伝
、
推
進
さ
れ
た
。
中
央

教
育
審
議
会
が
今
年
■
月
３．
日
に
答
申
し
た

「
今
後
の
学
校
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
　
職
業
教
育
の
在

り
方
に
つ
い
て
」
は
そ
の
集
大
成
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
対
策
が
出
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の
わ
が
国
の
教

育
の
実
態
″
普
通
教
育
偏
重
だ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
わ
が
国
に
重
延
し
て
い
る

「
普
通
教
育
」

へ
の
信
奉
を
打
開
せ
ず
に
職
業
教
育
が
定
着
す
る
訳
は
な
い
と
い
え
る
。

し
か
も
、
そ
の

「
普
通
教
育
」
は
概
念
不
明
の
言
葉
て
あ
る
。
し
か
し
、
言
葉
は
思
想
を
表
し
て
い
る
。

言
葉
が
制
度
を
造
り
、
人
々
の
思
考
を
再
生
産
す
る
。
そ
し
て
、
制
度
の
実
態
が
言
葉
の
意
味
を
変
え
る

こ
と
も
あ
る
。
変
化
す
る
か
ら
と
い
っ
て
言
葉
の
定
義
を
あ
や
ふ
や
に
す
れ
ば
、
制
度
が
崩
れ
、
思
想
が

乱
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
教
育
」
に
つ
い
て
は
こ
の
現
象
が
生
し
て
い
る
と
い
え
る
。
例
え
ば
、
先
の
答

申
で
は
大
学
で
の
繊
業
教
育
を
重
視
す
る
案
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
案
は
、
す
べ
て
の
大
学
を
職

明治教育の呪縛
誤解させられてきたいききつ
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業
教
育
大
学
に
す
る
案
で
は
な
い
の
で
、
結
果
的
に
研
究
を
主
と
す
る
大
学
と
に
大
学
を
三
分
す
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
高
校
段
階
に
お
け
る
職
業
教
育
軽
視
観
を
大
学
段
階
に
も
た
ら
す
こ
と
に
な
り
、

教
育
の
混
乱
を
拡
大
す
る
恐
れ
は
あ
れ
、
教
育
の
問
題
の
解
決
に
は
何
も
つ
な
か
ら
な
い
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
言
葉
は
歴
史
と
文
化
を
反
映
し
て
い
る
。
「
普
通
教
育
」

へ
の
傾
倒
も
わ
が
国
の
近
代
化

以
降
の
歴
史
と
文
化
の
反
映
で
あ
る
。
真
の
職
業
教
育
普
及
の
た
め
に
も
普
滅
教
育
の
問
題
を
解
明
す
る

必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は

「
教
育
」
そ
の
も
の
へ
の
間
が
必
要
と
な
る
。
今
日
の
教
育
を
め
ぐ
る

様
々
な
問
題
は
根
源
に
明
治
教
育
、
す
な
わ
ち
明
治
期
に
特
殊
日
本
的
に
成
立
し
た
教
育
の
呪
縛
が
解
か

れ
て
い
な
い
た
め
に
生
し
て
い
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
信
奉
し
た
明
治
教
育
に
日
本
人
は
未
だ
疑
い
を

持
と
う
と
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
下
て
、
父
母
は
ど
の
よ
う
な
期
待
を
も

っ
て
わ
が
子
に
教
育
を
受
け
さ
せ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
の
期
待
は
も
ち
ろ
ん
国
民

一
人
ひ
と
り
て
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
多
様
な
願
い
を
象
徴
的

に
ま
と
め
れ
ば
、
「
わ
が
子
が
能
力
を
得
て
、
将
来
の
幸
せ
な
生
活
が
可
能
と
な
る
こ
と
」
だ
、
と
思
わ

れ
る
。
フ
リ
ー
タ
ー
、
こ
―
卜
に
な
る
こ
と
を
願

っ
て
い
る
は
ず
が
な
い
。
そ
の
能
力
を
習
得
す
る
た
め

に
期
待
さ
れ
て
い
る
具
体
的
な
機
会
は
学
校
教
育
て
あ
ろ
う
。
そ
の
学
校
教
育
は
政
府
　
文
部
科
学
者
が

管
轄
し
実
施
し
て
い
る
。

問
題
は
国
民
が
期
待
す
る
教
育
と
、
政
府
　
文
部
科
学
省
が
実
施
　
展
開
し
て
い
る
教
育
と
の
日
に
は

製
鋼
が
な
い
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
き
る
。
こ
の
扁
者
が

一
致
し
て
い
れ
ば
教
育
に
対
す
る
疑
間
も
此
判

も
起
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
現
実
は
そ
う
で
は
な
い
。

今
日
の
教
育
の
混
迷
を
背
景
に
、
教
育
改
革
に
つ
い
て
出
版
さ
れ
て
い
る
書
は
百
花
練
乱
の
ご
と
く
て

あ
る
。
し
か
し
、
多
く
の
書
に
お
い
て
も
教
育
の
何
が
根
元
的
な
問
題
か
明
確
て
な
い
。
そ
の
た
め
に
、

改
革
の
展
望
も
不
明
確
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
教
育
の
改
革
が
簡
単
て
は
な
い
こ
と
だ
け
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
書
意
の
国
民
の
意
見
や
願
い
が
結
果
的
に
問
層
解
決
を
難
し
く
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
事
態
を
捉
え
て
教
育
改
革
は
困
難
だ
と
す
る
論
調
も
あ
る
。

し
か
し
、
な
ぜ
教
育
の
改
革
が
困
難
な
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
書
は
な
い
。
た
だ
、
高
橋
哲
也

や
山
綺
正
和
″
「
教
育
」
に
は
続
制
的
機
能
が
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
課
題
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
何
故
に
続
制
的
な

「
教
育
」
を
用
い
る
よ
う
に
な

っ
た
の
か
は
述
べ
て
い
な
い
。

ま
た
、
広
日
照
キ
等
は
教
育
の
問
題
を
議
論
す
る
根
拠
に
誤
解
が
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
「
教
育
」
そ

の
も
の
に
は
疑
間
を
望
し
て
い
な
い
。
こ
れ
て
は
広
日
の
い
う
誤
解
も
解
決
し
な
い
。

そ
こ
で
、
本
書
は
こ
れ
ま
で
に
考
え
ら
れ
な
か

っ
た
、
全
く
新
た
な
立
場
か
ら
わ
が
国
の
教
育
の
問
題

を
解
き
明
か
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
教
育
」
の
言
葉
そ
の
も
の
に
問
題
が
有
る
と
す
る

立
場
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
時
に
そ
の
教
育
を
担

っ
て
き
た
文
部
省
が
国
民
の
考
え
る
よ
う
な
官
庁
と
し

て
設
立
さ
れ
た
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
学
校
は
成
立
当
初
は
教
育
を
実
施
す
る

-2-ま えがき 日次-3-



所
て
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
課
解
が
あ
る
た
め
、
「
普
通
教
育
」
に
つ
い
て
も
疑
間
が
生
し

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
文
部
省
や
学
校
が
設
立
さ
れ
た
当
初
の
業
務
を
今
日
の
国
民
は
知
ら
ず
、
ま
た
「
教

育
」
の
概
念
を
課
解
し
た
ま
ま
に
議
論
し
て
い
る
こ
と
を
本
書
で
は
解
明
す
る
。

結
論
を
の
べ
る
と
、
明
治
初
期
の
文
部
省
　
学
校
の
設
立
は

「
教
育
」
の
た
め
て
は
な
く
、
「
学
問
」

の
実
施
の
た
め
て
あ

っ
た
。
教
育
を
施
す
省
で
あ
れ
ば

「
教
育
省
」
、
あ
る
い
は

「
教
部
省
」
で
あ
り
、

場
所
で
あ
れ
ば

「
教
校
」
で
あ
ろ
う
。
設
立
の
意
図
で
あ

っ
た

「
学
問
」
の
実
施
と
は
異
な

っ
た
教
育

ヘ

そ
の
後
に
変
質
し
た
こ
と
が
、
今
日
の
教
育
問
題
の
大
き
な
根
源
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

当
時
の

「
学
問
」
は

「
勉
学
」
と
し
て
の
学
問
で
あ

っ
た
。
学
問
　
勉
学
は
学
習
者
の
欲
求
て
行
う
の

で
あ
り
、
そ
の
内
容
に
区
別
は
要
ら
な
い
。
し
か
し
、
教
育
は
実
施
者
の
意
図
で
内
容
を
区
別
し
、
被
教

育
者
を
区
分
す
る
。
そ
の

一
つ
が

「
普
通
教
育
」
で
あ
る
。
文
部
省
、
学
校
が
ど
の
よ
う
な
経
過
に
よ
っ

て
教
育
を
実
施
す
る
官
庁
、
制
度
に
な

っ
た
の
か
、
つ
ま
り
、
文
部
省
、
学
校
は
何
故
に
変
質
し
た
の
か
、

と
い
う
こ
と
の
解
明
は
今
日
の
教
育
が
混
迷
し
て
い
る
根
源
を
解
明
す
る
た
め
に
も
緊
要
と
考
え
る
。

そ
の
議
を
解
く
手
か
か
り
は
江
戸
時
代
に
あ
る
よ
う
だ
。
そ
こ
で
、
江
戸
時
代
の
庶
民
の
学
習
機
関
て

あ
る
寺
子
屋
は
と
の
よ
う
に
提
え
ら
れ
て
い
た
か
を
見
て
み
よ
う
。
歌
川
派
の
絵
師
花
里

〈
一
寸
子
）
が

江
戸
末
期
の
寺
子
屋
の
様
子
を

「
文
学
萬
代
の
費
」
と
題
し
て
描
い
た
浮
世
絵
が
あ
る

＾
カ
ラ
ー
版
を

『教

育
と
学
校
を
め
ぐ
る
三
人
誤
解
』
に
掲
載
し
て
い
る
）。
こ
の
絵
は
、
「
男
女
６
歳
に
し
て
席
を
同
じ
う

せ
ず
」
の
諺
の
よ
う
に
男
女
別
に
２
枚
に
描
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
助
教
ら
し
き
者
が
お
り
、
男
性
の
師
匠
の

後
ろ
に
は

「
史
記
」
と

「
日
本
‥
」
が
、
女
性
の
師
匠
の
後
ろ
に
は

「
生
花
大
全
」
、
「
香
道
、
茶
道
、

■
‥
」
の
い
わ
ゆ
る
″
読
み
　
書
き
　
算

・
の
後
に
学
ぶ
で
あ
ろ
う
教
材
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、

師
匠
の
後
ろ
の
机
の
上
に
積
ん
で
あ
る
教
材
ら
し
き
書
物
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
当
時
、
寺
子
屋
て
も
利
用

さ
れ
て
い
た

「
従
来
物
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。
第
２
章
で
詳
述
す
る
が

「
従
来
物
」
に
は
職
業
に
関
す
る

内
容
も
少
な
く
な
か

っ
た
。
寺
子
屋
で
は
単
に
基
礎
的
な
読
み
　
書
き
　
算
の
指
導
だ
け
て
は
な
く
、
「
史

記
」
等
の
漢
文
の
学
習
や
職
業
に
関
し
て
も
受
講
者
の
必
要
に
応
し
て
施
さ
れ
て
い
た
。
学
習

（学
問
）

に
区
別
は
要
ら
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
絵
に
は

「
文
學
真
代
の
費
」
の
解
説
文
が
記
さ
れ
て
い
る

（
こ
れ
も

『
教
育
と
学
校
を
め
ぐ
る

三
大
課
解
』
に
紹
介
し
て
い
る
）。
向
井
満
に
よ
る
こ
の
現
代
語
表
記
に
よ
り
紹
介
し
て
み
よ
う
。

こ
の
解
説
で
は
、
寺
子
屋
て
の
「
文
字
」
が
い
わ
ゆ
る
学
習
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
江
戸
時
代
の

「
文

学
」
は
学
習
の
意
味
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
最
後
は
、
「
全
銭
財
宝
は
尽
朽
る
事
有
。
文
学
筆
道
は
未
代

不
朽
名
を
残
す
。
か
く
尊
き
文
学
の
師
恩
を
夫
程
に
お
も
わ
ぬ
も
歎
ヶ
敷
親
た
る
者
子
孫
に
能
々
教
さ
と

し
、
世
の
通
用
だ
け
は
教
ゆ
べ
し
。
数
に
文
武
は
国
家
を
治
る
尊
き
重
宝
の
種
と
云
々
。
」
と
し
て
い
る
。

金
銭
は
残
ら
な
い
が

「
文
学
」
は
未
代
ま
で
残
り
、
本
人
の
た
め
だ
け
で
な
く
国
の
た
め
に
な
り
、
当
然

な
が
ら
武
術
と
対
等
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
「
文
武
」
の

「
文
」
と
は
こ
の
よ
う
な
学
習
す
る

「
文
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学
」
の
こ
と
で
あ

っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

「
文
学
」
の
用
語
に
学
習
の
意
味
が
あ

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
中
国
に
お
け
る
例
も
あ
る
。
第
６
章
に

て
紹
介
す
る
が
、
湯
鮎
●
８
，
日

日

麟
ｅ
”
諄
．は
中
国
で
は

「
文
學
興
國
策
』
と
翻
訳
　
紹
介
さ
れ
た
。
つ

ま
り
、
，日
，
●
８
〓
見
を

「
文
字
」
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
「
文
学
」
の
用
語
は
今
日
的
な
学
習
や

「
学
ぶ
」
に
相
当
す
る
言
葉
と
し
て
利
用

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
な

「
文
学
」
で
あ
れ
ば
、
普
通
教
育
と
職
業
教
育
と
を
区
別
す

る
必
要
は
な
か

っ
た
。
「
文
学
」
が
明
治
の
近
代
化
の
過
程
て
と
の
よ
う
に
し
て

「
教
育
」
に
な

っ
た
の

か
を
解
明
す
る
こ
と
が
本
書
の
課
題
て
あ
る
。
換
言
す
れ
ば

「
明
治
教
育
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ

れ
た
の
か
の
解
明
で
あ
る
。
そ
し
て
今
日
、
「
普
通
教
育
」
が
誰
に
も
疑
わ
れ
な
く
な

っ
た
背
景
の
解
明

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
今
後
の
人
間
形
成
の
あ
り
方
を
考
え
る
前
提
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

な
お
、
本
書
で
の
約
束
事
を
記
し
て
お
き
た
い
。
以
下
、
言
葉
あ
る
い
は
概
念
を
表
す
場
合
は

「
」

を
付
け
て

「
教
育
」
と
記
し
、
そ
の
実
体
あ
る
い
は
営
み
に
つ
い
て
表
す
場
合
は
カ
ソ
コ
を
付
け
ず
に
そ

の
ま
ま
教
育
と
記
す
。
そ
し
て
、
そ
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
は
そ
れ
ら
と
区
別
し
て
カ
タ
カ
ナ
で

「
キ

ョ
ウ
イ
タ
」
と
記
す
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
す
で
に
通
用
し
て
い
る
、
例
え
ば
学
校
教
育
の
よ
う
な
複
合

語
に
つ
い
て
は
そ
の
実
体
を
意
味
す
る
も
の
と
解
し
て
、
そ
の
用
語
の
ま
ま
記
す
こ
と
に
す
る
。

本
書
の
願
い
は
、
あ
る
べ
き
姿
の
キ
ョ
ウ
イ
ク
と
は
如
何
な
る
状
態
を
い
う
の
か
、
そ
し
て
そ
の
よ
う

な
あ
る
べ
き
キ

ョ
ウ
イ
ク
に
ふ
き
わ
し
い
新
た
な
言
葉
を
国
民
の
皆
さ
ん
で
創
造
し
て
頂
く
こ
と
に
あ

る
。
一員
葉
は
誰
が
創

っ
て
も
良
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
言
葉
に
は
思
想
と
理
念
が
内
包
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
キ
ョ
ウ
イ
ク
を
担
う
官
庁
に
国
民
は
何
を
期
待
し
、
何
を
要
求
す
べ
き
な
の
か
。
学
校
て
な
す
べ
き

事
は
何
な
の
か
、
等
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
る
時
の
素
材
に
本
書
が
な
る
こ
と
が
て
き
れ
ば
幸
い
て
あ
る
。

二
〇

一
一
年
二
月

田
中
　
高
年

＾
ま
え
″
き
参
考
文
献
）

高
橋
哲
哉

「
教
育
と
国
家
』、
講
談
社
現
代
着
書
、
ヽ
δ
ヽ
年
。

山
崎
正
和

ヽ
文
明
と
し
て
の
教
育
』、
新
潮
新
書
、
や
０
０
ヽ
年
。

広
田
照
幸
　
伊
藤
茂
樹

『教
育
問
題
は
な
ぜ
ま
ち
が

っ
て
語
ら
れ
る
の
か
？
』
、
日
本
図
普
セ
ン
タ
ー
、

や●
●
●
お十
。

向
井
満
表
記

「
文
学
萬
代
の
質
」、
黒
日
清
隆
監
修

「
新
バ
ネ
ル
ロ
本
史
　
近
世
編
し、
飛
鳥
、
所
収
。

中
江
克
己

『
江
戸
の
嵌
と
子
育
て
』、
祥
伝
社
新
書
、
Ｎ
一
０
「
年
。

-6-ま えがき 日次-7-



１
　
奈
良
時
代
の

「
支
部
省
」
は
数
青
の
官
庁
て
は
な
か
つ
た

２
、
「
故
部
省
」
は
使
え
な
か

っ
た

「
学
問
」
の
た
め
に
設
立
し
た
文
部
省

「
文
部
」
採
用
の
意
味

「
教
育
」
の
省
に
変
質
し
た
文
部
省

戦
後
改
革
で
は
改
称
に
い
た
ら
な
っ
た

6543１

「
生
長
」
の
た
め
の
試
行
的
小
学
校

２
　
「
学
問
」
の
た
め
に
設
立
し
た
学
校

３
　
「
学
問
」
政
策
下
の

「
立
身
出
世
」
の
餃
舞

４
　
学
校
焼
き
討
ち
●
件
の
拡
大
と
儀
圧

５

「
教
育
」
政
策
下
の

「
立
身
出
世
」
の
鼓
舞

０
　
「
夢
」
に
破
れ
た
人

へ
の
慰
め

７
　
学
校
は

「
教
育
」
を
受
け
る
と
こ
ろ
で
は
な
か

っ
た

第
二
章
　
「
明
治
餞
青
」
の
生
成

１
　
孟
子
が
創

０
た

「
教
育
」
は
国
王
の

″
楽
し
み

′だ

っ
た

２
　
中
国
で
は

「
教
育
」
は
使
わ
れ
な
か

っ
た

３
　
日
本
で
の

「
教
育
」
の
使
用

４
．
人
民
へ
の

「
教
育
」
の
漫
透

５
．
中
国
は

「
散
青
」
を
日
本
か
ら
逆
移
入
し
た

０
　
各
種
事
辞
典
に
お
け
る

「
教
育
」
の
定
義

明
治
教
育
の
呪
縛

―

誤
解
さ
せ
ら
れ
て
き
た
い
き
き
つ
‐―

次

ま
え
″
き

―
―
ヒ
ン
ト
は
江
戸
時
代
に
あ
る

第

一
章
　
文
部
省
の
変
質

第
二
章
　
学
校
の
変
質

-8-廣 えが
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７
　
『
広
辞
苑
』
の

「
教
育
」
の
定
義
は
変
化
し
て
い
る

１
　
各
種
辞
典
に
お
け
る
．３
，
〓
〓
す
ｏ．あ

定
義

２
　
ウ
エ
プ
ス
タ
ー
に
お
け
る
。日
ヽ
“
８
キ
】
．あ

定
義
は
発
展
し
て
い
る

３
　
歯
，
８̈
，
こ
．の
腱
概
念
は

「
開
発
」
と

「
職
業
」
て
あ
る

４
　
イ
ギ
リ
ス
で
は
労
働
者
の
学
習
か
ら
学
校
が
発
展
し
た

５
　
●●
一
８
８
●
■
観
の
欧
米
に
お
け
る
実
情

６
　
徒
弟
制
度
に
よ
る
仕
事
の
伝
承
が
・●
〓
蜃
〓
ｏ■
詢^
だ

７
　
日
本
人
の

「
教
育
」
好
み
と

「
訓
練
」
嫌
い

第
二
章

　

「
教
育
」
と
，●
●
●
８
，
電
ぁ

同
定

１

「
教
育
」
と
，Ｍ
２
●
８
，
】
．．と
の
出
会
い

２
　
中
国
で
は
．^鬱
，
Ｈ
〓
す
Ｒ
は

「
教
育
」
で
は
な
か

っ
た

３
　
中
国
で
は

「
教
育
」
は
６
，
〓
”
，
■

てヽ
は
な
か

っ
た

４
　
薔
沢
諭
吉
は

「
発
育
」
で
あ
る
べ
き
と
主
張
し
た

第
四
章
　
毬
，
日
害
弓
訳
の
絆
■

第
六
章

　

「
昔
選
教
育
」
の
霞
造

１
　
「
普
通
教
育
」
の
概
念
と
妄
信

５
　
「
教
育
」
と
歯
一
ｇ
諄

８̈

．と
の
同
定

65432

「
日
本
国
憲
法
」
に
お
け
る

「
普
通
教
育
」
の
利
用

国
際
的
規
程
に
無
い

「
普
通
教
育
」

「
普
通
教
育
」
普
及
の
背
景
と
性
格

一
理
事
功
程
』
で
の
初
出
と

『
米
欧
回
覧
実
記
』
に
よ
る
普
及

始
ま
り
は
フ
ル
ベ
ッ
キ
の
ぜ
３
Ｌ
贅

ｏ
一
Ｘ
算
ぎ
電

あ
と
が
き

１
１

」
れ
か
ら
の
人
間
形
成
の
た
め
に

図
版
出
典
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