
徳
川
幕
府
が
開
か
れ
た
の
ち
に
、

「
市
民
の
存
在
」

に
気
が
つ
き
、
市
民
を
無
視
し
て
は
徳

川
幕
政
（
国
政
）
も
お
こ
な
い
得
な
い
、

と
最
初
に
考
え
た
の
が
、
や
は
り
八
代
将

軍
徳
川
吉
宗
だ
っ
た
と
思
う
。
か
れ
の

〝
享
保
の
改
革
〞
は
あ
き
ら
か
に
、

「
江
戸
市
民
を
対
象
と
す
る
」

と
い
う
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
が
一
本
太
く
通

っ
て
い
た
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し

だ
か
ら
と
い
っ
て
吉
宗
が
現
在
考
え
ら
れ

る
よ
う
な
、

「
民
主
的
な
ト
ッ
プ
リ
ー
ダ
ー
」

と
速
断
（
即
断
）
す
る
の
は
間
違
い
で

あ
る
。
そ
れ
は
徳
川
幕
府
は
な
ん
と
い
っ

て
も
、

「
武
士
の
・
武
士
に
よ
る
・
武
士
の
た
め

の
政
府
」

だ
っ
た
か
ら
だ
。
そ
れ
に
最
近
気
が
つ

い
た
こ
と
だ
が
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
思

い
合
わ
せ
る
と
徳
川
幕
府
と
い
う
の
は
、

「
徳
川
家
の
た
め
の
政
府
」

だ
と
い
う
気
が
強
く
す
る
。
も
と
も
と

国
民
の
た
め
の
政
府
で
は
な
い
。
徳
川
家

を
温
存
し
、
そ
の
永
遠
な
る
繁
栄
を
担
保

す
る
た
め
の
政
権
だ
。
し
た
が
っ
て
、
大

名
統
制
に
も
そ
う
い
う
考
え
が
滲
み
出
る

か
ら
、
幕
末
に
な
っ
て
多
く
の
大
名
（
藩
）

た
ち
か
ら
み
は
な
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。

い
っ
て
み
れ
ば
、横
井
小
楠
た
ち
が
い
う
、

「
徳
川
家
の
私
心
」

が
露
骨
に
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
吉
宗
が
い
く
ら
、

「
市
民
を
意
識
し
た
改
革
」

を
展
開
し
た
と
し
て
も
、
や
は
り
そ
れ

は
、

「
徳
川
家
を
恒
久
的
な
存
在
と
し
、
そ
の

恒
久
性
を
保
証
す
る
政
府
」

が
す
な
わ
ち
徳
川
幕
府
な
の
で
あ
る
。

い
き
お
い
、
本
来
徳
川
家
の
私
的
政
府
で

あ
る
幕
府
の
役
人
と
し
て
の
大
岡
忠
相
に

も
、
そ
う
い
う
意
識
が
半
分
あ
っ
た
こ
と

は
確
か
だ
。
し
か
し
か
れ
の
事
跡
を
振
り

返
っ
て
み
る
と
相
当
に
、

「
江
戸
市
民
を
意
識
し
て
い
た
」

と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
徳
川
幕
府
は
か

れ
に
給
与
を
支
給
す
る
母
船
な
の
だ
か

ら
、幕
府
が
潰
れ
れ
ば
か
れ
も
失
業
す
る
。

江
戸
市
民
は
義
務
を
果
た
せ
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大
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吉
宗
は
財
政
に
関
心
を
持
ち
、
享
保
の
改

革
の
一
本
の
柱
に
、

「
幕
府
の
財
政
再
建
」

と
い
う
こ
と
を
立
て
た
。
そ
の
も
っ
と

も
効
果
的
な
手
段
が
、

「
米
（
年
貢
）
の
増
産
」

だ
。
だ
か
ら
大
岡
に
は
単
に
江
戸
市
政

の
管
理
を
命
じ
た
だ
け
で
は
な
く
、

「
関
東
地
方
に
お
け
る
米
の
増
産
を
策

し
、
新
田
開
発
に
も
大
い
に
努
力
せ
よ
」

と
、
い
ま
考
え
れ
ば
途
方
も
な
い
任
務

を
命
じ
た
。
大
岡
は
承
諾
し
た
。
吉
宗
が

大
岡
に
、

「
お
ま
え
の
手
で
江
戸
に
市
民
消
防
組
織

を
つ
く
れ
」

と
命
じ
た
の
は
、

・

そ
の
こ
ろ
の
江
戸
市
内
に
お
け
る
消

防
組
織
が
、
大
名
や
旗
本
な
ど
の
武
士

の
も
の
し
か
な
か
っ
た

・

市
民
も
、
武
士
の
消
防
組
織
に
頼
る

だ
け
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
の
手
で
ま

ず
生
命
と
か
財
産
を
守
る
姿
勢
を
示
す

べ
き
で
あ
る

と
い
う
理
由
だ
。
同
時
に
そ
れ
は
、

「
こ
う
い
う
強
権
を
も
っ
て
市
民
に
義
務

を
果
た
さ
せ
る
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
幕
府

の
威
令
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、

自
分
が
願
う
強
い
徳
川
幕
府
の
威
信
を
示

す
き
っ
か
け
に
な
る
」
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し
か
し
こ
れ
は
ひ
と
つ
の
空
想
だ
が
、
幕

府
が
な
く
な
り
市
民
主
体
の
政
府
が
で
き

た
と
し
て
も
、
大
岡
は
市
民
た
ち
が
熱
望

し
て
町
奉
行
の
職
に
推
薦
し
た
に
ち
が
い

な
い
。
そ
れ
ほ
ど
大
岡
は
江
戸
市
民
に
と

っ
て
、
親
し
み
の
あ
る
町
奉
行
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
吉
宗
が
将
軍
に
就
任
し
た
と
き

に
、

「
江
戸
は
国
都
で
あ
る
。
そ
の
国
都
の
住

民
か
ら
ま
ず
信
頼
さ
れ
る
幕
府
に
な
り
た

い
」と

い
っ
た
の
も
こ
こ
に
書
い
た
文
脈
の

流
れ
か
ら
い
え
ば
、

「
あ
く
ま
で
も
強
い
幕
府
を
つ
く
り
た

い
」と

い
う
こ
と
だ
。
強
い
幕
府
に
な
る
た

め
に
は
、
や
は
り
財
政
の
心
配
が
あ
っ
て

は
お
ち
お
ち
仕
事
も
で
き
な
い
。
そ
こ
で



尾
張
国
と
三
河
国
で
は
多
少
住
民
の
気
質

が
違
う
。
尾
張
の
ほ
う
に
は
名
古
屋
が
あ

る
た
め
か
、
ど
こ
か
、

「
都
会
的
感
覚
」

が
あ
り
、
三
河
国
は
、

「
農
村
的
感
覚
」

が
多
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
奇
し
く
も

こ
の
両
国
か
ら
三
人
の
天
下
人
が
出
た
。

織
田
信
長
・
豊
臣
秀
吉
・
徳
川
家
康
だ
。

信
長
と
秀
吉
は
尾
張
国
人
で
あ
り
、
家
康

は
三
河
国
人
だ
。
し
た
が
っ
て
、
信
長
・

秀
吉
は
ど
こ
か
都
会
的
で
あ
り
家
康
は
農

村
的
だ
。
そ
の
た
め
家
康
は
幕
府
を
開
い

た
と
き
も
そ
の
職
制
を
、

「
庄
屋
仕
立
て
に
せ
よ
」

と
命
じ
た
。庄
屋
仕
立
て
と
い
う
の
は
、

農
村
に
お
け
る
合
議
制
や
、
集
団
指
導
制

を
さ
し
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
幕
府
の
職
制

に
持
ち
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
幕
府

が
開
か
れ
た
当
時
の
最
高
職
は
、「
年
寄

（
と
し
よ
り
）」
と
い
っ
た
。
つ
ま
り
村
落

共
同
体
で
は
名
主
や
庄
屋
の
こ
と
を
「
年

寄
」
と
称
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
が
三
代
目
の
徳
川
家
光
の
時
代
に

な
っ
て
幕
府
の
制
度
改
革
が
お
こ
な
わ

れ
、
年
寄
は
「
老
中
」
と
改
称
さ
れ
た
。

し
か
し
そ
の
補
佐
役
と
し
て
「
若
年
寄

（
わ
か
と
し
よ
り
）」
と
い
う
ポ
ス
ト
が
新

設
さ
れ
、年
寄
の
名
は
そ
の
ま
ま
残
し
た
。

2009.8 52

家
康
の
組
織
管
理
法

新
聞
社
の
社
屋
が
あ
っ
た
。
北
町
奉
行
所

は
、
現
在
東
京
駅
八
重
洲
口
の
大
丸
ビ
ル

の
中
に
位
置
し
て
い
る
。

役
所
と
私
宅
が
つ
な
が
っ
て
い
る
か
ら

い
ま
で
い
え
ば
〝
職
住
一
致
〞
だ
。
戻
る

と
す
ぐ
用
人
に
、

「
江
戸
の
町
年
寄
を
呼
べ
」

と
命
じ
た
江
戸
の
町
年
寄
は
、
樽
屋

（
た
る
や
）・
奈
良
屋
（
な
ら
や
）・
喜
多

村
（
き
た
む
ら
）
の
三
家
が
幕
初
か
ら
、

世
襲
制
で
つ
と
め
て
い
た
。

い
ま
の
愛
知
県
は
、
境
川
を
中
に
お
い

て
西
側
が
尾
張
国
、
そ
し
て
東
側
が
三
河

国
だ
っ
た
。
律
令
制
に
よ
っ
て
日
本
の
国

は
六
十
八
に
分
割
さ
れ
た
が
、
こ
れ
が
幕

末
ま
で
つ
づ
い
た
。
そ
し
て
明
治
に
な
っ

て
か
ら
、
尾
張
・
三
河
の
両
国
が
合
併
し

て
愛
知
県
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し

筆
者
の
ひ
と
り
合
点
か
も
し
れ
な
い
が
、

る
こ
と
だ
」

と
い
う
の
が
、
こ
の
問
題
の
正
し
い
解

釈
だ
ろ
う
。
大
岡
は
正
確
に
吉
宗
の
意
図

を
受
け
と
め
た
。

大
岡
は
下
城
す
る
と
す
ぐ
用
人
に
、

「
江
戸
の
町
年
寄
を
呼
べ
」

と
命
じ
た
。
か
れ
の
屋
敷
は
江
戸
城
の

鍛
治
橋
門
内
に
あ
る
。
私
宅
と
役
宅
を
兼

ね
て
い
た
。
こ
れ
も
ど
う
で
も
い
い
こ
と

だ
が
、
映
画
や
テ
レ
ビ
で
よ
く
、「
江
戸

南
町
奉
行
所
」
と
か
「
江
戸
北
町
奉
行
所
」

な
ど
の
看
板
を
掲
げ
て
い
る
場
面
が
出

る
。あ
あ
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。

市
民
の
ほ
う
が
、

「
あ
そ
こ
が
大
岡
様
の
お
屋
敷
だ
」

と
知
れ
ば
、
そ
の
建
造
物
が
そ
の
ま
ま

町
奉
行
所
に
な
る
。
町
奉
行
所
は
南
と
北

の
二
ヶ
所
あ
っ
た
。

大
岡
は
南
を
担
当
し
て
い
る
。
現
在
の

東
京
都
千
代
田
区
に
あ
っ
て
、
有
楽
町
駅

の
す
ぐ
そ
ば
に
〝
マ
リ
オ
ン
〞
と
い
う
多

目
的
ビ
ル
が
建
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
が
南

町
奉
行
所
の
跡
で
あ
る
。
か
つ
て
は
朝
日

と
い
う
吉
宗
の
意
図
に
基
づ
い
て
い

る
。
吉
宗
は
だ
か
ら
、

「
江
戸
市
民
よ
、
権
利
の
主
張
だ
け
で
な

く
自
分
た
ち
の
義
務
も
果
た
せ
。
そ
の
最

初
が
自
分
た
ち
で
市
民
消
防
組
織
を
つ
く



江戸のビジネスマン列伝

大
岡
が
呼
ん
だ
三
人
の
町
年
寄
も
、
そ

の
遺
風
を
継
い
で
い
た
。
家
康
の
自
論
と

し
て
、

「
ひ
と
り
の
人
間
が
す
べ
て
の
能
力
を
兼

ね
備
え
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
絶
対
に

あ
り
得
な
い
。
そ
ん
な
超
人
は
こ
の
世
に

い
な
い
」

と
告
げ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、

「
多
く
の
人
間
が
寄
り
集
ま
っ
て
チ
エ
を

出
し
合
い
、
長
所
を
引
き
出
し
短
所
を
補

い
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
の
ご
と
は
う

ま
く
い
く
の
だ
」

と
告
げ
て
い
た
。
か
れ
独
特
の
組
織
管

理
論
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
徳
川
幕
府
の

運
営
に
は
集
団
指
導
あ
る
い
は
合
議
制
が

重
ん
じ
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
家
康
は
徳
川

2009.853

幕
府
の
ポ
ス
ト
に
は
、
絶
対
に
ひ
と
り
の

人
間
を
任
命
し
な
か
っ
た
。
必
ず
複
数
制

に
し
て
い
る
。そ
れ
も
〝
月
番
〞
と
し
て
、

一
ヶ
月
ご
と
に
交
替
で
仕
事
を
さ
せ
た
。

そ
う
す
れ
ば
そ
の
仕
事
の
影
響
を
受
け
る

人
び
と
か
ら
み
て
、

「
先
月
の
ほ
う
が
よ
か
っ
た
」

と
か
、

「
今
月
の
担
当
は
ダ
メ
だ
。
来
月
に
期
待

し
よ
う
」

と
い
う
よ
う
に
批
判
が
自
由
に
お
こ
な

え
る
し
、
そ
の
こ
と
が
ポ
ス
ト
に
つ
い
て

い
る
人
間
自
体
に
反
省
を
う
な
が
し
、
同

時
に
緊
張
さ
せ
る
と
い
う
効
果
を
生
む
の

だ
。
な
か
な
か
芸
の
細
か
い
や
り
方
だ
。

余
談
だ
が
、
こ
の
や
り
方
は
い
ま
閉
塞

状
況
に
あ
る
役
所
や
企
業
の
組
織
に
当
て

は
め
て
も
、
有
効
な
よ
う
な
気
が
す
る
。

や
た
ら
に
人
切
り
な
ど
の
リ
ス
ト
ラ
を
お

こ
な
う
の
で
は
な
く
、
人
材
活
用
の
観
点

か
ら
も
月
番
制
を
導
入
し
て
、
給
与
を
や

や
落
と
し
て
も
こ
う
い
う
活
用
方
法
を
す

れ
ば
、
い
ま
ま
で
に
な
か
っ
た
、

「
仕
事
を
競
い
合
う
」

と
い
う
職
場
状
況
が
生
ま
れ
る
に
ち
が

い
な
い
。
空
気
も
一
新
さ
れ
る
。

町
奉
行
に
つ
い
て
い
え
ば
、
南
町
奉
行

と
北
町
奉
行
は
そ
れ
ぞ
れ
「
月
番
」
と
し

て
仕
事
を
す
る
。
南
町
が
担
当
し
て
い
る
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大
岡
が
呼
ん
だ
三
人
の
町
年
寄
で
、
樽

屋
藤
左
衛
門
の
先
祖
は
元
水
野
弥
吉
と
い

っ
た
。
三
河
以
来
の
徳
川
家
康
の
家
臣
だ

っ
た
。
三
方
ヶ
原
の
合
戦
や
長
篠
の
合
戦

で
手
柄
を
立
て
た
。
長
篠
の
合
戦
の
と
き

に
は
、
自
分
で
つ
く
っ
た
小
さ
な
樽
に
桔

梗
の
花
を
入
れ
て
、
桔
梗
の
紋
の
つ
い
た

盃
を
そ
え
て
大
将
の
家
康
と
信
長
に
捧
げ

た
。
そ
の
た
め
家
康
は
、

「
お
ま
え
は
こ
れ
か
ら
樽
と
名
の
れ
」

と
い
わ
れ
た
。
し
か
し
家
康
が
駿
府
城

に
い
た
と
き
に
怒
り
を
買
い
牢
人
し
た
。

江
戸
に
き
て
、
住
民
の
支
持
を
受
け
や
が

て
年
寄
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
世
話
人
に
な

っ
た
。
江
戸
に
入
っ
て
き
た
家
康
は
こ
の

こ
と
を
知
り
、

と
き
は
、
北
町
は
休
む
。
し
か
し
ブ
ラ
ブ

ラ
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
当
番
中
に

処
理
の
で
き
な
か
っ
た
書
類
の
処
理
に
い

そ
し
む
。
市
民
の
評
価
が
如
実
に
出
る
。

だ
か
ら
、
南
町
奉
行
の
大
岡
越
前
守
の
評

判
は
高
く
、
北
町
奉
行
の
名
は
あ
ま
り
出

て
こ
な
い
。
影
が
薄
い
。
と
い
う
こ
と
は
、

や
は
り
そ
れ
だ
け
大
岡
が
市
民
に
と
っ
て

「
そ
の
ま
ま
江
戸
の
町
支
配
を
命
ず
る
」

と
告
げ
た
。
奈
良
屋
と
と
も
に
神
田
上

水
と
玉
川
上
水
の
支
配
権
を
持
ち
、
関
口

小
日
向
金
杉
な
ど
三
村
の
代
官
も
兼
ね

た
。
帯
刀
を
ゆ
る
さ
れ
、
東
海
道
や
中
山

道
に
「
一
里
塚
」
を
つ
く
っ
た
の
も
か
れ

で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
樽
屋
は
東
三
十

三
ヶ
国
の
米
桝
を
管
理
し
た
。
大
変
な
権

限
で
あ
る
。

奈
良
屋
は
大
和
（
奈
良
県
）
の
出
身
で
、

や
は
り
家
康
に
は
三
河
以
来
従
っ
て
い
る
。

江
戸
入
国
と
同
時
に
樽
屋
と
と
も
に
江
戸

の
支
配
役
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
寛
永
年
間
に

は
〝
白
糸
割
賦
（
し
ら
い
と
わ
っ
ぷ
）〞

か
ら
の
義
務
的
年
金
を
受
け
て
い
る
。
糸

割
賦
と
い
う
の
は
、
長
崎
で
お
こ
な
う
生

よ
い
町
奉
行
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
天
保
の
改
革
時
代
に
、
北
町
奉

行
の
遠
山
金
四
郎
景
元
の
評
判
が
よ
く
、

同
僚
の
南
町
奉
行
鳥
居
燿
蔵
の
評
判
が
悪

か
っ
た
の
が
そ
の
い
い
例
で
あ
る
。
家
康

の
、

「
複
数
制
に
よ
る
仕
事
競
争
」

が
は
っ
き
り
あ
ら
わ
れ
た
例
で
あ
る
。

糸
貿
易
の
こ
と
で
、
相
手
国
は
ポ
ル
ト
ガ

ル
だ
。
割
賦
と
い
う
の
は
、
一
枚
の
証
文

を
ふ
た
つ
に
割
い
て
そ
れ
ぞ
れ
が
保
持
す

る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
い
っ
て
み

れ
ば
、
そ
の
証
文
の
片
方
を
持
っ
て
い
な

い
商
人
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
は
、
生
糸
の
取

引
が
で
き
な
い
と
い
う
制
度
だ
。
特
権
行

為
で
あ
る
こ
と
は
か
わ
り
が
な
い
。
奈
良

屋
は
ほ
か
に
も
、
連
雀
（
れ
ん
じ
ゃ
く
）

町
を
支
配
し
た
。
連
雀
と
い
う
の
は
、
行

商
人
が
背
中
に
負
う
荷
物
を
の
せ
る
道
具

の
こ
と
だ
。し
た
が
っ
て
、江
戸
の
商
人
の

支
配
権
も
奈
良
屋
が
持
っ
て
い
た
よ
う

だ
。喜

多
村
は
、
家
康
の
入
国
と
同
時
に
駿

河
（
静
岡
県
）
か
ら
き
て
町
年
寄
役
を
命

ぜ
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
。
大
岡
は
三
人
に

い
っ
た
。

「
こ
の
た
び
の
ご
改
革
で
、
上
様
（
吉
宗
）

は
、
お
ま
え
た
ち
江
戸
の
住
民
に
も
町
火

消
を
つ
く
っ
て
欲
し
い
と
お
望
み
だ
。
ど

う
だ
ろ
う
？
」

三
人
は
顔
を
み
あ
わ
せ
た
。
し
か
し
、

別
に
不
快
な
表
情
は
浮
か
べ
な
い
。
樽
屋

が
代
表
し
て
い
っ
た
。

「
突
然
の
仰
せ
な
の
で
、
一
応
町
に
戻
っ

て
相
談
は
い
た
し
ま
す
。
し
か
し
、
わ
た

く
し
ど
も
町
年
寄
と
し
て
は
、
心
か
ら
賛

成
い
た
し
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
自
身
も
い
ま

町
火
消
の
創
設
に
賛
成
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ま
で
、
お
武
家
様
方
の
消
防
組
織
の
ご
厄

介
に
ば
か
り
な
っ
て
い
た
の
で
は
申
し
訳

な
い
、
わ
れ
わ
れ
町
人
も
、
自
分
た
ち
の

手
で
生
命
や
財
産
を
守
ら
な
け
れ
ば
い
け

な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
話
を
ず
っ

と
つ
づ
け
て
ま
い
り
ま
し
た
。
し
た
が
っ

て
お
奉
行
様
の
い
ま
の
お
話
に
は
、
町
年

寄
と
し
て
は
心
か
ら
賛
同
い
た
し
ま
す
。

た
だ
手
続
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
一
両
日

ご
猶
予
を
賜
れ
ば
幸
い
で
ご
ざ
い
ま
す
」

と
告
げ
た
。
大
岡
は
満
足
し
た
。

「
そ
れ
で
い
い
。
ぜ
ひ
色
よ
い
返
事
を
持

っ
て
き
て
欲
し
い
」

「
大
丈
夫
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ガ
タ
ガ
タ
い

う
や
つ
は
、
わ
た
し
ど
も
が
力
づ
く
で
も

説
得
を
い
た
し
ま
す
の
で
」

奈
良
屋
も
そ
う
言
葉
を
添
え
て
ハ
ッ
ハ

ッ
ハ
ッ
と
大
き
く
笑
っ
た
。
樽
屋
の
言
葉

ど
お
り
、
翌
日
に
は
返
事
が
き
た
。

「
よ
ろ
こ
ん
で
こ
の
た
び
の
ご
趣
旨
を
お

2009.855

受
け
い
た
し
ま
す
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
江
戸

市
中
に
、
は
じ
め
て
の
町
人
消
防
組
織
が

で
き
た
。
俗
に
〝
い
ろ
は
四
十
八
組
〞
と

呼
ば
れ
る
。

市
民
組
織
と
し
て
は
、
江
戸
の
四
百
十

六
あ
っ
た
町
で
組
織
さ
れ
、
組
の
名
は
、

「
よ
・
千
・
に
・
せ
・
か
・
ほ
・
い
・

も
・
ろ
・
め
・
百
・
は
・
す
」
な
ど
が
つ

け
ら
れ
た
。


