
●
関
東
地
方
へ
の
進
出

　

関
東
地
方
で
さ
つ
ま
い
も
が
初
め
て

作
付
け
さ
れ
た
の
は
、
江
戸
時
代
。
享

保
の
改
革
で
知
ら
れ
る
八
代
将
軍
徳
川

吉
宗
の
こ
ろ
の
こ
と
で
す
。

　

享
保
20
年
（
１
７
５
３
年
）
江
戸
の

学
問
好
き
の
町
人
、
青
木
昆
陽
が
さ
つ

ま
い
も
は
救
荒
作
物
と
し
て
優
れ
て
い

る
こ
と
を
幕
府
に
進
言
し
ま
し
た
。
ま

だ
ま
だ
農
業
技
術
が
発
達
し
て
い
な
か

っ
た
時
代
で
、
日
照
り
な
ど
の
天
候
異

変
が
続
く
と
凶
作
に
見
舞
わ
れ
、
し
ば

し
ば
大
飢
饉
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
状
況
の
中
で
、
さ
つ
ま
い
も

の
作
付
け
が
成
功
す
れ
ば
多
く
の
人
々

を
救
済
で
き
る
と
考
え
、
幕
府
で
は
こ

の
進
言
を
取
り
上
げ
、
青
木
昆
陽
を
薩

摩
芋
御
用
掛
に
任
命
し
ま
し
た
。
そ
し

て
、
小
石
川
御
菜
園
（
現
小
石
川
植
物

園
）
で
試
作
さ
せ
、
栽
培
に
成
功
し
ま

し
た
。
そ
の
後
も
青
木
昆
陽
は
作
付
け

の
研
究
と
普
及
に
努
め
、
人
々
に
「
甘

藷
先
生
」
と
慕
わ
れ
、
た
い
へ
ん
感
謝

さ
れ
ま
し
た
。

●
紅
赤
の
発
見

　

さ
つ
ま
い
も
の
中
で
一
番
旨
い
と

言
わ
れ
て
い
る
の
が
紅
赤
で
す
。
実
は

こ
の
品
種
、
北
足
立
郡
木
崎
（
現
さ
い

た
ま
市
）
の
農
家
の
主
婦
山
田
い
ち

が
、
一
八
九
八
年
（
明
治
31
年
）
に
八

ツ
房
と
い
う
品
種
の
中
か
ら
７
株
の
突

然
変
異
種
と
し
て
発
見
し
た
も
の
で
、

形
も
味
も
す
ば
ら
し
か
っ
た
た
め
大
評

判
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
発
見
さ
れ
た
ま
っ
赤
な
さ
つ
ま

い
も
を
、
い
ち
の
甥
で
あ
る
吉
岡
三
喜

蔵
が
「
紅
赤
」
と
名
づ
け
、
そ
れ
を
広

め
る
こ
と
を
使
命
と
し
、
懸
命
に
働
き
、

そ
の
た
め
、
紅
赤
は
関
東
一
円
に
普
及

し
「
さ
つ
ま
い
も
の
女
王
」
と
う
た
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

昭
和
６
年
（
１
９
３
１
年
）
山
田

い
ち
は

富
民
協
会
の
「
第
一
回
富
民

賞
」
の
受
賞
者
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
わ
が
国
の
農
業
の
発
展
に

貢
献
し
た
人
に
贈
ら
れ
る
も
の
で
、
農

業
関
係
で
は
最
高
の
賞
で
あ
り
ま
す
。

●
三
芳
と
さ
つ
ま
い
も
と
紅
赤

　

昔
よ
り
、
「
川
越
い
も
」
の
本
場
と

い
え
ば
、
三
芳
町
の
上
富
（
所
沢
市
中

富
・
下
富
を
含
む
）
で
採
れ
る
さ
つ
ま

い
も
「
富
の
い
も
」
の
こ
と
を
言
う
の

が
通
例
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

青
木
昆
陽
が
作
付
に
成
功
し
た
16
年

後
の
寛
延
四
年
（
１
７
５
１
年
）
南
永

井
（
所
沢
市
）
の
名
主
吉
田
弥
右
衛
門

が
試
作
に
成
功
し
こ
れ
が
急
速
に
付
近

の
村
々
に
広
ま
り
ま
し
た
。

　

吉
田
家
に
残
さ
れ
て
い
る
古
文
書
に

は
「
さ
つ
ま
い
も
作
り
初
め
の
事
」
と

し
て
さ
つ
ま
い
も
を
作
り
始
め
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

上
富
武
田
家
に
は
、
そ
の
当
時
の
村

の
さ
つ
ま
い
も
の
作
付
け
内
容
が
わ
か

る
古
文
書
が
あ
り
ま
す
。

　

大
正
期
に
入
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
赤

蔓
・
青
蔓
の
二
品
種
か
ら
、
紅
赤
種
を

中
心
と
し
た
作
付
け
へ
と
栽
培
を
移
し

て
い
き
ま
し
た
。

　

そ
の
後
貯
蔵
法
の
進
歩
や
紅
赤
品
種

の
改
良
が
進
み
味
の
優
れ
た
紅
赤
を
作

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
焼
芋
用
に
も

適
し
て
い
た
た
め
、
急
速
に
拡
ま
り
、

川
越
い
も
と
言
え
ば
紅
赤
種
に
取
っ
て

代
わ
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。
さ
つ
ま

い
も
は
、
循
環
型
農
業
の
代
表
作
物
で

す
。

● 

作
付
け
の
転
換
（
ベ
ニ

ア
ズ
マ
の
登
場
）

　

紅
赤
中
心
と
な
っ
た
三
芳
町
も
、
さ

つ
ま
い
も
作
り
の
ピ
ー
ク
は
昭
和
二
十

年
代
ま
で
で
、
昭
和
三
〇
年
代
に
な

る
と
、
他
の
根
菜
類
や
蔬
菜
類
に
譲
り

始
め
、
残
っ
た
の
は
上
富
地
区
の
み
と

な
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
で
紅
赤
主
体

の
川
越
い
も
は
生
き
続
け
た
が
、
昭
和

五
九
年
に
登
場
し
た
作
り
易
い
「
ベ
ニ

ア
ズ
マ
」
に
年
々
お
さ
れ
、
紅
赤
は
減

少
し
て
い
き
ま
し
た
。

● 

三
芳
町
川
越
い
も
振
興

会
の
発
足

　

平
成
４
年
12
月
に
伝
統
あ
る
ブ
ラ
ン

ド
品
の
紅
赤
を
守
ろ
う
と
い
う
上
富
の

農
家
が
集
ま
り
、
「
三
芳
町
川
越
い
も

振
興
会
」
が
発
足
し
ま
し
た
。
町
の
特

産
品
で
も
あ
る
さ
つ
ま
い
も
の
Ｐ
Ｒ
と

農
業
後
継
者
の
育
成
を
目
指
す
も
の
で

あ
り
ま
す
。

　

最
初
に
取
り
組
ん
だ
の
が
、
ウ
イ
ル

ス
に
感
染
し
な
い
苗
「
ウ
イ
ル
ス
フ
リ

ー
苗
」
の
導
入
で
し
た
。

　

翌
年
に
は
、
出
荷
箱
を
統
一
し
、

「
富
の
川
越
い
も
」
の
名
称
に
、
さ
ら

に
生
産
者
の
名
前
を
書
い
た
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
を
入
れ
る
こ
と
で
ブ
ラ
ン
ド
名
を

消
費
者
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　

こ
の
「
富
の
川
越
い
も
」
は
平
成
14

年
に
商
標
登
録
を
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
平
成
18
年
に
は
、
新
し
い
試

み
で
「
富
の
紅
赤
」
な
る
ブ
ラ
ン
ド
で

紅
赤
を
原
料
と
す
る
い
も
焼
酎
作
り
も

手
掛
け
、
今
年
で
３
年
を
迎
え
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
更
な
る

品
質
の
向
上
を
求
め
て
研
究
し
て
い
く

と
共
に
普
及
す
る
こ
と
を
願
う
と
こ
ろ

で
す
。

●
永
遠
に

　

江
戸
の
人
は
「
川
越
い
も
」
の
こ

と
を
し
ゃ
れ
て
「
十
三
里
」
と
も
呼
び

ま
し
た
。
こ
の
呼
び
名
の
由
来
は
「
栗

（
九
里
）
よ
り
（
四
里
）
う
ま
い
十
三

里
と
い
う
こ
と
で
川
越
か
ら
陸
路
十
三

里
で
江
戸
に
運
ば
れ
た
か
ら
だ
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

三
芳
に
さ
つ
ま
い
も
が
作
付
け
さ
れ

て
か
ら
間
も
な
く
260
年
、
紅
赤
が
発
見

さ
れ
て
か
ら
110
年
を
迎
え
、
歴
史
の
重

さ
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

間
も
な
く
、
三
芳
町
の
特
産
物
で
あ

る
さ
つ
ま
い
も
（
紅
赤
）
の
収
穫
期
と

な
り
ま
す
。
上
富
の
ケ
ヤ
キ
並
木
に
は

「
富
の
川
越
い
も
」
と
染
め
抜
か
れ
た

の
ぼ
り
が
並
ぶ
様
子
は
三
芳
町
の
風
物

詩
で
も
あ
り
ま
す
。

　

ご
家
族
・
お
友
達
で
秋
の
味
覚
を
求

め
て
、
さ
つ
ま
い
も
の
故
郷
を
散
策
し

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

●
紅
赤
は
す
ご
い
！

　

さ
つ
ま
い
も
の
品
種
を
見
る
と
、
ほ

と
ん
ど
全
部
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
、
国

や
県
な
ど
の
試
験
場
で
研
究
さ
れ
た
育

成
品
種
ば
か
り
で
す
。
そ
ん
な
育
成
品

種
で
さ
え
数
十
年
も
長
く
生
き
残
る
品

種
は
、
１
〜
２
品
種
で
す
。
こ
の
よ
う

な
中
で
、
農
家
の
主
婦
が
偶
然
発
見
し

今
だ
に
フ
ァ
ン
を
持
ち
続
け
百
年
以
上

も
生
き
続
け
て
い
る
在
来
品
種
の
紅
赤

の
存
在
は
全
く
貴
重
と
し
か
言
い
様
が

あ
り
ま
せ
ん
。

●
紅
赤
の
特
性

　

形
は
コ
ッ
ペ
パ
ン
形
（
長
紡
錘
形
）

で
整
一
で
あ
る
が
、
大
小
不
整
で
く
ず

い
も
が
出
来
や
す
い
。
美
麗
で
外
観
良

好
。
肉
質
は
黄
色
濃
く
粉
質
。
で
ん
粉

歩
留
は
源
氏
に
次
ぎ
高
い
が
、
い
も
収

量
は
低
く
、
収
量
を
犠
牲
に
し
た
良
質

良
品
で
す
。
施
肥
及
び
気
候
に
対
す
る

適
応
性
が
小
さ
く
、
栽
培
の
難
し
い
品

種
で
す
。
そ
の
適
地
は
、
関
東
洪
積
台

地
で
あ
り
ま
す
。

さ
つ
ま
い
も
の
女
王

「
紅
赤
い
も
」
発
見
か
ら
110
年

　

秋
に
な
る
と
何
故
か
懐
か
し
さ
を
感
じ
る
「
さ
つ
ま
い
も
」
は
、

町
の
特
産
品
で
す
。
そ
の
代
表
的
な
品
種
「
紅
赤
」
（
俗
称
金
時
）

が
発
見
さ
れ
て
、
今
年
で
110
年
を
迎
え
ま
し
た
。

　

さ
つ
ま
い
も
は
、
ふ
か
し
た
り
、
天
ぷ
ら
に
し
た
り
と
調
理
方
法

は
様
々
で
す
が
、
何
と
言
っ
て
も
究
極
は
、
ホ
ク
ホ
ク
感
最
高
の
焼

き
芋
で
し
ょ
う
ね
。
そ
の
「
さ
つ
ま
い
も
」
川
越
い
も
か
ら
富
の
い

も
と
賞
賛
さ
れ
る
ま
で
に
到
っ
た
軌
跡
を
た
ど
っ
て
み
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ　

産
業
振
興
課
（
内
線
213
）
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