
井
草
式
土
器

今
か
ら
数
千
年
の
昔
、

井
草
あ
た
り
に
は
太
古
の

人
々
が
住
ん
で
い
た
。
見

渡
す
限
り
原
野
と
森
林
の

つ
づ
く
武
蔵
野
台
地
を
、

飲
み
水
と
食
べ
物
と
を
追

い
求
め
て
き
た
太
古
の
人

人
に
と
っ
て
、
妙
正
寺
池

の
発
見
は
、
さ
ぞ
や
心
を

と
ら
え
た
も
の
だ
っ
た
ろ

う
。
わ
き
水
に
沿
っ
た
南

向
き
の
斜
面
を
選
ん
で
土

聞
を
掘
り
、
草
で
屋
根
を

ふ
い
て
竪
穴
式
の
住
居
を

造
っ
た
彼
ら
は
、
鳥
獣
あ

る
い
は
野
草
や
木
の
実
を

常
食
と
し
、
表
面
に
縄
目

模
様
の
つ
い
た
土
器
を
こ

し
ら
え
て
、
水
入
れ
に
用

い
た
り
し
た
。
今
川
二
丁

目
の
新
町
遺
跡
か
ら
は
、

縄
文
早
期
の
う
ち
で
も
最

も
古
い
時
代
に
属
す
る
と

考
え
ら
れ
る
土
器
が
発
見

さ
れ
て
お
り
、
井
草
式
土

器
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
。

妙
正
寺
池
や
善
福
寺
池
の

ほ
と
り
か
ら
は
彼
ら
の
住

居
跡
や
縄
文
式
土
器
が
た

く
さ
ん
見
つ
か
っ
て
い
る
。

天
沼
も
彼
ら
の
行
動
半
径

に
は
い
っ
て
い
た
と
み
え
、

わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
石

の
お
の
や
や
じ
り
な
ど
が

出
土
し
た
と
い
う
記
録
が

あ
る
。
本
天
沼
保
育
園
の

付
近
か
ら
は
、
戦
前
か
な

り
の
土
器
片
を
採
集
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
戦
後
も

井
草
の
畑
へ
行
け
ば
、
い

く
ら
で
も
拾
え
た
そ
う
だ
。

上
古
・
中
世
の
天
沼

へ
ん
さ
ん
し
ょ
く
に
ほ
ん

論
議
の
出
ど
こ
ろ
『
日
本
書
紀
』
の
あ
と
を
書
き
継
ぐ
勅
撰
史
書
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
『
続
日
本

ぎ
き
の
ひ
ろ
な

紀
』
の
中
に
、
奈
良
時
代
の
神
護
景
雲
二
(
七
六
八
)
年
、
東
海
道
巡
察
使
の
紀
広
名
が
次
の
よ
う
に
奏
請
し

た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

武
蔵
国
ノ
乗
瀦
・
豊
島
ノ
二
駅
、

中
路
ニ
準
ジ
馬
十
疋
ヲ
置
カ
ン
ト
。

要
す
る
に
、
武
蔵
国
府
議
中
市
)
と
下
総
国
府
(
市
川
市
国
府
台
)
を
結
ぶ
官
道
に
あ
る
乗
瀦
駅
と
豊
島
駅

は
、
東
山
道
と
東
海
道
に
つ
な
が
る
宿
駅
の
た
め
に
公
使
の
送
迎
が
頻
繁
な
の
で
、
常
備
の
馬
を
東
山

道
・
東
海
道
の
駅
並
み
の
十
頭
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
い
う
具
申
で
あ
る
。

武
蔵
国
に
あ
っ
た
二
駅
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
、
古
く
か
ら
学
者
の
間
で
諸
説
あ
っ
て
特
定
さ
れ
る

こ
と
が
な
く
、
し
か
も
、
乗
瀦
は
そ
の
読
み
方
す
ら
定
説
を
み
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
。
江
戸
の
下

か
め
た
ほ
う
さ
い

町
儒
者
亀
田
鵬
斎
(

一七
五二|
一
八
二
六
〉
は
、
月
が
の
ぼ
る
武
蔵
野
に
立
っ
て
次
の
詩
を
得
て
い
る
が
、

と
き
、
彼
が
武
蔵
野
の
ど
こ
を
歩
き
、
乗
簡
を
何
と
読
ん
で
い
た
か
は
定
か
で
な
い
。

荒
原
古
道
細
如
縄
荒
原
の
古
道
細
き
こ
と

た

雲
淡
天
低
草
気
蒸
雲
淡
く
天
低
れ
て

乗
瀦
古
駅
今
何
有
乗
瀦
の
古
駅
今

古
代
「
あ
ま
ぬ
ま
」
駅

山
海
両
路
ヲ
承
ケ
テ
使
命
繁
多
ナ
リ
。
乞
フ
ラ
ク
ハ

ま
ろ
の
ぼ

草
に
曝
び
て
升
る
を

明
治
四
十
(

一さ
さ
年
に

「
あ
ま
ぬ
ま
」
と
読
み
、
杉
並
村
の
天
沼
が
こ
の
地
で
あ
ろ

う
と
し
て
い
る
。
独
力
で
完
成
さ
せ
た
こ
の
辞
典
は
、
斯
界
に
権
威
あ
る
大
著
と
し
て
迎
え
ら
れ
、
そ

あ
ま

の
後
は
吉
田
説
に
触
発
さ
れ
て
、
乗
瀦
と
は
「
剰
り
の
沼
」
の
こ
と
で
、
班
田
制
で
口
分
田
と
し
て
分

「
余
っ
た
(
残
っ
た
)
田
の
あ
る
沼
」
と
い
う
意
味
も
成
り
立
つ
な
ど
、
「
乗
瀦
イ
コ
ー
ル
天
沼
説
」

に
立
脚
し
た
研
究
者
の
発
表
も
盛
ん
に
な
っ
た
。

ま
た
、
乗
踏
を
「
あ
ま
ぬ
ま

」
と
読
む
こ
と
に

は
賛
同
し
て
も
、
そ
の
所
在
地
を
埼
玉
県
の
大
宮

市
天
沼
に
求
め
る
説
も
根
強
く
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
論
争
に
一
応
の
け
り
を
付
け
た
形
に

な
っ
た
の
が
、
戦
後
の
日
本
史
学
の
代
表
的
学
者

と
さ
れ
た
坂
本
太
郎
氏
で
あ
る
。
坂
本
氏
は
著
書

『
日
本
古
代
史
の
基
礎
研
究
』
の
中
で
、
古
書
に

は
乗
を
剰
と
同
じ
意
味
に
用
い
て
「
乗
田
」
を

「
あ
ま
り
の
田
」
と
読
む
例
も
あ
り
、
乗
瀦
は

「
あ
ま
ぬ
ま
」
と
読
ん
で
差
し
支
え
な
い
。
沼
に

上
奏
文
な
の
で
字
画
の
多
い

は
る
み

造
看
孤
輸
相
轍
草
升
遥
か
に
看
る
孤
輪

乗
溜
H

天
沼
説
歴
史
地
理
学
者
の
古
田
東
伍
氏
は
、

書
』
を
世
に
聞
い
、
こ
の
中
で
、
乗
瀦
は

配
し
て

井草式土器

、

(熊谷)ロ 1 
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こ
の

縄
の
如
し

草
気
蒸
す

何
れ
に
か
有
る

『
大
日
本
地
名
辞

一一 7

東海・東山道図

瀦
を
当
て
た
の
は



武
蔵
国
の
創
設

「日
本
書
紀
」
に
よ
る
と

天
武
十
三
年
紀
(
六
八
回
)
に

百
済
か
ら

の
帰
化
人
を
武

蔵
国
に
お
い
た
と
い
う
記

述
が
あ
り
、
こ
こ
に
初
め

て
「
武
蔵
国
」
の
名
が
み

え
る
。
大
化
の
改
新
よ
り

四
O
年
後
で
あ
る
。
武
蔵

国
の
管
下
の
郡
は
実
に

二

一
を
数
え
、
大
国
で
あ
っ

た
。

こ
の
う
ち
、
現
在
の

東
京
都
に
属
す
る
郡
は

、

多
麻
・
荏
原

・

豊
島
の
三

都
と
、
足
立

・
都
筑
両
郡

の

一
部
で
あ
っ

た
。

武
蔵
園
の
公
定
路
線

一
O
世
紀
の
初
め
に
編

集
さ
れ
た
「
延
喜
式
」
の
中

に
全
国
の
駅
名
が
列
挙
さ

れ
て
い
る

。

武
蔵
国
は
店

屋
・
小
高

・

大
井
・

豊
島

の
四
駅
で
、
一
衆
瀦
駅
の
名

は
す
で
に
な
い
。
店
屋
は

町
田
市
の
あ
た
り
、
小
高

は
川
崎
市
小
田
中
、
大
井

は
品
川
区
大
井
町
で
あ
ろ

う
と
諸
説
は
だ
い
た
い

一

致
し
て
き
て
い
る
が
、
た

だ
豊
島
駅
の
推
定
に
つ
い

て
は
、
現
在
に
い
た
る
ま

で
諸
説
紛
h

と
し
て
定
ま

る
と
こ
ろ
が
な
い
。
要
す

る
に
、
こ
の
延
喜
式
の
武

蔵
四
駅
を
、
神
護
景
雲

二

年
の
乗
瀦

・

豊
島
両
駅
に

い
か
に
関
係
づ
け
て
推

定

す
る
か
が
、
諸
説
の
わ
か

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う

。

古
代
道
、
消
滅
の
危
機

東
京
都
国
分

寺
市
で
確

認
さ
れ
た

「東
山
道
武
蔵

路
」
と
み
ら
れ
る
国
内
最

大
級
の
古
代
道
路
遺
構
の

約
六
割
が
、
同
市
や
住
宅

・

都
市
整
備
公
団
な
ど
が

現
地
に
計
画
し
て
い
る

大

規
模
住
宅
団
地
内
の
道
路

字
を
用
い
よ
う
と
し
た
た
め
だ
ろ
う
と
述
べ
た
。

そ
し
て
、
杉
並
区
の
天
沼
は
、
豊
島
駅
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
旧
隅
田
川
西
岸
(

皇
居
付
近
)
と
武
蔵

く

っ
か
け

国
府
の
あ
っ
た
府
中
市
と
の
ち
ょ
う
ど
中
間
地
点
に
位
置
し

、

天
沼
の
北
隣
に
は
沓
掛
(
人
馬
の
沓
を
掛
け

て
置
く

店
の
き
と
神
戸
(
郡
司
の
出
先
役
所
の
き

と
い
う
所
が
あ
っ
て
、
と
も
に
古
代
駅
跡
に
関
係
の
深
い
地

ふ
え
ん

名
で
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
も

、

乗
瀦
駅
は
天
沼
に
ち
が
い
な
か
ろ
う
と

、

吉
田
氏
の
天
沼
説
を
敷
街
し

た
。
こ
こ
に
い
う
沓
掛

・

神
戸
は
ど
ち
ら
も
旧
下
井
草
村
の
古
い
小
名
で
あ
る
。

坂
本
氏
の
著
書
が
世
に
出
る
と
「
乗
瀦
H

天
沼
説
」
は
い
っ
そ
う
現
実
味
を
帯
び
、
新
聞
の
天
沼
に

関
す
る
町
の
紹
介
記
事
な
ど
に
も
、
「
天
沼
」
が
奈
良
時
代
か
ら
つ
づ
く
古
い
地
名
で
あ
る
こ
と
を
既

定
事
実
と
す
る
扱
い
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

疑
問
や
異
論

天
沼
が
都
内
で
も
有
数
の
伝
統
を
も
っ
土
地
柄
で
あ
る
こ
と
は
、
郷

土
の
誇
り
で
あ

り
、
ぜ
ひ
そ
う
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
願
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い

。

し
か
し
な
が
ら
、
も
し
も
本
当
に
古
代

の
駅
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
当
然
何
ら
か
の
形
で
発
見
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
駅
跡
の
遺
構
な

り
遺
物
な
り
が
、
天
沼
の
町
か
ら
何

一
つ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
も
、
厳
然
た
る
事
実
で
あ

る
。

そ
れ
を
ほ
の
め
か
す
伝
承
す
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
全
く
聞
く
こ
と
が
な
い
。

『
杉
並
風
土
記
』
の
労
作
で
知
ら
れ
る
郷
土
史
家
の
森
泰
樹
氏
は
こ
の
事
実
を
踏
ま
え
て
、
地
勢

、

古
道
、
伝
承
、
出
土
品
な
ど
の
面
か
ら
調
査
し
た
結
果

、

天
沼
説
は
物
的
証
拠
を
伴
わ
な
い
地
名
だ
け

の
机
上
の
推
論
に
す
ぎ
な
い
、
と
両
氏
の
説
を
否
定
し
、
乗
瀦
は
「
の
り
ぬ
ま
」
と
読
み
、
そ
れ
が
な

「
ね
り
ま
」
と
な
っ
た
と

し
て
、
練
馬
説
を

主
張
し
て
お
ら
れ
る
。
な
お
、
そ
の
後
の
路
線
の

一一- 8 一一一

ま
っ
て

変
更
で
駅
は
間
も
な
く
廃
絶
さ
れ
、
乗
瀦
の
地
名
が
再
び
文
献
に
登
場
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た

。

ω

天
沼
と
い
う
地
名

子
ど
も
の
想
像

社
会
科
と
い
う
戦
後
生
ま
れ
の
教
科
が
始
ま

っ
て
ま
だ
聞
の
な
い
、
昭
和

二
十
六

(一九
五一)
年
の
ガ
リ
版
刷
り
学
級
文
集
に
、
杉
五
の

三
年
生
の
こ
ん
な
詩
が
載
っ
て
い
る

。

と「そぬむどぼ
言 これまか う く
っこでがししたあ
ては 、で 、てちま
、

だき天「のぬ
きあれたかあ町ま
めまか らまの
たぬが 雨ぬ名
のま カミまは
ヵ、 Iこ ざ 」

、

なし んな 品
よ ざん 橋
う かだ 巨Eヨヨ
」一一 ふろ 久

つ う
て

。

、

「
わ
た
し
た
ち
の
町
」
の
学
習
で
こ
の
子
が
思

い
つ
い
た
よ
う
に
、
「
天
沼
」
の
地
名
は
、
雨
水
が

の
意
味
を
持
つ
と
さ
れ

た
ま
っ
て
で
き
た
沼
地
、

て
い
る

。
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か
つ
て
、
天
沼
八
幡
の
西
方
一

0
0
メ
ー
ト
ル

の
地
点
に
、
太
古
か
ら
こ
ん
こ
ん
と
わ
き
出
る
水

が
つ
く
っ

た
一
0
ア
ー
ル
ほ
ど
の
池
が
あ
っ
た
。

ほ
こ
ら

江
戸
時
代
に
は
、
弁
財
天
の
桐
に
ち
な
む

「
弁天

池
」
の
名
で
近
隣
に
親
し
ま
れ
た
。
池
か
ら
流
れ

出
た
川
は
、
天
沼
は
も
と
よ
り
阿
佐
ヶ
谷
、
馬
橋
、

高
円
寺
の
村
々
を
経
て
中
野
村
ま
で

、

下
流
域
の

稲
田
を
潤
す
大
切
な
水
源
だ
っ
た
。
谷

戸
川
と
呼
ば
れ
た
そ
の
川
は
、

八
代
将
軍
吉
宗
の
奨
励
で
中
野

に
で
き
た
桃
の
名
所
の
ほ
と
り
を
流
れ
る
こ
と
か
ら
「
桃
園
川
」
と
名
付
け
ら
れ
、
末
は
善
福
寺
川
と

合
流
し
て
神
田
川
に
注
い
だ
。
高
円
寺
辺
で
は
、
す
み
つ
い
た
カ
ワ
ウ
ソ
の
お
び
た
だ
し
い
巣
穴
で
土

手
が
決
壊
し
、
し
ば
し
ば
漏
水
騒
ぎ
を
起
こ
し
た
と
い
う
。



造
成
に
よ
っ
て
、
消
滅
の

危
機
に
直
面
し
て
い
る
。

都
教
委
や
考
古
学
関
係
者

ら
は
「
貴
重
な
遺
構
を
全

面
保
存
し
て
」
と
、
計
画

の
変
更
を
求
め
て
い
る
が
、

事
業
者
側
は
予
定
通
り
道

路
造
成
を
行
う
考
え
で
、

こ
の
ま
ま
計
画
が
進
め
ら

れ
れ
ば
、
千
数
百
年
前
の

貴
重
な
古
代
道
が
現
代
の

車
道
に
と
っ

て
代
わ
ら
れ

る
と
い
う
皮
肉
な
結
果
と

な
る
。

武
蔵
路
は
、
畿
内
か
ら

東
北
地
方
ま
で
延
び
て
い

た
律
令
時
代
の
幹
線
道
路

・
東
山
道
の
支
線
。
昨
年

秋
、
そ
の
一
部
で
幅
約
十

一
一メ
ー
ト
ル
の
直
線
道
路

が
約
百
三
十
メ
ー

ト
ル
に

わ
た
り
、
両
側
の
側
溝
な

ど
と
と
も
に
ほ
ぼ
完
全
な

形
で
見
つ
か
っ
た

。

と
こ
ろ
が
現
地
で
は
、

同
市
や
住
都
公
固
な
ど
が

住
宅
団
地
や
公
園
な
ど
計

約
三
十
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
の

開
発
を
計
画

。

都
教
委
と

発
掘
に
あ
た

っ

た
西
国
分

寺
地
区
遺
跡
調
査
団
は
今

月
十
七
日
、
「
こ
れ
だ
け

一
挙
に
出
土
し
た
の
は
全

国
で
も
類
を
見
な
い
」
と

し
て
、
事
業
者
側
に
全
面

保
存
を
要
望
し
た
。

し
か
し
、
事
業
者
側
は

「今
さ
ら
簡
単
に
変
更
は

で
き
な
い

」
と
、
計
画
変

更
に
よ
る
全
面
保
存
は
拒

否
。
古
代
道
に
巻
き
つ
く

よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る

幅
十
二
メ
ー

ト
ル
、
長
さ

約
三
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の

車
道
に
重
な
ら
な
い
部
分

だ
け
を
埋
め
戻
し
、
保
存

す
る
案
を
示
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
案
で

も
遺
構
の
約
六
割
が
壊
さ

れ
、
両
側
の
側
溝
を
完
全

池
の
周
辺
は
も
と
も
と
地
下
水
位
が
浅

く
、
長
雨
が
つ
づ
く
と
池
が
あ
ふ
れ
で
容
易

に
水
が
引
か
な
く
て
、
雨
が
あ
が
っ
た
あ
と

も
一
面
の
沼
に
な
っ
た
。
天
沼
の
地
に
足
を

踏
み
入
れ
て
農
耕
を
始
め
た
先
人
た
ち
は
、

こ
の
池
に
自
然
へ
の
畏
怖
を
覚
え
る
と
と
も

に
、
農
事
の
恵
み
を
も
た
ら
す
感
謝
を
こ
め

て
、
池
の
み
な
ら
ず
、
い
つ
し
か
付
近
一
帯

かつて弁天池のほとりにあった詞

を
「
雨
沼
」
と
呼
び
な
ら
わ
し
て
い
っ
た
と

町
の
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。

思
わ
れ
る
。
そ
の
時
期
は
、
乗
瀦
が
天
沼
で
あ
る
な
ら
当
然
奈
良
時
代
以
前
だ
が
、

や
は
り
鎌
倉
か
室

一一一 10 一一一

古
文
書
に
の
名
称
を
見
る
の
は
江
戸
時
代
が
最
初
だ
が
、
そ
の
以
前
か
ら
こ
の
地
に
住
ん

だ
農
民
た
ち
は
、
す
で
に
定
着
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
「
あ
め
ぬ
ま

G

あ
ま
ぬ
ま
」
の
呼
び
名
を
公
の
村

の
名
に
定
め
、
雨
を
同
訓
の
天
に
改
め
て
「
天
沼
」
と
し
た
も
の
と
想
像
で
き
る
。

時
代
は
や
が
て
、
近
世
か
ら
近
代
へ
と
目
ま
ぐ
る
し
く
移
る
。
し
か
し
、
農
村
の
生
命
線
と
も
い
う

べ
き
潅
瓶
用
水
と
し
て
の
弁
天
池
や
桃
園

川
の
営
み
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

地
図
か
ら
消
え
た
池
と
川
関
東
大
震
災
後
、
桃
園
川
の
流
域
は
交
通
の
便
利
さ
も
あ
っ
て
都
心
か

ら
移
り
住
む
人
々
の
宅
地
化
が
進
み
、
そ
れ
に
つ
れ
て

川
も
池
も
有
史
以
来
の
役
割
を
終
え
た

。

「
天
沼
」

の
ど
か
な
田
園
の
終
鳶
と
同
時
に
、
新
興
住
宅
の
排
水
が
流
れ
こ
む
桃
園
川
は
、

無
残
に
汚
染
す
る
。
け
れ
ど
も
、
弁
天
池
の
ほ
う
は
そ
の
後
も
う
っ
そ
う
と
し
た
木
立
に
つ
つ
ま
れ
、

常
に
満
々
と
清
ら
か
な
水
を
た
た
え
て
、
大
き
な
コ
イ
の
群
れ
を
養
い
つ
づ
け
た
。
戦
後
に
な
っ
て
も

付
近
は
昼
な
お
薄
暗
く
、
家
の
人
か
ら
弁
天
池
に
近
づ
く

こ
と
を
厳
し
く
と
め
ら
れ
て
い
た
杉
五
や
若
杉
の
女
の
子

は
多
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
池
は
昭
和

三
十
(

一九
五
五
)
年
ご
ろ
か
ら
急
速

つ
い
に
は
干
上
が
っ
て
荒
れ
は
て
た
草
む
ら

に
枯
渇
し
、

の
ま
ま
、
と
う
と
う
昭
和
五
十
一
(

一九
七六)
年
に
埋
め
立
て

ら
れ
る
。
さ
な
が
ら
生
活
汚
水
路
と
化
し
て
い
た
桃
園
川

ふ
た

も
程
な
く
蓋
を
さ
れ
て
暗
渠
に
な
り
、
上
が
遊
歩
道
と
姿

を
変
え
て
、
地
名
発
祥
の
由
来
を
も
っ
池
と
川
の
名
は
、

ひ
っ
そ
り
と
天
沼
の
地
図
か
ら
消
え
て
し
ま

っ

た
。

な
お
、
清
水
三
丁
目
に
あ
る
妙
正
寺
池
も
昔
か
ら
よ
く

「
雨
沼
」
と
呼
ば
れ
た
の
は
こ
の
池
だ
と

あ
ふ
れ
た
の
で
、

い
う
説
も
あ
る

。

し
か
し
な
が
ら
、
妙
正
寺
池
は
天
沼
と

隣
接
す
る
旧
下
井
草
村
に
属
し
て
お
り
、

し
か
も
、
池
よ

り
も
は
る
か
高
台
に
あ
た
る
天
沼
の
地
名
起
源
を
妙
正
寺

た
ち
ま
ち
見
る
も

近代的な公園に生まれ変わった妙正寺池
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に
備
え
た
形
で
保
存
で
き

る
部
分
は
ほ
と
ん
ど
な
く

な
る
。
(
後
略
)

平
成
八
年

一
月
二
十
五
日

読
売
新
聞
の
記
事
か
ら

中
世
の
杉
並
区

平
安
朝
の
末
期
、
下
総

国
猿
島
を
拠
点
と
し
て
反

乱
を
起
こ
し
た
平
将
門
は
、

一
時
は
関
八
州
を
制
圧
す

る
勢
い
だ
っ
た
が
、
こ
の

こ
ろ
の
武
蔵
国
は
、
国
府

で
あ
る
府
中
を
除
い
て
は

ま
だ
ど
こ
も
太
古
の
ま
ま

の
草
深
い
地
で
、
現
在
の

杉
並
の
区
域
も
史
実
の
世

界
に
は
登
場
せ
ず
、
む
し

ろ
伝
説
の
な
か
に
生
き
て

い
た
と
い
え
よ
う
。

天
慶
三
(
九
回O
)年
に
将

門
が
討
た
れ
て
、
そ
の
征

伐
に
勲
功
の
あ
っ
た
源
経

基
が
武
蔵
守
に
任
ぜ
ら
れ

た
。
経
基
の
四
代
目
の
孫

で
あ
る
源
頼
義
は
、
安
部

氏
平
定
の
た
め
奥
州
へ
向

か
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
前
九

年
の
役
で
あ
る
。
そ
の
途

中
、
阿
佐
ヶ
谷
に
軍
勢
を

休
息
さ
せ
た
と
き
、
雲
が

八
つ
に
分
か
れ
て
あ
た
か

も
源
氏
の
旗
印
の
白
幡
が

な
び
く
よ
う
で
あ
っ
た
の

で
、
こ
れ
ぞ
八
幡
大
神
の

加
護
、
戦
勝
疑
い
な
し
と

大
い
に
喜
び

、

凱
旋
の
暁

は
神
社
を
造
営
す
る
こ
と

を
神
明
に
誓
っ
た
。
こ
う

し
て
創
建
さ
れ
た
の
が
、

現
在
の
大
宮
八
幡
宮
で
あ

る
と

一一
日
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、

ご
一O
年
の
後
、

頼
義
の
子
義
家
は
、
後

一二

年
の
役
で
清
原
氏
一
族
を

奥
州
に
平
定
し
て
の
帰
り

道
、
大
宮
八
幡
宮
に
参
詣

し
て
社
殿
を
修
造
し
、
社

の
か
た
わ
ら
に
別
当
で
あ

る
宝
仙
寺
を
創
建
し
た
と

池
に
求
め
る
の
は
、

ω

中
世
の
天
沼
を
し
の
ば
せ
る
も
の

天
沼
の
か
ま
く
ら
道
わ
れ
わ
れ
は
と
か
く
、

い
さ
さ
か
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

え
が
ち
だ
が

そ
れ
は
江
戸
開
幕
以
降
の
こ
と
。

天
沼
を
通
る
主
要
道
路
は
東
西
の
向
き
に
走
る
と
考

中
世
ま
で
は
む
し
ろ
南
北
に
通
じ
る
の
が
、

天
沼
が

外
か
ら
聞
か
れ
て
い
た
道
で
あ
っ
た
。

天
沼
に
「
か
ま
く
ら
道
」
と
呼
ば
れ
た
古
い
道
が
あ
る
。
成
田
西
四
丁
目
方
面
か
ら
文
化
女
子
大
付

属
高
校
の
前
を
通
っ
て
天
沼
一
丁
目
と
阿
佐
ヶ
谷
北
二
・
三
丁
目
の
聞
を
北
進
し
、
日
大
二
高
の
東
側

い
ち
ょ
ろ
い
一
な
り

を
本
天
沼
一
・
二
丁
目
の
境
界
沿
い
に
下
井
草
二
丁
目
の
銀
杏
稲
荷
の
方
へ
と
た
ど
る
。
こ
れ
は
武
蔵

国
府
と
下
総
国
府
を
結
ぶ
官
道
か
ら
細
か
く
枝
分
か
れ
し
た
道
の

一
つ
に
あ
た
る
い
わ
ゆ
る
「
い
く
さ

道
」
で
、
「
い
ざ
鎌
倉
」
に
際
し
て
豊
島
氏
の
武
将
た
ち
が
石
神
井
城
か
ら
即
せ
参
じ
る
た
め
の
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
か
ま
く
ら
道
は
、
杉
並
に
も
ほ
か
に
阿
佐
ヶ
谷
な
ど
何
か
所
か
あ
る
。

鎌
倉
時
代
中
期
の
女
流
日
記
『
聞
は
ず
が
た
り
』
の
作
者
二
条
は
、
出
家
後
の
正
応
三
(

一ニ九O
)年
秋

に
武
蔵
国
の
府
中
か
ら
浅
草
観
音
に
参
詣
す
る
途
中
の
風
景
を
次
の
よ
う
に
つ
づ
っ
て
い
る
。

は
ぎ
お
み
な
え
し
お
ぎ
す
す
き

野
の
中
は
る
ば
る
と
分
け
行
く
に
、
萩
・
女
郎
花
・
荻
-
t
よ
り
ほ
か
は
又
ま
じ
る
も
の
も
な
く
、
こ
れ
が
高

さ
は
馬
に
乗
り
た
る
男
の
見
え
ぬ
程
な
れ
ば
推
し
量
る
ベ
し
。
三
日
に
や
、
分
け
行
け
ど
も
尽
き
も
せ
ず
、
ち
と

わ
き傍

へ
行
く
道
に
こ
そ
宿
な
ど
も
あ
れ
、
は
る
ば
る
一
通
り
は
来
し
方
ゆ
く
末
野
原
な
り
。

一一
一
日
か
か
っ
て
も
ま
だ
果
て
し
な
く
続
く

12 

丈
高
い
草
々
の
生
い
茂
る
武
蔵
野
。
官
道
で
さ
え
こ
の

か
ま
く
ら
道
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
た
だ
細
々
と
草
が
踏
み
か
た
め
ら
れ
て
い
る
に

あ
り
さ
ま
だ
か
ら

す
ぎ
ず
、
当
時
の
天
沼
も
ま
た
、

う

こ
の
よ
う
な
荒
涼
と
し
た
風
景
の
中
に
埋
も
れ
て
在
っ
た
の
で
あ
ろ

街
道
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
規
模
が
小
さ
く
、

こ
で
は
「
か
ま
く
ら
道
」
と
表
記
し
て
お
く
。

熊
野
神
社
の
社
伝
八
幡
太
郎
義
家
か
ら
数
え
て

十
世
の
孫
に
あ
た
る
南
北
朝
の
武
将
新
田
義
貞
は
、

こ
う
ず
け

一
五
弘三
(
一一
二
一
ニ
一
ニ
)
年
に
上
野
国
(
群
馬
県
)
か
ら
兵
を
起
こ

し
、
武
蔵
国
の
入
間
川
・
小
手
指
原
(
埼
玉
県
)
で
北
条

泰
家
の
軍
勢
と
戦
っ
た
。
義
貞
勢
に
は
、
頼
朝
の
旗

揚
げ
以
来
源
氏
に
縁
故
の
深
か
っ
た
江
戸
氏
や
豊
島

氏
ら
の
武
蔵
武
士
が
加
わ
っ
て
土
気
大
い
に
奮
い
、

つ
づ
く
分
倍
河
原
の
合
戦
(
府
中
市
)
で
も
大
勝
を
得

た
。
余
勢
を
駆
っ
て
一
気
に
鎌
倉
へ
攻
め
こ
ん
で
北

条
高
時
を
白
刃
に
追
い
こ
み
、
幕
府
は
滅
亡
し
た
の

ま
た
、
鎌
倉
に
向
か
う
枝
道
に
す
ぎ
な
い
の
で

で
あ
る
。

熊
野
神
社
の
社
伝
に
よ
る
と
、
新
田
義
貞
は
鎌
倉

攻
め
の
途
中
、
天
沼
に
宿
営
し
て
社
般
を
修
め
、
二

株
の
杉
苗
を
献
植
後
、
戦
勝
を
祈
願
し
て
出
陣
し
た

、，

、ー

平成 7 年に造営されたばかりの現在の熊野神社全景
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伝
え
ら
れ
て
い
る
。

義
家
の
曲
目
孫
で
あ
る
義

朝
が
平
治

の
乱
で
平
清
盛

に
殺
さ
れ
、
そ
の
子
頼
朝

は
伊
豆
に
流
さ
れ
て
、
平

家
の
栄
撃
が
つ
づ
い
た
。

治
承
四
(
二
八口)
年
、
伊

豆
で
挙
兵
し
た
頼
朝
に
迫

っ

た
平
家
方
の
軍
勢
の
な

か
に
、
江
戸
重
長

・

豊
島

清
光
ら
武
蔵
の
豪
族
が
い

た
。
石
橋
山
の
戦
い
に
完

敗
し
て
真
鶴
岬
か
ら
海
路

で
安
房
に
逃
れ
た
頼
朝
は

、

陣
容
を
た
て
直
し
て
上
総

か
ら
武
蔵
国
に
は
い
ろ
う

と
し
た
が
、
江
戸
重
長
の

軍
に
は
ば
ま
れ
て
隅
田
川

を
渡
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ

た
。
間
も
な
く
和
陵
が

な
り
た
ち
、
頼
朝
軍
は
江

戸
重
長

・

豊
島
清
光
ら

を

従
え
て
武
蔵
野
の
原
中
を

進
ん
だ
。
途
中
、
大
宮
八

幡
宮
に
立
ち
寄
り
、
府
中

を
通
っ
て
鎌
倉
に
は
い

っ

た
と
さ
れ
て
い
る

。

鎌
倉

(
小
学
唱
歌
)

七
里
が
演
の
磯
傍
ひ
、

稲
村
が
崎
、
名
将
の

剣
役
、
せ
し
古
戦
場
。

極
集
寺
坂
越
え
行
け
ば
、

長
谷
観
音
の
堂
近
く
、

露
坐
の
大
併
お
は
し
ま
す
。

由
比
の
演
ベ
を
右
に
見
て

雪
の
下
道
過
ぎ
行
け
ば

、

八
幡
宮
の
御
や
し
ろ
。

と
あ
る

。
天
沼
宿
陣
が
事
実
と
す
れ
ば
、

軍
勢
は
当
然
か
ま
く
ら
道
を
通
っ
て

移
動

し
た
の
だ
ろ
う
。
義
貞
の
手
植
え
と
さ
れ

る

こ
本
の
杉
は

、

幹
周
り
が
三
か
か
え
ほ

ど
の
大
木
と
な

っ

て
知
ら
れ
た
が
、
戦
争

~
末
期
に
枯
れ
て
伐
採
さ
れ
、
現
在
は
切
り

(
株
が
残
さ
れ
て
い
る

。

同
社
伝
に
は
、
室
町
時
代
の
応
永

二
(一
一
ニ
九五〉
年
に
朝

倉
三
河
守
義
景
と
い

う
武
将
が
天
沼
に
帰
農
し
た
際
、

社
殿
を
修
復
し
て
十
二
所
権
現
社
と
改
め
、
天
沼
の
鎮

守
社
と
し
て
人
々
の
信
仰
を
集
め
る
よ
う
に
な

っ
た
と

記
さ
れ
て

い
る

。
武
将
の
経
歴
は
不
明
だ
が
、
や
は

り
、
か
ま
く
ら
道
を
た
ど
っ
て
天
沼
ま
で
来
た
に
ち
が

い
な
い

。
天
沼

に
多
い
浅
倉
姓
は
こ
の
武
将
の
後
葡
と

い
わ
れ
て
い
る

。

昭和 18年ごろの熊野神社 (新田義貞手植えの大杉)
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ふ
と
島
ら
た
ま
の
お
お
か
み
ほ
こ
ら

社
殿
の
左
手
奥
に
あ
る
太
現
尊
大
神
の
洞
に
安
置
さ
れ
る
板
碑
(
石
板
団
側
×
幻
想
に

は
、
正
応
四
三
一
一

九
一)
年
二
月
の
銘
が
刻
ま
れ
て
い
る

。

板
碑
と
は
中
世
の
石
塔
婆
の

一
種
で
、
多
く
は
死
者
の
追

善
供

養
の
た
め
の
も
の
だ
が
、
こ
の
板
碑
は
杉
並
で
最
古
の
銘
だ
そ
う
で
あ
る
。

本
天
沼
二
丁
目
の
天
沼
山
蓮
華
寺
は
、
年
代
不
詳
な
が
ら
室

し
ん
ち
ょ
う
お
し
よ
う

町
時
代
に
真
長

和
尚
に
よ
っ
て
開
山
創
建
さ
れ
た
と
伝
え
ら

れ
、
最
も
古
い
檀
家
の
戒
名
は
正
長
年
間
(

一
堅一八|
二九
)
に
授
与

さ
れ
て
い
る

。

ま
た
、
伝
承
に
よ
れ
ば
、
熊
野
神
社
の
境
外
末
社
で
あ
っ
た

天
沼
八
幡
の
創
建
は
、
戦
国
時
代
の
天
正
年
間
(

一毛
一一
下
空一)
で

少
な
く
と

も

室
町

時
代
に
は
、
天
沼
に
人
々
の
確
か
な
生
活
が
あ
っ
た
と
考
え
て

あ
っ
た
と
い
う
。

こ
う
し
て
み
て

く
る

と
、

よ
さ
そ
う
で
あ
る

。

ω

中
世
の
天
沼
周
辺

遅
野
井
伝
説

今
川
二
丁
目
に
あ
る
観
泉
寺
の
伝
え
に
よ
る

と
、
文
治
五
(
二
八九
)
年
、
鎌倉
か
ら
大
軍
を
率
い
て
奥
州
の
藤

原
氏
と
弟
義
経
を
討
ち
に
行
く
途
中

、

善
福
寺
池
の
ほ
と
り
で

宿
営
し
た
源
頼
朝
が
、
干
ば
つ
の
た
め
将
兵
の
飲
み
水
に
困

は
ず

り
、
自
ら
弓
の
筈
で
地
を
掘
っ
た
と
こ
ろ
や
っ
と
水
が
わ
い

た
。
水
の
出
る
の

が
遅
か
っ
た
の
で
思
わ
ず
「
遅
い
の
う
。
」
と

つ
ぶ
や
い
た
こ
と
か
ら

こ
の
地
を
遅
野
井
と
名
づ
け

た
と
あ

る

。
遅
野
井
村
は
井
草
村
の
古
名
で
は
あ
る
が

善
福
寺
池
の

j喬守と水をたたえている善福寺 (上池)
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登
る
や
石
の
き
ざ
は
し
の
、

左
に
高
き
大
い
ち
ゃ
う
、

聞
は
ば
や
遠
き
世
々
の
跡
。

若
宮
堂
の
舞
の
袖
、

し
づ
の
を
だ
ま
き
く
り
返
し
、

か
へ
し
し
人
を
し
の
び
つ
つ
。

悲つ鎌
憤き倉
のせ宵
涙ぬに
わ親みま
き 王ゃう
ぬので
ベ御すて
し恨2は

歴
史
は
長
し
七
百
年
、

興
亡
す
べ
て
夢
に
似
て
、

英
雄
墓
は
こ
け
む
し
ぬ
。

建
長
、
園
費
古
寺
の
、

山
円
高
き
松
風
に
、

土
日
の
音
や
こ
も
る
ら
ん

太
田
道
濯

道
濯
は
兵
学
に
通
じ
る

と
と
も
に

学
芸
に
秀
で
、

五
山
の
学
僧
や
文
人
と
の

親
交
が
深
か
っ
た
。
江
戸

時
代
に
湯
浅
常
山
が
書
い

た
『
常
山
紀
談
』
の
次
の

話
が
よ
く
知
ら
れ
る
。も

ち
す
け

太
田
左
衛
門
大
夫
持
資

は
上
杉
宣
政
の
臣
な
り
。

鷹
狩
に
出
で
て
雨
に
あ
ひ
、

あ
る
小
屋
に
入
り
て
蓑
を

借
ら
ん
と
い
ふ
に
、
若
き

女
の
何
と
も
も
の
を
言
は

ず
し
て
、
山
吹
の
花
一
枝

折
り
て
出
だ
し
け
れ
ば
、

花
を
求
む
る
に
あ
ら
ず
と

て
怒
り
て
帰
り
し
に
、
こ

れ
を
聞
き
し
人
の
、
「
そ

れ
は
、

七
重
八
重
花
は
咲
け
ど

も
山
吹
の
み
の
ひ
と
つ

だ
に
な
き
ぞ
悲
し
き

と
い
ふ
古
歌
の
心
な
る
べ

し
」
と
言
ふ
。
持
資
驚
き

て
、
そ
れ
よ
り
歌
に
志
を

寄
せ
け
り
。

や
は
り
伝
説
の
域
を
出
な
い
話
で
あ
ろ
う
。

こ
の
時
代
、
天
沼
の
近
隣
で
早
く
か
ら
聞
け
て
い
た
こ
と
を
記
録
に
残
す
の
は
阿

佐
ヶ
谷
で
あ
る
。
紀
伊
国
(
和
歌
山
県
)
熊
野
に
あ
る
那
智
神
社
の
神
職
が
、
応
永
二
十
七
(

一四
二O
)年
に
江

戸
氏
の
流
れ
を
く
む
豪
族
の
名
を
列
記
し
た
文
書
の
中
に
「
あ
さ
か
や
と
の
」
と
あ
り
、
「
あ
さ
か
や
」

を
名
乗
る
武
将
が
阿
佐
ヶ
谷
に
館
を
構
え
て
、
か
ま
く
ら
道
を
守
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
江

戸
氏
は
豊
島
氏
と
並
ぶ
勢
力
を
も
っ
武
蔵
武
士
の
棟
梁
で
、
熊
野
信
仰
に
あ
つ
か
っ
た
。
居
館
が
阿

佐
ヶ
谷
の
ど
こ
に
あ
っ
た
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
あ
さ
か
や
氏
は
棟
梁
の
命
令
一
下
、
館
の
近
く
で

農
耕
を
し
な
が
ら
住
み
つ
い
て
い
る

一
族
郎
党
を
引
き
連
れ
て
、
戦
場
に
赴
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

お
お
ぎ
が
や
っ
や
ま
の
う
ち

荻
窪
八
幡
の
道
濯
横
室
町
時
代
の
関
東
は
、
関
東
管
領
の
上
杉
氏
が
一
扇
谷
上
杉
と
山
内
上
杉

の

二
家
に
分
か
れ
て
争
い
、
武
蔵
武
士
の
棟
梁
た
ち
も
両
派
に
分
か
れ
て
せ
め
ぎ
合
っ
た
。
文
明
九
(
一

四
七
七
)
年
、
太
田
道
穫
は
扇
谷
上
杉
家
の
執
事
と
し
て
、
山
内
上
杉
家
と
結
ん
だ
豊
島
泰
経
の
軍
と
江
古

田
・
沼
袋
原
で
戦
っ
て
勝
ち
、
次
い
で
石
神
井
城
を
攻
め
落
と
し
た
。

上
井
草
に
道
濯
山
・
道
濯
橋
と

名
付
け
ら
れ
た
所
が
あ
る
の
は
、
石
神
井
城
攻
略
の
と
き
に
井
草
を
通
過
し
、
後
に
道
濯
が
こ
の
付
近

の
領
主
に
な
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
荻
窪
八
幡
神
社
の
社
頭
に
茂
る
棋
の
大
木
は
、
勝
利
祈
願
に
訪

れ
た
道
濯
が
植
え
た
も
の
と
い
わ
れ
、
道
濯
棋
と
し
て
天
然
記
念
物
に
な
っ
て
い
る
。

あ
さ
か
い
二
郎
先
の
那
智
神
社
に
残
る
文
書
に
は
、
天
文
十
七
(

一五
四
八
)
年
に
書
か
れ
た
豊
島
氏
の

武
将
の
名
簿
が
あ
り
、
そ
こ
に

「あ
さ
か
い
二
郎
」
の
名
が
出
て
く
る
。
こ
の
記
載
か
ら
、
当
時
の
阿

佐
ヶ
谷
は
石
神
井
落
城
後
の
衰
微
し
た
豊
島
氏
が
領
有
し
、
「
あ
さ
か
い
二
郎
」
が
守
っ
て
い
た
と
分

水
が
か
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、

あ
さ
か
や
殿
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ま
た
、
あ
さ
か
い
二
郎
が

ら
豊
島
氏
に
鞍
替
え
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

江
戸
城
普
請
役
道
潅
の
死
後
、
上
杉
氏
の
力
は
衰
え
、
戦
国
の
不
安
定
な
情
勢
の
中
で
、
武
蔵
国

は
小
田
原
の
北
条
氏
の
勢
力
圏
内
と
な
っ
た
。
主
を
失
っ
た
阿
佐
ヶ
谷
の
農
民
ら
が
江
戸
城
の
塀
の
普

請
役
を
命
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
天
正
四
(

一五
七
六
)
年
の
北
条
氏
印
判
状
に
見
え
て
い
る
。

中
野
郷
当
時
、
中
野
は
す
で
に
か
な
り
田
畑
が
聞
け
て
お
り
、
阿
佐
ヶ
谷
・
上
荻
窪
・
下
荻
窪
・

堀
之
内
・
和
泉
・
永
福
寺
は
そ
れ
ぞ
れ
中
野
郷
の
一
集
落
を
な
し
て
い
た
よ
う
で
、
天
正

十
二
(
一
豆
八
四
)

年
の
阿
佐
ヶ
谷
の
人
家
は

一二
二
戸
で
あ
っ
た
と
い
う
。
天
沼
に
つ
い
て
の
記
録
は
な
い
が
、
阿
佐
ヶ
谷

と
比
べ
て
著
し
く
開
発
が
後
れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。

古
い
過
去
帳
代
々
、
天
沼
の
本
村
に
住
ん
で
こ
ら
れ
た
森
田
弥
一
さ
ん
(
杉
五
第

一
期
)
の
お
話
に
よ

る
と
、
森
田
家
に
残
る
過
去
帳
の
最
も

古
い
も
の
は
、
朝
鮮
で
加
藤
清
正
が
ト

ラ
退
治
を
し
た
慶
長
三
(
一
五
九
八
)
年
に
さ

か
る
。

「
あ
さ
か
や
と
の
」
の
子
孫
と
す
れ
ば

一
族
は
途
中
で
江
戸
氏
か

17 

か
の
ぼ
る
そ
う
で
あ
る
。
森
田
さ
ん
は

荻窪八幡の道濯横(天然記念物)

ご
先
祖
を
、
野
武
土
の
よ
う
な
生
活
を

し
な
が
ら
農
耕
も
し
て
、
い
つ
し
か
天

沼
に
住
み
つ
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か

と
推
測
し
て
お
ら
れ
る
。
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