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《
修
士
論
文
要
旨
》

江
戸
時
代
の
東
海
道
に
お
け
る
旅
と

一
里
塚
の
史
的
研
究

*

村

田

道

代

江
戸
時
代
に
行
わ
れ
た
街
道
整
備
に
お
い
て
設
置
さ
れ
た
も
の
の
な
か
に

コ

里
塚
」
が
あ
る
。

一
里
塚
と
は
そ
の
名

か
ら
も
連
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
街
道
に
お

い
て
あ
る
基
点
か
ら

一
里
ご
と
に
築
か
れ
た
塚
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
主
要

街
道
に
お
け
る
そ
の
基
点
は
江
戸
の
日
本
橋
で
あ
る
。

一
里
塚
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
こ
の
制
度
の
起
源
が
中
国
に
あ
る
と
の
見
解
が

な
さ
れ
て
お
り
、
黒
板
勝
美
氏
は
主
要
街
道
以
外
に
も

一
里
塚
が
築
か
れ
て
い
た

こ
と
に
注
目
し
、
そ
の
例
と
し
て
奈
良
県
に
存
在
す
る

一
里
塚
を
取
り
上
げ
、

一

里
塚
の
前
身
が
高
野
山

の
町
石
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

一
里
塚
に
関
す
る

研
究
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
主
と
し
て
交
通
史
の
中
で
行
わ
れ

て
き
て
い
る
。
そ
の
成
果
と
し
て
児
玉
幸
多
氏
が

一
里
塚
の
役
割
を
①
旅
人
が
距

離
を
知
る
た
め
の
目
安
②
駕
籠
の
値
段

の
目
安
③
街
道
に
お
け
る
休
憩
場
、
と
し

て
位
置
付
け
て
お
り
、
現
在
は
そ
の
見
解
が

一
般
的
な
も

の
と
な

っ
て
い
る
が
、

一
里
塚
の
実
態
に
つ
い
て
は
植
え
ら
れ
た
木
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
が
明
ら
か
に
な

っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
と

い
え
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
江
戸
時
代
の
東
海
道
を

中
心
と
し
て
そ
こ
に
築
造
さ
れ
た

一
里
塚
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も

に
、

江
戸
時
代
の
旅
と

一
里
塚
と
の
関
係
に

つ
い
て
の
考
察
を
行

っ
た
。

第

一
章
で
は
東
海
道
全
体
の
里
程
と

一
里
塚
と
の
関
係
を
考
察
し
た
。
第

一
節

で
は
東
海
道
全
体
の
里
程
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に

『
東
海
道
宿
村
大
概
帳
』

(以
下

『宿
村
大
概
帳
』
天
保
十
四
年

(
一
八
四
三
)
の
調
査
)
に
記
載
さ
れ
て

い
る
里
程
に
誤
り
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
結
果
、
『東
海
道
分
間
延
絵
図
』
(以

下

『分
間
延
絵
図
』
文
化
三
年

(
一
八
〇
六
))
と
同
様
の
里
程
が
確
認
で
き
た

こ
と
か
ら
、
江
戸
時
代
後
期
に
お
い
て
幕
府
が
示
し
た
東
海
道
全
体

の
里
程
は

「百
二
十
六
里
八
町

一
間
」

で
あ
る
と
し
た
。
第
二
節

で
は
里
程
に
関
し
て

『東

海
道
名
所
記
』
(万
治
三
年

(
一
六
六
〇
))
、
『東
海
道
分
間
絵
図
』

(以
下

『分

間
絵
図
』
元
禄
三
年

(
一
六
九
〇
)
)
、
新
版
東
海
道
分
間
絵
図
』
(宝
暦
二
年

(
一
七
五
二
))
、
『東
海
道
名
所
図
会
』
(寛
政
九
年

(
一
七
九
七
)
)、
『分
間
延
絵

図
』
、
『宿
村
大
概
帳
』
の
以
上
六
点
の
史
料
か
ら
、
記
載
さ
れ
て
い
る
里
程
を
比

較
し
、
各
史
料
に
よ

っ
て
里
程
は
異
な
る
も

の
で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
、
『東
海

道
絵
図
』
(天
和
年
間

(
一
六
六

一
～
八
四
))
で
は

「
百
二
十
里
」
と
さ
れ
て
い

た
里
程
が
、
『分
間
延
絵
図
』
で
は

「百
二
十
六
里
八
町

一
問
」
と
な

っ
て
お
り
、

約
六
里
の
差
異
が
生
じ
て
い
る
そ
の
要
因
と
し
て
、
街
道

の
付
替
え
に
よ
る
里
程

の
変
化
以
外
に
、
江
戸
時
代
前
期
か
ら
中
期
の
史
料
に
関
し
て
は

「七
里
の
渡
し
」

以
外
の
船
渡
し
の
部
分
の
里
程
を
省
略
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
た
め
、
東
海
道
全

体
の
里
程
と
し
て
は
百
二
十
里
前
後
の
里
程
に
な

っ
て
お
り
、
そ
れ
以
降
で
は
そ
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の
部
分

の
里
程
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
か
ら
、
江
戸
時
代
後
期
に
な
る
に

し
た
が
っ
て
百
二
十
六
里
前
後
の
里
程

が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
を
各
史

料
の
里
程
比
較
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
た
。

一
里
塚
に
関
し
て
は

『東
海
道
絵
図
』
、
『分
間
絵
図
』
、
『新
板
東
海
道
分
間
絵

図
』
、
『分
間
延
絵
図
』
、
『宿
村
大
概
帳
』
の
以
上
五
点
に
記
載
さ
れ
る

一
里
塚
を

比
較
し
、
そ
の
築
造
場
所
に
あ
ま
り
変
化
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
幕
府
が
先

述
し
た

「六
里
」
の
里
程
変
化
に
と
も
な
う

一
里
塚

の
新
た
な
築
造
を
行

っ
て
い

な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
江
戸
時
代
初
期
の

一
里
塚
と
後
期
の

一
里
塚

で
は

同

一
の

一
里
塚
で
あ

っ
て
も
そ
の
示
す
里
程
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
。

第
二
章
で
は
具
体
的
に

一
里
塚
の
例
を
挙
げ
て

一
里
塚
の
移
動
と
築
造
に
関
し

て
考
察
し
た
。
考
察
し
た

一
里
塚
は
現
在

の
静
岡
県
内
に
築
造
さ
れ
た

一
里
塚
で

「大
諏
訪

一
里
塚
」
、
「
原

一
里
塚
」
、
「岩
淵

一
里
塚
」

の
三
ヶ
所

で
あ
る
。
第

一

節
で
は
大
諏
訪

一
里
塚
と
原

一
里
塚
に

つ
い
て
自
身

の
作
成
し
た
表
か
ら

『新
板

東
海
道
分
間
絵
図
』
以
降
、

一
里
塚
の
記
載
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
、

一
里
塚

は
街
道
の
付
替
え
に
よ

っ
て
新
た
に
築
造
さ
れ
直
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
と
し

た
。
第
二
節
で
は
岩
淵

一
里
塚
に
つ
い
て

『分
間
絵
図
』
と

『分
間
延
絵
図
』
か

ら
そ
の
移
動
を
確
認
し
た
が
、
前
後

の

一
里
塚

(本
市
場

一
里
塚
と
蒲
原

一
里
塚
)

の
移
動
が
み
ら
れ
な
か

っ
た
こ
と
か
ら
岩
淵

一
里
塚
は

一
里
塚
と
し
て
正
確
に
機

能
し
て
い
な

い
こ
と
に
加
え
て
、
実
測
結
果
か
ら
も

一
里
塚
間
の
距
離
の
曖
昧
さ

を
指
摘
し
、

一
里
塚
は
厳
密
に

一
里
ご
と
に
築
く
必
要
は
な
か

っ
た
も
の
で
あ
る

と
し
た
。

第
三
章
で
は
江
戸
時
代
に
書
か
れ
た
道
中
記
に

一
里
塚
の
記
述
が
見
え
な

い
こ

と
か
ら
、
旅
人
に
と

っ
て

一
里
塚
の
存
在
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
視
点
か
ら
、
当
時
の
旅
と

一
里
塚
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
を

行

っ
た
。
第

一
節
で
は

一
里
塚
の
成
立
に
つ
い
て
再
度
整
理
し
、

一
里
塚
が
江
戸

時
代
に
お
い
て
制
度
と
し
て
確
立
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
第
二
節
で

一
里

塚
の
実
態
を
み
て
い
っ
た
。
当
時
の
街
道
図
や
現
代
の
発
掘
調
査
な
ど
か
ら
、

一

里
塚
は
必
ず
し
も
五
間
四
方
の
形
式
を
も

っ
て
築
造
さ
れ
て
お
ら
ず
、
形
状
は

様

々
で
あ
り
、
植
え
ら
れ
た
木

に
関
し
て
も
統

一
は
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

一
里
塚
築
造
に
関
し
て
は
特
に
規
定
は
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
発
掘

調
査
か
ら

一
里
塚
の
内
部

の
状
態
が
明
ら
か
に
な
り
、
た
だ
塚
に
木
を
植
え
た
だ

け
の
も

の
で
は
な
く
、
そ
の
内
部
に
は
し
っ
か
り
と
石
を
敷
き
詰
め
、
塚
が
崩
れ

な

い
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
当
時
の
人
々
の
技
術
の
高
さ
を
窺
う
こ

と
が
で
き
た
。
第
三
節
で
は
江
戸
時
代
の
人
々
と

一
里
塚
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考

察
し
た
。
具
体
的
に
は
当
時
詠
ま
れ
た

一
里
を
題
材
に
し
た
川
柳
や
、

一
里
塚
付

近
の
地
名
な
ど
か
ら
、
人
々
の
中
に

一
里
塚
に
対
し
て
里
程
イ
メ
ー
ジ
は
な
く
、

む
し
ろ
自
分
た
ち
に
と

っ
て
身
近
な
も

の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
様
子
を
窺
う

こ
と
が
で
き
た
。
第
四
節
で
は
旅
と

一
里
塚
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
ま
ず
、

一
里
塚
の
築
造
場
所
に
関
し
て
は
、
両
側
に
築
く
こ
と
に
よ
る
旅

へ
の
利
点
が
み

ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
あ
え
て
両
側
に
築
く
必
要
は
な
か

っ
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、

一
里
塚
に
は
里
程
に
関
す
る
情
報
を
示
す
も

の
が
立
て
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か

ら
、
道
中
見
落
と
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
加
え
て

一
里
塚
が
築
造
さ
れ
て
い
な

い
場
所
な
ど
が
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
旅
人
に
と

っ
て
は
正
確
な
距
離
情
報
と
は
成

り
得
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
当
時
の
旅
人
た
ち
は
旅
の
進
め
て
い
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く
上
で

一
里
塚
を
距
離
情
報
と
し
て
利
用
し
て
い
な
い
と
判
断
し
、
結
論
と
し
て

距
離
情
報
と
し
て
利
用
し
て
い
た
の
は
宿
場
間
の
里
程
で
あ

っ
た
の
で
は
な

い
か

と

い
う
見
解
に
至

っ
た
。
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