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歴
博
の
自
主
学
習
講
座
「
旅
と

街
道
」
で
江
戸
期
の
銚
子
を
調
べ

る
事
に
な
り
ま
し
た
。
何
人
か
で

手
分
け
し
、
私
は
外
川
漁
港
の
担

当
で
す
。 

 

外
川
漁
港
は
犬
吠
埼
の
南
に
位

置
し
、
銚
子
電
鉄
の
終
点
に
あ
り

ま
す
。
低
い
台
地
が
太
平
洋
に
落

ち
込
む
地
形
に
人
家
が
密
集
し
て

い
ま
す
。
こ
こ
に
「
外
川
ミ
ニ
郷

土
資
料
館
」
が
あ
り
ま
す
。
館
長

さ
ん
は
七
十
を
越
え
た
女
性
で
、

外
川
の
事
は
何
で
も
知
っ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
ま
ち
へ
の
愛
情
が
ほ

と
ば
し
る
語
り
は
魅
力
的
で
す
。 

 

 

今
そ
の
面
影
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
外
川
は
江
戸
時
代
の
最
盛
期

に
は
鰯
漁
で
繁
栄
し
「
外
川
千
軒

大
繁
盛
」
と
呼
ば
れ
た
湊
だ
っ
た

そ
う
で
す
。
こ
の
基
礎
を
築
い
た

の
が
紀
州
の
崎
山
治
郎
右
衛
門

で
、
万
治
元
年
（
１
６
５
８
）
紀

州
の
漁
法
（
八
手
網

は
ち
だ
あ
み

）
を
伝
え
て

か
ら
以
後
六
年
余
り
を
費
や
し
て

湊
を
開
き
、
碁
盤
目
状
の
町
割
を

行
っ
た
の
だ
と
い
い
ま
す
。
利
根

川
の
川
口
は
難
所
で
遭
難
が
多

く
、
安
全
な
湊
を
求
め
て
の
事
で

し
た
。
湊
は
大
正
時
代
に
全
面
改

装
さ
れ
る
ま
で
使
わ
れ
て
お
り
、

そ
の
技
術
の
高
さ
が
偲
ば
れ
ま

す
。 

 

何
故
波
濤
千
里
を
越
え
て
紀
州

か
ら
房
総
へ
海
民
が
来
た
の
で
し

ょ
う
か
。
そ
の
謎
は
、
木
綿
に
あ

り
ま
す
。
十
六
世
紀
末
ま
で
、
庶

民
の
衣
料
は
麻
で
し
た
。
木
綿
は

丈
夫
で
暖
か
く
、
肌
触
り
も
良
く

水
に
も
強
く
、
更
に
廉
価
に
な
っ

て
き
た
の
で
庶
民
の
蒲
団
、
衣
料

と
し
て
使
わ
れ
る
様
に
な
り
ま
し

た
。
木
綿
の
原
料
の
綿
の
栽
培
は

最
初
は
関
西
や
尾
張
、
伊
勢
で
始

め
ら
れ
ま
し
た
が
、
綿
を
作
る
に

は
良
質
な
肥
料
が
多
量
に
必
要
と

さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
登
場
し
た 

 

の
は
、
干ほ

し

鰯か

（
鰯
を
天
日
干
し
に 

す
る
）
や
〆し

め

粕か
す

（
鰯
を
煮
て
魚
油

を
取
り
除
い
た
）
で
す
。
鰯
の
需

要
は
う
な
ぎ
登
り
で
関
西
、
九
州

の
漁
場
で
鰯
を
取
り
尽
し
た
後
、

鰯
を
求
め
て
房
総
へ
旅
網

た
び
あ
み

（
季
節

的
な
出
稼
ぎ
）
が
始
ま
り
、
や
が

て
房
総
へ
の
定
住
へ
と
変
化
し
た

の
で
す
。 

 

房
総
と
紀
州
に
は
同
じ
方
言
が

沢
山
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
薬
指

は
ベ
ニ
サ
シ
イ
ビ
。
殴
る
は
ク
ラ

ワ
ス
や
ド
ズ
ク
。
蝉
は
セ
ビ
、
洗

濯
は
セ
ン
ダ
ク
と
濁
り
ま
す
。
首

は
ソ
ッ
ク
ビ
。
数
え
上
げ
れ
ば
切

り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
又
、
同
じ
地

名
も
勝
浦
、
白
浜
、
江
見
、
網

代
、
和
田
等
と
多
数
有
り
ま
す
。 

 

銚
子
は
本
州
の
最
東
端
に
あ
り

ま
す
が
、
最
南
端
に
あ
る
紀
伊
半

島
は
、
そ
の
殆
ど
が
山
地
と
際
限

を
知
ら
ぬ
黒
潮
の
海
。
多
く
の
造

船
技
術
、
漁
労
技
術
を
房
総
に
伝

え
、
又
房
総
に
定
住
し
た
人
も
多

く
縁
の
深
い
と
こ
ろ
で
す
。
是
非

近
い
う
ち
に
訪
れ
て
み
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。 

（
編
集
委
員
） 
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多
言
語
学
習
の
楽
し
さ 

 
 

こ
れ
ま
で
英
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
、

フ
ラ
ン
ス
語
、
中
国
語
を
学
び
、

何
と
か
そ
れ
ら
を
活
か
し
て
仕
事

を
し
て
き
た
。
退
職
後
は
国
際
交

流
の
手
伝
い
や
語
学
ブ
ロ
グ
作
り

で
情
報
発
信
を
し
な
が
ら
、
毎
朝
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
海
外
の
ニ
ュ

ー
ス
を
読
む
こ
と
も
日
課
と
な
っ

た
。 

 

言
語
学
習
は
自
分
の
世
界
を
広

げ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
言

語
圏
に
よ
る
も
の
の
見
方
、
考
え

方
の
違
い
を
知
る
こ
と
が
出
来
る

か
ら
で
あ
る
。 

 

去
年
話
題
に
な
っ
た
「
黒
マ
グ

ロ
」
一
つ
に
し
て
も
英
語
で
は

「
青
マ
グ
ロ
」、
フ
ラ
ン
ス
・
ス

ペ
イ
ン
語
で
は
「
赤
マ
グ
ロ
」、

中
国
語
で
は
「
金
槍
魚
」
と
色
が

変
わ
っ
て
し
ま
う
。
世
界
に
は
こ

の
マ
グ
ロ
を
日
本
人
の
よ
う
に
黒

い
と
見
て
い
な
い
人
々
も
沢
山
い

る
の
で
あ
る
。
海
に
住
む
軟
体
動

物
「
タ
コ
」、
日
本
で
は
「
８
本

足
」
だ
が
、
こ
れ
を
「
足
」
と
見

て
い
る
と
こ
ろ
と
「
手
足
」「
触

手
」
と
見
て
い
る
と
こ
ろ
と
言
語

に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
。
因
み
に
、

中
国
語
で
は
「
腕
足
」、
英
語
で

は
「
腕
」、
ス
ペ
イ
ン
・
フ
ラ
ン

ス
語
で
は
「
触
手
」
と
な
る
。
こ

う
い
う
違
い
は
数
え
き
れ
な
い
。 

 

国
際
問
題
を
見
る
目
も
言
語
圏

で
異
な
る
こ
と
が
多
い
。
そ
う
い

う
異
な
る
も
の
の
見
方
に
目
を
向

け
、
耳
を
傾
け
る
。
こ
れ
は
国
際

社
会
の
み
な
ら
ず
日
常
生
活
で
も

大
切
な
事
で
あ
る
。
自
分
以
外
の

意
見
に
同
意
で
き
な
く
て
も
、
色

ん
な
見
方
が
存
在
す
る
と
い
う
事

実
を
認
め
る
こ
と
か
ら
受
容
性
と

寛
容
性
が
生
ま
れ
る
。 
 

言
い
換
え
れ
ば
、
人
の
話
を
傾

聴
し
、
多
言
語
で
ニ
ュ
ー
ス
を
読

み
、
違
い
の
存
在
を
受
け
入
れ
る
。

す
る
と
そ
こ
に
理
解
が
生
ま
れ
、

自
分
の
考
え
、
見
方
が
確
立
し
、

相
手
と
の
違
い
を
認
め
合
い
な
が

ら
生
き
て
行
け
る
よ
う
に
な
る
。

語
学
は
そ
ん
な
こ
と
も
教
え
て
く

れ
る
。 

（
染
井
野 

林 

和
義
） 

 

 
 

挨
拶
は 

 
 
 

い
ろ
は
の
「
い
」 

  

近
ご
ろ
人
情
は
薄
ら
ぎ
、
人
と

人
の
絆
は
緩
ん
で
き
た
と
よ
く
言

わ
れ
る
。 
 

明
治
の
末
、
夏
目
漱
石
が
『
草

枕
』
の
な
か
で
、「
兎
角

と

か

く

に
人
の

世
は
住
み
に
く
い
」
と
書
い
た
よ

う
に
、
こ
の
世
の
中
は
昔
か
ら
矛

盾
に
あ
ふ
れ
、
争
い
ご
と
は
絶
え

な
い
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。 

 

そ
れ
で
は
わ
た
し
ら
小
市
民
は
、

ど
う
す
る
こ
と
が
大
切
だ
ろ
う
、

と
な
る
。 

 

今
は
や
り
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
＝
世
界
規
模
で
物
を
言
っ

た
と
こ
ろ
で
ラ
チ
は
明
か
な
い
。

そ
こ
で
身
近
な
わ
た
し
ら
の
生
活

圏
内
の
こ
と
で
、
一
つ
だ
け
提
案

し
た
い
。 

 

そ
れ
は
、
家
族
は
も
ち
ろ
ん
町

内
の
人
と
顔
を
合
わ
せ
る
と
き
、

ま
た
は
顔
を
合
わ
せ
た
と
き
、
ま

ず
は
挨
拶
を
交
わ
す
こ
と
で
あ
る
。 

 

人
は
何
か
す
る
と
き
は
、
挨
拶

を
し
て
か
ら
話
に
入
り
行
動
す
る
。 

気
軽
に
一
声
、
大
き
な
声
で
安
否 

を
確
認
す
る
だ
け
で
い
い
。 

 

少
な
く
と
も
相
手
が
尊
敬
で
き

る
人
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、

気
に
入
ら
な
い
人
で
あ
ろ
う
と
な

か
ろ
う
と
、
自
分
か
ら
き
ち
っ
と

お
辞
儀
を
し
て
挨
拶
を
す
る
。
間

違
っ
て
も
自
分
か
ら
え
ら
そ
う
に
、

顎
を
上
げ
た
り
し
て
応
対
し
て
は

な
ら
な
い
。
こ
の
一
声
が
次
の
話

題
が
ス
ム
ー
ズ
に
い
く
端
緒
に
な

る
。 

 

人
は
ひ
と
り
で
生
活
す
る
こ
と

は
難
し
い
。
胸
襟
を
開
き
合
え
ば

絆
も
生
ま
れ
助
け
合
い
の
気
持
ち

も
湧
い
て
く
る
。
ま
ず
挨
拶
す
る

こ
と
に
始
ま
っ
て
、
次
に
会
話
し

て
わ
だ
か
ま
り
が
無
く
な
り
、
矛

盾
が
消
え
て
人
々
は
幸
せ
に
生
き

て
い
く
。 

 

挨
拶
は
人
間
関
係
が
う
ま
く
い

く
い
ろ
は
の
「
い
」
で
あ
る
。
人 

類
愛
へ
の
文
化
で
あ
る
。 

（
ユ
ー
カ
リ
が
丘 

廣
吉
正
毅
） 
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お
ら
が
故
郷
信
州
・
安
曇
野
の

西
の
山
に
、
鍬
ノ
峰
（
一
六
二
三

㍍
）
と
言
う
山
が
あ
る
。
三
千
万

年
前
、
幾
度
と
な
く
火
山
活
動
が

繰
り
返
さ
れ
、
目
の
前
に
あ
る
大

久
保
山
と
同
じ
位
の
高
さ
に
な
っ

た
。
で
も
向
い
の
女
性
が
寝
て
い

る
姿
に
見
え
る
東
山
が
、
気
に
な

っ
て
仕
方
が
な
か
っ
た
。 

鍬
ノ
峰
は
、
そ
の
鷹
狩
山
（
ヘ

ソ
山
）
と
南
鷹
狩
山
（
ケ
ツ
山
）

を
な
ん
と
か
見
た
い
と
、
首
を
伸

ば
し
た
り
爪
先
立
ち
し
た
が
、
前

に
立
ち
は
だ
か
る
大
久
保
山
が
邪

魔
を
し
て
、
見
さ
せ
て
く
れ
な
い
。 

 

あ
る
日
、
鍬
ノ
峰
は
大
久
保
山

に
向
っ
て
、「
お
ー
い
大
久
保
の

爺
さ
ん
、
あ
の
ヘ
ソ
山
の
下
は
ど

う
な
っ
ち
ょ
る
か
い
の
う
？
」
と

聞
い
て
み
た
。
大
久
保
山
は
爺
さ

ん
と
言
わ
れ
腹
が
立
っ
た
が
、
相

手
が
若
造
で
背
が
低
い
か
ら
馬
鹿

に
し
て
、
笑
っ
て
言
う
こ
と
を
聞

か
な
い
。
そ
し
て
「
鍬
さ
ん
よ
、

東
山
の
彼
女
を
見
た
け
り
ゃ
俺
様

よ
り
大
き
く
な
れ
よ
。
俺
は
毎
日

見
て
い
る
が
な
か
な
か
良
い
眺
め

だ
ぞ
」
と
言
っ
て
、
鍬
ノ
峰
を
か

ら
か
っ
た
。 

 

そ
の
後
、
鍬
ノ
峰
は
少
年
期
か

ら
青
年
期
に
入
っ
て
、
な
ん
と
し

て
も
東
山
の
彼
女
の
顔
を
見
た
い

と
思
っ
て
、
種
々
や
っ
て
見
た
が 

大
久
保
山
よ
り
高
く
な
ら
な
い
。 

 

し
か
し
、
突
然
西
山
は
火
山
活

動
が
活
発
に
な
り
、
東
山
の
ヘ
ソ

山
の
方
か
ら
も
大
久
保
山
の
後
ろ

に
、
若
い
鍬
ノ
峰
の
姿
が
ち
ら
ほ

ら
見
え
、
そ
し
て
、
そ
の
若
衆
が

な
か
な
か
の
美
青
年
に
見
え
た
。 

 

あ
る
日
、
鍬
ノ
峰
と
ヘ
ソ
山
は

大
久
保
山
の
頭
を
引
っ
込
め
さ
せ

る
相
談
が
纏
ま
っ
た
。
そ
し
て
、

西
山
と
東
山
の
断
層
を
同
時
に
揺

す
っ
て
、
爺
さ
ん
の
頭
を
崩
す
こ

と
に
、
遂
に
成
功
し
た
。 

 

あ
れ
程
見
た
い
と
思
っ
て
い
た

ヘ
ソ
山
の
下
は
、
な
ん
の
へ
ん
て

つ
も
な
い
種
も
仕
掛
け
も
な
か
っ

た
の
で
、
少
々
が
っ
か
り
し
た
。 

 
 

 
 
 
 

（
千
成 

宮
本
定
雄
） 

 
 

感
じ
る
ま
ま
に
、 

思
い
つ
く
ま
ま
に
㈢ 

  

２
０
１
０
年
５
月
25
日 

昨
夜
遅
く
次
男
の
い
る
広
島
か

ら
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
十
ヶ
月
に

な
る
孫
と
遊
ん
で
き
ま
し
た
。 
 

帰
り
の
新
幹
線
の
時
刻
ま
で
時

間
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
定
期
観

光
バ
ス
で
広
島
市
内
を
見
学
し
ま

し
た
。
こ
の
歳
に
な
る
ま
で
平
和

記
念
公
園
や
原
爆
ド
ー
ム
、
そ
し

て
平
和
記
念
資
料
館
を
訪
れ
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
平
和
記
念
資
料

館
で
は
、
原
爆
の
光
の
中
に
消
え

て
い
っ
て
し
ま
っ
た
人
の
影
だ
け

を
残
し
て
い
る
石
、
８
時
15
分

を
指
し
た
ま
ま
の
主
の
い
な
い
腕

時
計
な
ど
、
多
く
の
遺
品
を
見
て

い
る
と
深
い
悲
し
み
と
、
や
り
き

れ
な
い
怒
り
が
こ
み
上
げ
て
き
ま

し
た
。 

新
緑
や
人
無
き
影
を
映
す
石 

広
島
忌
八
点
一
五
指
す
時
計 

 

２
０
１
０
年
５
月
26
日 

 

曇
り
空
で
肌
寒
い
一
日
で
し
た

ね
。
夕
方
か
ら
東
京
で
の
ク
ラ
ス 

会
に
出
か
け
楽
し
い
時
間
を
過
ご 

し
ま
し
た
。
し
か
し
帰
り
は
少
し

酔
い
が
回
っ
て
い
た
こ
と
と
、
最

近
或
る
友
人
に
対
し
自
分
の
都
合

を
押
し
付
け
る
だ
け
で
、
そ
の
友

人
の
気
持
ち
に
誠
実
に
添
え
な
か

っ
た
の
で
は
と
考
え
始
め
、
電
車

を
乗
り
過
ご
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 

恩
師
か
ら
卒
業
間
際
に
、
社
会

に
出
て
も
、
一
番
大
切
な
こ
と
は

常
に
誠
実
さ
を
貫
く
こ
と
で
あ
る

と
い
う
言
葉
を
頂
き
ま
し
た
。
人

生
の
局
面
、
局
面
で
誠
実
さ
を
貫

く
こ
と
は
自
分
の
心
を
傷
つ
け
、

他
の
人
の
心
を
傷
つ
け
る
か
も
し

れ
な
い
し
、
仕
事
も
う
ま
く
い
か

な
い
か
も
し
れ
な
い
と
言
わ
れ
た

こ
と
が
、
私
の
心
の
奥
に
あ
り
ま

す
。
自
分
の
生
き
様
を
振
り
返
っ

て
み
て
ど
れ
程
誠
実
で
あ
っ
た
か

を
考
え
て
み
ま
す
と
、
恥
ず
か
し

い
限
り
で
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と

を
考
え
て
電
車
を
乗
り
過
ご
し
て

し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
疲
れ
た
夜

に
な
り
ま
し
た
。
お
や
す
み
な
さ

い
。 

（
稲
荷
台 

柴
田
伸
一
） 

 

ヘ
ソ
山
と
ケ
ツ
山 



－４－ 

 
 

「
佐
倉
新
町
江
戸
勝
り
」
の
語

源
に
つ
い
て
、
堀
田
加
賀
守
正
盛

が
商
人
か
ら
運
上
、
冥
加
な
ど
と

い
う
税
を
と
ら
な
か
っ
た
善
政
が

江
戸
に
勝
っ
た
こ
と
に
由
る
、
と

本
紙
７
月
号
に
紹
介
さ
れ
て
い
た

が
、
も
う
ひ
と
つ
腑
に
落
ち
な
い

ま
ま
で
い
た
。 

 
 

最
近
佐
原
を
訪
れ
、
地
元
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
か
ら
佐
原
の
郷

土
史
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
た
と

 

き
、
目
か
ら
鱗
が
落
ち
た
。 

 
 

「
江
戸
時
代
、
利
根
川
水
運
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

さ
く
ら
道 

 

２
０
１
１
年
7
月
18
日
歴
史

は
動
い
た
。
W
杯
な
で
し
こ
Ｊ
Ａ

Ｐ
Ａ
Ｎ 

金
。 
 

日
本
女
子
サ
ッ
カ
ー
胎
動
か
ら

30
年
、
ア
ト
ラ
ン
タ
の
屈
辱
か
ら

15
年
、
つ
い
に
世
界
の
頂
点
に
た

っ
た
の
だ
。 

 

こ
の
快
進
撃
は
、
澤
穂ほ

希ま
れ

の
ハ

ッ
ト
ト
リ
ッ
ク
か
ら
始
ま
り
、
ど

い
つ
も
、こ
い
つ
も
凄
い
ド
イ
ツ
を
、

丸
山
が
華
麗
な
る
シ
ュ
ー
ト
で
一

蹴
。
鉄
人
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
川
澄
が

相
手
Ｄ
Ｆ
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
な
が

ら
も
空
中
で
足
が
ね
じ
込
む
。
鉄

は
溶
解
。パ
ワ
フ
ル
ア
メ
リ
カ
は
倒

れ
て
も
取
ら
れ
て
も
起
き
上
が
り

食
ら
い
つ
く
不
屈
の
闘
志
に
疲
れ

果
て
最
後
は
Ｇ
Ｋ
海
堀
の
空
中
シ

ョ
ー
で
星
条
旗
は
力
な
く
落
下
。 

 

日
本
に
有
っ
て
世
界
に
無
い
も

の
そ
れ
は
夢
に
向
か
っ
て
い
く
姿

勢
、
試
練
に
耐
え
る
力
、
何
よ
り

も
先
輩
が
築
い
た
技
術
を
蓄
積
し

て
そ
れ
を
チ
ー
ム
力
に
代
え
る
力

だ
ろ
う
。
物
・
心
と
も
に
応
援
し

て
く
れ
た
人
に
感
謝
の
気
持
ち
を

忘
れ
な
い
な
で
し
こ
へ
、
神
が
く

れ
た
贈
り
物
。
し
ば
し
は
酔
い
し

れ
よ
う
。 

 

ふ
と
女
房
を
見
る
。
日
本
女
性

は
強
く
な
っ
た
な
あ
。（
白
石
義
孝
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

発
達
に
よ
り
、
物
資
の
一
大
集
散

地
と
な
っ
た
佐
原
は
、
米
穀
・
薪

炭
・
酒
・
醤
油
な
ど
を
江
戸
へ
運

び
、
江
戸
か
ら
は
呉
服
や
珍
し
い

品
々
を
満
載
し
た
船
が
頻
繁
に
出

入
り
す
る
な
ど
大
い
に
賑
わ
っ
た
。

当
時
の
里
謡
に
♪
お
江
戸
見
た
け

り
ゃ
佐
原
に
ご
ざ
れ
、
佐
原
本
町

江
戸
ま
さ
り
♪
と
詠
み
唄
わ
れ
、

人
口
に
膾
炙

か
い
し
ゃ

し
た
」
と
。 

 
 

ど
う
も
「
佐
倉
新
町
江
戸
勝
り
」

の
由
縁
は
、
商
人
町
佐
原
を
唄
っ

た
俗
謡
が
城
下
町
佐
倉
に
伝
誦
し

た
も
の
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ

ろ
う
。 

 
 
 
 

（
田
村
孝
則
） 

9月の黒板 
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