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発刊にあたって

　「旧町名への旅」は、当所機関誌『商工まえばし』において平成20年4月号より平成

23年3月号まで、3年間に亘り旧市街44カ町の旧町名と、そこで育まれた文化や、そ

こにあった寺社仏閣等の建造物や人々の生活など、今の前橋を形作った歴史・文化を紹

介してまいりました。

　単に町名と歴史を論じるのではなく、「お爺さんと孫のやりとり」という形式により、

ほのぼのとした雰囲気が漂い、テンポ良く読め、前橋の歴史を分かりやすく理解できる等、

幅広い年代層の皆様より大変好評を頂戴いたしました。

　ご承知のとおり、現在の町名は、昭和37年に施行された『住居表示に関する法律』

に則って昭和40年から42年にかけて段階的に変更されました。名称だけでなく区域も

そうです。わずか数町を残してほとんどの町名が変わりました。

　旧町名には、その土地の風土や生活が表れています。例えば、染物屋が多く集まって

いたので「紺屋町」、桑の木があったから「桑町」等のように、人々の生活や町の風景を

映し出してくれています。

　本書は、こうした前橋の古い町名とその謂われを紐解くことで、いにしえの前橋に暮

らし、今を形作ってきた先人たちの息吹や歴史を身近に感じていただく。そして前橋に

対して正しい認識と愛着をもち、100年、1000年後も『素晴らしいまち』と皆が誇り

の持てるような前橋づくりの一助になればと考え作成いたしました。

　本書をご覧いただき、懐かしいと思われる方、初めて昔の前橋を知る方、その感じ方

はさまざまかとは存じますが、ぜひ前橋の原風景をじっくりとご堪能いただき、前橋の

魅力を見つけ出していただければ幸いに存じます。

　最後に、長期にわたり執筆いただきました群馬地名研究会の倉地啓仁氏、発刊にあた

りご配慮いただきました石川羚二氏にこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。

　　平成23年7月

前橋商工会議所　
会頭　曽我孝之
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●おじいちゃん
今年で70歳を迎えました。郵便局に務
めていましたが、仕事を勤め上げて定年
退職。仕事柄、長年鍛えた足はまだまだ
達者で、日和もよければ「まちあるき」
が大好き。軒下に飾られた花に、道行く
人との立ち話に、心が浮き立つ元気いっ
ぱいのおじいちゃんです。ボクがいうの
もなんだけど、いい友達っていえるかな。

今
月
号
か
ら
登
場
す

る
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
ボ

ク
と
今
は
な
き
ま
え
ば

し
の
地
名
（
町
名
）
を

訪
れ
、
そ
の
町
名
の
由

来
や
歴
史
を
探
り
ま
す
。

忘
れ
つ
つ
あ
る
昔
の
町

名
を
次
世
代
に
受
け
継

い
で
い
け
た
ら
い
い
な

と
思
っ
て
い
ま
す
。

シ
リ
ー
ズ
で
ご
紹
介

致
し
ま
す
の
で
、
ど
う

ぞ
お
楽
し
み
に
。

「
石
川
町
の
交
差
点
で
ね
…
」
と
あ
る
時
、
ボ
ク
の
母
は
話

始
め
ま
し
た
。
え
っ
？
石
川
町
？
ど
こ
？
そ
こ
？
と
思
い
ま
し

た
。あ

れ
か
ら
ず
い
分
と
月
日
が
経
ち
、
も
う
忘
れ
て
い
ま
し
た

が
、
あ
る
時
当
時
の
荻
窪
町
自
治
会
長
さ
ん
と
懇
意
に
し
て
も

ら
い
、
ま
ち
の
歴
史
や
民
俗
、
地
名
に
つ
い
て
色
々
と
教
え
て

頂
き
、
話
し
合
い
ま
し
た
。
そ
の
時
、
石
川
町
の
事
が
思
い
出

さ
れ
、
さ
ら
に
地
名
に
つ
い
て
、
特
に
ま
え
ば
し
の
町
名
に
つ

い
て
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ま
ち
に
は
必
ず
そ
の
土
地
の
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
の
土
地
に
は
地
名（
町
名
）が
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
え
ば
し
に
も
由
緒
あ
る
地
名
（
町
名
）
が
、
た
く

さ
ん
残
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
は
ほ
と
ん
ど
消
え

て
し
ま
い
ま
し
た
。
な
ぜ
、
そ
の
土
地
に
そ
の
地
名

（
町
名
）
が
付
い
た
の
か
、
な
ぜ
、
そ
う
呼
ば
れ
た
の
か
、
そ

う
考
え
ま
す
が
、
地
名
（
町
名
）
は
そ
の
土
地
の
歴
史
を
語

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
土
地
の
歴
史
を
解
明
す
る
貴
重
な
資

料
と
い
え
ま
す
。

そ
ん
な
昔
の
事
を
知
っ
て
ど
う
す
る
の
？
と
思
わ
れ
る
で

し
ょ
う
。
で
も
、
そ
の
時
代
の
流
れ
の
中
で
、
先
祖
の
皆
様
が

生
き
て
こ
ら
れ
、
今
ボ
ク
た
ち
が
そ
の
土
地
で
生
活
で
き
て
い

る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
単
に
過
ぎ
去
っ
た
昔
の
事
、
た
だ

単
に
地
名
（
町
名
）
が
付
い
た
事
と
し
て
片
付
け
ら
れ
る
も
の

で
は
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

ボ
ク
た
ち
が
住
ん
で
い
る
ま
ち
を
、
こ
の
よ
う
な
地
名
（
町

名
）
と
い
う
視
点
か
ら
先
祖
の
皆
様
の
生
活
の
歴
史
を
知
り
、

そ
の
土
地
の
自
然
環
境
の
歴
史
を
知
る
事
が
大
切
で
あ
る
と
思

い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
事
を
知
り
、
今
の
ボ
ク
た
ち
の
生
活

を
見
直
し
、
感
謝
し
た
い
と
思
う
の
で
す
。
さ
ら
に
次
世
代
に

語
り
継
ぐ
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
ボ
ク
は
土
地
と
い
う
も
の
は
生
き
て
い
る
も
の

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
時
代
が
流
れ
る
中
で
移
り
変
わ
る
も
の

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、
土
地
に
は
必
ず
記
憶
し
て
い
る

も
の
が
あ
り
ま
す
。
時
間
が
経
過
し
、
時
代
が
移
り
変
わ
っ
て
、

まえばし全景

お
じ
い
ち
ゃ
ん
と

　
　

ボ
ク
が
訪
ね
た
ま
ち

大正時代の竪町通り

は
じ
め
に　
　

●おじ ち ん

すボばを

そ
の
土
地
に
は
地
名（
町
名
）が
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
え
ば
し
に
も
由
緒
あ
る
地
名
（
町
名
）
が
、
た
く

さ
ん
残
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
は
ほ
と
ん
ど
消
え

て
し
ま
い
ま
し
た
。
な
ぜ
、
そ
の
土
地
に
そ
の
地
名
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ま
ち
の
表
情
が
変
化
し
て
も
、
見
た
目
は
変
わ
り
昔
と
ま
っ
た

く
異
な
っ
た
風
景
に
な
っ
て
い
て
も
、
そ
の
土
地
に
は
歴
史
が

刻
み
込
ま
れ
た
記
憶
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
な
ぜ

で
し
ょ
う
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
土
地
で
生
活
を
さ
れ
た
先
祖
の

方
々
の
思
い
が
魂
と
し
て
残
っ
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
か
。
あ

る
土
地
で
は
、
そ
の
名
残
が
生
活
の
中
に
残
っ
て
い
る
場
所
も

あ
る
で
し
ょ
う
し
、
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
く
て
も
、
そ
の
土
地

の
地
名
（
町
名
）
か
ら
推
測
で
き
る
場
所
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

見
た
目
で
は
わ
か
ら
な
く
て
も
、
感
じ
、
雰
囲
気
で
わ
か
る
事

も
あ
る
で
し
ょ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
今
ま
で
生
き
て
こ
ら

れ
た
先
祖
の
方
々
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
生
活
を
さ
れ
て
い
た
の

で
す
か
ら
、
当
然
そ
の
思
い
が
、
ど
こ
か
で
記
憶
さ
れ
て
い
る

も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
誰
に
で
も
幼
少
の
頃
の
記
憶
と
い
う
も
の
が
必

ず
あ
り
ま
す
。
幼
少
の
頃
、
生
活
を
し
て
い
た
時
の
事
を
思
い

起
こ
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
家
族
と
係
っ
た
生
活
の
中
で
会
話

を
し
た
事
、
家
の
近
所
で
遊
ん
だ
時
の
風
景
、
そ
れ
は
や
は
り

個
人
の
記
憶
そ
の
も
の
で
す
。
そ
れ
を
原
風
景
と
呼
び
ま
す
。

こ
の
個
人
個
人
の
原
風
景
が
寄
り
集
ま
っ
て
、
そ
の
土
地
の
歴

史
と
な
っ
て
形
成
さ
れ

て
い
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。
だ
か
ら
そ
の
土
地

に
は
先
祖
の
方
々
か
ら

現
在
生
き
て
い
る
ボ
ク

た
ち
の
思
い
が
込
め
ら

れ
て
い
る
の
で
す
。
ボ

ク
た
ち
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
事
を
忘
れ
て
し
ま
い

が
ち
に
な
り
ま
す
。
で
も
、
そ
の
記
憶
は
こ
れ
か
ら
ボ
ク
た
ち

が
生
き
て
い
く
過
程
の
中
で
大
切
な
事
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

冒
頭
で
も
お
話
し
た
通
り
ボ
ク
た
ち
が
住
ん
で
い
る
ま
ち
を

地
名
（
町
名
）
と
い
う
視
点
か
ら
先
祖
の
皆
様
の
生
活
の
歴
史

を
知
り
、
ま
た
大
切
な
祖
先
か
ら
の
記
憶
を
知
り
、
そ
し
て
現

在
の
ボ
ク
た
ち
の
原
風
景
を
思
い
起
こ
し
、
ま
え
ば
し
の
地
名

（
町
名
）
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
一
緒
に
消
え
て
し
ま
っ
た
ま

え
ば
し
の
地
名
（
町
名
）
を
調
べ
る
た
め
に
ボ
ク
た
ち
の
住
む

ま
ち
を
訪
ね
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
１
回
目
は
、
桑
町
を
訪
ね
て
み
ま
す
！

■
ま
え
ば
し
の
地
名（
町
名
）変
遷
に
つ
い
て

以
下
の
よ
う
に
時
代
の
移
り
変
わ
り
に
よ
り
、ま
え
ば
し
の
地
名
（
町
名
）

が
変
わ
っ
て
い
ま
す
。

□
江
戸
時
代
か
ら
明
治
５
年
ま
で
の
地
名(

町
名)

□
明
治
６
年
に
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
字
名
を
幾
つ
か
ず
つ
統
合
し

て
新
し
い
町
名
が
誕
生
し
た
時
の
地
名
（
町
名
）

□
明
治
22
年
に
町
村
制
が
施
行
さ
れ
、前
橋
町
が
誕
生
し
た
時
の
地
名（
町

名
）

　

※
明
治
25
年
に
市
制
が
施
行
さ
れ
、
前
橋
市
が
誕
生
し
た

□
昭
和
37
年
に
制
定
さ
れ
た
新
住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
が
昭
和
40
年
、

昭
和
41
年
、
昭
和
42
年
に
施
行
さ
れ
た
時
の
地
名
（
町
名
）

●ボク
ボクは高校 2年生。1年生のフレッシ
ュさはないけど、かといって 3年生の
受験圧力とは、まだちょっと遠い日々
（？）を送っています。回りからは、も
うそろそろという声も聞こえてくるけ
ど、まだ大丈夫と言い聞かせています。
おじいちゃんと一緒の街巡りが好きで、
「ちょっと変わってる」とも言われるけ
ど、好きなものは好きなんだからしょ
うがないよね、うん。

渋川行きの電車発着所（前橋駅前）
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お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
日
は
桑
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
て
読
む
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：「
く
わ
ま
ち
」
と
呼
ぶ
ん
だ
よ
。
こ
の
ま
ち
に
住

む
人
た
ち
は
「
く
わ
の
き
ま
ち
」
と
も
呼
ん
で

い
た
そ
う
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
い
つ
か
ら
こ
の
町
名
が
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
江
戸
時
代
か
ら
あ
る
ん
だ
け
ど
、
江
戸
初
期
は

前
代
田
村
、
下
之
町
（
隣
町
２
町
を
含
む
）
と

い
っ
て
い
た
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
今
は
ど
こ
に
な
る
の
か
な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
桑
町
は
今
の
中
央
通
り
商
店
街
界
隈
だ
ね
。
昔

は
中
央
通
り
を
桑
町
通
り
と
言
っ
て
い
た
ん
だ

よ
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
で
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
昔
、
ま
え
ば
し
は
糸
の
ま
ち
、
製
糸
業
の
盛
ん
な

ま
ち
だ
っ
た
ん
だ
よ
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
よ
う

に
こ
の
ま
ち
の
中
に
大
き
な
桑
の
木
が
あ
っ
た

か
ら
、
桑
町
っ
て
付
け
た
そ
う
だ
よ
。
明
治
40

年
ぐ
ら
い
ま
で
春
に
な
る
と
桑
苗
の
市
で
に
ぎ

わ
っ
た
そ
う
だ
。

ボ　
　

  

ク
：
い
つ
か
ら
、
こ
の
地
名
が
消
え
た
の
？
そ
し
て

何
か
残
っ
て
い
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
こ
の
由
緒
あ
る
町
名
が
昭
和
時
代
の
新
住
居
表

示
に
関
す
る
法
律
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
何
ヶ
町
か
が
集
ま
り
、
千
代
田
町
二
丁
目

に
な
っ
た
ん
だ
。
今
は
昭
和
42
年
に
設
立
さ
れ

た
財
団
法
人
の
名
称
を
桑
町
会
館
と
す
る
こ
と

で
当
時
の
町
名
を
残
す
こ
と
と
な
っ
た
よ
う
だ

が
、
今
は
そ
れ
以
外
に
な
に
も
な
い
ね
。
た
だ
、

江
戸
期
の
頃
、
町
の
守
護
神
と
し
て
三
峯
神
社

を
祀
っ
た
よ
う
で
、
今
は
桑
町
会
館
の
屋
上
に

安
置
し
て
あ
る
。

ボ　
　

  

ク
：
当
時
の
桑
町
だ
っ
た
様
子
を
見
て
み
た
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
ま
え
ば
し
は
江
戸
末
期
か
ら
明
治
時
代
に
か
け

て
養
蚕
の
盛
ん
な
糸
の
ま
ち
だ
っ
た
、
特
に
戦

前
の
ま
え
ば
し
は
広
瀬
川
の
北
に
は
製
糸
工
場

が
数
多
く
あ
っ
た
そ
う
だ
よ
。
遠
い
農
村
の
女

性
達
、
た
と
え
ば
新
潟
や
東
北
か
ら
積
雪
を
後

に
し
て
上
州
に
出
稼
ぎ
に
来
て
い
た
女
性
達
や

近
郊
近
隣
の
女
性
達
も
こ
の
製
糸
工
場
の
宿
舎

に
泊
ま
っ
て
生
活
し
て
い
た
ん
だ
よ
。
そ
の
人

数
は
２
万
人
以
上
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
仕
事

は
相
当
過
酷
な
労
働
を
さ
せ
ら
れ
て
大
変
だ
っ

た
よ
う
だ
よ
。
こ
の
製
糸
工
場
に
勤
め
る
女
工

さ
ん
達
は
、
気
晴
ら
し
に
夜
、
仕
事
が
終
わ
る

と
ま
え
ば
し
の
中
心
商
店
街
で
あ
る
桑
町
通
り

前橋テルサ

アカギ商会

桑町会館

至県庁

至桐生

至前橋駅

至大胡

至赤城山

至渋川

国
道
17
号

国道
50号

旧志満屋

中
央
通
り

昭和初期の桑町通り（現・中央通り）左から白牡丹、今井玩具店、鈴木薬局

桑 町
Kuwa-machi

昭和初期（詳細不明）の桑町（現在の中央通
り）の街並み。
着物と洋服が当時の世情を偲ばせる
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おじいちゃんと  　　　　ボクが訪ねたまち

界
隈
に
出
て
き
て
、
化
粧
品
、
バ
ッ
ク
、
帽
子
、

着
物
、
小
物
、
下
駄
な
ど
を
買
っ
た
そ
う
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
活
気
が
あ
っ
た
よ
う
だ
ね
。
ボ
ク
が
思
う
に
は

こ
の
女
工
さ
ん
達
の
お
か
げ
で
桑
町
界
隈
の
商

店
街
に
繁
栄
を
も
た
ら
し
た
よ
う
な
気
が
す
る

よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
お
じ
い
ち
ゃ
ん
も
そ
う
思
う
よ
。
そ
れ
か
ら
周

辺
の
農
家
の
人
た
ち
が
製
糸
工
場
に
繭
（
ま

ゆ
）
を
納
め
に
来
て
、
帰
り
に
は
必
ず
今
は
な

き
志
満
屋
の
片
原
饅
頭
（
か
た
は
ら
ま
ん
じ
ゅ

う
）
を
買
っ
て
行
っ
た
そ
う
だ
よ
。
こ
の
志
満

屋
は
テ
ル
サ
南
側
と
中
央
通
り
を
結
ぶ
道
の
中

ほ
ど
に
あ
っ
た
け
ど
、
こ
の
通
り
を
片
原
通
り

と
言
っ
て
い
た
そ
う
だ
よ
。
前
橋
藩
時
代
に
馬

の
運
動
の
た
め
に
行
く
道
筋
で
馬
場
川
の
北
側

が
原
っ
ぱ
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
そ
の
名
前
が

付
い
た
そ
う
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
他
に
何
か
あ
る
の
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
明
治
の
中
頃
、
率
先
し
て
各
町
に
さ
き
が
け
て

電
灯
を
つ
け
た
の
は
桑
町
だ
っ
た
ん
だ
よ
。
ネ

オ
ン
を
ま
え
ば
し
で
初
め
て
つ
け
た
店
が
あ
っ

た
そ
う
だ
よ
。
ま
た
、
ま
え
ば
し
で
最
初
に
道

路
に
舗
装
し
た
の
も
桑
町
だ
っ
た
そ
う
だ
よ
。

そ
し
て
終
戦
の
荒
れ
た
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
を

い
ち
早
く
美
装
し
た
ん
だ
。

ボ　
　

  

ク
：
何
か
、
ま
え
ば
し
の
最
先
端
を
走
っ
て
い
た
よ

う
だ
ね
。
す
ご
い
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
で
も
、
昭
和
４
年
に
生
糸
相
場
が
大
暴
落
し
、

輸
出
が
停
止
し
、
生
産
県
で
あ
る
群
馬
県
で
は
、

工
場
が
閉
鎖
さ
れ
、
女
工
さ
ん
た
ち
は
職
を
失

い
、
農
家
は
繭
が
売
れ
ず
、
購
買
力
は
最
低
と

な
り
、
ま
ち
は
火
が
消
え
た
状
態
に
な
っ
た
ん

だ
。
そ
し
て
、
太
平
洋
戦
争
に
入
り
、
昭
和
20

年
８
月
５
日
の
前
橋
空
襲
で
焼
け
野
原
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
ん
だ
。
そ
れ
で
も
桑
町
の
人
々
は

商
店
街
の
復
興
に
力
を
入
れ
一
生
懸
命
頑
張
っ

た
。
そ
の
お
か
げ
で
戦
後
、
桑
町
を
中
心
と
す

る
商
店
街
も
本
格
的
な
店
づ
く
り
が
さ
れ
て
、

昭
和
35
年
、
36
年
頃
に
は
人
通
り
も
多
く
な
り
、

魅
力
あ
る
商
店
街
と
し
て
形
成
さ
れ
、
昭
和

37
年
に
全
国
の
商
店
街
に
先
駆
け
て
中
央
通
り

に
、
車
を
遮
断
し
て
、
歩
行
、
買
い
物
の
安
全

性
が
完
全
に
守
ら
れ
た
全
蓋
の
ア
ー
ケ
ー
ド
が

完
成
さ
れ
た
ん
だ
。

ボ　
　

  

ク
：
と
こ
ろ
で
、
商
店
街
の
中
を
歩
く
と
蔵
が
幾
つ

か
あ
る
よ
。　
　

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
桑
町
は
商
店
街
だ
か
ら
物
を
保
存
す
る
た
め
の

蔵
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
ん
だ
よ
。
で
も
、
８
月

５
日
の
前
橋
空
襲
で
焼
け
残
っ
た
の
は
わ
ず
か

４
棟
だ
そ
う
だ
。
ボ
ク
が
見
た
の
は
、
そ
の
一

部
だ
ろ
う
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
町
名
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
昔
の
桑
町
通
り
、
片
原
通
り
と
い
う
名
前

を
残
せ
な
か
っ
た
の
か
な
ぁ
。　

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
昔
、
町
名
変
更
に
係
っ
た
方
た
ち
も
苦
労
し
た

と
思
う
け
ど
、
由
緒
あ
る
町
名
や
通
り
の
名
前

が
消
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
残
念
だ
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
で
も
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、

桑
町
は
蚕
（
か
い
こ
）
の
国
、
生
糸
の
ま
ち
ら

し
い
親
し
み
の
あ
る
響
き
が
こ
も
っ
た
町
名
だ

ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
で
は
、
次
回
は
東
隣
り
の
紺
屋
町
に
行
っ
て
み

よ
う
。

天保３年（1832年）より平成８年（1996年）まで
営業を続けた志満屋片原饅頭

萩原朔太郎が撮影した桑町通り。現在の中央通り坂下より北方を望む
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お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
日
は
紺
屋
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
て
読
む
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
最
初
は
「
こ
う
や
ま
ち
」、
そ
の
後
「
こ
ん
や

ま
ち
」
と
呼
ん
で
い
た
そ
う
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
い
つ
か
ら
こ
の
町
名
が
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
江
戸
時
代
か
ら
あ
る
ん
だ
け
ど
、
江
戸
初
期
は

天
川
原
村
と
い
っ
て
い
た
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
今
は
ど
こ
に
な
る
の
か
な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
紺
屋
町
は
今
の
馬
場
川
通
り
か
ら
ス
ズ
ラ
ン
デ

パ
ー
ト
付
近
の
銀
座
通
り
ま
で
の
一
帯
だ
ね
。

そ
の
間
の
通
り
は
紺
屋
町
通
り
と
い
う
ん
だ

よ
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
で
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
前
橋
城
が
あ
っ
た
江
戸
時
代
の
ま
え
ば
し
は
、

城
下
町
だ
っ
た
ん
だ
よ
。
職
人
や
商
人
が
城
の

ま
わ
り
に
集
ま
っ
て
住
む
、
こ
う
し
て
で
き
た

町
が
城
下
町
な
ん
だ
け
ど
、
紺
屋
町
も
そ
の
一

つ
だ
っ
た
ん
だ
。
紺
屋
と
は
染
物
屋
の
こ
と
で
、

染
物
の
職
人
さ
ん
た
ち
が
住
ん
で
い
た
と
こ
ろ

か
ら
紺
屋
町
っ
て
付
け
た
そ
う
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
ま
ち
の
中
に
は
紺
屋
町
の
名
残
が
あ
る
の
か

な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
ち
ょ
っ
と
前
ま
で
は
、
ま
ち
に
流
れ
て
い
る

馬
場
川
に
川
底
ま
で
降
り
ら
れ
る
階
段
が
あ
っ

た
よ
。
お
そ
ら
く
、
染
物
屋
の
職
人
さ
ん
が
、

布
を
染
め
る
時
に
階
段
を
降
り
て
馬
場
川
の
水

を
使
っ
た
ん
だ
ね
。
馬
場
川
の
水
は
今
よ
り
は

る
か
に
澄
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
ね
。
そ
の
後
は

器
物
や
洗
濯
を
す
る
た
め
の
洗
い
場
に
な
っ

た
。
あ
と
、
ま
ち
の
西
端
、
桑
町
境
に
越
後

か
ら
分
身
さ
れ
た
菅
谷
（
す
が
た
に
）
不
動
尊

が
あ
っ
た
。
眼
に
特
効
が
あ
っ
た
そ
う
で
、
ま

ち
の
鎮
守
様
で
あ
っ
た
。
惜
し
く
も
今
は
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
。

ボ　
　

  

ク
：
そ
の
後
、
紺
屋
町
は
ど
う
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
明
治
の
近
代
化
を
迎
え
、
生
糸
の
好
況
、
群
馬

県
庁
の
誘
致
な
ど
の
影
響
に
よ
り
紺
屋
町
を
中

心
と
し
て
隣
町
２
町
を
含
む
周
辺
一
帯
は
一
段

と
華
や
か
と
な
り
、
職
人
町
か
ら
花
街
に
な
り
、

ま
え
ば
し
一
の
花
柳
界
に
な
っ
た
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
花
街
、
花
柳
界
っ
て
何
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
芸
妓
（
げ
い
ぎ
◎
芸
者
の
こ
と
）
さ
ん
が
出
入

前橋テルサ
スズラン

至県庁

至桐生

至前橋駅

至大胡

至赤城山

至渋川

国
道
17
号

国道
50号

中
央
通
り

紺屋町通り馬場川通り

銀座通り

立川町大通り

紺屋町
Konya-machi

昭和初期の馬場川通り

明治38年、紺屋町に移転した前橋商業会議所
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おじいちゃんと  　　　　ボクが訪ねたまち

り
す
る
界
隈
を
花
街
、
芸
妓
さ
ん
の
世
界
を
花

柳
界
と
い
う
ん
だ
。
花
街
の
中
は
、
芸
妓
さ
ん

を
中
心
に
料
理
屋
、
待
合
茶
屋
、
貸
席
、
貸
座

敷
で
成
り
立
っ
て
い
る
。

ボ　
　

  

ク
：
紺
屋
と
花
街
は
何
か
関
係
が
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
東
京
で
は
、
都
会
の
遊
興
施
設
が
集
中
す
る
盛

り
場
で
は
大
正
時
代
ま
で
、
ま
だ
江
戸
時
代
の

雰
囲
気
を
と
ど
め
る
表
現
が
あ
っ
た
。
盛
り
場

に
あ
る
店
の
玄
関
に
は
紺
色
の
暖
簾
（
の
れ
ん
）

が
下
げ
ら
れ
、
夏
に
な
る
と
涼
し
さ
を
演
出
す

る
た
め
、
料
理
屋
で
は
青
い
暖
簾
が
使
わ
れ
て

い
た
。
ま
た
、
紺
屋
職
人
さ
ん
の
作
っ
た
染
物

と
芸
妓
さ
ん
の
着
物
が
何
か
関
係
し
て
い
る
の

か
な
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
け

ど
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
ま
え
ば
し
も
紺
屋
職

人
さ
ん
の
住
む
ま
ち
か
ら
花
街
へ
と
引
き
継
が

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
ん

だ
。

ボ　
　

  

ク
：
花
街
の
様
子
を
見
て
み
た
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
紺
屋
町
一
帯
は
、
大
昔
利
根
川
が
流
れ
て
い
て
、

そ
の
伏
流
水
が
あ
っ
た
ん
だ
よ
。
ま
ち
の
露
地

を
は
さ
ん
で
芸
妓
さ
ん
の
住
む
長
屋
が
あ
り
、

そ
の
中
に
は
井
戸
が
幾
つ
も
あ
っ
て
、
ま
た
風

呂
屋
も
幾
つ
か
あ
っ
た
ん
だ
よ
。
こ
の
井
戸
や

風
呂
屋
の
水
は
、
こ
の
伏
流
水
な
ん
だ
ろ
う

ね
。
そ
の
風
呂
屋
に
は
午
後
に
な
る
と
お
座
敷

に
上
が
る
前
に
芸
妓
さ
ん
が
入
っ
て
い
た
そ
う

だ
。
ま
た
、
紺
屋
町
通
り
や
馬
場
川
通
り
界
隈

の
花
街
で
は
、
昼
間
で
も
狭
い
路
か
ら
お
稽
古

の
三
味
線
の
音
が
聞
こ
え
て
き
た
り
、
お
ど
り

の
稽
古
帰
り
の
姐
さ
ん
方
の
姿
が
見
え
た
そ
う

だ
よ
。
そ
し
て
、
灯
の
入
る
こ
ろ
に
な
る
と
貸

席
、
貸
座
敷
か
ら
三
味
線
の
音
が
聞
こ
え
、
活

況
に
満
ち
た
夜
の
世
界
に
な
っ
て
い
く
ん
だ
。

ボ　
　

  

ク
：
紺
屋
町
は
昼
夜
問
わ
ず
、
何
か
風
流
で
独
特

な
香
り
の
す
る
ま
ち
の
よ
う
だ
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
因
み
に
当
時
の
男
女
の
人
口
割
合
は
、
女
性
の

ほ
う
が
上
回
っ
て
い
て
、
男
性
の
倍
の
人
数
が

生
活
し
て
い
た
そ
う
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
女
性
が
主
役
の
世
界
の
ま
ち
な
ん
だ
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
そ
う
だ
ね
。
で
も
、
花
街
は
芸
妓
さ
ん
の
お
相

手
で
あ
る
男
性
が
い
て
成
り
立
っ
て
い
た
わ
け

だ
け
ど
、
そ
の
男
性
は
他
の
ま
ち
か
ら
来
る
生

糸
商
人
を
は
じ
め
と
す
る
商
家
の
方
々
で
あ
っ

た
り
、
お
座
敷
は
商
談
に
も
使
っ
て
い
た
そ
う

だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
今
の
紺
屋
町
は
ど
う
な
ん
だ
ろ
う
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
戦
後
か
ら
お
座
敷
は
激
減
し
、
今
は
も
う
花
街

は
消
え
て
し
ま
っ
た
。
粋
を
好
む
客
が
い
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
他
に
安
易
な
享
楽
飲

食
店
が
増
え
た
か
ら
か
な
。
そ
し
て
、
昭
和
時

代
の
新
住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
が
施
行
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
紺
屋
町
と
い
う
町
名
も
消
え
て

し
ま
っ
た
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
と
な
く
寂
し
い
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
は
色
々
な
飲
食
店
が
建
ち
並
び
、
歓
楽
街
と

し
て
華
や
か
な
夜
は
変
わ
ら
な
い
け
ど
、
艶
め

い
た
風
情
が
漂
う
ま
ち
で
は
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

ボ　
　

  

ク
：
で
も
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
紺
屋
町
も
花
街
も
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
け
ど
、
紺
屋
と
聞
く
と
何

と
も
言
え
な
い
香
り
が
す
る
ま
ち
だ
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
で
は
、
次
回
は
竪
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

昭和20年代、紺屋町のお祭り
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お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
日
は
竪
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
て
読
む
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：「
た
つ
ま
ち
」
と
呼
ぶ
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
い
つ
か
ら
こ
の
町
名
が
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
江
戸
時
代
か
ら
あ
る
ん
だ
け
ど
、
江
戸
初
期
は

前
代
田
村
、下
之
町
（
桑
町
、他
隣
町
１
を
含
む
）

と
い
っ
て
い
た
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
今
は
ど
こ
に
な
る
の
か
な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
竪
町
は
国
道
17
号
線
と
国
道
50
号
線
の
交
差
す

る
と
こ
ろ
か
ら
北
上
し
広
瀬
川
の
架
か
る
厩
橋

ま
で
の
界
隈
だ
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
で
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
現
在
の
国
道
17
号
線
は
竪
町
通
り
で
、
今
も
そ

う
呼
ん
で
い
る
ね
。
こ
の
通
り
の
両
側
界
隈
が

南
北
の
方
向
に
ま
ち
が
連
な
っ
て
い
た
か
ら
か

な
。
竪
は
縦
だ
か
ら
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
当
時
の
竪
町
だ
っ
た
様
子
を
見
て
み
た
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
通
り
沿
い
は
漆
喰
（
し
っ
く
い
）
で
塗
り
か
た

め
ら
れ
た
瓦
屋
が
ず
ら
り
と
軒
を
並
べ
、
各
種

の
問
屋
筋
に
な
っ
て
い
た
ん
だ
よ
。
今
で
も
呉

服
屋
さ
ん
、
履
物
屋
さ
ん
、
荒
物
屋
さ
ん
、
お

茶
屋
さ
ん
、
陶
器
店
な
ど
老
舗
、
金
融
機
関
が

ま
だ
残
っ
て
い
る
ね
。
ま
た
、
明
治
21
年
に
前

橋
勧
工
場
が
設
立
し
た
ん
だ
。
名
前
か
ら
見
る

と
、
何
か
の
工
場
だ
と
思
わ
れ
る
け
ど
、
今
で

い
う
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
な
ん
だ
よ
。
明
治

23
年
に
上
毛
馬
車
鉄
道
が
創
設
さ
れ
、
竪
町
通

り
に
は
、
越
後
街
道
の
道
中
と
し
て
、
現
在
の

前
橋
駅
で
あ
る
前
橋
停
車
場
か
ら
渋
川
ま
で
馬

車
が
走
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
明
治
43
年
に
連

合
共
進
会
が
ま
え
ば
し
で
開
催
さ
れ
た
と
き
馬

車
鉄
道
を
電
化
し
、
路
面
電
車
に
変
わ
っ
た
ん

だ
。
越
後
街
道
の
交
通
機
関
と
し
て
重
ん
じ
ら

れ
、
ま
え
ば
し
の
名
物
の
一
つ
だ
っ
た
ん
だ
よ
。

昭
和
29
年
ま
で
営
業
し
て
い
た
ん
だ
。

ボ　
　

  

ク
：
何
か
活
気
が
あ
っ
た
通
り
だ
ね
。
と
こ
ろ
で
、

連
合
共
進
会
っ
て
何
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
連
合
共
進
会
と
は
、
関
東
、
東
北
合
わ
せ
て
一

府
十
四
県
が
参
加
し
、
農
産
物
や
工
業
製
品
な

ど
の
物
産
を
出
品
さ
せ
て
一
堂
に
集
め
、
多
く

の
人
々
に
見
て
も
ら
い
お
互
い
に
技
術
の
交

流
、
発
達
を
は
か
る
た
め
の
展
示
会
だ
っ
た
。

大正時代の竪町通り

竪 町
Tatsu-machi

国道17号の歩道に設置された
萩原朔太郎撮影の竪町通りの記念碑

前橋テルサ
スズラン

至県庁

至桐生

至前橋駅

至大胡

至赤城山

至渋川

国道
50号

中
央
通
り

馬場川通り

銀座通り

立川町大通り

竪町通り（現国道17 号）

今も残る竪町神明宮
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こ
の
よ
う
な
物
産
展
の
他
、
各
種
大
会
、
サ
ー

カ
ス
や
活
動
写
真
な
ど
が
催
さ
れ
た
よ
う
だ
。

今
で
い
う
万
国
博
覧
会
の
よ
う
な
も
の
だ
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
こ
の
連
合
共
進
会
に
よ
っ
て
ま
え
ば
し
は
何
か

変
わ
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
群
馬
県
が
誕
生
し
て
以
来
の
最
大
の
行
事
で

あ
っ
た
ん
だ
け
ど
、
こ
の
連
合
共
進
会
の
開
催

に
あ
た
り
、
ま
え
ば
し
は
、
製
糸
業
に
活
況
を

も
た
ら
し
、
前
橋
駅
の
拡
充
、
道
路
整
備
を
始

め
と
す
る
事
業
な
ど
が
行
わ
れ
、
ま
え
ば
し
界

隈
は
一
挙
に
近
代
化
す
る
役
目
を
果
た
し
、
あ

た
り
は
一
変
し
、
短
期
間
の
う
ち
に
ま
え
ば
し

市
民
の
生
活
文
化
に
大
き
な
変
革
を
も
た
ら
し

た
ん
だ
。
前
橋
渋
川
間
の
馬
車
鉄
道
を
路
面
電

車
に
転
換
し
、
同
時
に
渋
川
伊
香
保
間
も
電
車

化
す
る
と
い
う
大
き
な
事
業
も
そ
の
一
つ
で
、

連
合
共
進
会
を
観
覧
し
た
後
、
こ
の
路
面
電
車

で
伊
香
保
温
泉
を
訪
れ
る
人
達
も
い
た
そ
う

だ
。

ボ　
　

  
ク
：
今
は
も
う
路
面
電
車
、
な
い
よ
ね
。
な
ん
と
な

く
寂
し
い
感
じ
だ
よ
。
国
内
の
都
市
の
中
に
は

ま
だ
路
面
電
車
が
走
っ
て
い
る
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
国
道
17
号
線
と
し
て
竪
町
通
り
が
拡
幅
さ
れ
た

け
ど
、
交
通
事
情
の
変
化
や
ま
ち
の
発
展
の
障

害
と
し
て
考
え
ら
れ
た
こ
と
が
原
因
で
消
失
し

て
し
ま
っ
た
の
か
な
。

ボ　
　

  

ク
：
他
に
何
か
あ
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
の
テ
ル
サ
の
西
側
に
前
橋
城
の
坪
呂
岩
（
つ

ぼ
ろ
い
わ
）
御
門
が
あ
っ
た
よ
。
つ
い
最
近
ま

で
、門
の
石
垣
が
残
っ
て
い
た
け
ど
、マ
ン
シ
ョ

ン
が
建
設
さ
れ
た
時
、
消
え
て
し
ま
っ
た
よ
う

だ
。
そ
の
北
に
は
、
つ
い
最
近
ま
で
、
明
治
期

か
ら
知
ら
れ
る
ま
え
ば
し
切
っ
て
の
最
古
の
料

理
店
で
あ
っ
た
嬉
野（
う
れ
し
の
）旅
館
が
あ
っ

た
。
ま
た
、
今
の
テ
ル
サ
の
場
所
に
、
昭
和
初

期
最
盛
期
に
ま
え
ば
し
一
流
の
大
旅
館
住
吉
屋

が
あ
っ
た
よ
。
間
口
の
広
い
純
日
本
式
の
堂
々

た
る
構
え
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
こ
こ
に
は
昭
和

39
年
に
県
下
初
の
百
貨
店
と
し
て
前
三
（
前
橋

三
越
）
百
貨
店
が
開
店
し
た
。
本
格
的
な
百
貨

店
の
開
設
は
昭
和
の
高
度
成
長
期
到
来
を
告
げ

る
象
徴
的
な
出
来
事
だ
っ
た
よ
う
だ
。
し
か
し

昭
和
60
年
に
惜
し
ま
れ
な
が
ら
閉
店
し
た
。

ボ　
　

  

ク
：
そ
れ
に
し
て
も
、
色
々
と
変
化
の
あ
る
ま
ち
だ

ね
。
時
代
が
流
れ
る
中
、
ま
ち
は
移
り
変
わ
る

と
思
う
け
ど
、
名
残
惜
し
い
感
じ
が
す
る
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
一
つ
だ
け
残
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
よ
。
今
は

違
う
町
内
に
な
っ
て
い
る
け
ど
、
竪
町
43
番
地

と
い
う
飛
地
に
あ
る
神
明
宮
が
あ
る
よ
。
竪
町

の
鎮
守
様
な
ん
だ
。
ま
え
ば
し
市
内
で
も
有
数

な
広
く
立
派
な
境
内
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
、

中
の
島
を
め
ぐ
っ
て
の
静
寂
な
池
の
風
景
は
、

思
わ
ず
誘
い
込
ま
れ
る
ほ
ど
の
魅
力
を
か
も
し

出
し
て
い
て
、
五
、六
百
年
も
経
つ
と
い
う
大

松
が
そ
び
え
て
い
て
今
で
も
健
在
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
竪
町
は
昔
の
面
影
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
け

ど
、
今
で
も
、
竪
町
通
り
と
い
う
名
前
が
残
っ

て
い
る
し
、
ま
ち
の
鎮
守
様
も
残
っ
て
い
る
ん

だ
ね
。
そ
れ
に
し
て
も
、
ボ
ク
と
し
て
は
路
面

電
車
が
消
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
残
念
だ
ね
。

道
路
交
通
事
情
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
け

ど
、
何
と
か
復
活
で
き
な
い
も
の
か
な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
で
は
、
次
回
は
横
山
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

市制施行60周年記念事業「前橋グランドフェア」開催の協賛祭りでの「竪町」の人々と街並み
（昭和29年 10月 15日）
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お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
日
は
横
山
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
て
読
む
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：「
よ
こ
や
ま
ち
ょ
う
」
と
呼
ぶ
ん
だ
よ
。　

ボ　
　

  

ク
：
い
つ
か
ら
こ
の
町
名
が
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
江
戸
時
代
か
ら
あ
る
ん
だ
け
ど
、
江
戸
初
期
は

前
代
田
村
、
下
之
町
（
隣
町
２
町
を
含
む
）
と

い
っ
て
い
た
ん
だ
よ
。
そ
の
後
、
明
治
初
年
頃

ま
で
は
横
町
（
よ
こ
ま
ち
）
と
言
っ
て
い
た
ん

だ
よ
。
下
之
町
は
、
先
日
訪
ね
た
桑
町
、
竪
町
、

そ
し
て
横
町
に
分
か
れ
た
ん
だ
よ
。
そ
し
て
明

治
６
年
か
ら
横
町
を
改
称
し
て
横
山
町
に
な
っ

た
ん
だ
よ
。　
　
　
　
　
　
　

ボ　
　

  
ク
：
今
は
ど
こ
に
な
る
の
か
な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
横
山
町
は
今
の
銀
座
一
丁
目
通
り
商
店
街
界
隈

だ
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
で
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
前
回
訪
ね
た
竪
町
が
縦
に
町
並
み
が
連
な
っ
て

い
た
事
に
対
し
て
、
横
に
町
並
み
が
連
な
っ
て

い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
横
山
町
っ
て
付
け
た
そ
う

だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
当
時
の
横
山
町
だ
っ
た
様
子
を
見
て
み
た
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
昔
は
竪
町
が
本
道
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
辺
り

は
人
家
が
ま
ば
ら
な
淋
し
い
と
こ
ろ
で
、
大
半

は
天
王
山
実
相
寺
と
い
う
寺
の
境
内
だ
っ
た
そ

う
だ
。
そ
し
て
明
治
期
前
ま
で
の
神
仏
混
淆（
し

ん
ぶ
つ
こ
ん
こ
う
◎
神
仏
習
合
と
も
い
う
）
と

い
う
思
想
で
、
全
国
に
分
社
さ
れ
て
い
る
八
坂

神
社
を
祀
り
、
明
治
42
年
以
来
、
小
石
神
社
の

名
で
知
ら
れ
、
天
王
様
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い

た
ん
だ
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ぜ
、
小
石
神
社
と
言
わ
れ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
こ
の
神
社
に
は
、
素
盞
男
尊
（
す
さ
の
う
の
み

こ
と
）
と
日
本
武
尊
（
や
ま
と
た
け
る
の
み
こ

と
）
を
祭
っ
て
あ
り
、
神
石
は
約
１
５
０
㎏
も

あ
る
赤
石
だ
そ
う
だ
。
大
昔
、
日
本
武
尊
が
東

夷
征
伐
の
途
中
、
橘
山
の
山
頂
で
休
ま
れ
、
相

模
の
海
に
入
ら
れ
た
弟
橘
姫
（
お
と
た
ち
ば
な

ひ
め
）
を
追
想
さ
れ
た
時
腰
掛
け
ら
れ
た
石
だ

い
う
話
が
残
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
実
相
寺
の

方
が
こ
こ
に
移
さ
れ
て
〝
恋
し
石
〞
か
ら
小
石

に
な
っ
た
と
い
う
話
が
残
っ
て
い
る
。

ボ　
　

  

ク
：
何
か
、
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
話
だ
ね
。
こ
の
神
様

の
ご
利
益
は
何
か
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
そ
の
当
時
は
陰
陽
道
（
お
ん
み
ょ
う
ど
う
）
に

関
わ
る
神
社
仏
閣
だ
っ
た
よ
う
で
、
結
婚
に
、

ま
た
出
産
に
縁
起
の
い
い
神
様
と
さ
れ
、
子
供

が
産
ま
れ
る
と
実
相
寺
に
行
き
、
名
前
を
付
け

て
も
ら
っ
た
そ
う
だ
。
そ
し
て
、
小
石
神
社
は

スズラン

至県庁

至桐生

至前橋駅

至大胡

至赤城山

至渋川

国道
50号

中
央
通
り

馬場川通り

銀座通り

立川町大通り

前橋テルサ

国
道
17
号

明治時代の前橋市役所

横山町
Yokoyama-cho
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お
酉
さ
ま
と
も
呼
ば
れ
、
商
売
繁
盛
を
祈
願
し

て
熊
手
な
ど
の
縁
起
物
を
求
め
る
人
々
が
繰
り

出
し
た
よ
う
だ
よ
。
ま
た
、
夏
の
頃
に
な
れ
ば
、

植
木
や
虫
を
売
る
風
流
な
夜
店
が
毎
夜
た
っ
た

そ
う
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
こ
の
ま
ち
に
住
む
人
に
と
っ
て
人
生
に
、
ま
た

生
活
に
必
要
な
と
こ
ろ
だ
っ
た
ん
だ
ね
。
と
こ

ろ
で
、
今
、
こ
の
神
社
は
ど
こ
に
も
見
当
た
ら

な
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
小
石
神
社
は
昭
和
46
年
に
敷
島
公
園
北
側
住

宅
地
の
中
央
に
移
転
さ
れ
、
神
社
跡
地
は
ス

ズ
ラ
ン
デ
パ
ー
ト
に
な
り
、
現
在
に
至
っ
て
い

る
。
デ
パ
ー
ト
の
屋
上
に
は
小
石
神
社
の
分
社

が
祀
っ
て
あ
る
よ
う
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
他
に
何
か
あ
る
の
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
こ
の
ま
ち
で
忘
れ
て
な
ら
な
い
事
は
、
明
治
22

年
町
村
制
が
施
行
さ
れ
、
前
橋
町
が
誕
生
し
た

時
、
横
山
町
24
番
地
に
町
役
場
が
置
か
れ
、
そ

し
て
明
治
25
年
市
制
が
施
行
さ
れ
た
事
に
伴
っ

て
市
役
所
の
庁
舎
と
な
っ
た
事
な
ん
だ
。

ボ　
　

  

ク
：
市
役
所
が
今
の
街
中
に
あ
っ
た
ん
だ
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
官
庁
だ
け
で
は
な
く
、
先
日
訪
ね
た
紺
屋
町
同

様
、
花
街
と
し
て
巷
に
歓
楽
の
匂
い
が
濃
か
っ

た
。
多
く
の
料
理
店
や
待
合
茶
屋
、
貸
席
、
貸

座
敷
、
魚
屋
、
す
し
屋
、
て
ん
ぷ
ら
屋
な
ど
の

家
並
み
が
目
立
っ
て
い
た
ん
だ
よ
。
特
に
、
現

在
の
テ
ル
サ
の
東
の
通
り
、
中
央
駐
車
場
の
南

辺
り
に
鹿
島
屋
と
い
う
老
舗
の
仕
出
し
屋
が
あ

り
、
市
内
の
料
理
屋
な
ど
へ
仕
出
し
を
引
き
受

け
て
い
た
よ
う
だ
よ
。
ま
た
、
中
央
通
り
と
銀

座
一
丁
目
の
交
差
す
る
角
に
一
躍
百
貨
店
に
躍

進
し
た
麻
屋
が
あ
っ
た
。
屋
上
に
は
遊
園
地
も

あ
っ
た
そ
う
だ
よ
。
今
も
当
時
を
偲
ぶ
建
物
の

一
部
が
見
ら
れ
る
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
時
代
の
移
り
変
わ
り
の
中
で
官
庁
や
お
店
な
ど

色
々
と
混
在
し
て
い
て
、
活
気
の
あ
る
ま
ち

だ
っ
た
ん
だ
ね
。
今
も
繁
華
街
と
な
っ
て
い
る

け
ど
、
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
で
も
健
在
で
あ
る
お
店
が
あ
る
よ
。
銀
座
一

丁
目
通
り
沿
い
に
割
烹
料
理
で
あ
る
矢
内
（
や

な
い
）が
あ
る
よ
。
昔
は
矢
内
居
酒
屋
店
と
い
っ

て
さ
ざ
え
の
壷
焼
（
つ
ぼ
や
き
）
が
元
祖
だ
っ

た
よ
う
だ
け
ど
、
今
は
う
な
ぎ
で
有
名
だ
ね
。

よ
し
、
今
日
の
昼
食
は
う
な
ぎ
に
し
よ
う
。

ボ　
　

  

ク
：
わ
ー
い
、
う
れ
し
い
な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
で
は
、
次
回
は
東
隣
り
の
榎
町
に
行
っ
て
み
よ

う
。

明治初期、銀座通りにての小石神社の祭礼

老舗仕出し屋「鹿島屋」
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スズラン

至県庁

至桐生

至前橋駅

至大胡

至赤城山

至渋川

国道
50号

中
央
通
り

馬場川通り

銀座通り

立川町大通り

前橋テルサ

国
道
17
号

榎 町
Enoki-machi

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
日
は
榎
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
て
読
む
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：「
え
の
き
ま
ち
」
と
呼
ぶ
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
い
つ
か
ら
こ
の
町
名
が
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
江
戸
時
代
か
ら
あ
る
ん
だ
け
ど
、

江
戸
初
期
は
天
川
原
村
と
言
っ
て
い
た
ん
だ

よ
。

ボ　
　

  
ク
：
今
は
ど
こ
に
な
る
の
か
な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
榎
町
は
今
の
銀
座
二
丁
目
通
り
商
店
街
界
隈
だ

ね
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
で
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
以
前
、
千
代
田
通
り
の
角
に
あ
っ
た
、
み
や
ま

会
館
の
南
側
に
抱
え
き
れ
ぬ
ほ
ど
大
き
な
榎
の

樹
が
あ
っ
た
か
ら
、
榎
町
っ
て
付
け
た
そ
う
だ

よ
。
以
前
訪
ね
た
紺
屋
町
一
帯
と
同
様
、
こ
の

付
近
も
利
根
川
が
流
れ
て
い
て
、
河
原
に
は
葦

（
あ
し
）
が
生
え
、
陸
地
の
安
定
し
た
と
こ
ろ

に
は
潅
木
も
生
え
は
じ
め
、
そ
ん
な
大
地
に
榎

の
樹
も
生
育
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、

そ
の
榎
の
樹
が
明
治
40
年
頃
ま
で
残
っ
て
い
た

よ
う
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
そ
う
い
っ
た
自
然
環
境
か
ら
地
名
が
付
い
た
と

こ
ろ
っ
て
あ
る
よ
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
ま
ち
に
住
む
人
は
、
こ
の
榎
の
樹
が
一
つ
の
目

印
の
樹
と
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、

ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
ま
た
今
で
い
う
ラ

ン
ド
マ
ー
ク
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

ボ　
　

  

ク
：
そ
の
当
時
は
、
当
た
り
前
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
け

ど
、
今
思
う
と
、
地
名
と
ま
ち
に
住
む
人
の
生

活
が
密
着
し
て
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
ボ
ク
の
言
う
と
お
り
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
当
時
の
榎
町
だ
っ
た
様
子
を
見
て
み
た
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
東
和
銀
行
東
側
通
り
は
縁
切
坂
と
い
っ
て
、
そ

大正時代の銀座通り

銀座通りの一角に安置されている延命地蔵
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おじいちゃんと  　　　　ボクが訪ねたまち

の
坂
下
に
清
ら
か
な
井
戸
が
あ
っ
た
そ
う
だ
。

井
戸
の
傍
に
梅
の
木
が
あ
っ
て
、
そ
の
芳
香
が

井
戸
の
水
に
移
っ
た
そ
う
で
、
ま
た
、
井
戸
の

噴
き
出
る
水
の
さ
ま
が
梅
の
花
の
形
に
見
え
た

そ
う
で
、
梅
の
井
と
呼
ば
れ
る
井
戸
と
し
て
名

所
に
な
っ
た
そ
う
だ
。
こ
の
名
を
と
っ
て
梅
の

井
と
い
う
寄
席
が
あ
っ
た
ん
だ
。
浪
花
節
や
義

太
夫
、
落
語
、
琵
琶
な
ど
が
上
演
さ
れ
、
人
々

を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
た
劇
場
だ
っ
た
ん
だ
。

ボ　
　

  

ク
：
そ
う
い
え
ば
、
ボ
ク
が
小
さ
い
頃
、
こ
の
ま
ち

に
映
画
館
が
あ
っ
た
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
実
は
榎
町
は
映
画
館
の
ま
ち
だ
っ
た
ん
だ
よ
。

明
治
43
年
の
共
進
会
が
終
わ
っ
た
後
、
県
下
最

初
の
映
画
常
設
館
と
し
て
、
み
や
こ
会
館
と
い

う
の
が
開
館
し
た
ん
だ
よ
。
そ
の
後
オ
リ
オ
ン

座
に
な
っ
た
ん
だ
よ
。
そ
の
他
、
大
正
８
年
に

前
橋
活
動
写
真
館
、
大
正
９
年
に
大
和
劇
場
が

で
き
、
当
時
の
ま
え
ば
し
の
二
大
娯
楽
施
設

だ
っ
た
ん
だ
よ
。
映
画
を
中
心
に
演
劇
、
浪
曲

な
ど
が
か
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
よ
。
当
時
の

映
画
の
集
客
力
は
大
き
か
っ
た
の
で
、
榎
町
や

周
辺
の
ま
ち
に
は
、
直
接
的
に
も
間
接
的
に
も

大
き
く
貢
献
し
た
ん
だ
ね
。
こ
の
よ
う
な
映
画

館
が
あ
る
ま
ち
の
中
で
、
陽
が
暮
れ
る
と
、
先

日
訪
ね
た
紺
屋
町
、
横
山
町
と
並
ん
で
、
三
ヶ

町
と
呼
ば
れ
る
歓
楽
街
の
様
相
を
呈
し
、
特
に

紺
屋
町
同
様
、
花
街
で
あ
り
花
柳
界
の
ま
ち
で

あ
っ
た
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
榎
町
も
昼
夜
問
わ
ず
、
活
気
の
あ
る
ま
ち
だ
っ

た
ん
だ
ね
。
と
こ
ろ
で
、
榎
町
の
鎮
守
様
は
何

な
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
あ
る
ま
ち
の
人
が
所
有
す
る
地
所
の
竹
や
ぶ
か

ら
お
地
蔵
さ
ま
が
出
て
き
た
ん
だ
。
こ
の
お
地

蔵
様
を
榎
町
に
あ
っ
た
明
聞
寺
に
預
け
、
ま
ち

の
発
展
と
町
内
の
人
の
長
寿
を
祈
り
、
お
祭
り

を
行
っ
て
い
た
そ
う
だ
。
こ
の
お
地
蔵
さ
ま
は

延
命
（
え
ん
め
い
）
地
蔵
尊
と
よ
ば
れ
、
長
寿

を
か
な
え
て
く
れ
る
お
地
蔵
様
と
し
て
榎
町
の

鎮
守
様
と
な
っ
た
ん
だ
。
そ
の
後
、
太
平
洋
戦

争
後
、
こ
の
地
蔵
尊
を
町
内
の
中
央
部
に
移
せ

ば
、
参
詣
者
も
増
え
、
ま
た
ま
ち
の
活
性
化
に

つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
事
で
、
榎
町
に

あ
っ
た
政
淳
寺
に
移
し
た
ん
だ
。
そ
の
後
、
明

聞
寺
は
富
士
見
村
へ
移
転
し
、
ま
た
、
昭
和
47

年
に
ニ
チ
イ
デ
パ
ー
ト
の
進
出
に
よ
り
、
政
淳

寺
は
、
こ
の
お
地
蔵
さ
ま
と
一
緒
に
田
口
町
へ

移
転
し
た
ん
だ
。
今
は
、
こ
の
ニ
チ
イ
デ
パ
ー

ト
は
な
く
な
り
、
有
料
駐
車
場
に
な
っ
て
い
て
、

そ
の
東
隣
り
に
は
平
成
13
年
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

さ
れ
た
銀
座
公
園
が
あ
る
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
そ
の
後
、
お
地
蔵
さ
ま
は
ど
う
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
は
銀
座
二
丁
目
通
り
の
一
角
に
安
置
さ
れ
て

い
る
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
今
は
竹
や
ぶ
は
な
い
け
ど
、
お
地
蔵
さ
ま
は
元

の
ま
ち
に
戻
っ
た
ん
だ
ね
。
そ
し
て
、
今
も
ま

ち
の
人
の
長
寿
を
願
い
、
見
守
っ
て
い
る
ん
だ

と
思
う
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
お
じ
い
ち
ゃ
ん
も
そ
う
思
う
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
そ
れ
に
し
て
も
、
ま
ち
の
由
来
と
な
っ
て
い
る

榎
の
樹
を
、
ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
ラ
ン

ド
マ
ー
ク
と
し
て
、
ま
ち
の
ど
こ
か
に
植
樹
で

き
な
い
も
の
か
な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
で
は
、
次
回
は
立
川
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

大正9年に創設された「大和劇場」
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お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
日
は
立
川
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
て
読
む
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：「
た
て
か
わ
ち
ょ
う
」
と
呼
ぶ
ん

だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
い
つ
か
ら
こ
の
町
名
が
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
江
戸
時
代
か
ら
あ
る
ん
だ
け
ど
、
江
戸
初
期
は

前
代
田
村
と
言
っ
て
い
た
ん
だ
よ
。
そ
の
後
、

明
治
初
年
頃
ま
で
は
板
屋
町
と
言
っ
て
い
た
ん

だ
よ
。
近
く
に
広
瀬
川
が
流
れ
て
い
て
、
材
木

の
輸
送
に
便
利
だ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
屋
根
を

葺
く
割
材
や
材
木
業
者
が
集
ま
り
住
ん
だ
と
こ

ろ
だ
っ
た
よ
う
で
、
昔
は
、
茅
葺
（
か
や
ぶ
き
）

屋
根
の
家
が
多
い
中
、
こ
こ
は
、
こ
の
よ
う
な

人
々
が
住
ん
で
い
た
こ
と
も
あ
り
、
板
屋
屋
根

の
家
が
多
く
、
先
端
を
い
く
家
屋
の
集
ま
り
で

あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
、
明
治
６
年
か
ら
板

屋
町
を
改
称
し
て
立
川
町
に
な
っ
た
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
今
は
ど
こ
に
な
る
の
か
な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
立
川
町
は
今
の
立
川
町
大
通
り
や
弁
天
通
り
界

隈
だ
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
今
も
通
り
の
名
前
が
残
っ
て
い
る
ん
だ
ね
。
と

こ
ろ
で
、
な
ん
で
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た

の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
の
立
川
町
大
通
り
の
真
中
を
当
時
は
村
落
風

に
清
流
が
流
れ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
立
川

町
っ
て
付
け
た
そ
う
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
今
の
ま
ち
の
風
景
と
は
想
像
が
つ
か
な
い
け
ど
、

の
ど
か
な
ま
ち
だ
っ
た
ん
だ
ね
。
そ
の
後
の
立

川
町
だ
っ
た
様
子
を
見
て
み
た
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
昔
、
製
糸
業
が
盛
ん
だ
っ
た
頃
、
繭
（
ま
ゆ
）

市
場
が
開
か
れ
、
繭
市
場
通
り
と
も
言
わ
れ
て

大
小
の
繭
糸
商
が
軒
を
並
べ
、
生
糸
の
ま
ち
の

情
報
が
い
っ
ぱ
い
あ
っ
た
。
ま
た
、
立
川
町
大

通
り
界
隈
は
除
々
に
色
々
な
商
店
が
建
ち
並
ん

だ
商
人
の
ま
ち
に
な
っ
て
い
っ
た
ん
だ
よ
。
農

機
具
製
造
、
馬
具
製
造
、
笊
（
ざ
る
）
製
造
、

帳
簿
製
造
な
ど
の
商
店
が
あ
っ
た
ん
だ
け
ど
、

今
は
ほ
と
ん
ど
、
そ
う
い
っ
た
商
店
は
な
い
ね
。

た
だ
、
昔
の
笊
製
造
の
商
店
が
存
続
し
て
い
る

よ
う
な
、
笊
や
桶
、
フ
ル
イ
を
売
っ
て
い
る
お

店
が
通
り
沿
い
に
二
つ
残
っ
て
い
る
よ
。
時
代

が
流
れ
て
、
昭
和
36
年
に
立
川
町
大
通
り
は
両

スズラン

至県庁

至桐生

至前橋駅

至大胡

至赤城山

至渋川

国道
50号

中
央
通
り

馬場川通り

立川町大通り

前橋テルサ

国
道
17
号

銀座通り

Tatekawa-cho

昭和20年代の弁天通り

熊野神社参道にあった劇場「前橋座」

立川町
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側
の
歩
道
に
、
県
内
最
初
の
ア
ー
ケ
ー
ド
を
完

成
し
た
ん
だ
よ
。
弁
天
通
り
は
中
心
商
店
街
の

北
の
玄
関
口
と
し
て
昭
和
43
年
に
ア
ー
ケ
ー
ド

が
完
成
さ
れ
た
ん
だ
よ
。
ま
え
ば
し
で
初
め
て

の
洋
食
屋
と
し
て
大
正
９
年
に
創
業
し
た
ポ
ン

チ
と
い
う
お
店
が
、
弁
天
通
り
の
北
角
に
あ
る

よ
。
以
前
は
先
日
訪
ね
た
榎
町
に
あ
っ
た
ん
だ

よ
。

ボ　
　

  

ク
：
こ
の
二
つ
残
っ
て
い
る
お
店
や
、
ポ
ン
チ
と
い

う
お
店
は
、
こ
れ
か
ら
な
く
な
ら
な
い
で
ほ
し

い
と
思
う
よ
。
立
川
町
大
通
り
北
側
に
神
社
が

あ
る
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
熊
野
神
社
と
言
う
ん
だ
け
ど
、
出
雲
国
八
束
熊

野
よ
り
分
社
し
た
ん
だ
。
古
来
よ
り
こ
の
辺
り

は
杜
（
も
り
）
で
あ
っ
て
、熊
野
の
森
と
言
わ
れ
、

ま
ち
の
人
た
ち
か
ら
は
、
お
く
ま
ん
様
と
呼
ば

れ
て
い
る
よ
。
こ
の
神
社
の
東
に
は
、
明
治
期

に
敷
島
座
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
明
治
色
豊
か

に
、
ず
い
分
と
町
内
を
明
る
く
し
て
い
た
そ
う

だ
よ
。
そ
の
後
、
明
治
40
年
、
熊
野
神
社
参
道

に
創
設
さ
れ
た
前
橋
座
と
い
う
劇
場
が
あ
っ
た

よ
。
大
正
２
年
に
前
橋
電
気
館
と
改
名
し
、
映

画
館
と
な
っ
た
ん
だ
よ
。
今
ま
で
の
劇
場
と
違

い
、
土
足
で
二
階
ま
で
上
が
れ
る
と
い
う
こ
と

で
評
判
と
な
っ
た
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
ま
ち
の
中
を
歩
く
と
、
ず
い
分
と
大
き
な
お
寺

が
二
つ
あ
る
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
立
川
町
に
は
妙
安
寺
と
大
蓮
寺
の
二
つ
の
名
刹

で
あ
る
お
寺
が
あ
る
。
妙
安
寺
は
、
浄
土
真
宗

の
寺
院
で
、
親
鸞
聖
人
の
弟
子
成
然
に
よ
っ
て

開
基
さ
れ
、
前
橋
城
主
酒
井
重
忠
の
要
請
に
よ

り
開
山
さ
れ
た
と
い
う
古
い
歴
史
を
誇
る
ん

だ
。
大
蓮
寺
は
、
浄
土
宗
の
寺
院
で
、
昔
、
前

橋
城
を
守
護
す
る
た
め
に
鬼
門
に
あ
た
る
場
所

と
し
て
、
今
の
臨
江
閣
付
近
に
建
立
さ
れ
た
ん

だ
。
そ
の
当
時
、
こ
の
あ
た
り
は
利
根
川
が
入

り
江
の
よ
う
に
な
っ
て
流
れ
、
増
水
の
時
に
は

う
ず
を
巻
く
た
め
、
虎
ヶ
淵
と
名
付
け
ら
れ
、

大
蓮
寺
の
山
号
は
そ
の
た
め
虎
ヶ
淵
に
ち
な
ん

で
虎
淵
山
と
称
し
た
ん
だ
。
こ
の
増
水
に
よ
り
、

利
根
川
の
氾
濫
が
年
々
増
し
、
洪
水
に
よ
り

虎
ヶ
淵
の
が
け
が
次
第
に
崩
れ
、
虎
ヶ
淵
の
決

壊
に
よ
り
城
下
町
に
危
険
さ
え
感
じ
ら
れ
た
た

め
、
前
橋
城
主
酒
井
重
忠
は
虎
ヶ
淵
の
守
護
と

城
下
町
の
安
全
を
願
い
、
大
蓮
寺
へ
弁
財
天
を

祀
っ
た
ん
だ
。

ボ　
　

  

ク
：
そ
う
い
え
ば
、
弁
財
天
様
は
水
の
神
様
な
ん
だ

よ
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
そ
う
だ
ね
。
も
と
は
川
の
女
神
で
も
あ
る
ん
だ

よ
。
そ
の
後
、
と
う
と
う
、
お
堂
も
危
険
に
さ

ら
さ
れ
た
た
め
、
大
蓮
寺
は
、
こ
の
弁
財
天
と

一
緒
に
立
川
町
へ
移
転
し
た
ん
だ
。

ボ　
　

  

ク
：
あ
れ
？
弁
天
通
り
っ
て
、
弁
財
天
様
を
祀
っ

た
こ
と
か
ら
付
け
ら
れ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
そ
の
と
お
り
だ
よ
。
今
も
お
堂
の
中
に
弁
財
天

が
祀
ら
れ
て
い
て
、
大
蓮
寺
の
縁
日
に
当
た
る

毎
月
３
日
に
開
催
さ
れ
て
い
る
弁
天
ワ
ッ
セ
は

盛
大
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
町
名
は
消
え
て
し
ま
っ
た
け
ど
、
昔
か
ら
あ

る
お
店
が
残
っ
て
い
た
り
、
今
で
も
立
川
町
大

通
り
と
弁
天
通
り
の
名
前
が
残
っ
て
い
る
し
、

美
し
い
弁
財
天
様
も
祀
ら
れ
て
い
て
、
ボ
ク
と

し
て
は
う
れ
し
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
で
は
、
次
回
は
萱
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

おじいちゃんと  　　　　ボクが訪ねたまち

昭和30年代初め頃（詳細不明）の立川町通り
祭りの山車を町衆が囲む

大正初期の立川町通り
中央2階建ては大川屋本店、奥の洋館は前橋電気館
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お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
日
は
萱
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
て
読
む
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：「
か
や
ま
ち
」
と
呼
ぶ
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
い
つ
か
ら
こ
の
町
名
が
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
江
戸
時
代
か
ら
あ
る
ん
だ
け
ど
、
江
戸
初
期
は

天
川
原
村
と
言
っ
て
い
た
ん
だ
よ
。
昔
は
、
芽

屋
町
、
萱
屋
町
と
言
っ
て
い
た
ん
だ
よ
。
そ
し

て
、
萱
町
と
な
っ
た
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
今
は
ど
こ
に
な
る
の
か
な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
萱
町
は
広
瀬
川
右
岸
側
に
あ
た
る
立
川
町
大
通

り
東
の
諏
訪
橋
あ
た
り
か
ら
前
橋
中
央
駅
東
の

桃
井
橋
ま
で
の
間
の
界
隈
で
、
細
長
く
の
び
た

ま
ち
だ
ね
。
先
日
訪
ね
た
榎
町
や
立
川
町
と
隣

接
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
で
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
屋
根
葺
（
や
ね
ぶ
き
）
職
人
が
多
く
住
み
、
萱

葺
（
か
や
ぶ
き
）
の
家
が
多
か
っ
た
と
こ
ろ
か

ら
、
萱
町
っ
て
付
け
た
そ
う
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
萱
町
だ
っ
た
様
子
を
見
て
み
た
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
明
治
初
年
頃
ま
で
は
、
ほ
と
ん
ど
田
ん
ぼ
で

あ
っ
た
そ
う
だ
。
明
治
20
年
頃
に
は
、
広
瀬
川

か
ら
水
を
引
い
た
と
い
う
車
ッ
堀
と
い
う
掘
割

が
あ
っ
た
そ
う
で
、
こ
の
流
れ
を
利
用
し
て
水

車
が
掛
け
ら
れ
た
そ
う
だ
。
ま
た
、
こ
の
水
車

を
利
用
し
た
精
米
所
が
建
ち
、
い
く
つ
か
の
製

糸
工
場
が
あ
っ
た
そ
う
だ
。
他
の
ま
ち
も
い
く

つ
か
、
こ
う
い
っ
た
風
景
が
あ
っ
た
そ
う
だ
け

ど
、
水
の
都
ま
え
ば
し
の
歴
史
を
物
語
っ
て
い

る
よ
う
だ
よ
。
先
日
訪
ね
た
立
川
町
の
繭
市
場

の
盛
り
上
が
り
と
関
わ
り
、
こ
の
界
隈
の
製
糸

も
相
当
に
活
気
が
あ
っ
た
ん
だ
。
各
家
々
の
土

間
に
繭
（
ま
ゆ
）
の
山
が
あ
ち
こ
ち
、
う
ず
高

く
盛
ら
れ
て
い
て
、
糸
を
く
る
機
械
の
音
が
通

り
ま
で
響
き
、
ま
た
、
な
ん
と
も
い
え
な
い
匂

い
を
漂
わ
せ
て
い
た
そ
う
だ
。
そ
し
て
、
中
流

く
ら
い
の
製
糸
工
場
が
季
節
毎
の
相
場
に
神
経

を
使
い
な
が
ら
、
繭
の
選
択
や
糸
の
艶
（
つ
や
）

に
念
を
入
れ
て
い
た
ん
だ
。
こ
の
よ
う
な
過
酷

な
労
働
の
中
、
夕
刻
と
も
な
れ
ば
、
笑
い
声
を

た
て
な
が
ら
、
お
洒
落
を
し
た
若
い
女
工
さ
ん

た
ち
が
活
動
館
や
小
間
物
店
、
夜
桜
の
公
園
へ

足
を
向
け
て
い
た
ん
だ
。
ま
た
、
夕
方
に
な
る

と
、
バ
イ
オ
リ
ン
弾
き
が
来
て
、
女
工
さ
ん
に

楽
譜
を
売
っ
て
、
歌
も
教
え
、
女
工
さ
ん
は
糸

を
ひ
き
な
が
ら
、
そ
の
歌
を
唄
っ
た
も
の
だ
そ

う
だ
。

ボ　
　

  

ク
：
糸
の
ま
ち
ま
え
ば
し
の
情
緒
が
漂
う
よ
う
だ
ね
。

そ
の
後
、
萱
町
は
ど
う
変
化
し
て
い
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
明
治
21
年
立
川
町
に
繭
市
場
が
開
設
さ
れ
た

り
、
明
治
27
年
紺
屋
町
に
米
市
場
が
開
設
さ
れ

スズラン

至県庁

至桐生至前橋駅

至大胡

至赤城山

至渋川

国道
50号

中
央
通
り

馬場川通り

立川町大通り

前橋テルサ

国
道
17
号

銀座通り
中
央
前
橋

諏訪橋

桃井橋

萱 町
Kaya-machi

昭和3年、上毛電鉄開通時の中央前橋駅
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た
り
し
て
、
こ
の
付
近
が
歓
楽
街
化
さ
れ
、
賑

わ
い
が
増
し
て
く
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
ら
の

隣
接
す
る
ま
ち
の
裏
通
り
に
は
小
料
理
屋
さ
ん

が
並
ん
で
き
た
ん
だ
よ
。
そ
し
て
、
先
日
訪
ね

た
紺
屋
町
、
横
山
町
、
榎
町
、
立
川
町
と
隣
接

し
て
中
心
街
と
な
っ
た
ん
だ
よ
。
さ
ら
に
、
広

瀬
川
を
隔
て
て
昭
和
３
年
上
毛
電
鉄
の
開
通
に

伴
い
、
前
橋
中
央
駅
が
開
設
さ
れ
、
一
躍
活
況

を
呈
す
る
よ
う
に
な
り
、
商
店
街
が
栄
え
る
よ

う
に
な
っ
た
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
今
も
ま
ち
の
裏
通
り
を
歩
く
と
、
色
々
な
小
料

理
屋
さ
ん
が
あ
る
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
ま
た
、
こ
の
ま
ち
は
、
他
の
ま
ち
に
比
べ
て
、

た
い
へ
ん
医
院
の
多
い
医
師
の
ま
ち
だ
っ
た
ん

だ
よ
。
萱
町
は
、
ま
え
ば
し
の
鬼
門
だ
と
い
わ

れ
、
切
っ
た
、
張
っ
た
の
医
者
は
よ
い
、
な
ん

て
話
を
す
る
人
も
い
る
そ
う
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
一
軒
、
格
式
の
あ
る
古
い
医
院
が
あ
る
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
昔
か
ら
あ
る
医
院
だ
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
萱
町
は
、
製
糸
の
ま
ち
で
も
あ
り
、
医
者
の
ま

ち
で
も
あ
り
、
そ
し
て
中
心
街
の
一
部
と
す
る

歓
楽
街
だ
っ
た
ん
だ
ね
。
そ
れ
に
し
て
も
、
中

心
街
に
し
て
は
、
先
日
訪
ね
た
紺
屋
町
、
横
山

町
、
榎
町
、
立
川
町
と
比
べ
て
、
ひ
っ
そ
り
と

し
た
ま
ち
の
よ
う
だ
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
も
と
も
と
、
静
か
な
、
そ
し
て
清
潔
な
感
じ
の

す
る
ま
ち
だ
っ
た
ん
だ
け
ど
、
大
き
な
敷
地
を

擁
す
る
製
糸
工
場
や
病
院
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ

り
、
商
店
が
繁
盛
す
る
余
地
が
な
か
っ
た
の
だ

ろ
う
。
そ
こ
が
同
じ
中
心
街
で
も
、
隣
接
す
る

他
の
ま
ち
と
異
な
っ
た
雰
囲
気
に
な
っ
て
い
っ

た
要
因
だ
ろ
う
ね
。
今
は
、
他
の
ま
ち
と
隣
接

し
て
歓
楽
街
化
さ
れ
て
い
る
一
方
、
ま
ち
の
北

に
、
広
瀬
川
の
河
畔
緑
地
遊
歩
道
が
整
備
さ
れ

て
い
て
、
水
と
緑
が
豊
富
で
、
静
寂
の
あ
る
ま

ち
だ
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
と
こ
ろ
で
、
萱
町
に
は
神
社
仏
閣
は
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
ま
ち
の
北
西
端
あ
た
り
に
、
稲
荷
社
が
あ
る

よ
。
昔
、
武
士
や
町
人
の
出
世
を
祈
願
し
た
と

い
う
こ
と
で
、
出
世
稲
荷
と
言
う
ん
だ
よ
。
今

で
も
ま
ち
角
に
ひ
っ
そ
り
と
祀
ら
れ
て
い
る

よ
。

ボ　
　

  

ク
：
町
名
は
消
え
て
し
ま
っ
た
し
、
萱
葺
の
家
も
製

糸
工
場
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
け
ど
、
広
瀬

川
の
河
畔
緑
地
遊
歩
道
を
歩
く
と
、
広
瀬
川
の

水
音
に
癒
さ
れ
た
り
、
遊
歩
道
沿
い
の
樹
木
の

緑
が
美
し
く
、
心
地
よ
い
ま
ち
に
な
っ
て
い
る

し
、
ま
た
、
ま
ち
角
に
お
稲
荷
様
は
残
っ
て
い

る
の
で
、
ボ
ク
と
し
て
は
う
れ
し
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
で
は
、
次
回
は
本
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

今でも街角にひっそりと佇む萱町出世稲荷

昭和30年代、諏訪橋より千代田通りを望む
千代田通りを挟んで向かって右側が立川町、左側が萱町

おじいちゃんと  　　　　ボクが訪ねたまち
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お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
日
は
本
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
て
読
む
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：「
ほ
ん
ま
ち
」
と
呼
ぶ
ん
だ
よ
。　

ボ　
　

  

ク
：
い
つ
か
ら
こ
の
町
名
が
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
江
戸
時
代
か
ら
あ
る
ん
だ
け
ど
、
江
戸
初
期
は

天
川
原
村
と
い
っ
て
い
た
ん
だ
よ
。
後
に
本
町

に
な
っ
た
け
ど
今
も
町
名
が
変
わ
ら
ず
、
残
っ

て
い
る
ま
ち
だ
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
本
町
は
ど
こ
に
な
る
の
か
な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
国
道
50
号
線
の
一
部
で
あ
る
本
町
通
り
界
隈
で
、

前
橋
駅
前
通
り
を
北
上
し
た
５
差
路
か
ら
西
へ

は
中
央
通
り
南
側
入
り
口
付
近
ま
で
の
一
帯
だ

ね
。

ボ　
　

  

ク
：
昔
の
本
町
の
様
子
を
見
て
み
た
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
本
町
は
、
繊
維
都
市
と
し
て
江
戸
期
天
保
２
年

か
ら
生
糸
の
購
買
を
や
っ
た
歴
史
を
持
つ
ま
え

ば
し
の
、
そ
の
草
分
け
の
ま
ち
だ
っ
た
ん
だ
。

そ
し
て
、
こ
こ
は
ま
え
ば
し
の
繭
（
ま
ゆ
）、

糸
市
場
の
本
場
で
あ
っ
た
。
本
町
通
り
は
、
大

き
な
店
構
え
を
し
た
商
人
の
家
が
軒
を
連
ね
て

い
て
、
荷
物
を
積
ん
だ
馬
車
が
連
な
っ
て
い
て
、

ま
た
、
商
人
を
乗
せ
た
人
力
車
も
東
西
南
北
に

行
き
交
い
、
取
り
引
き
に
お
け
る
商
人
た
ち
の

駆
け
引
き
が
あ
り
、
ま
え
ば
し
を
代
表
す
る
市

で
あ
っ
た
ん
だ
。
そ
し
て
、
四
九
の
市
と
い
っ

て
、
毎
月
四
の
日
と
九
の
日
に
市
が
開
か
れ
た

ん
だ
。
特
に
、
一
月
九
日
の
初
市
は
、
も
っ
と

も
賑
わ
っ
た
そ
う
だ
。
現
在
も
毎
年
、
こ
の
日

に
初
市
ま
つ
り
が
開
催
さ
れ
て
い
る
よ
ね
。
さ

ら
に
、
本
町
通
り
は
、
沼
田
街
道
か
ら
江
戸
街

道
へ
の
道
筋
と
し
て
、
本
陣
や
問
屋
な
ど
も

あ
っ
て
宿
場
の
役
目
も
果
た
し
て
い
た
ん
だ
。

ボ　
　

  

ク
：
初
市
ま
つ
り
は
、
こ
こ
か
ら
き
て
い
た
ん
だ
ね
。

そ
し
て
、
今
も
本
町
通
り
沿
い
に
旅
館
が
あ
る

の
も
わ
か
る
よ
。
で
も
、ま
ち
の
表
情
が
変
わ
っ

て
い
る
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
こ
の
ま
ち
は
、
戦
災
復
興
に
よ
り
金
融
街
と
し

て
整
備
さ
れ
た
ん
だ
。
で
も
、
生
糸
業
か
ら
金

融
業
に
変
わ
っ
た
事
は
偶
然
で
は
な
く
、
商
業

資
本
の
基
盤
を
も
っ
て
い
る
事
に
は
変
わ
り
は

な
い
ま
ち
だ
と
思
う
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
確
か
に
、
本
町
通
り
沿
い
に
は
銀
行
が
点
在
し

て
い
る
ね
。
そ
の
他
に
何
か
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
現
在
あ
る
前
橋
プ
ラ
ザ
元
気
21
の
付
近
は
、
明

治
21
年
に
明
治
天
皇
が
東
北
御
巡
幸
の
お
り
、

お
泊
り
に
な
っ
た
洋
風
建
築
の
生
糸
改
め
所

で
、
今
も
千
代
田
通
り
を
北
に
下
り
た
途
中
に

行
在
所
跡
と
し
て
の
記
念
碑
が
建
て
ら
れ
て
あ

る
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
生
糸
改
め
所
っ
て
何
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
当
時
、
蚕
種
の
値
段
も
急
騰
し
、
ま
え
ば
し
と

周
辺
の
養
蚕
地
帯
は
好
景
気
に
沸
き
返
っ
た
。

生
糸
の
産
地
、
ま
え
ば
し
の
名
は
外
国
商
人
に

目
を
つ
け
ら
れ
、
あ
れ
ば
売
れ
る
状
態
に
、
ま

も
な
く
供
給
が
追
い
つ
か
な
く
な
り
、
不
良
品

を
混
ぜ
て
送
っ
た
り
、
暴
利
を
む
さ
ぼ
る
輩
も

出
て
き
た
の
で
、
前
橋
藩
は
生
糸
商
人
の
保
護

と
、
生
糸
の
品
質
保
持
の
た
め
に
、
こ
の
生
糸

改
め
所
を
設
置
し
、
直
接
、
監
督
に
あ
た
る
と

共
に
冥
加
金
を
徴
収
す
る
こ
と
に
し
た
そ
う

だ
。

ボ　
　

  

ク
：
そ
う
い
う
事
が
あ
っ
た
ん
だ
ぁ
。
そ
れ
に
し

て
も
、
本
町
通
り
は
昔
と
同
様
、
往
来
が
激
し

い
し
、
商
業
資
本
の
基
盤
に
は
変
わ
り
が
な
い

と
す
る
と
、
こ
の
ま
ち
は
昔
の
記
憶
を
引
き
継

い
で
い
る
ん
だ
な
と
思
う
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
で
は
、
次
回
は
連
雀
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

本 町
Hon-machi

スズラン

至県庁

至桐生至前橋駅

至大胡

国道
50号

中
央
通
り

馬場 川通り

立川町大通り

前橋テルサ 銀座通り

中
央
前
橋

諏訪橋

桃井橋

八幡宮

国
道  

17
号

明治40年代の本町通り
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おじいちゃんと  　　　　ボクが訪ねたまち

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
日
は
連
雀
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
て
読
む
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：「
れ
ん
じ
ゃ
く
ち
ょ
う
」
と
呼
ぶ
ん
だ
よ
。　

ボ　
　

  

ク
：
い
つ
か
ら
こ
の
町
名
が
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
江
戸
時
代
か
ら
あ
る
ん
だ
け
ど
、
江
戸
初
期
は

前
代
田
村
と
い
っ
て
い
た
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
今
は
ど
こ
に
な
る
の
か
な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
先
日
、
訪
れ
た
本
町
の
西
端
一
帯
と
国
道
50
号

線
の
一
部
で
あ
る
本
町
通
り
の
南
側
に
あ
る
え

び
す
通
り
、
前
橋
八
幡
宮
周
辺
の
界
隈
だ
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
で
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
連
尺
と
は
、
荷
を
背
負
う
背
負
こ（
し
ょ
い
こ
）

と
い
う
運
搬
具
、
ま
た
は
荷
を
か
つ
ぐ
連
尺
紐

の
こ
と
で
、
こ
の
荷
物
を
背
負
っ
て
各
地
を
往

来
し
商
い
を
す
る
人
々
を
指
す
よ
う
に
な
り
、

や
が
て
、
連
尺
に
荷
を
繋
げ
た
ま
ま
荷
物
を
下

ろ
し
、
そ
こ
に
店
を
出
し
、
集
ま
り
住
ん
だ
ま

ち
を
い
う
よ
う
に
な
っ
た
ん
だ
。

ボ　
　

  

ク
：
で
も
、
連
雀
と
連
尺
は
漢
字
が
異
な
る
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
本
来
、
連
雀
と
は
渡
り
鳥
の
雀
（
す
ず
め
）
を

指
し
て
い
て
、
連
尺
を
用
い
る
行
商
人
が
渡
り

鳥
の
よ
う
に
見
え
た
事
か
ら
、
連
雀
と
連
尺
の

同
義
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ん

だ
。

ボ　
　

  

ク
：
特
に
名
の
知
れ
た
商
人
が
い
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
町
人
の
始
祖
と
い
わ
れ
、
連
雀
頭
を
命
ぜ
ら
れ

た
木
嶋
助
右
衛
門
と
い
う
人
が
い
て
、
連
雀
町

に
居
を
定
め
た
そ
う
だ
よ
。
以
来
、
商
人
が
店

を
出
す
と
き
に
は
、
必
ず
木
嶋
家
に
挨
拶
を
し

た
と
い
う
。

ボ　
　

  

ク
：
当
時
の
連
雀
町
の
様
子
を
見
て
み
た
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
先
日
、
訪
ね
た
本
町
の
よ
う
に
、
連
雀
町
は
二

と
七
の
日
の
市
が
開
か
れ
た
ん
だ
。
た
だ
、
こ

の
市
は
や
が
て
本
町
の
四
と
九
の
市
や
新
興
商

人
の
出
現
に
よ
り
脅
か
さ
れ
、
本
町
以
外
の
市

開
設
が
禁
止
さ
れ
、
例
外
と
し
て
本
町
に
接
し

て
い
た
連
雀
町
は
、
本
町
の
市
の
連
続
と
し
て
、

そ
の
余
り
品
の
市
場
を
立
て
て
も
よ
い
と
さ
れ

る
状
態
に
な
っ
た
ん
だ
。
で
も
、
連
雀
頭
で
あ

る
木
嶋
助
右
衛
門
は
市
神
を
守
護
し
て
市
場
を

統
制
、
支
配
し
、
近
郊
か
ら
の
野
菜
市
と
な
っ

て
賑
わ
っ
た
そ
う
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
ま
ち
に
大
き
な
神
社
が
あ
る
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
ま
え
ば
し
の
総
鎮
守
で
あ
る
前
橋
八
幡
宮
だ

ね
。
当
時
八
幡
宮
の
拝
殿
は
、
現
在
の
Ｎ
Ｔ
Ｔ

あ
た
り
に
あ
り
、
本
殿
は
前
橋
南
部
に
あ
っ
た

と
い
う
よ
。
城
下
町
第
一
の
要
地
と
し
て
前
橋

城
の
大
手
門
を
築
く
に
あ
た
り
、
拝
殿
が
城
内

に
入
っ
て
し
ま
う
の
で
、
こ
れ
を
機
会
に
拝
殿

と
本
殿
を
合
わ
せ
て
現
在
地
に
移
し
た
ん
だ
。

元
々
、
こ
こ
は
古
墳
塚
で
、
付
近
は
諏
訪
の
森

と
呼
ば
れ
る
杉
山
で
諏
訪
神
社
が
祀
ら
れ
て

あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
今
も
そ
う
だ
け
ど
社
殿
は

古
墳
の
墳
丘
に
営
ま
れ
て
い
る
よ
う
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
八
幡
宮
は
ま
ち
と
何
か
関
係
が
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
こ
の
ま
ち
は
、
城
下
町
発
祥
の
地
で
あ
り
、
前

橋
八
幡
宮
の
門
前
町
と
し
て
、
特
に
連
雀
町
の

有
名
な
夜
店
や
え
び
す
講
、
朝
市
な
ど
で
賑

わ
っ
た
ん
だ
よ
。　

ボ　
　

  

ク
：
こ
の
ま
ち
は
、
行
商
人
を
束
ね
る
人
が
い
た
り
、

大
手
門
と
し
て
城
を
守
る
大
切
な
場
所
で
あ
っ

た
り
、
ま
え
ば
し
の
総
鎮
守
様
が
祀
ら
れ
て

あ
っ
た
り
、
ま
え
ば
し
に
は
欠
か
せ
な
い
と
こ

ろ
だ
っ
た
ん
だ
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
で
は
、
次
回
は
田
町
・
相
生
町
に
行
っ
て
み

よ
う
。

連雀町
Renjaku-cho

スズラン

至県庁

至桐生至前橋駅

至大胡

国道
50号

中
央
通
り

馬場 川通り

立川町大通り

前橋テルサ 銀座通り

中
央
前
橋

諏訪橋

桃井橋

八幡宮

国
道  

17
号

え
び
す 

通
り

大正時代の前橋八幡宮
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お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
日
は
田
町
と
相
生
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
て
読
む
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：「
た
ま
ち
、
あ
い
お
い
ち
ょ
う
」と
呼
ぶ
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
い
つ
か
ら
こ
の
町
名
が
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
田
町
は
江
戸
時
代
か
ら
あ
る
ん
だ
け
ど
、
江
戸

初
期
は
前
代
田
村
と
い
っ
て
い
た
ん
だ
よ
。
相

生
町
も
江
戸
時
代
か
ら
あ
り
、
江
戸
初
期
は
天

川
原
村
と
い
っ
て
い
た
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
今
は
ど
こ
に
な
る
の
か
な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
田
町
は
先
日
訪
れ
た
連
雀
町
の
南
西
側
、
群
馬

大
橋
線
を
挟
む
と
こ
ろ
、
相
生
町
は
先
日
訪
れ

た
本
町
の
南
側
、
こ
こ
も
群
馬
大
橋
線
を
挟
む

と
こ
ろ
だ
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
で
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
田
町
は
江
戸
期
の
前
橋
城
を
中
心
と
し
て
城
下

町
を
形
造
る
際
、
田
園
の
中
に
町
割
り
し
た
こ

と
に
由
来
す
る
も
の
の
よ
う
で
、
幕
末
に
前
橋

城
を
再
築
す
る
と
き
、
武
家
屋
敷
の
地
割
で
代

替
地
と
し
て
提
供
さ
れ
、
新
し
く
出
来
た
町
の

よ
う
だ
よ
。
そ
し
て
田
町
と
新
田
（
し
ん
で
ん
）

町
ま
た
は
田
新
（
た
し
ん
）
町
と
な
っ
て
い
た

が
、
明
治
６
年
に
合
併
し
て
田
町
と
な
っ
た
ん

だ
。
相
生
町
は
白
銀
町
と
鍛
冶
町
に
分
か
れ
て

い
た
よ
う
だ
よ
。
白
銀
町
は
金
融
質
屋
か
ら
名

が
起
こ
り
、
金
銀
細
工
職
人
が
開
い
た
町
と
い

わ
れ
て
い
る
よ
。
鍛
冶
町
は
そ
の
名
の
と
お
り

鍛
冶
屋
が
集
ま
り
住
ん
だ
と
こ
ろ
か
ら
由
来
す

る
よ
う
だ
よ
。
と
も
に
城
下
町
の
名
残
を
と
ど

め
る
町
名
だ
っ
た
ん
だ
ね
。
そ
し
て
明
治
６
年

に
合
併
し
て
２
つ
の
町
を
夫
婦
に
な
ぞ
ら
え

て
、
今
ま
で
以
上
に
町
が
長
く
栄
え
る
よ
う
に

と
、
相
生
町
と
命
名
さ
れ
た
と
い
う
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
田
町
は
そ
の
時
の
風
景
が
思
い
浮
か
ぶ
し
、
相

生
町
は
な
に
か
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
感
じ
が
し

て
い
い
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
昔
の
町
名
は
今
ま
で
訪
れ
た
色
々
な
ま
ち
も
そ

う
だ
け
ど
、
ち
ゃ
ん
と
意
味
が
あ
っ
た
ん
だ
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
当
時
の
田
町
と
相
生
町
の
様
子
を
見
て
み
た
い

よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
田
町
は
城
下
の
は
ず
れ
に
あ
っ
た
も
の
で
、
中

心
は
現
在
の
県
道
玉
村
線
で
あ
る
玉
村
街
道
と

い
わ
れ
た
通
り
で
、
昔
は
賑
や
か
だ
っ
た
そ
う

だ
よ
。
ま
た
南
に
あ
る
ま
ち
と
ま
ち
の
間
に
挟

ま
れ
た
南
北
に
細
長
い
一
軒
並
び
の
片
側
だ
け

の
ま
ち
だ
っ
た
。
相
生
町
は
町
人
町
で
、
本
町
、

連
雀
町
に
次
い
で
栄
え
た
ま
ち
だ
っ
た
ん
だ
。

と
な
り
の
ま
ち
に
歌
舞
伎
座
が
あ
っ
た
こ
ろ
に

は
、
こ
の
ま
ち
は
脂
粉
の
匂
い
が
漂
い
、
な
ま

め
か
し
さ
も
あ
っ
た
と
い
う
よ
。
そ
の
後
、
時

代
の
推
移
に
つ
れ
て
、
桑
町
、
竪
町
、
横
山
町

に
繁
栄
の
中
心
が
移
っ
た
が
昭
和
28
年
に
群
馬

大
橋
線
の
開
通
と
と
も
に
、
そ
の
周
囲
に
は
店

舗
や
事
務
所
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま

ち
発
展
の
兆
し
が
み
え
る
よ
う
に
な
っ
た
ん

だ
。

ボ　
　

  

ク
：
新
し
い
道
路
が
出
来
て
ま
ち
の
様
子
が
変
わ
る

事
に
よ
っ
て
、
ま
ち
の
性
格
も
変
わ
っ
て
い
く

ん
だ
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
土
地
は
生
き
て
い
る
も
の
だ
か
ら
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
ま
ち
の
鎮
守
様
は
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
鎮
守
様
は
本
町
、
連
雀
町
、
田
町
、
相
生
町
で

あ
る
宮
元
四
ヶ
町
の
関
係
で
八
幡
様
と
な
っ
て

い
る
よ
。　
　

ボ　
　

  

ク
：
ま
ち
は
色
々
と
変
化
が
あ
っ
た
よ
う
だ
け
ど
、

八
幡
様
が
あ
っ
て
よ
か
っ
た
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
で
は
、
次
回
は
芳
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

スズラン

至県庁

至桐生

至前橋駅

至赤城山

至渋川

国道
50号

中
央
通
り

馬場  川通り

銀座通り

中
央
前
橋

八幡宮

国
道
17
号

前橋テルサ

至群馬大橋

前橋ホテル

県
道
玉
村
線

群馬大橋線

昭和15年、田町における紀元二千六百年記念祝賀大祭

Ta-machi & Aioi-choTa-machi & Aioi-cho

田田町・町・相生町相生町



21 -旧町名への旅

おじいちゃんと  　　　　ボクが訪ねたまち

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
日
は
芳
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
て
読
む
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：「
よ
し
ち
ょ
う
」
と
呼
ぶ
ん
だ
よ
。　

ボ　
　

  

ク
：
い
つ
か
ら
こ
の
町
名
が
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
江
戸
時
代
か
ら
あ
る
ん
だ
け
ど
、
江
戸
初
期
は

天
川
原
村
と
い
っ
て
い
た
ん
だ
よ
。
そ
し
て
、

明
治
６
年
ま
で
、
近
世
の
町
人
町
と
し
て
18
の

郷
に
分
か
れ
て
い
た
と
い
う
意
味
で
十
八
郷
町

と
な
り
、
明
治
６
年
以
降
、
芳
町
と
な
っ
た
ん

だ
よ
。
芳
町
の
由
来
は
不
明
な
ん
だ
。

ボ　
　

  

ク
：
今
は
ど
こ
に
な
る
の
か
な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
前
橋
駅
前
通
り
五
差
路
か
ら
前
橋
中
央
駅
ま
で

の
通
り
の
東
側
、
北
は
広
瀬
川
、
南
は
馬
場
川

を
挟
む
よ
う
に
伸
び
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
現
在

は
三
河
町
界
隈
だ
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
当
時
の
芳
町
の
様
子
を
見
て
み
た
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
昔
は
竹
や
ぶ
や
萱
に
囲
ま
れ
た
荒
涼
た
る
村
落

で
あ
っ
た
ん
だ
け
ど
、
江
戸
期
に
は
足
軽
屋
敷

も
置
か
れ
、
前
橋
城
の
東
南
防
衛
の
た
め
に
配

置
さ
れ
た
寺
町
と
も
言
え
る
よ
う
な
立
派
な
５

寺
院
が
あ
り
、
広
大
な
面
積
を
占
め
て
い
る
ま

ち
な
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  
ク
：
こ
の
５
寺
院
は
な
に
が
あ
る
の
？ 

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
西
か
ら
行
こ
う
。
東
福
寺
は
寺
社
の
軒
下
に
か

け
て
祈
願
す
る
時
に
前
に
垂
ら
し
た
銅
を
振
っ

て
鳴
ら
す
金
属
製
の
仏
具
で
あ
る
鰐
口
（
わ
に

ぐ
ち
）
が
あ
る
よ
。
側
面
か
ら
見
る
と
口
が
目

ま
で
さ
け
た
鰐
を
思
わ
せ
る
よ
う
に
見
え
る
こ

と
か
ら
、
こ
う
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う

だ
よ
。
６
０
０
年
ほ
ど
前
に
赤
城
小
沼
で
発
見

さ
れ
た
も
の
で
、
市
内
で
最
も
古
く
市
の
文
化

財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
隆
興
寺
は
龍
海
院
か

ら
派
生
し
た
隠
居
寺
と
し
て
建
て
ら
れ
、
境
内

に
豊
川
稲
荷
が
あ
り
、
昔
か
ら
特
に
祭
り
の
時

に
は
賑
わ
っ
て
い
る
そ
う
だ
よ
。
養
行
寺
は
県

下
唯
一
の
法
華
寺
で
あ
り
、
江
戸
期
に
は
城
内

に
あ
っ
て
、
そ
の
後
現
在
地
に
移
転
し
た
ん
だ
。

境
内
に
あ
る
鬼
子
母
神
様
は
有
名
だ
そ
う
だ

よ
。
鬼
子
母
神
（
オ
メ
コ
サ
マ
）
の
御
命
講
（
オ

ミ
エ
コ
ウ
）
の
祭
礼
が
行
わ
れ
て
き
た
ん
だ
。

ま
た
、
境
内
に
静
御
前
の
墓
と
い
わ
れ
る
五
重

の
石
塔
が
あ
る
よ
。
正
幸
寺
は
境
内
に
白
馬
に

乗
っ
た
勝
軍
地
蔵
が
祀
っ
て
あ
り
、
火
除
け
の

神
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
先
日
訪
れ
た
連
雀

町
の
町
人
頭
で
あ
る
木
嶋
助
右
衛
門
の
墓
が
あ

る
よ
。
成
田
山
は
今
は
無
く
名
を
と
ど
め
て
い

る
け
ど
、
当
時
は
祈
祷
を
主
と
す
る
の
で
檀
家

は
も
た
な
か
っ
た
そ
う
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
細
か
く
見
て
い
く
と
色
々
と
あ
る
ん
だ
ね
。
そ

の
他
に
何
か
変
化
の
あ
る
事
が
あ
っ
た
の
？　

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
30
年
か
ら
40
年
ほ
ど
前
は
大
小
の
会
社
や
工

場
、
商
店
、
学
校
な
ど
が
あ
り
、
取
り
と
め

も
な
く
並
ん
で
い
た
よ
。
特
に
こ
の
ま
ち
か
ら

多
く
の
学
校
が
誕
生
し
移
転
し
て
い
っ
た
ん
だ

よ
。
明
治
６
年
養
行
寺
の
境
内
に
開
校
し
た
の

が
十
八
郷
小
学
校
で
、
の
ち
の
桃
井
小
学
校
な

ん
だ
。
後
現
在
地
に
移
り
、
そ
の
跡
地
に
大
正

９
年
市
立
商
業
高
校
（
現
前
商
高
）
が
開
校
し

移
転
し
た
後
に
昭
和
４
年
市
立
高
等
家
政
女
学

校
（
現
市
立
前
橋
高
）
が
開
校
し
、
昭
和
35
年

日
吉
町
に
移
る
ま
で
こ
こ
に
あ
っ
た
ん
だ
。

ボ　
　

  

ク
：
色
々
と
目
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
っ
て
い
っ
た
ん
だ

ね
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
ま
ち
は
閑
静
な
趣

き
が
あ
っ
て
落
ち
着
く
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
戦
災
に
あ
わ
な
か
っ
た
の
で
、
昔
の
ま
え
ば
し

の
面
影
が
よ
く
残
っ
て
い
る
ま
ち
と
言
え
る

ね
。
で
は
、
次
回
は
神
明
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

国
道
50号

広
瀬
川

中
央
前
橋

市立中川
小学校

正幸寺

養行寺

隆興寺

東福寺

至前橋駅

芳 町
Yoshi-choYoshi-cho

昭和27年、芳町のお祭りの様子



旧町名への旅

22

広瀬川

前橋
るなぱあく

国
道
17
号

臨江閣 源英寺

前橋公園

橋林寺

稲荷天明神

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
日
は
神
明
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
て
読
む
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：「
し
ん
め
い
ち
ょ
う
」
と
呼
ぶ
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
い
つ
か
ら
こ
の
町
名
が
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
江
戸
時
代
に
、
前
橋
城
下
の
武
家
地
で
あ
り
、

柳
小
路
・
神
明
小
路
・
向
小
路
と
い
っ
て
い
た

ん
だ
よ
。
そ
の
後
、
こ
れ
ら
の
小
路
を
併
せ
、

小
路
名
を
と
っ
て
明
治
６
年
に
神
明
町
と
し
、

明
治
22
年
の
町
名
変
還
を
経
て
昭
和
41
年
ま
で

そ
う
呼
ば
れ
た
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
で
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
ま
ち
に
鎮
座
す
る
神
明
宮
に
ち
な
ん
で
神
明

町
っ
て
付
け
た
そ
う
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
今
は
ど
こ
に
な
る
の
か
な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
中
央
大
橋
線
と
国
道
17
号
線
の
交
差
点
を
北
上

し
た
西
側
区
域
、
臨
江
閣
や
る
な
ぱ
あ
く
の
北

側
区
域
だ
ね
。
広
瀬
川
を
挟
ん
で
北
と
南
に
分

か
れ
て
い
る
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
ま
ち
に
鎮
座
す
る
神
明
宮
の
様
子
を
見
て
み
た

い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
先
日
訪
れ
た
竪
町
の
鎮
守
様
に
な
っ
て
い
る
け

ど
、
神
明
町
に
住
む
人
た
ち
も
同
じ
よ
う
に
鎮

守
様
と
し
て
人
家
を
取
り
囲
ん
で
守
護
さ
れ
て

き
た
ん
だ
と
思
う
よ
。
神
明
宮
内
は
神
明
様
を

始
め
、
中
心
的
に
信
仰
さ
れ
て
き
た
稲
荷
神
社
、

雷
電
神
社
、
菅
原
神
社
、
三
峰
神
社
、
猿
田
彦

神
社
、
銭
洗
弁
財
天
が
祀
っ
て
あ
る
。

ボ　
　

  

ク
：
当
時
の
神
明
町
の
様
子
を
見
て
み
た
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
江
戸
時
代
は
最
初
に
言
っ
た
と
お
り
武
家
地
な

の
で
、
武
家
屋
敷
が
ず
ら
り
と
立
ち
並
ん
で
い

た
ん
だ
。
そ
の
周
り
は
未
開
な
所
が
多
く
、
葦

の
原
や
桑
畑
が
あ
ち
こ
ち
散
見
さ
れ
て
い
た
ん

だ
。
そ
の
後
時
代
が
移
り
変
わ
り
、
一
般
住
宅

に
な
っ
て
勤
め
人
や
医
師
、
小
商
人
が
定
住
し

て
い
っ
た
ん
だ
。
そ
し
て
公
園
や
官
庁
に
近
く
、

繁
華
街
へ
も
程
よ
い
距
離
に
あ
り
、
樹
木
が
多

く
、
森
閑
と
し
た
住
み
よ
い
ま
ち
な
ん
だ
。
ま

た
、
昔
は
ま
ち
の
中
を
流
れ
て
い
る
広
瀬
川
の

水
を
利
用
し
た
大
き
な
水
車
が
土
提
沿
い
に

あ
っ
て
、
利
根
の
川
瀬
と
水
車
の
音
が
よ
く
聞

こ
え
る
晩
は
明
日
の
天
気
は
良
い
と
伝
え
ら
れ

て
き
た
ん
だ
。

ボ　
　

  

ク
：
こ
の
広
瀬
川
に
橋
が
３
つ
架
か
っ
て
い
る
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
西
側
に
架
か
っ
て
い
る
の
は
石
川
橋
で
、
詩
人

萩
原
朔
太
郎
の
詩
を
思
い
浮
か
べ
る
よ
う
な
風

景
だ
ね
。
真
中
に
架
か
っ
て
い
る
の
は
柳
橋

で
、
橋
門
柱
は
石
材
で
で
き
て
い
て
趣
き
が
あ

る
ね
。
東
側
に
架
か
っ
て
い
る
の
は
雷
神
橋
で

広
瀬
川
河
畔
遊
歩
道
整
備
に
合
わ
せ
て
新
し
く

な
っ
て
い
る
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
臨
江
閣
や
る
な
ぱ
あ
く
の
北
側
に
水
路
や
お
寺

が
あ
る
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
こ
の
水
路
は
風
呂
川
と
い
う
ん
だ
。
こ
の
辺
は

別
名
人
取
り
川
と
い
わ
れ
草
深
い
粘
土
質
の
両

岸
が
深
々
く
そ
そ
り
立
っ
て
い
て
、
大
人
で
さ

え
近
寄
り
難
い
感
が
あ
っ
た
け
ど
、
昔
な
が
ら

の
水
路
の
風
景
で
良
い
散
歩
道
に
な
っ
て
い
る

し
、
臨
江
閣
を
見
守
る
か
の
よ
う
に
た
だ
ず
ん

で
い
る
老
松
の
並
木
は
よ
く
保
存
さ
れ
て
い
る

ね
。
そ
し
て
、
風
呂
川
を
背
に
し
た
お
寺
は
曹

洞
宗
源
英
寺
と
い
っ
て
前
橋
城
主
酒
井
重
忠
公

の
創
建
、
龍
海
院
の
隠
居
寺
で
あ
り
、
市
重
要

文
化
財
と
し
て
酒
井
忠
世
公
画
像
が
保
存
さ
れ

て
あ
る
ん
だ
。

ボ　
　

  

ク
：
昔
な
が
ら
の
風
景
の
あ
る
広
瀬
側
や
風
呂
川
、

老
松
や
散
歩
道
、
前
橋
藩
縁
（
ゆ
か
り
）
の
お

寺
が
あ
っ
て
閑
静
な
た
だ
住
ま
い
の
あ
る
ま
ち

だ
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
ど
こ
と
な
く
前
橋
藩
の
名
残
を
今
に
伝
え
て
く

れ
て
い
る
ま
ち
だ
ね
。
で
は
、
次
回
は
曲
輪
町

に
行
っ
て
み
よ
う
。

昭和3年、神明町事務所前（現 神明会館）にて御大典記念敬老会の様子

神明町
Shinmei-cho



23 -旧町名への旅

国
道
17
号

群馬県庁

前橋公園

前橋市役所

桃井小

群馬県警察本部

前橋地方裁判所

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
日
は
曲
輪
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
て
読
む
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：「
く
る
わ
ち
ょ
う
」
と
呼
ぶ
ん
だ
よ
。　

ボ　
　

  

ク
：
い
つ
か
ら
こ
の
町
名
が
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
江
戸
時
代
は
、
前
橋
城
下
の
武
家
地
で
あ
り
、
広

小
路
と
い
っ
て
い
て
明
治
６
年
に
曲
輪
町
と
し
、

明
治
22
年
の
町
名
返
還
を
経
て
昭
和
41
年
住
居
表

示
が
実
施
さ
れ
る
ま
で
そ
う
呼
ば
れ
た
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
で
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
こ
こ
に
は
か
つ
て
前
橋
城
が
あ
っ
て
、
城
の
本
丸

の
跡
に
出
来
た
ま
ち
な
ん
だ
よ
。
曲
輪
に
は「
郭
」」

「
廓
」
の
字
も
あ
り
、
城
・
砦
な
ど
の
周
囲
に
築
い

た
石
や
土
の
囲
い
、
ま
た
一
区
画
を
な
し
た
地
域

と
い
う
こ
と
で
曲
輪
町
っ
て
呼
ば
れ
た
ん
だ
よ
。

「
く
る
わ
」
と
い
わ
れ
た
場
合
、
人
に
よ
っ
て
は

「
遊
郭
」
の
あ
っ
た
場
所
と
勘
違
い
さ
れ
る
こ
と
も

あ
っ
て
、
住
居
表
示
の
際
「
旧
前
橋
城
跡
が
あ
り

面
影
を
残
す
」と
い
う
こ
と
か
ら「
大
手
町
」と
な
っ

た
ん
だ
よ
。
ま
た
、
前
橋
城
の
大
手
門
は
以
前
ま

で
あ
っ
た
前
橋
消
防
署
前
道
路
を
隔
て
た
南
側
付

近
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
今
は
ど
こ
に
な
る
の
か
な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
群
馬
県
庁
通
り
を
中
心
に
東
は
竪
町
境
の
国
道
17

号
線
、
西
は
県
庁
、
南
は
市
役
所
、
北
は
裁
判
所

の
周
辺
地
域
だ
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
当
時
の
曲
輪
町
の
様
子
を
見
て
み
た
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
冒
頭
に
も
言
っ
た
よ
う
に
前
橋
城
の
本
丸
の
跡
に

出
来
た
ま
ち
だ
か
ら
群
馬
の
、
ま
た
は
前
橋
の
政

治
を
行
っ
て
い
る
ま
ち
と
し
て
、
大
部
分
は
各
官

公
庁
街
で
あ
り
、
部
課
長
級
の
建
物
が
占
め
て
い

た
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
今
も
残
っ
て
い
る
も
の
、
今
は
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
も
の
が
あ
る
よ
う
だ
ね
。
ま
ず
今
も
残
っ

て
い
る
も
の
は
何
が
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
も
残
っ
て
い
る
も
の
は
、
昭
和
３
年
竣
工
の
群

馬
県
庁
舎
（
現
昭
和
庁
舎
）、
昭
和
５
年
竣
工
の

群
馬
会
館
が
あ
る
。
ま
た
、
市
の
史
跡
に
指
定
さ

れ
た
車
橋
御
門
跡
が
あ
る
よ
。
区
画
整
理
に
よ
っ

て
西
側
の
石
垣
が
東
へ
動
か
さ
れ
た
た
め
、
門
の

大
き
さ
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ

こ
に
積
ま
れ
た
石
垣
の
み
ご
と
な
こ
と
か
ら
、
さ

ぞ
立
派
な
門
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
ね
。
そ
の

他
、
建
物
は
変
わ
っ
た
け
れ
ど
県
議
会
議
事
堂
、

市
役
所
、
市
立
図
書
館
、
裁
判
所
な
ど
が
あ
る
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
今
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
は
何
が
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
前
橋
城
の
堀
や
土
手
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た

ね
。
昭
和
３
年
竣
工
の
群
馬
県
庁
舎
（
現
昭
和

庁
舎
）
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
で
、
大
正
15
年
に

県
庁
正
面
の
土
手
が
崩
さ
れ
た
ん
だ
。
だ
い
ぶ
市

民
の
反
対
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
前
面
だ
け
と
い

う
こ
と
で
市
民
も
納
得
し
た
よ
う
だ
。
残
っ
た
堀

や
土
手
も
昭
和
30
年
代
ご
ろ
ま
で
は
、
ま
だ
県
庁

裏
に
も
残
さ
れ
て
い
た
が
、
県
庁
の
拡
張
と
と
も

に
、
つ
い
に
埋
め
立
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
今
で

は
県
庁
北
西
の
老
松
と
「
前
橋
城
址
碑
」
が
建
て

ら
れ
て
い
る
付
近
の
土
手
に
わ
ず
か
に
そ
の
面
影

を
と
ど
め
て
い
る
。
ま
た
、
以
前
ま
で
あ
っ
た
前

橋
消
防
署
の
と
こ
ろ
に
鐘
楼
が
あ
っ
た
。
昼
夜
24

時
の
時
刻
を
報
じ
、
時
を
非
常
に
知
ら
せ
る
目
的

が
あ
っ
た
そ
う
だ
。
こ
の
大
鐘
は
江
戸
期
の
元
禄

17
年
に
造
ら
れ
た
も
の
で
、
昭
和
17
年
ま
で
時
鐘

と
し
て
打
た
れ
て
い
た
が
、
戦
時
中
供
出
さ
れ
サ

イ
レ
ン
に
変
わ
り
、
昭
和
34
年
に
消
防
会
館
建
設

に
あ
た
り
取
り
壊
さ
れ
た
ん
だ
。
そ
の
他
、
警
察

署
、
電
話
交
換
局
、
青
果
市
場
が
あ
っ
た
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
周
辺
の
開
発
に
よ
っ
て
前
橋
城
の
土
手
が
崩
さ

れ
、
そ
の
土
を
堀
に
埋
め
立
て
て
し
ま
っ
た
ん

だ
ね
。
前
橋
城
の
遺
構
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
残

念
に
思
う
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
お
じ
い
ち
ゃ
ん
も
そ
う
思
う
よ
。
で
も
残
っ
た

も
の
は
大
切
に
し
た
い
し
、
す
で
に
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
も
の
は
、
な
つ
か
し
い
思
い
出
に
し
て

お
き
た
い
ね
。
で
は
、
次
回
は
北
曲
輪
町
に
行
っ

て
み
よ
う
。

鐘楼（出典：ふるさと
の想い出写真集「前橋」
国書刊行会）

曲輪町
Kuruwa-cho

おじいちゃんと  　　　　ボクが訪ねたまち



旧町名への旅

24

国
道
17
号

群馬県庁

前橋公園

前橋地方裁判所

群馬県
警察本部

臨江閣

東照宮

前橋
るなぱあく

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
日
は
北
曲
輪
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
て
読
む
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：「
き
た
く
る
わ
ち
ょ
う
」
と
呼
ぶ
ん
だ
よ
。　

ボ　
　

  

ク
：
い
つ
か
ら
こ
の
町
名
が
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
先
日
訪
れ
た
曲
輪
町
と
同
じ
く
、
江
戸
時
代
は
前
橋

城
下
の
武
家
地
で
あ
り
、
柳
原
十
人
小
路
、
島
田

曲
輪
と
い
っ
て
い
て
明
治
６
年
に
北
曲
輪
町
と
し
、

明
治
22
年
の
町
名
返
還
を
経
て
昭
和
41
年
住
居
表

示
が
実
施
さ
れ
る
ま
で
そ
う
呼
ば
れ
た
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
で
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
先
日
訪
れ
た
曲
輪
町
と
同
じ
く
、
こ
こ
に
も
か
つ

て
前
橋
城
が
あ
っ
て
、城
の
北
側
、三
の
丸
の
あ
っ

た
と
こ
ろ
に
出
来
た
ま
ち
な
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
今
は
ど
こ
に
な
る
の
か
な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
先
日
訪
れ
た
神
明
町
と
曲
輪
町
を
挟
ん
だ
中
に
位

置
し
て
い
る
よ
。
西
は
東
照
宮
や
臨
江
閣
、
北
は

前
橋
城
の
水
の
手
に
あ
た
る
風
呂
川
と
中
央
児
童

遊
園
る
な
ぱ
あ
く
、
東
は
関
口
整
形
外
科
ま
で
の

範
囲
だ
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
当
時
の
北
曲
輪
町
の
様
子
を
見
て
み
た
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
昔
は
住
宅
街
で
あ
り
、
ま
た
医
者
と
弁
護
士
と
官

吏
の
ま
ち
だ
っ
た
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
ま
ち
を
歩
く
と
病
院
や
法
律
事
務
所
、
知
事
公
舎
、

報
道
支
局
が
あ
る
か
ら
昔
と
変
わ
っ
て
い
な
い

ね
。
あ
れ
っ
？
ま
ち
の
中
に
水
路
が
通
っ
て
い
る

よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
こ
の
水
路
は
神
明
町
境
の
風
呂
川
か
ら
流
れ
て
い

て
、紺
屋
町
の
馬
場
川
に
合
流
し
て
い
る
ん
だ
よ
。

か
つ
て
前
橋
城
の
堀
跡
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
そ
う
な
ん
だ
ぁ
。
あ
と
は
何
が
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
前
橋
公
園
も
北
曲
輪
町
に
入
る
ね
。
さ
ち
の
池
の

北
に
戦
時
中
は
市
民
農
園
が
あ
っ
て
、
戦
時
中
食

糧
不
足
を
補
っ
て
い
た
そ
う
だ
よ
。
ま
た
、
競
輪

場
や
市
民
プ
ー
ル
も
あ
っ
た
ね
。
今
は
区
域
を
拡

げ
て
前
橋
公
園
の
エ
リ
ア
に
な
っ
て
い
て
、
こ
こ

に
隣
接
す
る
臨
江
閣
は
戦
時
中
そ
し
て
昭
和
29
年

新
庁
舎
が
出
来
る
ま
で
市
役
所
と
し
て
使
っ
て
い

た
ん
だ
。
こ
の
住
所
が
柳
町
１
番
地
で
、
元
来
広

瀬
川
の
端
に
柳
の
木
が
多
か
っ
た
た
め
そ
う
呼
ば

れ
、
柳
町
は
こ
こ
し
か
な
く
、
北
曲
輪
町
に
含
ま

れ
て
い
た
ん
だ
。

ボ　
　

  

ク
：
今
も
当
時
の
ま
ま
の
建
物
が
残
っ
て
い
て
大
切
に

し
て
い
き
た
い
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
臨
江
閣
の
南
側
に
ひ
ょ
う
た
ん
池
の
あ
る
日
本
庭

園
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら
東
へ
通
じ
る
玉
石
が
積
ま

れ
た
小
さ
な
ト
ン
ネ
ル
が
あ
る
け
ど
、
昔
か
ら
変

わ
っ
て
い
な
い
ね
。
昔
の
子
供
た
ち
は
、
こ
の
ト

ン
ネ
ル
に
入
っ
て
大
き
な
声
で
叫
ん
だ
ん
だ
。
す

る
と
そ
の
声
が
響
く
の
で
面
白
が
っ
て
大
声
を
出

し
た
も
の
だ
よ
。
実
は
詩
人
萩
原
朔
太
郎
も
北
曲

輪
町
の
生
ま
れ
で
、こ
の
ト
ン
ネ
ル
の
そ
ば
に「
波

宜
亭
（
は
ぎ
て
い
）」
と
い
う
茶
店
が
あ
り
、
よ

く
通
っ
た
そ
う
だ
よ
。
大
正
10
年
に
前
橋
市
の
公

園
計
画
に
伴
い
、
店
は
閉
じ
ら
れ
た
ん
だ
。

ボ　
　

  

ク
：
今
も
ト
ン
ネ
ル
や
臨
江
閣
、
ひ
ょ
う
た
ん
池
の
あ

る
日
本
庭
園
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
茶
店
も

残
っ
て
い
れ
ば
良
か
っ
た
な
と
思
う
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
こ
の
ト
ン
ネ
ル
の
先
に
中
央
児
童
遊
園
る
な
ぱ

あ
く
が
あ
る
よ
。
江
戸
時
代
の
頃
、
こ
こ
は
前
橋

城
の
空
濠
（
か
ら
ぼ
り
）
だ
っ
た
ん
だ
。
当
時
、

普
段
こ
の
空
濠
は
武
士
た
ち
の
武
道
を
調
練
し
た

と
こ
ろ
で
、
い
ざ
合
戦
と
な
れ
ば
、
土
手
を
切
り

風
呂
川
の
水
を
流
し
込
ん
で
敵
の
来
襲
を
防
い

だ
と
い
う
よ
。
こ
の
空
濠
を
市
の
公
園
と
し
た
の

は
大
正
10
年
の
こ
と
で
、
そ
れ
以
前
は
赤
城
牧
場

だ
っ
た
ん
だ
。
県
の
勧
め
で
搾
乳
所
と
し
て
設
け

ら
れ
赤
城
牧
社
と
い
っ
た
ん
だ
。
そ
し
て
昭
和
29

年
前
橋
グ
ラ
ン
ド
・
フ
ェ
ア
ー
が
開
催
さ
れ
た
時
、

そ
の
第
２
会
場
と
し
て
つ
く
ら
れ
、
終
了
後
児
童

遊
園
と
し
て
残
さ
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

ボ　
　

  

ク
：
だ
か
ら
今
で
も
窪
地
に
な
っ
て
い
る
ん
だ
ね
。
そ

れ
に
し
て
も
、
ト
ン
ネ
ル
の
中
に
入
り
、
ひ
ょ
う

た
ん
池
の
あ
る
日
本
庭
園
と
、
る
な
ぱ
あ
く
を
両

方
眺
め
る
と
タ
イ
ム
ト
ン
ネ
ル
に
入
っ
た
気
分
に

な
り
、
何
と
な
く
哀
愁
漂
う
風
景
に
映
る
よ
。
こ

の
玉
石
が
積
ま
れ
た
ト
ン
ネ
ル
は
い
つ
ま
で
も
残

し
て
お
き
た
い
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
そ
う
だ
ね
。
で
は
、
次
回
は
南
曲
輪
町
・
石
川
町

に
行
っ
て
み
よ
う
。

北曲輪町
Kitakuruwa-cho

前橋公園とるなぱあくを結ぶトンネル

※ 

前
橋
公
園
と
る
な
ぱ
あ
く
を
結
ぶ
ト
ン
ネ
ル
は
、
平
成
22
年
11
月
か

ら
の
市
道
拡
幅
工
事
に
伴
い
撤
去
さ
れ
、
新
た
に
造
り
直
さ
れ
る
予

定
で
す
。



25 -旧町名への旅

おじいちゃんと  　　　　ボクが訪ねたまち

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
日
は
南
曲
輪
町
と
石
川
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
て
読
む
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：「
み
な
み
く
る
わ
ち
ょ
う
、
い
し
か
わ
ち
ょ
う
」

と
呼
ぶ
ん
だ
よ
。　

ボ　
　

  

ク
：
い
つ
か
ら
こ
の
町
名
が
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
先
日
訪
れ
た
曲
輪
町
や
北
曲
輪
町
と
同
じ
く
、

江
戸
時
代
は
前
橋
城
下
の
武
家
地
で
あ
り
、
水

曲
輪
、
内
柿
ノ
宮
と
い
っ
て
い
て
明
治
６
年
に

南
曲
輪
町
、
ま
た
、
外
柿
ノ
宮
、
石
川
小
路
と

い
っ
て
明
治
６
年
に
石
川
町
と
し
、
明
治
22
年

の
町
名
返
還
を
経
て
昭
和
41
年
住
居
表
示
が
実

施
さ
れ
る
ま
で
そ
う
呼
ば
れ
た
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
で
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
先
日
訪
れ
た
曲
輪
町
や
北
曲
輪
町
と
同
じ
く
、

こ
こ
に
も
か
つ
て
前
橋
城
が
あ
っ
て
、
城
の
南

側
、
二
の
丸
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
出
来
た
ま
ち

な
ん
だ
よ
。
柿
ノ
宮
は
前
橋
城
南
西
に
配
置
さ

れ
た
曲
輪
で
柿
ノ
宮
門
と
し
て
城
の
南
面
を
防

御
し
て
い
た
ん
だ
。
石
川
小
路
は
酒
井
氏
の
上

級
家
臣
石
川
氏
が
居
住
し
た
と
こ
ろ
か
ら
名
が

つ
き
、
柿
ノ
宮
に
抜
け
る
と
こ
ろ
に
石
川
門
が

あ
り
、
そ
こ
か
ら
石
川
町
と
名
づ
け
た
よ
う
だ

よ
。

ボ　
　

  
ク
：
今
は
ど
こ
に
な
る
の
か
な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
南
曲
輪
町
は
先
日
訪
れ
た
曲
輪
町
の
南
に
位
置

し
て
い
る
し
、
石
川
町
は
そ
の
ま
た
南
に
群
馬

大
橋
線
を
挟
ん
で
位
置
し
て
い
る
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
当
時
の
南
曲
輪
町
と
石
川
町
の
様
子
を
見
て
み

た
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
昔
は
両
町
と
も
池
や
田
畑
、
そ
こ
に
士
族
だ
っ

た
旧
家
が
あ
っ
た
り
し
た
そ
う
だ
よ
。
特
に
利

根
川
河
畔
一
帯
に
か
な
り
広
い
桑
畑
な
ど
が
見

受
け
ら
れ
た
が
、
こ
の
辺
り
に
住
む
旧
士
族
の

人
た
ち
が
内
職
で
あ
っ
た
養
蚕
を
営
ん
で
い
た

よ
う
だ
よ
。
ま
た
、
現
在
の
群
馬
ロ
イ
ヤ
ル
ホ

テ
ル
付
近
に
前
橋
放
送
局
が
あ
っ
た
。
昭
和
６

年
に
前
橋
市
と
前
橋
商
工
会
議
所
と
で
放
送
局

の
促
進
運
動
を
展
開
し
、
昭
和
８
年
に
放
送
が

国
道
17
号

群馬県庁

桃井小

群馬県
警察本部

前橋市役所

群馬
ロイヤルホテル

社会保険
群馬中央総合病院

前橋女子校

利
根
川

開
始
さ
れ
た
ん
だ
。

 
 

　

東
京
方
面
か
ら
汽
車
で
利
根
橋
の
鉄
橋
を
渡

る
と
、
左
側
に
放
送
局
の
２
本
の
高
い
鉄
塔
が

見
え
た
そ
う
で
、
も
う
前
橋
駅
は
す
ぐ
だ
、
と

思
っ
た
そ
う
だ
。

 
 

　

時
代
が
過
ぎ
て
、
南
曲
輪
町
に
は
副
知
事
、

部
課
長
級
、
前
橋
署
長
等
の
官
舎
や
市
営
住
宅
、

前
橋
青
果
市
場
や
県
下
の
製
パ
ン
界
を
風
靡
し

た
フ
ラ
ン
ス
パ
ン
が
あ
っ
た
ね
。
今
で
も
あ
る

の
は
本
願
寺
の
説
教
寺
で
あ
る
清
光
寺
、
明
治

６
年
学
制
が
布
か
れ
て
以
来
で
相
当
に
古
い
歴

史
を
持
っ
て
い
る
桃
井
小
学
校
、
明
治
27
年
以

来
の
歴
史
を
持
つ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
も
い
う

前
橋
天
主
公
教
会
だ
ね
。
前
橋
天
主
公
教
会
は

今
で
も
、
天
空
に
突
き
刺
さ
る
二
基
の
尖
塔
の

美
観
は
、
見
る
も
の
の
心
に
思
わ
ず
安
心
感
を

与
え
て
い
る
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
昔
に
あ
っ
た
遺
構
は
何
か
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
桃
井
小
学
校
の
西
側
あ
た
り
に
前
橋
城
の
三
日

月
御
門
が
あ
っ
て
、
古
い
地
図
を
見
る
と
、
そ

の
半
分
が
地
籍
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
が
、
今

で
は
跡
形
も
な
い
ね
。
か
つ
て
は
、
小
さ
い
な

が
ら
も
堀
跡
の
池
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
特
に
、

学
校
の
南
側
に
三
日
月
濠
な
ど
い
く
つ
か
の
養

鯉
の
池
が
あ
っ
た
が
、
今
は
す
っ
か
り
埋
立
て

ら
れ
て
住
宅
地
と
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
三

日
月
と
い
う
名
は
土
手
と
堀
と
で
三
日
月
形
の

障
壁
が
築
か
れ
て
い
た
の
で
名
づ
け
ら
れ
た

が
、
こ
れ
は
敵
に
城
内
を
見
透
か
さ
れ
な
い
用

心
で
あ
っ
た
ん
だ
。

ボ　
　

  

ク
：
こ
の
ま
ち
に
は
前
橋
城
の
南
を
守
る
門
や
土
手
、

堀
、
池
が
あ
っ
た
ん
だ
ね
。
今
は
残
っ
て
い
な

い
け
ど
、
残
し
て
お
き
た
い
話
で
あ
る
し
、
唯

一
ま
ち
中
に
あ
る
寺
、
古
い
歴
史
を
持
つ
学
校
、

ま
ち
の
風
景
に
馴
染
ん
で
い
る
教
会
は
大
切
に

し
て
い
き
た
い
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
そ
う
だ
ね
。
で
は
、
次
回
は
紅
雲
町
に
行
っ
て

み
よ
う
。

昭和25年頃の様子。中央に青果市場の長い屋根。その上に前橋天主公教会、
その左に前橋放送局の鉄塔を眺む

（出典：㈱国書刊行会「ふるさとの想い出」　写真集　前橋）

Minamikuruwa-choMinamikuruwa-cho &  & Ishikawa-choIshikawa-cho

南曲輪南曲輪町・町・石川町石川町
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中央小

桃井小

利
根
川

国道17 号

第一中

前橋駅

前橋女子高

社会保険
群馬中央総合病院

群馬
ロイヤルホテル

平成大橋

群馬大橋

龍海院

長昌寺

利根橋

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
日
は
紅
雲
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
て
読
む
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：「
こ
う
う
ん
ち
ょ
う
」
と
呼
ぶ
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
い
つ
か
ら
、
そ
し
て
な
ん
で
そ
う
い
う
町
名
に

な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
江
戸
期
か
ら
「
紅
雲
」
と
い
う
文
字
の
記
録
が

あ
り
、
紅
雲
分
と
あ
る
よ
。
江
戸
期
か
ら
明
治

22
年
ま
で
紅
雲
分
村
と
言
っ
て
い
た
よ
。「
分
」

は
本
来
あ
る
人
の
知
行
を
示
す
の
が
普
通
で
あ
る

か
ら
紅
雲
と
号
す
る
人
の
知
行
が
村
名
に
な
っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
記
録
に
は
そ
れ
ら
し
い
人

物
は
見
当
た
ら
な
い
ね
。た
だ
戦
国
時
代
の
上
杉
・

武
田
両
氏
が
石
倉
城
・
厩
橋
城
の
攻
防
戦
を
行
っ

た
当
時
、
そ
の
家
来
の
武
将
た
ち
の
持
分
が
村
名

に
な
っ
た
と
い
う
説
が
あ
る
。
そ
の
後
、
前
橋
町

が
誕
生
し
た
明
治
22
年
か
ら
43
年
ま
で
紅
雲
分
と

い
う
大
字
名
と
な
り
、
特
に
明
治
25
年
か
ら
は
前

橋
市
の
大
字
に
な
っ
た
ん
だ
。
そ
し
て
、
明
治
43

年
か
ら
現
在
ま
で
、
紅
雲
町
と
な
っ
た
ん
だ
。
こ

の
ま
ち
で
は
紅
（
く
れ
な
い
）
色
の
美
し
い
雲
の

た
な
び
く
事
が
あ
っ
た
こ
と
で
こ
う
呼
ば
れ
て
い

る
、
と
話
す
ま
ち
の
人
が
い
た
そ
う
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
だ
い
ぶ
古
く
か
ら
ず
っ
と
あ
る
地
名
で
今
も
町
名

が
残
っ
て
い
て
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
話
も
あ
る
ん
だ

ね
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
ま
ち
は
ど
こ
に
な
る
の
か

な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
北
は
先
日
訪
ね
た
南
曲
輪
町
、
石
川
町
、
西
は
利

根
川
沿
い
ま
で
、
南
は
平
成
大
橋
通
り
ま
で
の
範

囲
だ
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
当
時
の
紅
雲
町
の
様
子
を
見
て
み
た
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
昔
は
市
中
央
部
か
ら
遠
い
た
め
発
展
し
な
か
っ
た

け
ど
、
住
宅
街
の
中
、
ま
ち
の
西
端
に
あ
る
利
根

橋
を
経
て
石
倉
、
元
総
社
、
高
崎
な
ど
へ
通
じ
る

重
要
な
地
域
だ
っ
た
ん
だ
よ
。
前
橋
駅
に
も
近
い

だ
け
あ
っ
て
会
社
や
工
場
は
揃
っ
て
い
た
ん
だ

よ
。
今
は
も
う
な
い
け
れ
ど
阿
部
産
業
、
川
隅
木

工
、
前
橋
煉
瓦
な
ど
が
あ
っ
た
ん
だ
。

ボ　
　

  

ク
：
そ
の
中
で
特
に
目
を
ひ
く
も
の
は
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
現
在
の
群
馬
中
央
総
合
病
院
の
前
は
前
橋
中
学
校

（
現
前
橋
高
等
学
校
）
で
、
そ
の
前
は
前
橋
煉
瓦

が
あ
っ
た
ん
だ
よ
。
色
々
な
建
物
の
煉
瓦
は
こ
の

土
地
の
土
で
作
ら
れ
て
い
た
そ
う
だ
よ
。
距
離
的

に
も
近
い
か
つ
て
の
煉
瓦
積
み
だ
っ
た
前
橋
駅
や

現
在
も
煉
瓦
積
み
の
前
橋
刑
務
所
の
煉
瓦
は
、
確

か
で
は
な
い
け
れ
ど
、
こ
の
前
橋
煉
瓦
で
作
ら
れ

た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

ボ　
　

  

ク
：
仮
に
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
地
元
の
土
で
煉
瓦
を
作

り
主
要
な
建
物
に
使
っ
た
事
は
意
義
の
あ
る
事
だ

と
思
う
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
そ
う
だ
ね
。
い
わ
ゆ
る
地
場
産
業
だ
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
何
か
神
社
仏
閣
が
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
前
橋
城
主
酒
井
家
の
菩
提
所
で
あ
る
龍
海
院
が
あ

る
よ
。
最
初
、
岩
神
に
建
て
ら
れ
た
が
火
災
に
よ

り
現
在
地
に
移
し
た
ん
だ
。
境
内
に
は
歴
代
城
主

の
墓
所
が
あ
っ
た
り
、
初
代
市
長
下
村
善
太
郎
の

墓
が
あ
り
、
と
も
に
市
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て

い
る
よ
。
ま
た
、
利
根
川
河
畔
に
望
む
長
昌
寺
が

あ
り
、
太
田
道
灌
が
彫
っ
た
と
言
い
伝
え
ら
れ
て

い
る
黒
焦
げ
の
大
黒
様
や
先
日
訪
ね
た
南
曲
輪
町

の
清
光
寺
と
の
墓
地
争
い
の
折
に
出
来
た
仲
良
し

地
蔵
が
本
堂
側
に
立
っ
て
い
る
よ
。
さ
ら
に
ま
ち

の
鎮
守
様
と
さ
れ
る
人
丸
様
と
呼
ば
れ
る
厳
島
神

社
が
あ
る
よ
。
柿
本
人
麿
を
祀
っ
て
あ
り
万
葉
歌

碑
が
あ
る
こ
と
で
こ
う
呼
ば
れ
て
い
る
。
創
立
は

明
ら
か
で
は
な
い
が
、
鎌
倉
時
代
以
前
か
ら
祀
ら

れ
て
い
る
古
い
お
宮
の
よ
う
だ
よ
。
ま
た
、
神
社

西
に
あ
る
利
根
橋
は
昔
、大
水
で
流
出
し
た
た
め
、

利
根
川
下
流
の
横
手
と
い
う
所
に
祀
っ
て
あ
っ
た

水
天
宮
を
今
後
水
害
が
起
き
な
い
よ
う
に
と
、
こ

の
境
内
に
移
し
て
祀
っ
た
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
ま
ち
の
中
に
は
由
緒
あ
る
神
社
仏
閣
が
色
々
と
あ

り
、
ど
こ
も
静
寂
な
雰
囲
気
で
落
ち
着
く
場
所
だ

ね
。こ
の
様
な
神
社
仏
閣
や
煉
瓦
づ
く
り
の
建
物
、

そ
し
て
昔
か
ら
あ
る
こ
の
町
名
は
大
事
に
し
て
い

き
た
い
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
そ
う
だ
ね
。
で
は
、
次
回
は
堀
川
町
に
行
っ
て
み

よ
う
。

龍海院、「まえばし」の今昔を静かに見守る

紅雲町
Kouun-cho
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おじいちゃんと  　　　　ボクが訪ねたまち

中央小

桃井小

国道17 号

第一中

前橋駅

前
橋
玉
村
線

前橋市民
文化会館

大泉寺

前橋
税務署

国道
50号

前橋女子高

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
日
は
堀
川
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
て
読
む
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：「
ほ
り
か
わ
ち
ょ
う
」
と
呼
ぶ
ん
だ
よ
。　

ボ　
　

  

ク
：
い
つ
か
ら
、
そ
し
て
な
ん
で
そ
う
い
う
町
名
に

な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
江
戸
期
は
町
人
町
の
南
に
置
か
れ
た
武
家
住
居

区
域
で
川
窪
・
砂
堀
と
い
っ
て
い
た
ん
だ
よ
。

こ
の
川
窪
・
砂
堀
を
合
わ
せ
、
両
字
の
一
字
ず

つ
を
採
っ
て
堀
川
町
と
し
、
明
治
７
年
か
ら
昭

和
41
年
ま
で
こ
う
呼
ば
れ
て
い
た
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
こ
の
ま
ち
は
ど
こ
に
な
る
の
か
な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
先
日
訪
れ
た
南
曲
輪
町
や
石
川
町
と
隣
接
し
、

県
道
前
橋
玉
村
線
と
平
行
に
連
な
っ
て
い
る
ま

ち
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
当
時
の
堀
川
町
の
様
子
を
見
て
み
た
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
江
戸
期
は
前
橋
藩
で
も
中
流
の
藩
士
が
住
ん
で

い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
明
治
維
新
を
迎
え
る

に
あ
た
っ
て
、
生
計
を
立
て
る
た
め
に
鯉
を

飼
っ
た
と
い
い
、
昭
和
10
年
頃
ま
で
は
鯉
や
金

魚
を
飼
育
す
る
池
が
あ
ち
こ
ち
に
見
受
け
ら
れ

て
い
た
と
い
う
よ
。
そ
し
て
、
こ
の
鯉
は
市
中

の
料
理
店
は
も
と
よ
り
、
伊
香
保
や
磯
部
の
温

泉
地
へ
も
出
し
、
珍
味
だ
っ
た
そ
う
だ
。

ボ　
　

  
ク
：
鯉
が
泳
い
で
い
た
池
の
あ
る
ま
ち
か
ぁ
。
も
う

ど
こ
に
も
な
い
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
夕
照
に
沈
み
な
が
ら
先
日
訪
れ
た
紅
雲
町
の
龍

海
院
の
杜
に
巣
食
う
青
鷺（
あ
お
さ
ぎ
）が
、
こ

の
鯉
を
目
当
て
に
飛
ん
で
き
て
、
水
面
を
か
す

め
る
音
に
ま
ち
の
人
達
の
耳
目
を
お
ど
ろ
か
せ

て
い
た
も
の
だ
そ
う
だ
。

ボ　
　

  

ク
：
他
に
何
か
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
明
治
30
年
に
青
果
市
場
が
開
か
れ
、敷
地
６
０
０

坪
余
、
周
囲
に
小
屋
を
造
り
、
時
季
に
な
る
と

毎
朝
近
郷
近
在
か
ら
農
夫
が
野
菜
や
果
物
を
運

び
込
み
、
午
前
中
は
車
で
い
っ
ぱ
い
な
る
ほ
ど

賑
わ
っ
て
い
た
そ
う
だ
よ
。
ま
た
、
ま
ち
中
に

杜
若
（
か
き
つ
ば
た
）
を
始
め
、
藤
や
菖
蒲
が

咲
競
う
児
玉
園
が
あ
っ
て
名
物
だ
っ
た
ん
だ

よ
。
茶
菓
子
ま
で
出
た
と
い
い
、
賑
や
か
だ
っ

た
そ
う
だ
よ
。
残
念
な
が
ら
明
治
40
年
頃
廃
園

と
な
っ
た
ん
だ
。
ひ
と
こ
ろ
ま
で
あ
っ
た
釣
堀

の
の
ん
び
り
し
た
風
景
も
影
を
消
し
て
し
ま
っ

た
。

ボ　
　

  

ク
：
も
う
こ
の
二
つ
は
な
い
ね
。
で
も
、
ま
だ
残
っ

て
い
る
も
の
は
何
か
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
県
道
前
橋
玉
村
線
沿
い
の
東
京
電
力
は
明
治
43

年
に
開
業
し
た
利
根
発
電
が
大
正
10
年
に
東
京

電
燈
に
合
併
さ
れ
、
古
い
歴
史
を
持
っ
て
い
る

ん
だ
よ
。
ま
た
、
こ
の
ま
ち
で
有
名
だ
っ
た
鈴

木
裁
縫
学
校
は
、
鈴
木
シ
ゲ
さ
ん
に
よ
っ
て
明

治
36
年
に
創
立
さ
れ
、
多
く
の
子
女
を
育
ん
で

き
た
よ
う
で
、
現
在
も
専
門
学
校
と
し
て
継
承

さ
れ
い
る
よ
う
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
今
で
も
意
思
を
受
け
継
い
で
存
続
し
て
い
る
ん

だ
ね
。
と
こ
ろ
で
何
か
神
社
仏
閣
が
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
東
本
願
寺
系
の
門
徒
衆
寺
で
あ
る
大
泉
寺
が
あ

る
よ
。
前
橋
大
空
襲
の
戦
災
に
あ
い
、
楼
や
庫

裏
共
に
焼
失
し
た
が
、
御
本
尊
の
阿
弥
陀
如
来

像
と
色
彩
細
や
か
な
聖
徳
太
子
像
は
難
を
逃

れ
、
現
在
も
安
置
さ
れ
て
い
る
よ
。
ま
た
、
現

在
の
本
堂
は
仏
教
の
象
徴
で
あ
る
蓮（
は
す
）を

型
ど
っ
て
異
色
の
近
代
建
築
に
な
っ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
昔
は
こ
の
寺
か
ら
龍
海
院
ま
で
の

道
は
寂
し
く
、
明
治
初
年
頃
で
も
狐
の
通
い
道

と
い
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
、
現
在
も
存
続
し

て
い
る
も
の
、
色
々
変
化
の
あ
る
ま
ち
だ
け
ど
、

ご
本
尊
様
と
聖
徳
太
子
様
が
こ
の
ま
ち
を
守
っ

て
い
る
の
か
な
。
そ
れ
に
し
て
も
聖
徳
太
子
像

は
重
厚
で
赴
き
の
あ
る
立
派
な
お
姿
を
し
て
お

ら
れ
る
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
そ
う
だ
ね
。
で
は
、
次
回
は
田
中
町
に
行
っ
て

み
よ
う
。

まちを見守る大泉寺、蓮を型どる本堂

堀川町
Horikawa-cho
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中央小

桃井小

国道17 号

第一中

前橋駅

前
橋
玉
村
線

前橋市民
文化会館

大泉寺

前橋
税務署

国道
50号

前橋女子高

けやきウォーク
前橋

永寿寺

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
日
は
田
中
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
て
読
む
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：「
た
な
か
ま
ち
」
と
呼
ぶ
ん
だ
よ
。　

ボ　
　

  

ク
：
い
つ
か
ら
、
そ
し
て
な
ん
で
そ
う
い
う
町
名
に

な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
江
戸
期
は
前
橋
城
下
武
家
地
で
田
中
小
路
、
南
田

中
小
路
、
多
津
塚
と
い
っ
て
い
た
ん
だ
よ
。「
幕

末
の
前
橋
城
再
築
後
、
田
地
を
埋
め
立
て
邸
宅
と

し
た
所
」
と
い
う
か
ら
、
昔
は
田
地
だ
っ
た
よ
う

で
、
そ
の
田
地
の
中
と
と
い
う
流
れ
で
田
中
と
い

う
地
名
が
生
ま
れ
た
の
か
な
。
ま
た
、
前
橋
駅
前

通
り
は
田
中
小
路
と
呼
ん
で
い
た
ん
だ
よ
。
さ
ら

に
、
多
津
塚
は
こ
の
土
地
に
あ
る
永
寿
寺
の
境
内

で
刀
剣
が
出
土
し
た
と
い
わ
れ
た
こ
と
か
ら
別
名

龍
塚
と
呼
ば
れ
古
墳
だ
っ
た
よ
う
だ
よ
。そ
し
て
、

明
治
７
年
か
ら
、
先
日
訪
れ
た
堀
川
町
の
砂
堀
の

一
部
と
田
中
小
路
、
南
田
中
小
路
、
多
津
塚
を
合

併
し
て
田
中
町
と
な
り
昭
和
41
年
ま
で
そ
う
呼
ば

れ
た
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
こ
の
ま
ち
は
ど
こ
に
な
る
の
か
な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
前
橋
駅
前
通
り
を
挟
ん
で
東
西
に
家
並
み
が
あ
る

所
で
表
町
一
丁
目
、
二
丁
目
界
隈
だ
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
当
時
の
田
中
町
の
様
子
を
見
て
み
た
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
幕
末
頃
、
田
中
小
路
は
道
を
挟
ん
で
東
西
に

１
０
０
石
か
ら
２
０
０
石
前
後
の
武
家
屋
敷
が

並
ん
で
い
た
ん
だ
よ
。そ
の
後
、士
族
屋
敷
に
な
っ

て
か
ら
は
、
傘
張
り
、
提
灯
張
り
、
団
扇
張
り
に

い
そ
ん
で
い
た
そ
う
だ
。
ま
た
、
こ
の
ま
ち
の
名

物
は
明
治
31
年
創
建
の
歌
舞
伎
座
と
築
山
を
め
ぐ

る
池
と
藤
と
菖
蒲
で
有
名
だ
っ
た
天
野
園
だ
ね
。

藤
の
開
花
時
に
は
高
崎
や
伊
勢
崎
か
ら
も
見
物
が

多
く
来
た
よ
う
だ
け
ど
、
二
つ
と
も
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
。

ボ　
　

  

ク
：
こ
の
ま
ち
に
は
前
橋
駅
が
あ
る
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
明
治
22
年
に
両
毛
線
が
全
線
開
通
さ
れ
、
そ
の
時

に
前
橋
駅
が
誕
生
し
た
ん
だ
。開
設
に
あ
た
っ
て
、

前
橋
停
車
場
用
地
と
し
て
士
族
の
土
地
が
売
ら

れ
、
線
路
工
事
の
土
盛
り
に
龍
塚
の
土
が
使
わ
れ

た
と
い
い
、
そ
の
堀
跡
に
池
が
出
来
て
養
鯉
池
に

な
っ
た
そ
う
で
、
養
鯉
業
者
も
か
な
り
あ
っ
た
と

い
う
よ
。
そ
の
後
、
駅
舎
は
約
40
年
の
使
用
に
よ

り
改
築
の
必
要
性
が
生
じ
昭
和
２
年
に
前
面
改
築

が
行
わ
れ
た
ん
だ
。
こ
の
駅
舎
は
モ
ダ
ン
で
市
民

に
新
し
い
時
代
の
到
来
を
感
じ
さ
せ
た
よ
う
だ
。

ボ　
　

  

ク
：
駅
舎
は
ま
た
変
わ
っ
て
い
る
ね
。
駅
前
広
場
や
駅

前
通
り
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
両
毛
線
は
貨
物
路
線
も
併
設
し
て
い
た
た
め
、
明

治
39
年
に
前
橋
駅
か
ら
渋
川
ま
で
馬
車
鉄
道
が
開

通
し
、
共
進
会
の
前
年
明
治
42
年
に
電
化
、
昭
和

29
年
ま
で
市
中
を
走
っ
て
い
た
よ
。
ま
た
、
大
正

８
年
に
前
橋
駅
か
ら
高
崎
駅
ま
で
乗
合
バ
ス
が
運

行
す
る
よ
う
に
な
り
、
駅
前
に
は
人
力
車
が
見
ら

れ
た
よ
。
昭
和
40
年
に
駅
前
広
場
に
噴
水
が
建
設

さ
れ
当
時
関
東
最
大
の
噴
水
は
注
目
を
集
め
た
そ

う
だ
。
バ
ス
の
待
合
所
で
あ
っ
た
の
か
広
場
に
は

多
く
の
人
が
み
ら
れ
た
ん
だ
。
通
り
沿
い
に
は
旅

館
や
飲
食
店
、
運
送
業
な
ど
が
立
ち
並
び
賑
わ
っ

て
い
た
ん
だ
。
昔
は
赤
城
山
を
遠
景
に
し
て
、
正

に
前
橋
の
表
玄
関
だ
け
の
こ
と
が
あ
っ
た
ん
だ
け

ど
、
今
は
ビ
ル
が
立
ち
並
び
、
ま
っ
た
く
見
え
な

い
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
で
も
駅
前
通
り
の
ケ
ヤ
キ
並
木
は
立
派
だ
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
こ
の
ケ
ヤ
キ
は
昭
和
24
、
25
年
に
植
え
ら
れ
た
も

の
で
、
戦
災
復
興
事
業
の
一
環
だ
っ
た
ん
だ
。
そ

の
記
念
に
建
て
ら
れ
た
の
が
、
駅
前
広
場
に
あ
る

「
平
和
・
建
設
」
の
像
な
ん
だ
。

ボ　
　

  

ク
：
現
在
、
駅
舎
を
始
め
、
駅
前
広
場
は
南
も
北
も
、

す
っ
か
り
整
備
さ
れ
た
け
ど
、
昔
の
ほ
う
が
情

緒
あ
ふ
れ
る
ま
ち
だ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
よ
。

駅
前
通
り
は
昔
の
よ
う
な
賑
わ
い
も
な
く
オ
フ
ィ

ス
街
と
い
っ
た
感
じ
だ
し
、
赤
城
山
も
見
え
な
い

し
ね
。
で
も
、
ケ
ヤ
キ
は
大
き
く
成
長
し
、
緑
の

大
き
な
ト
ン
ネ
ル
に
な
っ
て
い
る
し
、
ま
ち
の
シ

ン
ボ
ル
だ
と
思
う
か
ら
、
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
残

し
て
い
き
た
い
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
そ
う
だ
ね
。
で
は
、
次
回
は
前
代
田
町
・
市
之
坪

町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

昭和初期の前橋駅。馬車鉄道が当時をしのばせる
（出典：㈱国書刊行会「ふるさとの想い出」写真集　前橋）

田中町
Tanaka-machi
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第一中

前橋駅

前
橋
玉  

村
線

永寿寺

前橋商高

城南小

前橋市民
文化会館

けやきウォーク
前橋

市之坪町

前代田町

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
日
は
前
代
田
町
と
市
之
坪
町
に
行
っ
て
み
よ

う
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
て
読
む
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：「
ま
え
し
ろ
た
ま
ち
、
い
ち
の
つ
ぼ
ま
ち
」
と

呼
ぶ
ん
だ
よ
。　

ボ　
　

  

ク
：
い
つ
か
ら
、
そ
し
て
な
ん
で
そ
う
い
う
町
名
に

な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
江
戸
期
か
ら
明
治
22
年
は
前
代
田
村
、
市
之
坪

村
、
明
治
22
年
か
ら
昭
和
26
年
は
前
代
田
、
市

之
坪
と
い
う
前
橋
市
の
大
字
名
、
昭
和
26
年
か

ら
昭
和
42
年
は
前
代
田
町
、
市
之
坪
町
と
言
っ

て
い
た
よ
。
前
代
田
は
、
こ
の
辺
一
帯
を
代
田

の
郷
と
称
し
て
い
た
が
、
前
橋
城
築
城
に
あ
た

り
地
区
を
南
北
に
分
け
た
た
め
、
南
の
地
を
こ

う
指
す
よ
う
に
な
っ
た
ん
だ
よ
。
ち
な
み
に
北

は
北
代
田
町
と
い
い
、
現
在
も
町
名
が
残
っ
て

い
る
よ
。
市
之
坪
は
古
代
日
本
で
実
施
さ
れ
た

土
地
区
画
整
理
制
度
で
あ
っ
た
条
里
制
の
名
残

り
で
あ
る
地
名
で
、
縦
横
６
町
の
区
画
を
１
町

ご
と
に
区
切
っ
て
１
〜
36
坪
と
し
、
そ
の
最
初

に
割
り
振
ら
れ
た
の
が
「
一
の
坪
」
で
あ
っ
て
、

そ
こ
か
ら
こ
う
呼
ば
れ
た
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  
ク
：
だ
い
ぶ
古
く
か
ら
ず
っ
と
あ
る
由
来
の
あ
る
地

名
な
ん
だ
ね
。
こ
の
ま
ち
は
ど
こ
に
な
る
の
か

な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
先
日
訪
ね
た
田
中
町
に
あ
る
前
橋
駅
の
南
側
一

帯
で
、
前
代
田
町
は
現
在
の
南
町
三
丁
目
、
市

之
坪
町
は
現
在
の
南
町
四
丁
目
の
界
隈
だ
ね

ボ　
　

  

ク
：
当
時
の
前
代
田
町
と
市
之
坪
町
の
様
子
を
見
て

み
た
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
前
代
田
で
は
明
治
34
年
に
県
立
農
事
試
験
場
が

岩
神
か
ら
移
転
さ
れ
た
が
、
昭
和
23
年
に
そ

の
跡
地
に
県
立
ろ
う
学
校
が
設
立
さ
れ
た
ん

だ
よ
。
ま
た
、
大
正
元
年
に
ガ
ス
会
社
が
建

ち
、
そ
の
タ
ン
ク
は
町
内
の
目
標
に
な
っ
た
ん

だ
よ
。
今
は
も
う
タ
ン
ク
は
な
く
、
県
立
ろ
う

学
校
は
他
町
に
移
っ
た
し
、
前
橋
駅
の
真
南
に

あ
っ
た
城
南
小
学
校
も
市
之
坪
に
移
り
、
現
在

は
他
町
に
移
っ
た
ね
。
そ
の
代
わ
り
、
現
在
は

前
橋
駅
南
口
に
よ
る
開
発
で
大
き
く
開
け
て
い

る
ね
。
市
之
坪
で
は
昭
和
４
年
に
芳
町
か
ら
前

橋
商
業
学
校
が
移
転
し
た
ん
だ
よ
。
さ
ら
に
昭

和
２
年
に
前
橋
盲
学
校
・
桐
生
盲
学
校
・
高
崎

聾
唖
（
ろ
う
あ
）
学
校
を
統
合
し
、
こ
の
ま
ち

に
県
立
盲
亜
（
も
う
あ
）
学
校
が
設
立
さ
れ
た

ん
だ
よ
。
現
在
は
県
立
盲
学
校
に
な
っ
て
い
る

ね
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
両
町
と
も
当
時
は
文

京
地
区
だ
っ
た
ん
だ
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
当
時
は
こ
ん
な
に
も
多
く
の
教
育
施
設
が
あ
っ

た
ん
だ
ね
。
そ
の
他
に
何
か
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
前
代
田
で
は
前
橋
市
民
文
化
会
館
の
北
側
に
代

田
神
社
が
あ
る
よ
。
境
内
に
は
淡
島
神
社
、
八

坂
神
社
、
雷
電
神
社
、
猿
田
彦
神
社
が
あ
り
、

特
に
淡
島
神
社
は
女
の
人
の
守
護
神
で
信
仰
を

高
め
、
製
糸
が
華
や
か
だ
っ
た
大
正
８
、９
年

頃
に
は
千
人
講
も
つ
く
ら
れ
、
祭
日
に
は
参
詣

者
が
後
を
絶
た
な
い
ほ
ど
だ
っ
た
と
い
う
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
町
名
に
因
ん
だ
施
設
は
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
市
之
坪
に
市
之
坪
公
園
が
あ
る
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
昔
の
町
名
を
使
っ
て
公
園
名
に
な
っ
て
い
る
の

は
う
れ
し
い
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
そ
う
だ
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
こ
の
ま
ち
は
色
々
な
教
育
施
設
が
変
動
し
た
り
、

前
橋
駅
南
口
の
開
発
に
よ
り
表
情
が
変
わ
っ
た

り
し
て
い
る
ん
だ
ね
。
そ
し
て
由
来
の
あ
る
町

名
が
消
え
て
し
ま
っ
て
残
念
だ
け
ど
、
昔
か
ら

あ
る
神
社
が
残
っ
て
い
た
り
、
昔
の
町
名
を

使
っ
て
公
園
名
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
で
大
事

に
し
て
い
き
た
い
ね
。
そ
れ
に
し
て
も
ガ
ス
タ

ン
ク
は
ま
ち
の
目
標
物
と
し
て
残
し
て
お
き
た

か
っ
た
な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
そ
う
だ
ね
。
で
は
、
次
回
は
六
供
町
・
宗
甫
分

町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

往時の名残りとして
名称が生きづいてい
る市之坪公園（上）と
代田神社

前代田前代田町・町・市之坪町市之坪町
おじいちゃんと  　　　　ボクが訪ねたまち

Maeshirota-machMaeshirota-machii  & & Ichinotubo-machiIchinotubo-machi
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お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
日
は
六
供
町
と
宗
甫
分
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
て
読
む
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：「
ろ
っ
く
ま
ち
、
そ
う
ほ
ぶ
ん
ま
ち
」
と
呼
ぶ
ん

だ
よ
。　

ボ　
　

  

ク
：
い
つ
か
ら
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
江
戸
期
か
ら
明
治
22
年
は
六
供
村
、
宗
甫
分
村
、

明
治
22
年
か
ら
昭
和
26
年
は
、
六
供
、
宗
甫
分
と

い
う
大
字
名
、
特
に
六
供
は
明
治
34
年
か
ら
前
橋

市
の
大
字
名
、
宗
甫
分
は
明
治
25
年
か
ら
前
橋
市

の
大
字
名
、
そ
し
て
六
供
は
昭
和
26
年
か
ら
現
在

の
前
橋
市
の
町
名
六
供
町
と
し
て
残
っ
て
い
て
、

宗
甫
分
は
昭
和
26
年
か
ら
昭
和
42
年
は
宗
甫
分
町

と
言
っ
て
い
た
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
ど
う
し
て
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
六
供
は
源
義
経
が
奥
州
へ
落
ち
延
び
た
際
６
人
の

供
を
こ
の
地
に
残
し
た
と
も
い
い
、
ま
た
は
木
幡

城
主
が
こ
の
地
に
足
を
と
ど
め
、
６
ヵ
寺
を
建
て

六
句
村
と
い
っ
た
の
が
地
名
の
は
じ
ま
り
と
い
わ

れ
て
い
る
よ
。
宗
甫
分
は
宗
甫
と
い
う
人
が
持
っ

て
い
た
土
地
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
、
お
そ
ら
く

上
杉
と
武
田
が
厩
橋
城
で
争
奪
戦
を
し
た
こ
ろ

の
、
ど
ち
ら
か
の
武
将
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
わ

れ
て
い
る
よ
。

ボ　
　

  
ク
：
こ
の
ま
ち
は
ど
こ
に
な
る
の
か
な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
宗
甫
分
は
先
日
訪
ね
た
紅
雲
町
の
南
側
一
帯
、
六

供
は
そ
の
南
側
一
帯
の
界
隈
だ
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
当
時
の
六
供
町
と
宗
甫
分
町
の
様
子
を
見
て
み
た

い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
六
供
町
も
宗
甫
分
町
も
そ
の
昔
、
高
崎
方
面
か
ら

利
根
川
を
渡
る
古
道
で
あ
る「
あ
ず
ま
道
」に
沿
っ

た
村
落
で
、
ま
え
ば
し
に
と
っ
て
古
く
か
ら
の
交

通
の
要
地
と
し
て
栄
え
た
よ
う
だ
よ
。
特
に
宗
甫

分
で
は
江
戸
期
、
前
橋
領
内
を
利
根
川
に
沿
っ
て

渡
船
地
点
に
設
け
ら
れ
た
関
所
（
そ
の
後
番
所
）

が
設
置
さ
れ
、
両
岸
を
船
で
結
ぶ
重
要
な
要
地

と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
ん
だ
。
そ
の
後
、
明
治
元

年
に
関
所
が
廃
さ
れ
る
と
交
通
量
の
増
大
に
伴
っ

て
、
地
元
有
志
で
、
い
つ
ま
で
も
安
全
で
あ
る
よ

う
に
と
就
安
橋
と
名
づ
け
架
設
し
た
が
そ
の
後
流

失
し
、
再
度
幾
度
か
は
渡
船
を
通
し
た
。
六
供
は

昭
和
21
年
戦
災
者
・
引
揚
者
の
た
め
に
市
営
住
宅

が
１
５
０
戸
建
て
ら
れ
た
ん
だ
よ
。
こ
こ
に
生
川

が
流
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
自
称
生
川
町
と
か
生

川
住
宅
と
も
い
わ
れ
て
い
た
ん
だ
よ
。
現
在
で
も

生
川
と
い
う
交
差
点
が
あ
る
ね
。
現
在
で
も
あ
る

施
設
と
し
て
は
下
水
処
理
場
、
清
掃
工
場
、
温
水

プ
ー
ル
が
あ
る
ね
。
宗
甫
分
は
赤
煉
瓦
の
前
橋
刑

務
所
が
あ
る
ね
。
古
く
は
監
獄
署
と
い
わ
れ
、
明

治
18
年
に
起
工
、
21
年
に
落
成
し
た
ん
だ
。
周
囲

の
赤
煉
瓦
は
そ
の
ま
ま
代
名
詞
と
し
て
使
わ
れ
て

い
る
ね
。
両
町
と
も
昭
和
53
年
の
南
部
大
橋
の
開

通
も
あ
っ
て
、
か
つ
て
の
田
園
地
か
ら
近
代
都
市

に
ふ
さ
わ
し
い
ま
ち
に
様
変
わ
り
し
た
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
こ
こ
は
交
通
の
重
要
な
土
地
だ
っ
た
ん
だ
ね
。
ま

た
、
赤
煉
瓦
の
前
橋
刑
務
所
は
一
際
目
立
つ
存
在

で
良
い
ね
。
と
こ
ろ
で
神
社
仏
閣
は
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
六
供
に
は
源
氏
の
守
護
神
と
い
わ
れ
る
八
幡
様
が

あ
り
、
境
内
に
は
八
坂
社
、
神
明
宮
、
稲
荷
社
が

祀
ら
れ
て
い
る
よ
。
そ
し
て
、
そ
の
南
に
は
寿
延

寺
が
あ
る
よ
。
平
安
初
期
先
日
訪
れ
た
前
代
田
に

創
建
さ
れ
、
慶
長
年
中
厩
橋
城
の
南
、
現
在
の
中

央
病
院
附
近
に
移
さ
れ
、
さ
ら
に
明
治
11
年
現
在

地
に
移
転
し
た
ん
だ
。
宗
甫
分
に
は
利
根
川
の
水

害
に
対
す
る
守
護
神
で
あ
る
水
神
様
が
あ
り
、
水

波
能
女
命
が
祀
ら
れ
て
い
る
よ
。
昔
の
利
根
川
は

が
け
崩
れ
に
あ
い
つ
つ
東
進
し
、
今
の
河
川
中
ほ

ど
に
あ
っ
た
水
神
様
も
現
在
地
に
至
り
明
治
21
年

に
社
殿
が
再
建
さ
れ
た
ん
だ
。

ボ　
　

  

ク
：
町
名
に
因
ん
だ
施
設
は
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
先
日
訪
れ
た
市
之
坪
と
同
じ
よ
う
に
宗
甫
分
公
園

が
あ
る
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
ま
ち
は
様
変
わ
り
し
た
け
ど
、
昔
か
ら
あ
る
町
名

が
残
っ
て
い
た
り
神
社
仏
閣
は
あ
る
し
昔
の
町
名

を
使
っ
た
公
園
が
あ
る
か
ら
う
れ
し
い
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
そ
う
だ
ね
。
で
は
、
次
回
は
諏
訪
町
に
行
っ
て
み

よ
う
。

宗甫分公園

前橋商高

城南小

利
根
川

前橋清陵高

六供
八幡宮

六供温水プール

東京ガス
前橋水質浄化

センター

南部
大橋

前橋育英高

六供町

宗甫分町

旧町名の面影を今に残す、六供八幡宮（上）と
宗甫分公園

Rokku-machi Rokku-machi & & Souhobun-machiSouhobun-machi

六供町・宗甫分町



31 -旧町名への旅

第二中

城東小

立川町大通り

広
瀬
川

中
央
前
橋
駅

前橋中央
郵便局

諏訪神社

スズラン

諏訪橋

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
日
は
諏
訪
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
て
読
む
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：「
す
わ
ま
ち
」
と
呼
ぶ
ん
だ
よ
。　

ボ　
　

  

ク
：
い
つ
か
ら
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
江
戸
期
か
ら
昭
和
40
年
の
町
名
で
、
江
戸
期
は
前

橋
城
下
町
人
町
、
明
治
22
年
前
橋
町
、
明
治
25
年

前
橋
市
の
町
名
だ
っ
た
ん
だ
よ
。
ま
た
、
こ
の
ま

ち
の
裏
に
は
江
戸
期
か
ら
明
治
７
年
ま
で
諏
訪
町

裏
と
い
う
町
名
が
あ
っ
て
、
前
橋
城
下
武
家
地
の

一
つ
だ
っ
た
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
長
い
間
の
町
名
だ
っ
た
ん
だ
ね
。
ど
う
し
て
そ
う

い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
ま
ち
の
中
に
あ
る
諏
訪
神
社
に
よ
る
も
の
と
思
わ

れ
る
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
こ
の
神
社
は
昔
か
ら
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
先
日
訪
ね
た
連
雀
町
に
あ
る
前
橋
八
幡
宮
の
場
所

は
、
以
前
は
古
墳
塚
で
、
付
近
は
諏
訪
の
森
と
呼

ば
れ
る
杉
山
の
木
立
が
あ
り
、
諏
訪
神
社
が
祀
ら

れ
て
あ
っ
た
ん
だ
け
ど
、
こ
の
神
社
を
前
橋
城
の

鬼
門
の
押
さ
え
と
し
て
、
こ
の
ま
ち
に
移
し
た
ん

だ
よ
。
ま
ち
の
人
た
ち
は
お
諏
訪
様
と
呼
ん
で
い

る
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
こ
の
ま
ち
は
ど
こ
に
な
る
の
か
な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
広
瀬
川
左
岸
に
あ
り
、
対
岸
の
立
川
町
か
ら
続

く
立
川
町
通
り
の
東
へ
行
く
道
を
挟
ん
だ
南
北

界
隈
だ
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
当
時
の
諏
訪
町
の
様
子
を
見
て
み
た
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
江
戸
期
は
職
人
が
多
く
住
み
、
鍛
冶
屋
、
畳
刺
、

大
工
、
桶
師
、
板
割
、
屋
根
萱
葺
、
長
板
割
が

い
た
そ
う
だ
よ
。
特
に
鍛
冶
職
人
の
比
率
が
高
い

こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
辺
り
は
か
つ

て
利
根
川
が
流
れ
て
い
た
た
め
に
水
に
恵
ま
れ
て

い
た
よ
う
で
、
明
治
期
に
は
、
製
糸
家
や
多
く
糸

の
ま
ち
を
代
表
す
る
製
糸
所
が
幾
つ
も
あ
っ
た
ん

だ
よ
。　

ボ　
　

  

ク
：
何
か
伝
記
の
よ
う
な
も
の
は
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
昔
、
一
人
の
み
す
ぼ
ら
し
い
旅
僧
が
、
こ
の
ま
ち

を
通
り
が
か
り
、
急
に
ノ
ド
が
か
わ
き
、
両
側
の

家
並
み
の
裏
に
あ
る
桃
の
木
が
目
に
入
り
、
桃
を

恵
ん
で
く
だ
さ
い
と
言
っ
た
。
最
初
の
家
か
ら
は

断
ら
れ
、
次
の
家
の
主
人
か
ら
は
、
快
く
頂
き
、

お
礼
を
言
っ
て
立
ち
去
っ
た
そ
う
だ
。
あ
く
る
日

か
ら
、
断
っ
た
側
の
桃
は
ヤ
ニ
桃
ば
か
り
、
も
う

一
方
の
側
は
お
い
し
い
桃
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
の
み
す
ぼ
ら
し
い
旅
の
僧
こ
そ
弘
法
大
師

さ
ん
で
し
た
、
と
い
う
話
が
あ
る
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
そ
う
い
う
話
が
あ
っ
た
ん
だ
ぁ
。
そ
の
後
、
何
か

あ
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
実
は
80
年
ほ
ど
前
ま
で
徳
川
三
代
将
軍
の
頃
か
ら

連
綿
と
続
い
て
い
る
町
内
き
っ
て
の
旧
家
で
あ
る

杉
沢
家
の
大
屋
敷
に
１
町
ば
か
り
の
桃
畑
が
あ

り
、た
い
へ
ん
お
い
し
い
桃
で
あ
っ
た
そ
う
だ
よ
。

地
質
が
適
し
て
い
て
、
水
質
が
良
く
、
そ
の
結
果

果
実
の
育
ち
が
良
か
っ
た
よ
う
だ
け
ど
、
弘
法
大

師
さ
ん
の
お
か
げ
か
も
し
れ
な
い
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
ボ
ク
も
そ
う
思
う
よ
。
そ
し
て
昔
は
桃
の
ま
ち
？

だ
っ
た
の
か
な
ぁ
。
そ
の
他
に
何
か
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
68
番
地
に
馬
市
場
が
あ
っ
た
ん
だ
よ
。
３
５
０

坪
ほ
ど
の
広
さ
で
明
治
31
年
３
月
ま
で
開
か
れ
、

３
６
４
頭
も
扱
っ
た
と
い
う
よ
。
ま
た
、
56
番
地

に
桑
市
場
も
あ
り
、
毎
年
５
月
か
ら
６
月
に
開
か

れ
て
い
た
よ
う
だ
よ
。
ち
な
み
に
馬
市
場
の
あ
っ

た
と
こ
ろ
に
は
大
胡
行
き
の
乗
合
馬
車
の
発
着
所

が
あ
っ
た
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
町
名
に
因
ん
だ
施
設
は
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
昭
和
４
年
に
出
来
た
広
瀬
川
に
架
か
る
諏
訪
橋
が

あ
る
よ
。
ま
た
、
今
で
も
、
ま
ち
の
人
た
ち
は
立

川
町
通
り
に
続
く
道
を
諏
訪
町
通
り
と
呼
ん
で
い

る
ね
。
さ
ら
に
諏
訪
湯
と
い
う
銭
湯
が
以
前
ま
で

あ
っ
た
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
諏
訪
神
社
や
諏
訪
橋
が
残
っ
て
い
る
か
ら
う
れ
し

い
ね
。
今
は
宅
地
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
難
し
い
け

ど
、
桃
畑
が
復
活
さ
れ
る
と
い
い
な
ぁ
。
そ
れ
に

し
て
も
諏
訪
湯
に
入
り
た
か
っ
た
な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
そ
う
だ
ね
。
で
は
、
次
回
は
一
毛
町
に
行
っ
て
み

よ
う
。

「諏訪」の名を今に残す「諏訪神社」（上）
と「諏訪橋」

諏訪町
Suwa-machi
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広
瀬
川

中
央
前
橋

前
橋
赤
堀
線

前橋大間々桐生線

上毛
電鉄

第二中

城東小
勢多農林高

城東

教徳寺

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
日
は
一
毛
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
て
読
む
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：「
い
っ
け
ま
ち
」
と
呼
ぶ
ん
だ
よ
。　

ボ　
　

  

ク
：
い
つ
か
ら
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
江
戸
期
か
ら
明
治
22
年
は
一
毛
村
、
明
治
22
年

か
ら
一
毛
と
い
う
前
橋
町
の
大
字
名
、
明
治
25

年
か
ら
前
橋
市
の
大
字
名
、
そ
し
て
明
治
43
年

か
ら
昭
和
40
年
は
一
毛
町
と
言
っ
て
い
た
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
ど
う
し
て
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
一
説
に
は
こ
の
辺
り
は
一
毛
作
地
帯
だ
っ
た
か

ら
、
そ
う
呼
ば
れ
た
と
あ
る
よ
。
ま
た
、
こ
の

地
は
利
根
川
の
河
床
で
流
れ
の
変
化
に
よ
っ
て

中
洲
が
で
き
、
牧
草
が
繁
茂
し
牧
畜
が
盛
ん
に

行
わ
れ
た
こ
と
で
、
牛
馬
等
の
毛
か
ら
そ
う
呼

ば
れ
た
と
あ
る
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
こ
の
ま
ち
は
ど
こ
に
な
る
の
か
な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
上
毛
電
鉄
中
央
前
橋
駅
の
東
側
一
帯
、
城
東
町

三
丁
目
、
四
丁
目
界
隈
だ
ね
。

ボ　
　

  
ク
：
当
時
の
一
毛
町
の
様
子
を
見
て
み
た
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
大
正
時
代
に
前
橋
北
部
耕
地
整
理
事
業
に
よ
っ

て
大
き
く
変
わ
っ
た
け
れ
ど
、
戦
前
は
迷
路
の

ま
ち
と
呼
ば
れ
、
し
ば
し
ば
方
向
を
間
違
え

る
人
が
い
た
そ
う
だ
よ
。
ま
た
、
上
毛
電
鉄
中

央
前
橋
駅
の
北
側
、
広
瀬
川
沿
い
に
た
く
さ
ん

の
一
杯
呑
屋
さ
ん
が
出
て
い
て
、
上
電
横
丁
の

名
で
多
く
の
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
た
ん
だ
け

ど
、
今
は
そ
の
姿
も
な
く
な
り
一
変
し
て
し

ま
っ
た
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
神
社
仏
閣
は
何
か
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
教
徳
寺
と
い
う
お
寺
が
あ
る
よ
。
昔
の
人
た
ち

は
僧
念
房
と
言
っ
て
い
て
、
立
川
町
に
あ
る
大

蓮
寺
の
隠
居
寺
で
、
前
橋
城
に
ま
つ
わ
る
話
の

中
の
「
お
虎
」
の
供
養
塔
が
あ
る
よ
。
そ
し
て
、

戦
後
昭
和
26
年
８
月
５
日
、
戦
災
７
周
年
を
期

し
、
一
毛
町
、
諏
訪
町
、
隣
接
す
る
ま
ち
の
人
々

の
浄
財
に
よ
っ
て
石
像
の
親
子
地
蔵
が
建
て
ら

れ
、
現
在
も
祀
ら
れ
て
い
る
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
こ
の
ま
ち
に
有
名
な
人
は
い
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
こ
の
ま
ち
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
彫
刻
家
の
細

谷
而
楽（
三
郎
）と
い
う
人
が
い
た
よ
。
東
大
寺
、

唐
招
提
寺
、
興
福
寺
、
新
薬
師
寺
な
ど
の
仏
像

や
彫
刻
を
修
理
復
元
を
し
た
人
な
ん
だ
よ
。
特

に
新
薬
師
寺
の
十
二
神
将
の
一
つ
波
夷
羅
大
将

を
復
元
し
、
今
日
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
現
在
、
県
道
前
橋
赤
城
線

沿
い
に
生
家
跡
の
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
る
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
偉
大
な
る
人
と
し
て
ま
ち
の
人
だ
け
で
な
く
、

前
橋
市
民
と
し
て
も
誇
り
だ
ね
。
と
こ
ろ
で
町

名
に
因
ん
だ
施
設
は
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
上
毛
電
鉄
中
央
前
橋
駅
の
次
の
駅
に
一
毛
町
駅

と
い
う
駅
名
が
あ
っ
た
け
ど
、
今
は
城
東
駅
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
ね
。
他
に
も
も
う
町
名
の
名

残
は
な
い
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
残
念
だ
ね
。
せ
め
て
駅
名
は
残
し
て
お
き
た

か
っ
た
な
ぁ
。
で
も
お
寺
は
残
っ
て
い
る
し
、

偉
大
な
人
の
碑
は
あ
る
の
で
、
大
切
に
し
て
い

き
た
い
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
そ
う
だ
ね
。
で
は
、
次
回
は
栄
町
に
行
っ
て
み

よ
う
。

教徳寺とお虎の供養塔

Ikke-machi

一毛町
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広
瀬
川

ベイシア
文化ホール

国
道
17
号

比刀根橋
前橋中央郵便局

城東小

県立勢多農林高

群大教育学部
附属小

前
橋
赤
城
線

群馬県立
図書館

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
日
は
栄
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
て
読
む
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：「
さ
か
え
ち
ょ
う
」
と
呼
ぶ
ん
だ
よ
。　

ボ　
　

  

ク
：
い
つ
か
ら
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
先
日
訪
ね
た
一
毛
町
の
一
部
を
独
立
し
て
、
昭

和
３
年
７
月
に
栄
町
が
誕
生
し
た
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
ど
う
し
て
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
一
毛
町
か
ら
独
立
し
て
ま
ち
が
発
展
し
、
栄
え

る
よ
う
に
命
名
さ
れ
た
の
か
な
。
前
橋
の
他
に

高
崎
、
伊
勢
崎
、
桐
生
、
館
林
に
も
栄
町
が
あ

る
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
こ
の
ま
ち
は
ど
こ
に
な
る
の
か
な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
広
瀬
川
に
架
か
る
比
刀
根
橋
南
側
か
ら
東
へ
、

県
道
前
橋
赤
城
線
を
通
り
過
ぎ
、
先
日
訪
ね
た

諏
訪
町
の
北
側
界
隈
ま
で
だ
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
当
時
の
栄
町
の
様
子
を
見
て
み
た
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
比
刀
根
橋
付
近
に
、
か
つ
て
勢
多
会
館
の
あ
っ

た
と
こ
ろ
が
栄
町
１
番
地
で
、
こ
こ
を
起
点
と

し
て
町
内
の
地
番
が
付
け
ら
れ
た
ん
だ
よ
。
こ

の
勢
多
会
館
は
昭
和
９
年
12
月
に
落
成
、
こ
こ

に
は
勢
多
地
方
事
務
所
が
あ
っ
た
ん
だ
け
ど
、

そ
の
後
消
え
て
駐
車
場
と
な
り
、
今
は
マ
ン

シ
ョ
ン
が
建
っ
て
い
る
。
昔
の
ま
ち
の
様
子
は

数
え
る
ほ
ど
し
か
人
家
は
少
な
く
、
多
く
は
一

面
の
水
田
と
桑
畑
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
。
ま
た
、

広
瀬
川
に
は
河
岸
が
あ
っ
て
舟
運
が
あ
っ
た
ん

だ
。
旭
館
と
い
う
と
こ
ろ
の
裏
辺
り
に
舟
着
場

が
あ
っ
た
よ
う
で
、
こ
の
旭
館
は
舟
宿
で
あ
っ

た
よ
う
だ
。
さ
ら
に
、
こ
の
ま
ち
に
あ
っ
た
大

製
糸
工
場
で
あ
る
交
水
社
は
、
糸
の
ま
ち
ま
え

ば
し
の
象
徴
だ
っ
た
。
明
治
10
年
営
業
所
を
創

設
し
た
の
が
始
ま
り
で
、
市
内
の
産
繰
糸
を
集

め
広
瀬
川
の
水
路
を
利
用
し
て
水
車
を
回
し
て

繰
糸
を
行
い
、
出
来
た
荷
は
舟
に
積
ん
で
出
し

た
と
い
う
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
色
々
な
事
で
広
瀬
川
は
役
立
っ
て
い
た
ん
だ
ね
。

勢
多
会
館
付
近
の
広
瀬
川
に
橋
が
架
か
っ
て
い

る
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
栄
町
と
隣
接
す
る
ま
ち
を
結
ぶ
比
刀
根
橋
だ
ね
。

昭
和
８
年
６
月
に
出
来
た
ん
だ
よ
。
今
の
利
根

川
の
流
れ
に
対
し
、
元
の
流
れ
、
す
な
わ
ち
今

の
広
瀬
川
を
「
比
刀
袮
川
」
と
い
っ
て
い
た
ん

だ
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
こ
に
架
け
ら
れ

た
橋
と
い
う
事
で
橋
の
名
に
な
っ
た
ん
だ
よ
う

だ
よ
。
改
装
さ　

れ
る
前
ま
で
は
、
戦
時
中
の

焼
夷
弾
や
爆
弾
の
破
片
の
傷
跡
が
生
々
し
く
、

刻
ま
れ
て
あ
っ
た
そ
う
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
何
か
施
設
は
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
城
東
小
学
校
が
あ
る
ね
。
開
校
し
た
の
は
昭
和

２
年
４
月
１
日
で
、
戦
前
の
昭
和
17
年
に
は

プ
ー
ル
も
で
き
た
ん
だ
よ
。
ま
た
、
小
学
校
付

近
に
ゴ
ロ
ゴ
ロ
山
が
あ
っ
た
そ
う
で
、
古
い
人

た
ち
は
思
い
出
の
場
所
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
。

ま
た
、
前
橋
郵
便
局
が
あ
っ
た
り
、
近
く
に
は

県
立
図
書
館
や
県
民
会
館
が
あ
っ
た
り
し
て
、

町
名
の
と
お
り
、
ま
す
ま
す
栄
え
た
ま
ち
と
い

え
る
か
も
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
町
名
に
因
ん
だ
施
設
は
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
施
設
は
な
い
け
れ
ど
、
ま
ち
の
中
に
栄
通
り
が

あ
っ
て
、
今
も
ま
ち
の
人
た
ち
は
そ
う
呼
ん
で

い
る
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
町
名
の
名
残
は
ほ
と
ん
ど
な
い
け
れ
ど
、
栄
通

り
の
名
が
残
っ
て
い
る
か
ら
う
れ
し
い
ね
。
そ

し
て
、
町
名
の
と
お
り
栄
え
た
ま
ち
に
な
っ
た

ん
だ
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
そ
う
だ
ね
。
で
は
、
次
回
は
向
町
に
行
っ
て
み

よ
う
。

交水社（出典：国書刊行会「ふるさとの想い出　写真集　前橋」より）

栄 町
Sakae-cho
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広瀬川

国
道
17
号第三中

若宮小

橋林寺

前橋公園

前
橋
赤
城
線

敷島小

第四中

雷電神社

ベイシア
文化ホール

グリーンドーム
前橋

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
日
は
向
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
て
読
む
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：「
む
か
い
ち
ょ
う
」
と
呼
ぶ
ん
だ
よ
。　

ボ　
　

  

ク
：
い
つ
か
ら
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
江
戸
期
当
初
は
岩
神
村
で
あ
っ
て
、
そ
の
う
ち

向
町
に
な
り
、
昭
和
40
年
ま
で
そ
う
呼
ば
れ
た

よ
。

ボ　
　

  

ク
：
ど
う
し
て
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
江
戸
期
の
頃
、
お
城
の
近
く
の
人
た
ち
、
特
に

広
瀬
川
以
南
の
人
た
ち
が
、
広
瀬
川
の
川
向
こ

う
に
あ
る
ま
ち
と
言
っ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
そ

う
呼
ば
れ
、
前
橋
城
下
町
人
町
の
１
町
だ
っ
た

ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
こ
の
ま
ち
は
ど
こ
に
な
る
の
か
な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
先
日
訪
れ
た
神
明
町
北
側
で
広
瀬
川
左
岸
を
東

西
に
延
び
る
界
隈
だ
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
当
時
の
向
町
の
様
子
を
見
て
み
た
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
一
本
道
路
に
沿
っ
て
延
び
た
ま
ち
で
、
今
も
こ

の
道
路
は
名
残
と
し
て
あ
る
ね
。
こ
の
細
長
い

町
並
み
を
称
し
て
「
長
町
八
丁
」
と
か
「
八
町

長
町
向
町
」
な
ど
と
言
っ
て
い
た
そ
う
だ
よ
。

こ
の
道
は
か
つ
て
の
沼
田
街
道
で
、
広
瀬
川
に

架
か
る
厩
橋
を
渡
り
、
先
日
訪
れ
た
竪
町
か
ら

立
川
町
や
本
町
へ
抜
け
る
唯
一
の
道
だ
っ
た
ん

だ
。
道
の
真
中
に
は
小
川
が
流
れ
、
他
所
か
ら

城
下
町
に
入
る
旅
人
は
、
こ
の
川
で
手
足
を
洗

い
身
支
度
を
整
え
た
と
い
う
よ
。
１
７
６
１
年

に
19
歳
に
し
て
江
戸
に
出
た
塩
原
太
助
も
、
こ

の
道
を
通
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
し
て

も
、
当
時
の
家
並
と
賑
わ
い
を
除
け
ば
狐
や
狸

の
棲
む
と
こ
ろ
で
、
田
畑
や
藪
の
多
い
と
こ
ろ

だ
っ
た
よ
う
だ
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
前
橋
城
下
に
入
る
た
め
の
大
切
な
場
所
だ
っ
た

ん
だ
ね
。
そ
の
後
は
ど
う
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
明
治
22
年
８
月
、
渋
川
に
通
じ
る
現
在
の
国
道

17
号
線
が
出
来
て
、
こ
の
ま
ち
も
変
わ
り
、
以

前
ほ
ど
の
賑
わ
い
は
な
く
な
っ
た
よ
う
だ
。
で

も
明
治
40
年
頃
に
は
、
広
瀬
川
の
流
れ
を
活
用

し
た
１
丈
（
約
３
ｍ
）
も
の
水
車
７
ヶ
所
も
あ

り
、
製
糸
が
盛
ん
に
な
っ
た
ん
だ
。

ボ　
　

  

ク
：
神
社
仏
閣
は
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
通
り
沿
い
に
雷
電
神
社
が
あ
る
よ
。
落
雷
が
多

い
た
め
に
祀
っ
た
ん
だ
よ
。
昔
は
向
町
へ
行
け

ば
雷
が
落
ち
な
い
と
信
じ
て
い
た
子
供
た
ち
の

姿
が
あ
っ
た
と
い
う
よ
。
そ
の
東
に
は
橋
林
寺

が
あ
る
よ
。
こ
の
寺
に
は
、
多
く
の
宝
物
が

あ
っ
た
ん
だ
け
ど
、
火
災
に
よ
っ
て
焼
失
し
て

し
ま
っ
た
ん
だ
よ
。
で
も
青
銅
製
直
径
12
・
７

㎝
の
鰐
口
が
あ
り
、
貴
重
な
も
の
が
残
っ
て
い

る
よ
う
だ
よ
。
ま
た
、
明
治
６
年
に
県
下
４
番

目
の
小
学
校
と
い
う
こ
と
で
第
４
小
学
校
と
し

て
、
敷
島
小
学
校
が
こ
の
橋
林
寺
に
開
校
し
た

ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
こ
の
ま
ち
に
有
名
な
人
は
い
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
こ
の
ま
ち
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
鋳
物
師
の
鈴

木
藤
次
郎
と
い
う
人
が
い
た
よ
。
雷
電
神
社
入

り
口
の
隣
は
旧
家
と
工
場
が
あ
っ
た
よ
う
で
、

こ
こ
に
工
場
跡
の
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
る
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
町
名
の
名
残
は
な
い
け
れ
ど
、
名
残
の
あ
る
道

が
あ
っ
た
り
、
ひ
っ
そ
り
と
た
だ
ず
む
神
社
仏

閣
、
有
名
な
人
の
碑
が
あ
っ
た
り
し
て
い
る
か

ら
う
れ
し
い
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
そ
う
だ
ね
。
で
は
、
次
回
は
萩
町
に
行
っ
て
み

よ
う
。

向 町
Mukai-cho

雷電神社の脇にひっそりと佇む「鈴木藤次郎工場跡」の碑
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おじいちゃんと  　　　　ボクが訪ねたまち

広瀬川

国
道
17
号第三中

若宮小

橋林寺

前橋公園

前
橋
赤
城
線

敷島小

第四中

雷電神社

ベイシア
文化ホール

森巌寺

グリーンドーム
前橋

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
日
は
萩
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
て
読
む
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：「
は
ぎ
ま
ち
」
と
呼
ぶ
ん
だ
よ
。　

ボ　
　

  

ク
：
い
つ
か
ら
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
江
戸
期
か
ら
明
治
22
年
ま
で
萩
村
と
呼
ば
れ

た
よ
。
そ
し
て
明
治
11
年
南
勢
多
郡
に
所
属

し
、
明
治
22
年
か
ら
43
年
ま
で
萩
と
い
う
大
字

名
だ
っ
た
ん
だ
け
ど
、
特
に
明
治
22
年
に
前
橋

町
の
大
字
名
、
明
治
25
年
に
前
橋
市
の
大
字
名

だ
っ
た
ん
だ
。
続
い
て
明
治
43
年
か
ら
大
正
13

年
に
は
萩
小
路
と
い
う
前
橋
市
の
大
字
名
と
な

り
、
大
正
13
年
か
ら
昭
和
40
年
ま
で
前
橋
市
の

町
名
と
し
て
萩
町
と
な
っ
た
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
ど
う
し
て
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
由
来
は
不
明
だ
け
ど
、
植
物
名
と
し
て
吾
妻
町

萩
生
と
同
じ
く
萩
の
生
じ
る
と
こ
ろ
の
意
に
よ

る
も
の
か
な
。

ボ　
　

  

ク
：
こ
の
ま
ち
は
ど
こ
に
な
る
の
か
な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
先
日
訪
れ
た
向
町
北
側
、
前
橋
第
三
中
学
校
通

り
北
側
一
帯
界
隈
だ
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
当
時
の
萩
町
の
様
子
を
見
て
み
た
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
萩
小
路
に
は
１
０
０
〜
２
０
０
石
取
り
の
士
族

屋
敷
が
40
軒
ほ
ど
あ
っ
た
と
い
う
よ
。
明
治
の

初
め
頃
ま
で
は
、
こ
れ
ら
の
ほ
か
土
着
の
農
家

が
４
、５
軒
あ
る
の
み
と
い
う
寂
し
さ
だ
っ
た

ん
だ
よ
。
現
在
は
完
全
に
住
宅
街
と
な
っ
て
い

る
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
神
社
仏
閣
は
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
住
宅
地
の
一
角
に
森
巖
寺
（
し
ん
が
ん
じ
）
が

あ
る
よ
。
こ
の
寺
に
は
、か
つ
て
香
葉
観
音
（
こ

う
よ
う
か
ん
の
ん
）
が
あ
っ
て
安
産
に
効
く
と

い
わ
れ
崇
敬
さ
れ
て
い
た
け
ど
、
戦
災
で
惜
し

く
も
失
っ
て
し
ま
っ
た
ん
だ
。
こ
の
観
音
様
に

関
係
し
て
萩
の
城
が
こ
の
付
近
に
あ
っ
た
そ
う

だ
よ
。「
上
毛
国
風
土
記
」
に
「
萩
の
城
、
城

主
不
明
、
観
音
寺
と
呼
ぶ
所
で
あ
る
」
と
記
さ

れ
て
い
る
よ
う
で
、
も
し
か
し
た
ら
観
音
寺
の

跡
に
森
巖
寺
（
し
ん
が
ん
じ
）
が
建
て
ら
れ
た

か
も
し
れ
な
い
。

ボ　
　

  

ク
：
そ
の
他
に
な
に
か
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：「
前
橋
新
風
土
記
」
に
元
和
山
と
い
う
石
山
が

あ
り
、
昔
は
利
根
川
の
河
床
だ
っ
た
の
で
、
田

畑
を
つ
く
る
た
め
石
を
積
み
上
げ
た
山
だ
っ
た

と
い
い
、
子
供
た
ち
の
よ
き
遊
び
場
で
あ
っ
た

そ
う
で
森
巖
寺
（
し
ん
が
ん
じ
）
あ
た
り
に

あ
っ
た
よ
う
だ
よ
。
ま
た
、
狐
が
出
没
し
た
そ

う
だ
よ
。
そ
れ
か
ら
先
日
訪
れ
た
向
町
の
橋
林

寺
（
き
ょ
う
り
ん
じ
）
に
創
設
し
た
敷
島
小
学

校
は
大
正
９
年
現
在
地
に
新
築
移
転
し
、
昭
和

４
年
火
災
に
よ
り
全
焼
し
た
け
ど
、
昭
和
48
年

め
で
た
く
開
校
１
０
０
周
年
を
迎
え
、
現
在
も

住
宅
地
の
中
に
あ
る
ね
。
他
に
旧
町
名
に
ち
な

ん
で
公
開
緑
地
の
萩
公
園
や
銭
湯
の
萩
の
湯
が

あ
る
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
こ
の
ま
ち
に
有
名
な
人
は
い
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
こ
の
ま
ち
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
堀
康
雄

と
い
う
人
で
、
昭
和
７
年
か
ら
17
年
ま
で
10
年

間
助
役
を
勤
め
、
引
続
い
て
昭
和
21
年
ま
で
の

４
年
８
ヶ
月
、
第
11
代
目
の
市
長
を
勤
め
ら
れ
、

戦
前
か
ら
戦
中
、
そ
し
て
戦
後
と
い
う
前
橋
に

と
っ
て
未
曾
有
の
時
代
に
市
長
と
し
て
大
変
苦

労
さ
れ
、
今
日
の
前
橋
へ
と
引
継
い
だ
人
な
ん

だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
町
名
の
名
残
は
ほ
と
ん
ど
な
い
け
れ
ど
、
昔
の

町
名
を
使
っ
た
銭
湯
や
住
宅
街
に
た
た
ず
む
お

寺
、
歴
史
の
あ
る
小
学
校
が
あ
る
し
、
大
変
苦

労
さ
れ
た
市
長
を
輩
出
し
た
ま
ち
と
し
て
、
誇

り
に
思
っ
て
い
き
た
い
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
そ
う
だ
ね
。
で
は
、
次
回
は
岩
神
町
に
行
っ
て

み
よ
う
。

萩 町
Hagi-machi

現在は住宅街となった萩町に佇む森巌寺
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第三中

利
根
川

敷島小

大渡橋 岩神神社

中央大橋

Ｊ
Ｒ
上
越
線

群大医学部
群馬大病院

国
道
17
号

県立図書館

岩神小

正田醤油
スタジアム群馬

富士機械

グリーンドーム
前橋

前橋公園

群馬県庁

観民稲荷
神社

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
日
は
岩
神
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
て
読
む
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：「
い
わ
が
み
ま
ち
」
と
呼
ぶ
ん
だ
よ
。　

ボ　
　

  

ク
：
い
つ
か
ら
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
江
戸
期
か
ら
明
治
22
年
ま
で
岩
神
村
と
呼
ば
れ

た
よ
。
明
治
22
年
か
ら
43
年
ま
で
岩
神
と
い
う

大
字
名
で
呼
ば
れ
、
明
治
22
年
か
ら
は
前
橋
町

の
、
明
治
25
年
か
ら
は
前
橋
市
の
大
字
名
だ
っ
た

ん
だ
。
明
治
43
年
か
ら
は
岩
神
町
と
な
り
、
現
在

も
そ
う
呼
ば
れ
て
い
る
よ
。
昭
和
40
年
か
ら
は
１

〜
４
丁
目
と
な
っ
た
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
ど
う
し
て
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
ま
ち
の
中
に
国
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い

る
「
岩
神
の
飛
石
」
が
岩
神
稲
荷
と
し
て
神
社
が

祀
ら
れ
て
い
て
、
こ
れ
に
ち
な
ん
で
呼
ば
れ
て
い

る
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
こ
の
石
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
こ
の
石
と
い
う
か
岩
は
現
在
の
駐
車
場
あ
た
り
に

堆
積
し
て
い
た
地
層
の
中
か
ら
約
２
万
年
前
の
火

山
泥
流
に
よ
り
、
こ
の
近
く
ま
で
押
し
流
さ
れ
て

き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
の
利

根
川
の
洪
水
に
よ
っ
て
、
今
の
場
所
ま
で
運
ば
れ

て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
岩
神
の
飛
石
は
お
じ
い

ち
ゃ
ん
や
ボ
ク
た
ち
に
ま
え
ば
し
と
そ
の
周
辺
に

あ
る
自
然
や
歴
史
と
そ
の
営
み
を
教
え
て
く
れ

る
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
岩
神
の
飛
石
の
由
来
に
つ
い
て
教
え
て
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
岩
神
稲
荷
は
飛
石
稲
荷
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
よ
。

地
表
に
出
て
い
る
部
分
が
高
さ
９
・
６
ｍ
、
最
大

周
囲
60
ｍ
。
赤
褐
色
で
縞
状
の
複
輝
石
安
山
岩
質

溶
結
凝
灰
岩
が
あ
り
、
里
人
た
ち
が
こ
の
岩
を
割

ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
血
が
ほ
と
ば
し
り
出
た
の

で
稲
荷
を
祀
り
、
こ
の
岩
を
御
神
体
と
し
て
祀
っ

た
と
い
う
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
こ
の
ま
ち
は
ど
こ
に
な
る
の
か
な
ぁ
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
先
日
訪
れ
た
向
町
と
萩
町
を
挟
ん
で
西
側
へ
延

び
、前
橋
工
業
高
校
跡
地
沿
い
の
南
北
通
り
ま
で
、

北
側
は
大
渡
橋
通
り
界
隈
ま
で
だ
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
当
時
の
岩
神
町
の
様
子
を
見
て
み
た
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
飛
石
の
す
ぐ
東
は
か
つ
て
の
沼
田
街
道
で
そ
の

昔
、
上
杉
謙
信
が
厩
橋
城
を
攻
め
た
時
や
沼
田
藩

主
が
参
勤
交
代
し
た
時
、
ま
た
塩
原
太
助
が
江
戸

に
行
っ
た
時
に
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
道
を
通
っ
た
こ
と

だ
ろ
う
ね
。
ま
た
、
大
渡
橋
が
あ
る
け
ど
、
昔
は

王
渡
と
い
っ
て
い
た
ん
だ
よ
。大
昔
上
毛
野
国（
群

馬
県
）
を
治
め
て
い
た
豊
城
入
彦
命
（
と
よ
き
い

り
び
こ
の
み
こ
と
）
と
い
う
王
様
が
赤
城
神
社
を

祀
る
時
に
渡
ら
れ
た
こ
と
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
の

か
な
。
こ
の
大
渡
に
は
利
根
・
吾
妻
方
面
か
ら
江

戸
に
材
木
を
運
ぶ
た
め
の
い
か
だ
が
組
ま
れ
、
こ

の
岩
神
が
中
継
地
点
と
な
っ
た
り
と
こ
の
地
は
重

要
な
地
点
だ
っ
た
た
め
関
所
が
置
か
れ
た
と
い
う

よ
。
明
治
に
は
大
渡
製
糸
所
が
で
き
、
全
国
か
ら

有
名
人
が
見
習
い
に
来
た
と
い
う
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
岩
神
稲
荷
神
社
の
他
に
神
社
仏
閣
は
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
酒
井
藩
主
が
川
越
か
ら
前
橋
に
移
っ
た
当
初
、
龍

海
院
を
こ
の
岩
神
に
造
っ
た
け
ど
、
火
災
に
あ
い

先
日
訪
れ
た
紅
雲
町
に
移
し
た
ん
だ
。
ま
た
、
前

橋
工
業
高
校
跡
地
の
向
側
に
観
民
稲
荷
神
社
が
あ

る
よ
。
１
６
０
１
年
酒
井
重
忠
公
が
前
橋
城
主
と

な
っ
た
時
、
城
に
水
を
引
き
込
む
風
呂
川
の
改
修

に
あ
た
っ
て
、
そ
の
時
護
神
と
し
て
祀
っ
た
の

が
こ
の
神
社
の
始
ま
り
だ
そ
う
だ
よ
。
そ
の
後
、

１
６
９
０
年
酒
井
藩
主
が
神
社
境
内
に「
観
民
亭
」

と
い
う
別
荘
を
造
り
、
た
び
た
び
来
て
家
臣
に
も

開
放
し
藩
文
化
の
中
心
地
で
も
あ
っ
た
よ
う
だ

よ
。
こ
こ
か
ら
観
民
の
名
が
残
っ
て
い
る
よ
う
だ

よ
。
境
内
に
は
、
厳
島
神
社
弁
財
天
、
金
毘
羅
宮
、

秋
葉
神
社
、
天
満
宮
、
水
天
宮
が
祀
っ
て
あ
る
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
今
で
も
町
名
は
残
っ
て
い
る
し
、
飛
石
や
稲
荷
神

社
が
ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る

し
、
観
民
稲
荷
が
風
呂
川
と
と
も
に
静
か
な
と
こ

ろ
で
う
れ
し
い
ね
。
こ
れ
か
ら
も
こ
の
よ
う
な
町

名
や
天
然
記
念
物
、
神
社
仏
閣
を
大
切
に
し
て
い

き
た
い
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
そ
う
だ
ね
。
で
は
、
次
回
は
国
領
町
行
っ
て
み

よ
う
。

岩神町
Iwagami-machi

上：イチョウの木に囲まれた飛岩
下：５つの社がある観民稲荷神社
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第三中

敷島小

群大医学部

群馬大病院

県立
図書館

若宮小

群馬大附小
第四中

国
道
17
号 桃ノ木川

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
日
は
国
領
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
て
読
む
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：「
こ
く
り
ょ
う
ま
ち
」
と
呼
ぶ
ん
だ
よ
。　

ボ　
　

  

ク
：
い
つ
か
ら
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
江
戸
期
か
ら
明
治
22
年
ま
で
国
領
村
と
呼
ば
れ

た
よ
。
明
治
22
年
か
ら
43
年
ま
で
国
領
と
い
う

大
字
名
だ
っ
た
ん
だ
け
ど
、
特
に
明
治
22
年
に

前
橋
町
の
大
字
名
、
明
治
25
年
に
前
橋
市
の
大

字
名
だ
っ
た
ん
だ
。
続
い
て
明
治
43
年
か
ら
国

領
町
と
な
り
、
現
在
も
そ
う
呼
ば
れ
て
い
る
よ
。

昭
和
41
年
か
ら
は
１
〜
２
丁
目
と
な
っ
た
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
ど
う
し
て
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
大
昔
、
律
令
制
度
と
い
う
仕
組
み
が
で
き
て
国

と
し
て
の
組
織
が
整
い
、
い
ま
で
い
う
県
庁
に

あ
た
る
国
府
が
各
地
に
置
か
れ
、
そ
こ
に
は
国

司
・
郡
司
が
任
命
さ
れ
た
ん
だ
。
こ
の
国
司
が

直
接
支
配
し
た
土
地
を
「
国
衙
領
」
と
い
い
、

こ
れ
が
地
名
の
由
来
と
な
っ
た
ん
だ
よ
。
ま
た
、

１
６
６
４
年
の
「
新
田
検
地
帳
」
に
国
領
村
の

名
が
あ
る
そ
う
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
由
緒
あ
る
地
名
な
ん
だ
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
伊
勢
崎
市
の
東
部
に
も
同
じ
地
名
が
あ
る
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
こ
の
ま
ち
は
ど
こ
に
な
る
の
か
な
ぁ
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
国
道
17
号
線
を
挟
ん
で
先
日
訪
れ
た
萩
町
の
東

向
側
一
帯
界
隈
だ
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
当
時
の
国
領
町
の
様
子
を
見
て
み
た
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
前
橋
城
が
再
築
さ
れ
る
時
、
こ
の
地
に
お
侍
さ

ん
が
住
む
武
家
地
が
割
り
当
て
ら
れ
、
そ
の
中

に
薬
師
小
路
、
東
薬
師
小
路
、
西
薬
師
小
路
と

い
う
名
が
あ
っ
た
ん
だ
。
こ
の
薬
師
小
路
の
名

は
、
こ
の
地
に
薬
師
様
が
あ
り
、
前
橋
城
主
が

た
い
へ
ん
崇
敬
さ
れ
氏
子
の
生
活
安
泰
祈
願
所

と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
名
が
付
い
た
と
考

え
ら
れ
て
い
る
よ
。
明
治
22
年
に
い
ま
の
国
道

17
号
線
で
あ
る
渋
川
へ
通
じ
る
新
道
が
開
通
し

て
か
ら
大
き
く
発
展
し
た
ん
だ
よ
。
そ
れ
ま
で

は
十
軒
小
路
と
薬
師
小
路
と
土
着
の
農
家
だ
け

の
寂
し
い
村
落
だ
っ
た
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
大
き
な
施
設
と
か
あ
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
い
ま
の
国
道
17
号
線
沿
い
に
、
先
日
訪
れ
た
萩

町
地
内
の
丸
登
製
糸
、
国
領
町
地
内
の
交
水
社

国
領
工
場
、
の
ち
に
郡
是
製
糸
と
前
橋
市
を
代

表
す
る
製
糸
工
場
が
あ
っ
た
よ
。
で
も
時
代
の

移
り
変
わ
り
と
と
も
に
、
か
つ
て
の
製
糸
全
盛

期
の
姿
は
も
う
な
い
ね
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、

新
し
い
店
舗
が
建
ち
並
び
、
こ
こ
に
は
か
つ
て

の
ま
ち
と
対
照
的
な
ま
ち
づ
く
り
が
進
ん
で
る

ね
。

ボ　
　

  

ク
：
国
領
と
い
う
由
緒
あ
る
町
名
を
絶
や
す
こ
と
な

く
、
そ
し
て
製
糸
に
よ
る
前
橋
市
の
中
心
地
で

あ
っ
た
よ
う
に
、
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
の
中
で
、

よ
り
一
層
の
新
し
い
前
橋
の
中
心
に
な
る
ま
ち

の
発
展
を
期
待
し
た
い
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
そ
う
だ
ね
。
で
は
、
次
回
は
才
川
町
行
っ
て
み

よ
う
。 

国領町
kokuryou-machi

上：増築中の丸登製糸場（大正7～ 8年頃）
　　右側の道は現在の国道17号
下：現在では国道沿線に多くの店が建ち並ぶ

おじいちゃんと  　　　　ボクが訪ねたまち
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県立
図書館

群馬大附小 第四中
国
道
17
号

桃ノ木川才
川
通
り

玉糸工場跡
才川緑地公園
（前橋乾燥所跡）

佐
久
間
川

佐久間橋

廐橋劇場跡

若宮小 飯玉神社

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
日
は
才
川
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
て
読
む
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：「
さ
い
が
わ
ま
ち
」
と
呼
ぶ
ん
だ
よ
。　

ボ　
　

  

ク
：
い
つ
か
ら
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
江
戸
期
か
ら
明
治
22
年
ま
で
才
川
村
と
呼
ば
れ

た
よ
。
明
治
22
年
か
ら
43
年
ま
で
才
川
と
い
う

大
字
名
だ
っ
た
ん
だ
け
ど
、
特
に
明
治
22
年
に

前
橋
町
の
大
字
名
、
明
治
25
年
に
前
橋
市
の
大

字
名
と
な
り
、
続
い
て
明
治
43
年
か
ら
昭
和
40

年
ま
で
才
川
町
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
才
川
町
の
小
字
は
あ
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
明
治
10
年
の
小
字
名
を
見
る
と
、
尺
司
・
立
虫
・

水
深
・
飯
玉
・
若
宮
・
諏
訪
（
諏
訪
小
路
・
一

才
小
路
）・
下
諏
訪
（
一
才
小
路
・
佐
久
間
町
）

が
あ
っ
た
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
才
川
町
の
名
前
は
ど
の
よ
う
に
出
て
く
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
１
６
６
４
年
、
前
橋
城
主
酒
井
忠
清
に
賜
っ
た

知
行
目
録
に
勢
多
郡
１
２
５
ヶ
村
中
に
才
川
の

名
が
あ
る
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
こ
の
ま
ち
は
ど
こ
に
な
る
の
か
な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
先
日
訪
れ
た
国
領
町
、
特
に
若
宮
小
学
校
か
ら

東
側
界
隈
、
南
側
か
ら
は
、
群
馬
大
学
付
属
小

学
校
北
側
界
隈
だ
ね
。

ボ　
　

  
ク
：
当
時
の
才
川
町
の
様
子
を
見
て
み
た
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
赤
城
県
道
の
西
を
平
行
し
、
石
井
県
道
に
つ
な

が
る
道
は
才
川
通
り
と
い
っ
て
、
現
在
も
そ
う

呼
ば
れ
て
い
る
よ
。
こ
の
通
り
は
、
当
時
の
富

士
見
村
や
旧
南
橘
村
と
前
橋
を
つ
な
ぐ
唯
一
の

道
で
、
明
治
時
代
は
主
産
業
で
あ
る
製
糸
生
産

の
中
心
地
で
、
た
い
へ
ん
な
賑
わ
い
を
見
せ
た

よ
う
だ
よ
。
特
に
こ
の
場
所
に
前
橋
名
物
の
一

つ
で
あ
っ
た
玉
糸
市
場
が
あ
っ
て
、
桐
生
や
足

利
、
秩
父
あ
た
り
か
ら
も
来
て
、
一
日
の
通
行

人
が
２
万
人
を
数
え
る
賑
わ
い
が
あ
っ
た
そ
う

だ
よ
。
ま
た
、
桃
ノ
木
川
と
佐
久
間
川
に
挟
ま

れ
、
水
利
に
恵
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
大
正
８
、

９
年
頃
に
は
40
も
の
製
糸
工
場
が
あ
っ
た
ん
だ

よ
。
こ
の
工
場
の
女
工
さ
ん
相
手
に
演
芸
館
、

厩
橋
劇
場
も
あ
っ
た
と
い
う
よ
。　

ボ　
　

  

ク
：
市
場
は
な
く
な
っ
た
け
ど
通
り
の
名
前
は
残
っ

て
い
る
ん
だ
ね
。
他
に
町
名
に
ち
な
ん
だ
施
設

は
あ
る
の
？　

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
才
川
通
り
沿
い
に
才
川
緑
地
公
園
が
あ
る
よ
。

入
口
の
右
側
に
「
才
川
町
の
沿
革
と
詩
碑
の
由

来
」
の
石
碑
が
あ
る
ね
。
こ
の
石
碑
に
は
昔
の

村
か
ら
町
へ
の
状
況
や
才
川
通
り
に
つ
い
て
詳

し
く
書
か
れ
て
い
て
、
ま
た
、
郷
土
の
詩
人
萩

原
朔
太
郎
に
よ
る
才
川
町
の
情
景
の
詩
が
書
か

れ
て
い
る
ね
。
こ
れ
に
は
、
昭
和
60
年
、
前
橋

乾
燥
場
跡
地
に
小
公
園
が
設
置
さ
れ
、
往
時
を

慕
う
地
域
住
民
一
同
に
よ
り
、
才
川
緑
地
公
園

と
呼
ぶ
と
と
も
に
、
萩
原
朔
太
郎
の
「
才
川
町
」

の
詩
碑
を
建
設
、
こ
の
地
域
の
輝
か
し
い
歴
史

と
文
化
を
後
世
に
伝
承
す
る
こ
と
を
提
唱
し

た
、
と
あ
る
。

ボ　
　

  

ク
：
ま
ち
の
中
に
町
の
沿
革
や
詩
の
石
碑
が
あ
る
の

は
す
ば
ら
し
い
こ
と
で
あ
り
、
今
後
も
石
碑
の

内
容
ど
お
り
後
世
の
た
め
に
残
し
て
お
き
た
い

ね
。
と
こ
ろ
で
、
神
社
仏
閣
は
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
飯
玉
神
社
が
あ
る
よ
。
境
内
に
「
お
杓
（
し
ゃ

く
し
）
様
」
が
あ
り
、１
ｍ
ほ
ど
の
杓
子
が
建
っ

て
い
る
ね
。
昔
か
ら
子
供
の
百
日
咳
、
し
ゃ
っ

く
り
を
治
す
神
様
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る

よ
。
ま
た
、
養
蚕
期
に
お
け
る
ネ
ズ
ミ
除
け
と

し
て
霊
験
あ
ら
た
か
な
も
の
が
あ
る
そ
う
だ

よ
。

ボ　
　

  

ク
：
今
で
も
才
川
通
り
の
名
や
才
川
緑
地
が
残
っ
て

い
て
、
町
の
沿
革
や
詩
の
石
碑
が
あ
る
し
、
ま

ち
の
人
か
ら
親
し
ま
れ
て
い
る
神
社
が
あ
る
の

で
う
れ
し
い
ね
。
こ
れ
か
ら
も
大
切
に
残
し
て

い
き
た
い
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
そ
う
だ
ね
。
で
は
、
次
回
は
細こ
ま
か
ざ
わ

ヶ
沢
町
に
行
っ

て
み
よ
う
。

才川町
Saigawa-machi

上：現在の才川通り　古い建物が何軒か残る
下：萩原朔太郎歌碑（才川緑地公園）
　　かつての賑わいを覗うことができる
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群馬大附小

広
瀬
川

佐
久
間
川

ベイシア
文化ホール

県立
図書館

国
道
17
号

前橋中央局

前橋製糸場跡の碑
旧安田銀行担保倉庫

佐久間橋

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
日
は
細
ケ
沢
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
て
読
む
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：「
こ
ま
か
ざ
わ
ま
ち
」
と
呼
ぶ
ん
だ
よ
。　

ボ　
　

  

ク
：
い
つ
か
ら
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
江
戸
期
か
ら
昭
和
40
年
ま
で
そ
う
呼
ば
れ
て
い

た
よ
。
江
戸
期
は
前
橋
城
下
の
町
人
町
の
ひ
と

つ
で
、
明
治
22
年
に
は
前
橋
町
、
明
治
25
年
か

ら
は
前
橋
市
の
町
名
と
な
っ
た
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
ど
う
し
て
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
１
６
８
４
年
に
著
さ
れ
た
「
前
橋
風
土
記
」
に

は
古こ

ま

か

ざ

わ

未
加
佐
波
と
あ
る
よ
。
ま
た
、
細
ケ
沢
の

名
は
、
町
の
北
側
を
流
れ
る
現
在
の
佐
久
間
川

の
古
名
を
駒
ケ
沢
川
と
呼
ん
だ
と
こ
ろ
か
ら
き

て
い
る
よ
う
だ
よ　

ボ　
　

  

ク
：
で
も
「
細
」
と
「
駒
」
で
字
が
違
っ
て
い
る
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
明
治
31
年
の
「
前
橋
案
内
」
に
〝
昔
時
駒
ケ
沢

と
称
し
…
〞
と
あ
る
。
か
つ
て
佐
久
間
川
の
河

岸
に
馬
市
場
が
あ
り
、
以
前
訪
れ
た
一
毛
町
同

様
に
多
く
の
馬
が
飼
わ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
か

ら
、
馬
を
意
味
す
る
「
駒
」
を
と
っ
て
「
駒
ケ

沢
川
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
だ
。
そ

し
て
広
瀬
川
に
比
べ
て
細
い
川
と
い
う
意
味
か

ら
『
駒
』
が
『
細
』
と
な
り
、
そ
の
流
域
を
細

ケ
沢
町
と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
そ
ん
な
由
来
が
あ
っ
た
ん
だ
ね
。
こ
の
ま
ち
は

ど
こ
に
な
る
の
か
な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
以
前
訪
れ
た
竪
町
の
北
側
、
国
道
17
号
線
と
広

瀬
川
と
交
差
す
る
厩
橋
か
ら
北
上
し
た
と
こ

ろ
、
特
に
国
道
17
号
線
の
東
側
界
隈
だ
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
当
時
の
細
ケ
沢
町
の
様
子
を
見
て
み
た
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
馬
市
場
の
他
に
、
繭
市
場
が
開
か
れ
て
い
た
よ
。

市
日
に
は
高
崎
そ
の
他
の
商
人
が
出
張
開
店
し

賑
わ
っ
た
と
い
い
、
近
郷
近
在
の
村
の
女
性
が

玉
繭
・
屑
繭
の
小
売
を
す
る
と
い
う
他
の
市
場

で
は
見
ら
れ
な
い
市
場
と
し
て
前
橋
名
物
の
一

つ
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
。
ま
た
、
桑
市
場
が
細

ケ
沢
町
68
番
地
で
開
か
れ
、
毎
年
５
月
下
旬
か

ら
６
月
上
旬
に
た
い
へ
ん
な
賑
わ
い
で
あ
っ
た

と
い
う
よ
。
翁
藤
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
と
い
わ
れ

以
前
訪
れ
た
田
中
町
の
天
野
の
藤
、
石
川
町
の

八
重
藤
と
と
も
に
名
物
藤
で
、
の
ち
前
橋
公
園

の
臨
江
閣
下
の
池
の
端
に
移
植
さ
れ
、
今
日
そ

の
面
影
を
し
の
ん
で
記
念
碑
が
建
て
て
あ
る

ね
。

ボ　
　

  

ク
：
市
場
が
い
っ
ぱ
い
の
ま
ち
だ
っ
た
ん
だ
ね
。
と

こ
ろ
で
国
道
17
号
線
沿
い
に
碑
が
建
っ
て
あ
る

よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
明
治
３
年
に
日
本
最
初
の
器
械
製
糸
工
場
が
こ

の
ま
ち
に
建
て
ら
れ
た
ん
だ
よ
。
官
営
富
岡
製

糸
場
開
設
の
２
年
前
な
ん
だ
よ
。
こ
の
製
糸
場

で
技
術
を
学
ん
で
多
く
の
人
々
が
、
そ
れ
ぞ
れ

郷
里
に
帰
り
、
製
糸
を
開
業
、
全
国
的
に
製
糸

が
発
展
し
た
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
日
本
の
製
糸
業
に
大
き
く
寄
与
し
た
ん
だ
ね
。

そ
し
て
繭
市
場
、
桑
市
場
、
日
本
最
初
の
器
械

製
糸
工
場
と
い
い
、
糸
の
ま
ち
ま
え
ば
し
の
原

点
が
こ
の
ま
ち
の
一
角
か
ら
発
展
し
た
ん
だ

ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
そ
う
だ
ね
。
で
は
、
次
回
は
小
柳
町
に
行
っ
て

み
よ
う
。

Komakazawa-machi

上：佐久間川
　　細ヶ沢町の由来にもなった
下：前橋製糸場跡の碑
　　国内で最初の洋式器械製糸工場があった

おじいちゃんと  　　　　ボクが訪ねたまち

細ヶ沢町細ヶ沢町
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愛宕神社

ベイシア
文化ホール

県立
図書館

国
道
17
号

前橋
中央局

比刀根橋

佐
久
間
川

広瀬川

諏訪橋
前橋テルサ

前橋
商工会議所

前橋  大間々桐生線

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
日
は
小
柳
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
て
読
む
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：「
こ
や
な
ぎ
ち
ょ
う
」
と
呼
ぶ
ん
だ
よ
。　

ボ　
　

  

ク
：
い
つ
か
ら
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
明
治
６
年
か
ら
昭
和
40
年
ま
で
そ
う
呼
ば
れ
て

い
た
よ
。
近
世
で
は
町
人
町
で
あ
る
広
瀬
河
岸
、

細
ケ
沢
新
町
を
明
治
６
年
に
合
併
し
て
小
柳
町

と
な
り
明
治
22
年
に
前
橋
町
、
明
治
25
年
か
ら

は
前
橋
市
の
町
名
と
な
っ
た
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
ど
う
し
て
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：「
直
泰
夜
話
」
に
広
瀬
川
辺
り
に
柳
が
多
か
っ

た
こ
と
か
ら
そ
う
呼
ば
れ
た
と
あ
る
よ
。
小
柳

町
で
は
な
い
け
ど
、
上
流
に
は
柳
原
発
電
所
や

柳
橋
も
あ
る
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
こ
の
ま
ち
は
ど
こ
に
な
る
の
か
な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
先
日
訪
れ
た
細
ケ
沢
町
の
東
側
、
広
瀬
川
の
北

側
、
広
瀬
川
に
架
か
る
比
刀
根
橋
を
北
上
す
る

小
柳
町
の
表
通
り
界
隈
だ
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
当
時
の
小
柳
町
の
様
子
を
見
て
み
た
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
明
治
の
中
頃
ま
で
小
柳
町
の
表
通
り
は
、
赤
城

へ
の
登
山
道
で
あ
り
、
富
士
見
や
才
川
町
へ
通

じ
る
道
と
し
て
賑
わ
っ
た
ん
だ
よ
。
で
も
、
当

時
は
田
ん
ぼ
が
多
く
、
農
家
が
散
見
さ
れ
る
程

度
の
よ
う
だ
っ
た
ん
だ
よ
。
も
ち
ろ
ん
電
灯
も

な
く
、
道
路
も
９
尺
、
３
メ
ー
ト
ル
弱
で
そ
こ

そ
こ
の
凸
凹
道
だ
っ
た
ん
だ
け
ど
、
明
治
43
年

の
連
合
共
進
会
が
開
催
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
電

灯
も
つ
く
よ
う
に
な
り
、
一
層
賑
わ
い
が
増
し

た
と
い
う
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
神
社
仏
閣
は
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
愛
宕
神
社
が
あ
る
よ
。
前
橋
城
主
の
崇
拝
す
る

と
こ
ろ
と
な
り
、
庶
民
の
火
難
・
魔
除
け
の
神

と
し
て
あ
が
め
ら
れ
て
い
た
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
先
日
訪
れ
た
細
ケ
沢
町
の
よ
う
に
市
場
は
あ
っ

た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
こ
こ
の
ま
ち
に
も
繭
市
場
が
立
ち
、
主
に
屑
繭

を
中
心
と
し
て
い
た
よ
。
ま
た
、
明
治
30
年
頃

に
は
５
月
31
日
か
ら
６
月
９
日
ま
で
細
ケ
沢
町

と
同
じ
よ
う
に
桑
市
場
が
開
か
れ
て
い
た
よ
。

そ
れ
か
ら
江
戸
時
代
に
は
広
瀬
河
岸
が
あ
っ
た

ん
だ
。
愛
宕
神
社
前
の
堰
付
近
に
あ
っ
た
よ
う

だ
が
、
古
い
図
面
を
見
る
と
比
刀
根
橋
か
ら
左

に
折
れ
国
道
17
号
線
に
出
る
手
前
、
北
側
に
行

く
道
辺
り
に
水
路
が
あ
り
、
広
瀬
川
の
水
を
引

き
入
れ
た
よ
う
で
、
広
瀬
河
岸
は
こ
こ
で
は
な

い
か
と
か
思
う
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
な
に
か
こ
の
ま
ち
に
思
い
出
は
あ
る
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
戦
災
の
話
で
比
刀
根
橋
際
の
防
空
壕
の
悲
劇
が

あ
る
ね
。
昭
和
51
年
４
月
、
こ
こ
に
追
弔
碑
が

建
て
ら
れ
た
ん
だ
よ
。
ま
た
、
当
時
県
下
屈
指

の
劇
場
だ
っ
た
柳
座
が
あ
っ
た
よ
。
古
く
は
愛

宕
座
と
い
い
、
明
治
21
年
に
創
建
さ
れ
、
建
坪

１
８
０
余
坪
の
芝
居
小
屋
だ
っ
た
ん
だ
よ
。
当

時
有
名
な
人
た
ち
が
来
演
し
て
い
た
ん
だ
。
昭

和
４
年
２
月
、
こ
の
柳
座
で
「
上
州
小
唄
」
の

発
表
会
が
行
わ
れ
、
作
詞
の
野
口
雨
情
、
作
曲

の
中
山
晋
平
が
来
て
、
中
山
晋
平
の
伴
奏
で
佐

藤
千
夜
子
が
唄
っ
た
と
い
う
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
こ
の
ま
ち
に
は
悲
し
い
思
い
出
や
誇
れ
る
よ
う

な
施
設
が
あ
っ
た
ん
だ
ね
。
こ
れ
か
ら
も
大
切

に
し
て
い
き
た
い
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
そ
う
だ
ね
。
で
は
、
次
回
は
琴
平
町
に
行
っ
て

み
よ
う
。

小柳町
Koyanagi-cho

上：愛宕神社
　　火難・魔除けの神として崇められる
下：かつての柳座（写真中央）
　　「上州小唄」の発表会はここで行われた
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おじいちゃんと  　　　　ボクが訪ねたまち

ベイシア
文化ホール

国
道
17
号

佐
久
間
川

琴平神社

県立
図書館

敷島小

群馬大附小

国領町緑地

旧上毛馬車鉄道㈱

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
日
は
琴
平
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
て
読
む
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：「
こ
と
ひ
ら
ち
ょ
う
」
と
呼
ぶ
ん
だ
よ
。　

ボ　
　

  

ク
：
い
つ
か
ら
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
昭
和
３
年
か
ら
昭
和
40
年
ま
で
そ
う
呼
ば
れ
て

い
た
よ
。
も
と
は
先
日
訪
れ
た
岩
神
町
の
一
部

だ
っ
た
ん
だ
よ
。
大
正
３
年
、
甲
と
乙
の
岩
神

町
に
二
分
さ
れ
、
こ
の
乙
岩
神
町
の
う
ち
「
字

琴
平
前
」
と
「
字
河
岸
北
」
を
も
っ
て
独
立
し

琴
平
町
と
な
っ
た
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
こ
の
ま
ち
は
ど
こ
に
な
る
の
か
な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
先
日
訪
れ
た
細
ケ
沢
町
西
側
の
国
道
17
号
線
を

挟
ん
だ
界
隈
と
小
柳
町
東
側
の
飛
地
界
隈
に
な

る
ね
。　

ボ　
　

  

ク
：
ど
う
し
て
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
ま
ち
の
中
に
あ
る
琴
平
宮
に
ち
な
ん
で
付
け
ら

れ
た
よ
う
だ
よ
。
そ
し
て
代
々
前
橋
城
主
の
崇

敬
の
あ
つ
い
社
だ
っ
た
ん
だ
。
と
こ
ろ
で
こ
の

琴
平
宮
が
現
在
地
に
移
さ
れ
た
の
が
江
戸
後
期

の
こ
と
で
、
琴
平
前
と
い
う
字
名
か
ら
も
わ
か

る
と
お
り
、
そ
れ
以
前
は
現
在
地
よ
り
３
０
０

ｍ
ほ
ど
北
西
寄
の
国
領
分
に
あ
っ
た
こ
と
も
あ

り
、
新
町
名
と
し
て
琴
平
町
と
す
る
こ
と
に
つ

い
て
当
時
の
国
領
よ
り
抗
議
が
あ
っ
た
と
い
う

話
が
あ
る
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
当
時
の
琴
平
町
の
様
子
を
見
て
み
た
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
こ
の
ま
ち
は
、
佐
久
間
川
に
沿
っ
た
細
長
い
の

ど
か
な
村
だ
っ
た
ん
だ
よ
。
製
糸
工
場
が
あ
っ

た
り
、
精
米
所
な
ど
も
あ
り
水
車
が
回
る
な
ど

四
季
の
風
情
を
感
じ
さ
せ
た
と
い
う
よ
。
時
に

は
、
こ
の
辺
の
田
ん
ぼ
に
相
撲
小
屋
が
掛
け
ら

れ
、
当
時
の
有
名
力
士
も
来
た
そ
う
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
当
時
の
琴
平
宮
の
様
子
を
見
て
み
た
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
琴
平
宮
は
長
い
歴
史
と
共
に
生
き
て
き
た
大
木

に
囲
ま
れ
た
静
か
な
憩
い
の
場
と
し
て
庶
民
の

信
仰
を
集
め
、
ま
た
旅
立
ち
に
あ
た
り
道
中
無

事
の
安
全
を
祈
願
す
る
人
々
が
多
く
、
隆
盛
で

あ
っ
た
と
い
う
よ
。
江
戸
期
の
文
化
か
ら
弘
化

の
頃
（
17
世
紀
前
半
）
は
、
毎
月
九
・
十
両
日
、

特
に
十
月
の
大
祭
に
は
参
拝
の
人
々
が
列
を
つ

く
り
、
広
瀬
川
に
架
か
る
厩
橋
を
経
て
細
ケ
沢

か
ら
琴
平
に
通
じ
る
道
筋
に
は
露
天
店
が
連
な

り
、
遠
く
は
利
根
、
吾
妻
、
新
田
、
佐
波
（
現

在
の
伊
勢
崎
市
付
近
）、
多
野
（
現
在
の
藤
岡

市
付
近
）、
甘
楽
に
わ
た
る
広
い
地
域
か
ら
集

ま
り
、
賑
わ
っ
た
と
い
う
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
昔
は
琴
平
宮
を
中
心
に
ま
ち
は
賑
わ
っ
て
い
た

ん
だ
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
で
も
、
こ
の
ま
ち
が
発
展
し
た
き
っ
か
け
と

な
っ
た
の
は
、
以
前
訪
れ
た
竪
町
や
国
領
町
、

細
ケ
沢
町
と
同
じ
く
、
明
治
22
年
、
渋
川
方
面

へ
通
じ
る
新
道
、
現
在
の
国
道
17
号
線
が
開
通

し
て
か
ら
な
ん
だ
よ
。
ち
な
み
に
翌
年
の
明
治

23
年
に
は
、
前
橋
停
車
場
（
前
橋
駅
）
か
ら
渋

川
ま
で
馬
車
鉄
道
が
開
通
し
た
ん
だ
。
戦
後
間

も
な
い
頃
ま
で
、
現
在
の
住
吉
町
交
番
の
南
向

か
い
側
の
と
こ
ろ
に
、
か
つ
て
の
上
毛
馬
車
鉄

道
㈱
が
あ
り
、
電
車
会
社
と
い
っ
て
い
た
よ
。

こ
の
新
道
が
開
通
し
た
前
後
こ
の
辺
り
は
、
ま

だ
大
部
分
が
田
や
畑
で
、
佐
久
間
川
べ
り
の
笹

薮
な
ど
に
は
ア
ヒ
ル
が
群
れ
を
な
し
て
、
川
で

泳
い
で
い
た
り
し
て
卵
を
生
み
っ
ぱ
な
し
だ
っ

た
の
で
、
子
供
が
そ
れ
を
見
つ
け
て
は
食
べ
た

と
い
う
話
も
あ
る
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
の
ど
か
な
ま
ち
だ
っ
た
ん
だ
ね
。
現
在
は
国
道

17
号
線
に
色
々
な
店
舗
が
建
ち
並
び
変
化
し
て

い
る
け
ど
、
琴
平
宮
は
ひ
っ
そ
り
と
鎮
座
し
見

守
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
、
大
切
に
し
て

い
き
た
い
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
そ
う
だ
ね
。
で
は
、
次
回
は
清
王
寺
町
に
行
っ

て
み
よ
う
。

琴平町
Kotohira-cho

琴平宮
国道17号沿いに山車小屋とともにたたずむ
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国
道
17
号

勢多農林高

城東小

第四中
女子師範学校
（現群馬大学
附属小・幼）

佐久間橋
県立図書館

上毛倉庫
旧若宮営業所 県民会館

（共進会会場）

佐
久
間
川

広瀬川

前橋中央局

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
日
は
清
王
寺
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
て
読
む
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：「
せ
い
お
う
じ
ま
ち
」
と
呼
ぶ
ん
だ
よ
。　

ボ　
　

  

ク
：
い
つ
か
ら
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
江
戸
期
か
ら
明
治
22
年
ま
で
清
王
寺
村
と
呼
ば

れ
た
よ
。
明
治
22
年
か
ら
43
年
ま
で
清
王
寺
と

い
う
大
字
名
だ
っ
た
ん
だ
け
ど
、
特
に
明
治
22

年
に
前
橋
町
の
大
字
名
、
明
治
25
年
に
前
橋
市

の
大
字
名
だ
っ
た
ん
だ
。
続
い
て
明
治
43
年
か

ら
昭
和
40
年
ま
で
清
王
寺
町
と
呼
ば
れ
て
い
た

よ
。

ボ　
　

  

ク
：
ど
う
し
て
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
町
名
の
は
っ
き
り
と
し
た
由
来
は
不
明
だ
そ
う

だ
。
こ
の
地
内
に
あ
っ
た
寺
院
の
名
に
よ
る
も

の
だ
と
か
、
ま
た
昔
こ
の
辺
り
に
城
と
い
う
よ

り
砦
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
清
王

寺
新
井
入
道
と
い
う
人
が
い
た
か
ら
と
か
色
々

な
説
が
あ
る
ん
だ
よ
。
一
説
で
は
戦
に
敗
れ
て

越
後
か
ら
こ
の
地
に
来
た
と
も
い
わ
れ
る
こ
の

人
物
は
箕
輪
城
主
で
あ
る
長
野
業
政
（
な
り
ま

さ
）
の
家
来
だ
っ
た
が
、
武
田
軍
に
攻
め
滅
ぼ

さ
れ
た
と
い
う
。
か
つ
て
本
丸
を
囲
み
〝
コ
〞

の
字
形
に
幅
３
間
（
約
５
・
５
ｍ
）
ほ
ど
の
堀

が
あ
り
、
土
手
も
あ
っ
た
と
い
う
。

ボ　
　

  

ク
：
こ
の
ま
ち
は
ど
こ
に
な
る
の
か
な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
県
道
前
橋
赤
城
線
の
東
側
で
、
以
前
訪
れ
た
栄

町
と
才
川
町
の
間
の
界
隈
だ
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
当
時
の
清
王
寺
町
の
様
子
を
見
て
み
た
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
明
治
43
年
９
月
よ
り
11
月
ま
で
開
催
さ
れ
た

「
１
府
14
県
連
合
共
進
会
」
で
今
の
県
民
会
館

の
場
所
が
第
一
会
場
と
な
り
、
水
田
２
万
坪
が

整
地
さ
れ
た
ん
だ
よ
。
共
進
会
終
了
後
、
群
馬

県
師
範
学
校
と
な
っ
て
戦
後
に
群
馬
大
学
に
昇

格
、
現
在
の
荒
牧
へ
移
転
し
た
後
に
県
民
会
館

が
建
て
ら
れ
た
ん
だ
よ
。
周
辺
に
は
県
立
図
書

館
、
前
橋
商
工
会
議
所
会
館
が
あ
り
、
多
く
の

人
々
が
こ
の
地
に
集
ま
っ
て
い
る
ね
。
他
に
放

送
大
学
や
群
馬
大
学
附
属
幼
稚
園
、
群
馬
大
学

附
属
小
学
校
が
あ
る
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
周
辺
に
大
き
な
施
設
と
か
あ
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
県
道
前
橋
赤
城
線
の
県
民
会
館
入
り
口
の
角
に

明
治
28
年
創
業
の
上
毛
倉
庫
株
式
会
社
が
所
有

す
る
レ
ン
ガ
造
り
の
上
毛
倉
庫
が
あ
っ
た
ね
。

大
正
６
年
に
若
宮
営
業
所
と
し
て
建
設
さ
れ
、

大
正
、
昭
和
、
平
成
の
三
代
に
わ
た
り
、
群
馬

県
の
地
場
産
業
で
あ
る
繭
、
生
糸
の
保
管
倉
庫

と
し
て
そ
の
役
目
を
果
た
し
て
い
た
ん
だ
よ
。

し
か
し
時
代
の
変
化
と
と
も
に
蚕
糸
産
業
も
そ

の
使
命
を
全
う
し
、
こ
の
レ
ン
ガ
倉
庫
も
平
成

15
年
に
解
体
さ
れ
た
ん
だ
。
跡
地
の
一
角
に
は

実
際
に
使
わ
れ
て
い
た
レ
ン
ガ
を
再
利
用
し
た

台
座
の
上
に
、
倉
庫
を
再
現
し
た
レ
プ
リ
カ
が

設
置
さ
れ
て
あ
る
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
時
間
が
流
れ
て
ま
ち
は
新
し
く
な
っ
て
い
く
け

ど
、
使
わ
れ
て
い
た
レ
ン
ガ
を
活
か
し
て
生
糸

の
ま
ち
の
姿
を
と
ど
め
て
お
く
事
は
大
切
だ
と

ぼ
く
は
思
う
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
そ
う
だ
ね
。
で
は
、
次
回
は
大
塚
町
・
百
軒
町

に
行
っ
て
み
よ
う
。

清王寺町
Seiouji-machi

上：1府 14県連合共進会会場は現在の県民会
館に位置した

右：上毛倉庫若宮営業所のレプリカの台座には
レンガが再利用される
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おじいちゃんと  　　　　ボクが訪ねたまち

百軒町

東部  バイパス

広瀬川

城東

上毛
電鉄

JR 両毛線

赤亀橋

高岑院
尾曳稲荷神社

大塚町 前橋赤十字病院

前橋こども公園

中川小

佐
久
間
川

端
気
川

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
日
は
大
塚
町
と
百
軒
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
て
読
む
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
そ
れ
ぞ
れ
「
お
お
つ
か
ま
ち
」、「
ひ
ゃ
っ
け
ん

ま
ち
」
と
呼
ぶ
ん
だ
よ
。　

ボ　
　

  

ク
：
い
つ
か
ら
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
二
つ
の
ま
ち
は
江
戸
期
か
ら
昭
和
40
年
の
町
名

だ
っ
た
ん
だ
よ
。
江
戸
期
は
前
橋
城
下
の
武
家

地
の
一
つ
で
、
城
下
町
東
端
に
つ
く
ら
れ
た
足

軽
が
住
む
地
区
だ
っ
た
。
百
軒
町
は
近
世
末
期

に
は
東
西
二
町
に
分
か
れ
て
い
た
が
、
明
治
９

年
に
合
併
し
た
ん
だ
。
そ
し
て
、
二
つ
の
ま
ち

は
明
治
22
年
前
橋
町
、
明
治
25
年
前
橋
市
の
町

名
だ
っ
た
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
由
緒
あ
る
町
名
だ
っ
た
ん
だ
ね
。
ど
う
し
て
そ

う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
大
塚
町
の
由
来
は
以
前
訪
れ
た
芳
町
と
の
境
目

あ
た
り
に
大
塚
山
と
呼
ば
れ
る
塚
が
あ
っ
た
こ

と
に
よ
る
よ
う
だ
。
一
方
、
百
軒
町
は
江
戸
期

酒
井
氏
の
時
代
、
こ
の
地
の
南
北
に
直
線
的
な

２
本
の
道
が
あ
り
、
そ
の
両
側
に
そ
れ
ぞ
れ
25

軒
ず
つ
並
び
、
あ
わ
せ
て
１
０
０
軒
の
足
軽
の

住
居
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
足
軽
町
と
呼

ば
れ
て
い
た
が
、
い
つ
の
間
に
か
百
軒
町
と
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
こ
の
ま
ち
は
ど
こ
に
な
る
の
か
な
ぁ
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
大
塚
町
は
以
前
訪
れ
た
芳
町
の
東
側
と
広
瀬
川

と
分
岐
す
る
端
気
川
に
挟
ま
れ
た
部
分
に
あ
っ

て
、
百
軒
町
は
大
塚
町
の
東
側
で
今
の
前
橋
赤

十
字
病
院
の
西
側
に
集
落
が
あ
っ
た
そ
う
だ

よ
。
今
で
言
う
と
国
道
50
号
線
と
広
瀬
川
、
端

気
川
を
挟
ん
だ
界
隈
と
い
う
こ
と
に
な
る
か

な
。

ボ　
　

  

ク
：
当
時
の
大
塚
町
の
様
子
を
見
て
み
た
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
幕
末
の
前
橋
城
が
再
築
さ
れ
た
と
き
、
家
臣
の

お
屋
敷
が
置
か
れ
、
そ
の
頃
は
大
塚
小
路
と
呼

ば
れ
て
い
た
そ
う
だ
。
ま
た
、
あ
ま
り
大
き
な

ま
ち
で
は
な
く
大
正
６
年
に
は
47
戸
し
か
な

か
っ
た
そ
う
だ
よ
。
こ
の
ま
ち
で
忘
れ
て
な
ら

な
い
人
に
大
沢
雅
休
と
い
う
人
が
い
る
よ
。
こ

の
人
は
書
家
、
ま
た
歌
人
と
し
て
前
橋
市
の
文

壇
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
人
な
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
次
に
当
時
の
百
軒
町
の
様
子
を
見
て
み
た
い
よ
。

何
か
神
社
仏
閣
が
あ
る
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
百
軒
町
に
は
尾
曳
稲
荷
神
社
と
赤
亀
橋
が
あ
る

ね
。
と
も
に
太
田
道
灌
が
厩
橋
城
を
築
い
た
と

い
う
伝
説
に
よ
る
も
の
で
、
あ
る
時
、
道
灌
が

厩
橋
城
の
縄
張
を
考
え
て
い
る
と
、
そ
こ
に
一

匹
の
赤
い
亀
が
出
て
き
た
。
そ
の
赤
亀
の
尾
が

描
い
た
見
取
図
が
す
ば
ら
し
い
縄
張
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
か
ら
、
城
の
守
護
神
と
し
て
こ
の

赤
亀
を
祀
っ
た
と
い
う
よ
。
今
の
赤
亀
橋
に
そ

の
伝
説
を
記
す
プ
レ
ー
ト
が
あ
る
よ
。

 

　

 　

も
う
一
つ
高
岑
院
が
あ
る
よ
。
も
と
は
以
前

訪
れ
た
立
川
町
に
あ
っ
て
、
橋
林
寺
の
末
寺
で

１
６
５
０
年
に
龍
怒
和
尚
の
開
祖
に
な
る
も
の

で
、
明
治
12
年
火
災
に
あ
っ
て
再
建
し
た
が
、

再
び
焼
失
し
た
の
ち
、
今
の
場
所
に
移
っ
た
と

い
う
よ
。

 
 

　

ま
た
、
戦
前
百
軒
町
と
い
え
ば
先
日
訪
れ
た

才
川
町
と
同
じ
く
糸
の
ま
ち
だ
っ
た
ん
だ
よ
。

大
小
多
く
の
製
糸
工
場
や
撚
糸
工
場
が
あ
っ
た

が
、
戦
中
か
ら
大
き
く
変
わ
り
、
今
で
は
落
着

い
た
住
宅
地
に
な
っ
て
い
る
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
今
で
は
大
き
く
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
け
ど
、
忘

れ
て
な
ら
な
い
人
が
い
た
り
、
歴
史
を
感
じ
さ

せ
ら
れ
る
神
社
仏
閣
が
あ
っ
た
り
し
て
い
る
の

で
大
切
に
し
て
い
き
た
い
ね
。
そ
し
て
な
ぜ
か

ボ
ク
た
ち
に
「
ま
え
ば
し
」
の
昔
の
思
い
出
を

伝
え
て
く
れ
る
ま
ち
だ
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
そ
う
だ
ね
。
で
は
、
次
回
は
天
川
町
・
新
町
・

高
田
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

上：旧百軒町から旧大塚町方向を臨む
　　区画整理が進むが昔の面影を残す
右：赤亀橋の謂われを示すプレート
　　厩橋城の縄張りの伝説を記すプレート

Otsuka-machi & Hyakken-machiOtsuka-machi & Hyakken-machi

大塚大塚町・町・百軒町百軒町
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JR 両毛線

R50

孝顕寺

広瀬川

馬場川

天川二子山古墳

千日堂

端
気
川

第五中
けやきウォーク
前橋

前橋赤十字病院

生涯学習センター

八坂神社

天王寺

女溝跡

天川町

高田町

新町

松並木

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
日
は
天
川
町
、
新
町
、
高
田
町
に
行
っ
て
み

よ
う
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
て
読
む
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：「
あ
ま
が
わ
ま
ち
・
し
ん
ま
ち
・
た
か
だ
ま
ち
」

と
呼
ぶ
ん
だ
よ
。　

ボ　
　

  

ク
：
い
つ
か
ら
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
こ
の
辺
り
は
戦
国
時
代
か
ら
天
川
と
い
う
地
名

で
、
後
に
３
つ
に
分
か
れ
た
ん
だ
よ
。
江
戸
期

か
ら
明
治
22
年
ま
で
は
天
川
村
と
呼
ば
れ
、
明

治
22
年
か
ら
は
前
橋
町
、
明
治
25
年
か
ら
は
前

橋
市
の
天
川
と
い
う
大
字
名
と
な
り
明
治
43
年

か
ら
天
川
町
と
な
っ
た
ん
だ
よ
。
新
町
は
江
戸

期
に
前
橋
城
下
の
町
人
町
と
し
て
天
川
新
町
と

な
り
、
明
治
９
年
か
ら
昭
和
41
年
に
か
け
て
新

町
と
い
う
町
名
だ
っ
た
ん
だ
よ
。
高
田
町
は
旧

町
名
の
な
か
で
は
新
し
い
地
名
で
、
昭
和
７
年

に
で
き
た
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
と
っ
て
も
昔
か
ら
の
歴
史
あ
る
町
名
だ
っ
た
ん

だ
ね
。
ど
う
し
て
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た

の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
天
川
の
名
前
は
か
つ
て
こ
の
地
を
流
れ
て
い
た

利
根
川
を
「
天
の
川
」
に
な
ぞ
ら
え
て
、
そ
の

両
岸
の
集
落
を
呼
ん
だ
ん
だ
よ
。
新
町
は
天
川

村
の
中
に
城
下
町
を
造
る
と
き
に
新
し
い
町
割

を
し
た
際
に
で
き
、
高
田
町
は
天
川
町
の
う
ち

字
高
台
と
字
矢
田
町
、
新
町
の
一
部
が
合
わ

さ
っ
て
で
き
、
高
台
と
矢
田
町
の
一
文
字
を
組

合
せ
て
高
田
町
と
名
づ
け
ら
れ
た
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
こ
の
ま
ち
は
ど
こ
に
な
る
の
か
な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
天
川
町
は
西
側
が
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
近
辺
、

東
側
が
広
瀬
川
ま
で
の
界
隈
だ
ね
。
新
町
は
前

橋
赤
十
字
病
院
周
辺
の
界
隈
、
高
田
町
は
天
川

小
学
校
近
辺
か
ら
両
毛
線
の
沿
線
を
挟
ん
だ
界

隈
だ
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
当
時
の
様
子
や
神
社
仏
閣
を
見
て
み
た
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
天
川
町
に
八
坂
神
社
が
あ
り
、
境
内
に
昭
和
46

年
「
天
川
地
名
愛
惜
之
碑
」
が
建
て
ら
れ
、「
こ

の
地
は
、
も
と
天
川
と
称
し
前
橋
発
祥
の
地
と

し
て
、
千
数
百
年
を
こ
え
る
古
墳
時
代
よ
り
古

代
文
化
の
一
中
心
を
な
し
た
由
緒
深
い
と
こ
ろ

で
あ
る
」
と
碑
面
に
あ
る
よ
。
碑
面
の
と
お
り

７
世
紀
前
半
に
築
か
れ
た
天
川
二
子
山
古
墳
が

天川二子山古墳（国指定史跡）
　　この近辺には150基以上の古墳があった

天川天川町町・・新新町・町・高田町高田町
Amagawa-machi & Shin-machi & Takada-machiAmagawa-machi & Shin-machi & Takada-machi

千日堂前に残る道標
かつてはここが丁字路であった
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あ
っ
て
、
古
墳
の
北
西
に
女
溝
の
遺
構
が
あ
り
、

古
地
図
で
は
高
田
町
か
ら
古
墳
に
辺
り
に
か
け

て
細
長
く
２
本
の
溝
の
跡
が
わ
か
る
よ
。
ま
た
、

天
王
寺
と
い
う
お
寺
の
向
側
に
江
戸
時
代
の
相

撲
取
り
で
あ
る
佐
渡
ヶ
獄
沢
右
衛
門
、「
強
山

道
力
居
士
」
と
い
う
墓
石
が
あ
り
、
前
橋
城
主

は
喜
ん
で
屋
敷
を
与
え
、
こ
れ
が
佐
渡
屋
敷
な

ん
だ
ね
。
お
寺
と
い
え
ば
日
本
三
孝
顕
寺
（
結

城
市
・
福
井
市
・
前
橋
市
）
の
一
つ
で
あ
る
孝

顕
寺
が
あ
っ
て
境
内
に
は
蚕
霊
供
養
塔
が
あ
る

ね
。

ボ　
　

  

ク
：
次
に
当
時
の
新
町
の
様
子
を
見
て
み
た
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
新
町
に
「
百
番
供
養
塔
」
が
あ
る
よ
。
国
道
50

号
線
の
朝
日
町
東
交
差
点
を
南
下
し
た
と
こ
ろ

に
あ
る
小
さ
な
十
字
路
に
千
日
堂
が
あ
り
、「
右

江
戸　

左
日
光
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
。
昔
こ

こ
が
丁
字
路
で
天
川
町
の
本
通
り
だ
っ
た
ん

だ
。
南
に
向
か
う
道
は
か
つ
て
江
戸
道
と
呼
ば

れ
、
も
う
一
本
の
東
に
向
か
う
道
は
野
中
方
面

へ
通
じ
て
い
た
ん
だ
よ
。
前
橋
城
主
の
江
戸
へ

の
往
復
に
使
わ
れ
る
な
ど
往
来
す
る
人
に
と
っ

て
大
事
な
道
標
だ
っ
た
ん
だ
ね
。
新
町
通
り
と

も
呼
ば
れ
た
こ
の
道
は
戦
前
の
耕
地
整
理
と
戦

後
の
区
画
整
理
に
よ
っ
て
現
在
の
広
い
道
と

な
っ
た
ん
だ
よ
。

　

 
 

　

こ
の
ま
ち
で
忘
れ
て
な
ら
な
い
人
で
江
原
芳

平
氏
が
い
た
よ
。
生
糸
商
と
し
て
横
浜
貿
易
で

財
を
な
し
、
明
治
12
年
生
糸
改
良
の
た
め
こ
の

ま
ち
に
製
糸
会
社
天
原
社
を
創
設
、
ま
た
前
橋

で
初
め
て
の
新
町
信
用
組
合
を
つ
く
っ
た
ん
だ

よ
。
そ
れ
か
ら
、
大
正
２
年
に
開
院
し
た
前
橋

赤
十
字
病
院
が
あ
る
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
最
後
に
当
時
の
高
田
町
の
様
子
を
見
て
み
た
い

よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：「
前
橋
新
風
土
記
」
に
は
、「
矢
田
か
ら
天
川
の

松
並
木
ま
で
三
百
近
く
の
軽
輩
士
族
が
並
ん
で

い
た
だ
け
あ
っ
て
、
僅
か
な
商
店
と
農
家
の
他

は
ほ
と
ん
ど
住
宅
居
住
者
」
と
記
さ
れ
て
い
る

よ
。
昔
の
人
た
ち
は
、
こ
の
辺
り
を
高
台
と
呼

ん
で
い
た
ん
だ
よ
。
こ
の
ま
ち
に
も
五
つ
の
古

墳
が
記
録
さ
れ
て
い
る
よ
。
天
川
二
子
山
古
墳

よ
り
小
型
の
不
二
山
古
墳
、
円
墳
３
基
な
ど
が

あ
る
よ
。
古
代
に
は
立
派
な
豪
族
が
こ
の
付
近

に
い
て
、
高
い
文
化
を
誇
っ
て
い
た
よ
う
だ
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
こ
の
３
町
は
古
代
や
江
戸
期
の
前
橋
に
と
っ
て

重
要
な
地
域
だ
っ
た
ん
だ
ね
。
多
く
の
歴
史
を

物
語
る
古
墳
や
石
碑
が
今
で
も
残
っ
て
い
る
の

は
す
ご
い
こ
と
だ
し
、
こ
れ
か
ら
も
大
切
に
保

存
し
て
い
き
た
い
ね
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
そ
う
だ
ね
。
で
は
、
次
回
は
中
川
町
・
片
貝
町
・

天
川
原
町
に
行
っ
て
み
よ
う
。

昭和46年、八坂神社に建立された「天川地名愛惜之碑」天川町の八坂神社

おじいちゃんと  　　　　ボクが訪ねたまち

孝顕寺境内にある「蚕霊供養塔」
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JR 両毛線
R50

馬場川

第五中

天川原町

アピタ

前橋清陵高

天川小

前橋商高

片貝町

中川町

中川小

松竹院

県立聾学校

けやきウォーク前橋

前橋赤十字病院

永寿寺
前橋駅

前橋税務署

生涯学習センターお
じ
い
ち
ゃ
ん
：
今
日
は
中
川
町
、
片
貝
町
、
天
川
原
町
に
行
っ
て

み
よ
う
。

ボ　
　

  

ク
：
な
ん
て
読
む
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：「
な
か
が
わ
ま
ち
・
か
た
か
い
ま
ち
・
あ
ま
が
わ
は

ら
ま
ち
」
と
呼
ぶ
ん
だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
い
つ
か
ら
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
中
川
町
と
片
貝
町
は
江
戸
期
か
ら
昭
和
41
年
ま
で

の
町
名
で
、
江
戸
期
は
前
橋
城
下
町
人
町
の
１
町

で
、
明
治
22
年
に
前
橋
町
、
明
治
25
年
に
前
橋
市

の
町
名
と
な
っ
た
。
天
川
原
町
は
近
世
で
は
江
戸

期
か
ら
明
治
22
年
に
か
け
て
天
川
原
村
、
近
代
で

は
明
治
22
年
か
ら
昭
和
26
年
ま
で
天
川
原
と
い
う

大
字
名
、
特
に
明
治
22
年
に
前
橋
町
の
大
字
名
、

明
治
25
年
に
前
橋
市
の
大
字
名
と
な
り
、
続
い

て
昭
和
26
年
年
か
ら
現
在
に
か
け
て
天
川
原
町
と

な
っ
て
い
る
。

ボ　
　

  

ク
：
各
ま
ち
と
も
歴
史
の
あ
る
町
名
だ
っ
た
ん
だ
ね
。

ど
う
し
て
そ
う
い
う
町
名
に
な
っ
た
の
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
中
川
町
は
ま
ち
を
横
断
す
る
江
戸
道
沿
い
の
ま
ち

で
、
通
路
の
中
央
に
水
路
が
あ
っ
た
か
ら
そ
う
呼

ば
れ
た
よ
う
だ
よ
。
片
貝
町
は
ま
ち
の
北
側
の
馬

場
川
沿
い
が
低
く
な
っ
て
い
る
地
形
に
由
来
し
、

こ
れ
を
片
方
だ
け
峽
（
は
ざ
ま
）
を
成
し
て
い
る

と
こ
ろ
か
ら
そ
う
呼
ば
れ
た
よ
う
だ
よ
。
天
川
原

町
は
旧
利
根
川
を
天
の
川
に
な
ぞ
ら
え
て
天
川
村

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
付
近
の

原
っ
ぱ
が
天
川
原
と
呼
ば
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
中
川
町
や
天
川
原
町
は
名
残
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
が
、
片
貝
町
は
自
然
地
形
の
名
残
が
あ
る
の
で
、

よ
く
わ
か
る
よ
。
と
こ
ろ
で
こ
の
ま
ち
は
ど
こ
に

な
る
の
か
な
ぁ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
中
川
町
は
先
日
訪
れ
た
百
軒
町
や
新
町
の
西
側
、

国
道
50
号
線
を
挟
ん
で
高
田
町
の
北
側
界
隈
だ
ね
。

片
貝
町
は
そ
の
ま
た
西
側
で
、
国
道
50
号
線
を
挟

ん
で
以
前
訪
れ
た
芳
町
と
田
中
町
の
間
の
界
隈
だ

ね
。
天
川
原
町
は
前
橋
け
や
き
ウ
ォ
ー
ク
や
県
立

清
陵
高
校
、
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
の
あ
る
広
い
区

域
だ
ね
。

ボ　
　

  

ク
：
当
時
の
中
川
町
の
様
子
や
神
社
仏
閣
を
見
て
み
た

い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：「
中
川
小
学
校
百
年
の
あ
ゆ
み
」
に
「
当
時
の
中
川

町
は
道
の
中
央
に
小
川
が
流
れ
、
杉
の
木
が
並
木

を
な
し
、
人
は
川
の
両
側
を
歩
き
、
物
資
運
搬
の

馬
が
水
を
飲
み
、
馬
丁
が
顔
や
手
を
洗
う
と
い
う

の
ど
情
景
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
の
ど
か
な
風
景
も

馬
車
が
運
行
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
川
を
片
側

に
移
し
、
川
に
併
行
し
て
道
が
つ
く
ら
れ
た
と
伝

え
ら
れ
る
」
と
あ
る
よ
。
そ
の
中
川
小
学
校
は
明

治
７
年
に
寺
子
屋
を
仮
校
舎
と
し
て
創
立
し
、
そ

の
後
、
教
育
制
度
が
わ
が
国
に
導
入
さ
時
期
で
も

あ
っ
た
た
め
、
校
名
の
変
更
、
合
併
、
学
校
の
移

転
が
あ
っ
た
よ
う
だ
よ
。
そ
れ
か
ら
稲
荷
社
が
あ

る
よ
。
１
８
５
４
年
秋
の
頃
、
あ
る
老
人
が
こ
の

地
に
来
て
、「
当
郷
に
鎮
守
無
し
、
こ
れ
を
基
に
し

て
稲
荷
の
祠
を
建
て
て
鎮
守
と
す
べ
し
」
と
、
お

金
を
置
い
て
い
っ
た
。
そ
の
包
紙
に
文
治
の
記
名

が
あ
っ
た
の
で
、
通
称
文
治
稲
荷
と
い
っ
て
い
る

よ
。

ボ　
　

  

ク
：
次
に
当
時
の
片
貝
町
の
様
子
や
神
社
仏
閣
を
見
て

前橋城の高浜曲輪から移された松竹院

中川中川町・町・片貝片貝町・町・天川原町天川原町
Nakagawa-machi & Katakai-machi & Amagawahara-machiNakagawa-machi & Katakai-machi & Amagawahara-machi
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おじいちゃんと  　　　　ボクが訪ねたまち

み
た
い
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
現
在
の
国
道
50
号
線
は
昔
、
伊
勢
崎
街
道
と
呼
ば

れ
て
い
て
、
ま
ち
の
真
中
を
通
り
、
賑
や
か
で
あ
っ

た
と
い
う
よ
。
こ
の
道
は
前
橋
城
へ
の
東
入
口
と

し
て
重
要
な
役
目
を
も
っ
た
道
で
、
た
い
へ
ん
、

く
ね
く
ね
と
曲
が
っ
た
道
だ
っ
た
よ
う
だ
よ
。
そ

れ
と
い
う
の
も
城
下
町
の
道
の
名
残
で
、
城
ま
で

見
通
せ
な
い
よ
う
に
曲
が
り
く
ね
っ
て
い
た
ん
だ

ね
。
戦
後
、
区
画
整
理
を
す
る
際
は
大
変
だ
っ
た

よ
う
だ
よ
。
城
と
い
え
ば
、
幕
末
に
前
橋
城
が
再

築
さ
れ
た
が
、
こ
の
時
、
本
殿
を
造
っ
た
大
工
の

棟
梁
の
倉
吉
は
こ
の
ま
ち
の
人
と
言
わ
れ
て
い
る

よ
。
ま
た
中
川
小
学
校
は
先
日
訪
れ
た
中
川
町
に

寺
子
屋
と
し
て
仮
校
舎
が
あ
っ
た
が
、
最
初
に
建

て
ら
れ
た
本
校
舎
は
片
貝
町
32
番
地
に
あ
っ
た
よ

う
だ
よ
。
さ
ら
に
こ
の
ま
ち
に
朝
日
薬
師
、
別
名

芋
ッ
葉
薬
師
が
あ
る
よ
。
天
保
の
頃
、
在
の
人
が

赤
城
に
柴
刈
り
に
行
く
と
き
、
馬
に
乗
っ
て
こ
こ

を
通
る
と
朝
日
に
照
ら
さ
れ
て
ピ
カ
ッ
と
光
る
こ

と
か
ら
朝
日
薬
師
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
り
、

４
月
と
９
月
の
８
日
が
例
祭
で
、
そ
の
日
は
決
ま
っ

て
雨
が
降
っ
た
も
の
で
、
参
詣
者
は
近
所
の
畑
に

あ
る
芋
ッ
葉
を
傘
が
わ
り
に
し
て
帰
っ
た
こ
と
か

ら
芋
ッ
葉
薬
師
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
よ
。
こ
の
ま
ち
の
出
身
に
市
村
良
平
と
い
う
人

が
い
て
文
久
年
間
に
生
糸
商
を
開
業
し
、
前
橋
で

も
屈
指
の
商
人
と
な
り
、
明
治
19
年
に
は
市
村
社

と
い
う
製
糸
工
場
を
創
立
し
た
と
い
う
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
最
後
に
当
時
の
天
川
原
町
の
様
子
を
見
て
み
た
い

よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
文
政
４
年
の
「
上
野
国
群
馬
郡
天
川
原
分
間
絵
図
」

に
は
、「
天
川
原
村
内
、
片
貝
町
・
十
八
郷
町
・
榎

町
・
萱
屋
町
・
紺
屋
町
・
鍛
冶
町
・
白
銀
町
・
本
町
」

と
あ
り
、
他
の
古
文
書
に
も
、
こ
の
８
ヵ
町
が
天

川
原
村
の
う
ち
に
記
さ
れ
て
い
る
ん
だ
よ
。
こ
の

こ
と
か
ら
「
前
橋
市
史
」
は
前
橋
の
城
下
町
を
形

成
す
る
際
、
天
川
原
が
何
ら
か
の
か
か
わ
り
を
も
っ

て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
現
在
本
町
に

あ
る
八
幡
様
は
、
古
く
は
こ
の
村
内
に
祠
ら
れ
て

い
た
と
伝
え
ら
れ
、
移
転
後
は
八
幡
様
の
大
鳥
居

の
注
連
縄
は
、
天
川
原
か
ら
寄
進
さ
れ
る
習
わ
し

が
あ
る
よ
。
現
在
は
八
幡
神
社
が
あ
り
、
御
祭
神

が
鬼
子
母
神
で
あ
る
こ
と
か
ら
安
産
子
育
て
の
守

り
神
と
し
て
、
ま
た
、
産
土
神
と
し
て
信
仰
を
集

め
て
い
る
よ
。
他
に
松
竹
院
が
あ
り
、
高
浜
山
松

竹
院
梅
林
寺
と
号
し
、
山
号
か
ら
も
わ
か
る
と
お

り
前
橋
城
の
高
浜
曲
輪
に
あ
っ
た
も
の
を
、
こ
の

ま
ち
に
移
さ
れ
た
ん
だ
よ
。
田
中
町
に
接
し
て
い

る
永
寿
寺
は
松
平
大
和
守
が
姫
路
在
城
の
時
、
僧

日
教
を
開
祖
と
し
た
日
蓮
宗
の
寺
で
、
慶
応
３
年

川
越
か
ら
こ
の
ま
ち
に
移
さ
れ
た
ん
だ
よ
。
墓
地

に
は
五
代
目
嵐
寛
十
郎
の
墓
が
あ
る
よ
。
こ
の
ま

ち
の
中
に
は
前
橋
け
や
き
ウ
ォ
ー
ク
が
あ
る
が
、

以
前
は
中
島
飛
行
機
前
橋
工
場
が
誘
致
さ
れ
、
終

戦
後
連
合
軍
に
接
収
さ
れ
キ
ャ
ン
プ
と
な
り
、
昭

和
35
年
ダ
イ
ハ
ツ
前
橋
製
作
所
が
誘
致
さ
れ
た
ん

だ
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
今
は
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
け
ど
、
昔
は
の
ど
か
な

風
景
が
あ
っ
た
り
、
江
戸
期
の
前
橋
に
と
っ
て
重

要
な
地
域
だ
っ
た
ん
だ
ね
。
そ
し
て
歴
史
の
あ
る

神
社
仏
閣
が
ひ
っ
そ
り
と
残
さ
れ
て
い
て
、
う
れ

し
く
思
う
よ
。
そ
れ
に
し
て
も
今
ま
で
旅
し
て
き

た
ま
ち
の
一
部
が
何
ら
か
の
か
か
わ
り
を
も
っ
て

い
た
こ
と
を
考
え
る
と
大
切
な
地
域
な
ん
だ
と
思

う
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
そ
う
だ
ね
。
そ
れ
で
は
今
回
で
旧
町
名
の
旅
は
終

わ
り
に
な
っ
た
よ
。

ボ　
　

  

ク
：
寂
し
い
思
い
だ
け
ど
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
長
い
間

あ
り
が
と
う
。
今
ま
で
ボ
ク
た
ち
の
住
む
ま
え
ば

し
の
ま
ち
を
訪
れ
、
町
名
の
由
来
や
歴
史
が
理
解

で
き
た
し
、
楽
し
か
っ
た
よ
。
そ
し
て
、
忘
れ
つ

つ
あ
る
昔
の
町
名
を
次
世
代
に
受
け
継
い
で
い
く

よ
。
ま
た
機
会
が
あ
っ
た
ら
、
他
の
ま
ち
を
旅
し

て
く
れ
る
？

お
じ
い
ち
ゃ
ん
：
長
い
間
付
き
合
っ
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
。
ま
た

機
会
が
あ
っ
た
ら
旅
を
し
よ
う
。

ボ　
　

  

ク
：
楽
し
み
に
し
て
い
る
よ
。

昭和４年当時の中川小学校正門
朝日薬師。周囲の芋は見られなくなったものの

当時の面影を残す風情はそのまま
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あとがき

　本書は機関誌 ｢商工まえばし｣ に、36回にわたってまえばし

の旧町名について連載されたものを一冊の冊子としてまとめたも

のです。

　連載にあたり、まえばしのまちを訪れ、その土地の匂いを感じ、

また、文献を調べ、旧町名について探ってきました。既に昔の町

名や風景が失われているものが多い中、まだ現存するものがあっ

たり、その土地の記憶があるため名残があったりしていることを

発見し驚きました。時代が流れ、旧町名をはじめ、昔の面影につ

いて忘れつつありますが、現存するものは保護保存し、なくなっ

たものは大切に次世代に語り継ぎたいと思っております。それは

これから私たちが生きていくために、その土地の先祖の皆様の魂

を受け継ぐ必要があるように思うからであります。

　そのために、本書を発行したわけですが、今後少しでもまえば

しの発展に向けて考えるきっかけになれば、これにまさる喜びは

ありません。

　ご指導いただいた群馬地名研究会役員の方々並びに会員の皆

様、まちを散策した時にお世話になった皆様、本書の発行を推薦

してくださった前橋商工会議所役員の皆様、原稿に目を通してい

ただき、地図や写真を提供してくださった前橋商工会議所事務局

の皆様に厚くお礼を申し上げます。

　　平成23年７月2日

群馬地名研究会　倉地 啓仁

倉地　啓仁（くらち　のぶひと）
【プロフィール】
昭和37年12月19日、東京生まれ、前橋育ち
昭和60年　東京農業大学農学部造園学科卒業　
現在前橋市役所に勤務、また、群馬地名研究会
に所属。地名研究の他、郷土史、自然環境、都
市環境、風景論、歴史や民俗、日本文化、神仏、
宇宙天文学等に関心を持ち、研究を行っている。
温泉入浴、散歩、喫茶店巡りが趣味。
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前橋御城下町祗園祭礼絵図
（前橋市民文化会館 大ホール第2緞帳）


