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C I T Y  W A T C H I N G

萩原朔美
河畔奇譚

　
江
戸
時
代
に
現
在
の
市
域
内
を
治
め

た
「
前
橋
四し

公こ
う
」
の
城
下
町
を
紹
介
し

て
き
た
本
シ
リ
ー
ズ
。
最
終
回
の
今
回

は
番
外
編
。
四
公
の
時
代
か
ら
少
し
さ

か
の
ぼ
り
、
戦
国
時
代
に
活
躍
し
た
前

橋
ゆ
か
り
の
２
人
の
名
武
将
を
紹
介
し

ま
す
。

新
陰
流
の
流
祖

「
剣
聖
」
上
泉
伊
勢
守

　
上か
み
い
ず
み
い
せ
の
か
み

泉
伊
勢
守
は
、
１
５
０
８
年
、
上

泉
城
に
生
ま
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

戦
国
時
代
、
箕
輪
城
主
・
長
野
氏
に
仕

え
、
そ
の
武
勇
を
武
田
信
玄
に
認
め
ら

れ
、
仕し
か
ん官
を
勧
め
ら
れ
ま
し
た
が
断
り

廻か
い
こ
く国
修
行
。
こ
の
と
き
信
玄
か
ら
名
を

与
え
ら
れ
、
上
泉
秀
綱
か
ら
信の
ぶ
つ
な綱

に
変

え
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
自
ら
が
創

出
し
た
新し
ん
か
げ
り
ゅ
う

陰
流
を
足
利
13
代
将
軍
・
義よ
し

輝て
る
や
正お
お
ぎ
ま
ち

親
町
天

皇
に
披
露
。
最

高
の
技
を
柳
生

宗む
ね

厳と
し（
石せ
き

舟し
ゅ
う

斎さ
い

）

に
印い
ん

可か

相そ
う

伝で
ん

。

柳
生
石
舟
斎
・

宗む
ね
矩の
り
親
子
は
徳
川
家
康
に
仕
え
、
家
康

は
戦
国
の
世
に
終
止
符
を
打
ち
、
平
和

を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
兵

法
柳
生
新
陰
流
の
「
天
下
統
御
の
剣
」

の
精
神
が
流
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
軍
師
と
し
て
「
上
泉
流
軍
学
」

も
完
成
し
た
上
泉
伊
勢
守
は
、
日
本
の

剣
道
史
に
さ
ん
ぜ
ん
と
輝
く
兵
法
家
。

新
陰
流
の
流
祖
で
、「
剣
聖
」
と
う
た

わ
れ
ま
し
た
。

●
西
林
寺

　
上
泉
伊
勢
守
の
菩
提
所
。
本
堂
裏
に

は
、
信
綱
と
伝
え
ら
れ
る
墓
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
没
後

４
０
０
年
に
建
立

し
た
、
内
閣
総
理

大
臣
・
福
田
赳
夫

の
揮き
ご
う毫
に
よ
る「
剣

聖 

上
泉
伊
勢
守

藤
原
信
綱
顕
彰
之
碑
」
が
あ
り
ま
す
。

織
田
信
長
の
四
天
王
・
滝
川
一
益

　
１
５
９
２
年
３
月
、
武
田
氏
を
滅
ぼ

し
た
信
長
は
、
一か
ず
ま
す益

を
関
東
管
領
に
任

じ
、
上
野
国
と
信
濃
国
小ち
い
さ
が
た県・
佐
久
二

郡
を
与
え
ま
し
た
。
一
益
は
、
厩
橋
城

を
拠
点
に
関
東
平
定
を
行
お
う
と
、
５

月
に
配
下
と
な
っ
た
諸
将
を
城
に
招
き
、

自
ら
能
「
玉た
ま
か
ず
ら鬘」
の
仕
舞
を
披
露
。
６

月
に
は
長
昌
寺
に
能
舞
台
を
作
り
、
本

格
的
な
能
興
行
を
催
し
ま
し
た
。
こ
れ

が
、記
録
に
残
る
県
内
初
の
演
能
で
す
。

一
益
が
能
を
舞
っ
て
見
せ
た
の
は
、
文

武
兼
ね
備
え
た
支
配
者
で
あ
る
こ
と
を

誇
示
し
た
も
の
で
、上
野
国
の
諸
将
は
、

領
主
と
し
て
一
益
を
受
け
入
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
本
能
寺
の
変
が
起
こ
り
、
一

益
は
配
下
の
諸
将
を
従
え
、
上
野
・
武

蔵
国
境
の
神
流
川
で
北
条
軍
と
対
決
。

敗
れ
て
帰
国
す
る
際
に
も
、
諸
将
を
厩

橋
城
に
集
め
酒
宴
を
開
き
、
能
「
羅
生

門
」
と
能
「
源
氏
供
養
」
の
一
節
を
謡

い
合
い
、
別
離
の
情
を
交
わ
し
ま
し
た
。

●
長
昌
寺

　
１
４
８
９
年
、
長
野
方ま

さ
業な
り
が
厩
橋
城

を
築
く
と
と
も
に
城
内
に
創
建
し
た
寺
。

１
５
８
１
年
に
焼
失
し
、
城
主
の
北
条

高
広
が
現
在
地
に
再
建
し
ま
し
た
。
境

内
に
は
、
書
家
・
金
澤
翔
子
氏
が
揮き
ご
う毫

し
た
群
馬
県
能
発
祥
の
地
の
碑
が
あ
り

ま
す
。

前
橋
四
公
の
城
下
町
を
歩
く

文
化
国
際
課 

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
９
９
２

群馬県能発祥の地碑
（長昌寺）

～
番
外
編 

上
泉
伊
勢
守
・
滝
川
一
益
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上泉・滝川 歴史観光ガイド

　前橋学市民学芸員が剣聖上泉伊
勢守コース（上泉城跡、西林寺、玉
泉寺など）か龍海院・長昌寺コース
（龍海院～厳島神社～長昌寺～清
光寺）を案内します。
日時＝11月15日㈰10時～12時
対象＝一般、各コース先着20人
申し込み＝10月12日㈪～26日㈪
に文化国際課
☎０２７‐８９８‐６９９２へ

西林寺

上泉城跡に建つ上泉伊勢守銅像

学
生
映
画
で
多
く
の
人
を
元
気
に

　

昨
年
10
月
に
群
馬
大
で
映
画
部

を
立
ち
上
げ
た
熊
谷
さ
ん
。
初
代

部
長
と
し
て
学
生
映
画
の
制
作
準

備
中
に
コ
ロ
ナ
禍
に
巻
き
込
ま
れ
た
。

　
「
大
学
は
休
講
に
な
り
、
映
画

制
作
と
い
っ
た
学
生
の
活
動
も
長

期
に
わ
た
っ
て
大
き
な
制
約
を
受

け
ま
し
た
」

　

自
宅
待
機
を
続
け
て
い
た
が
、

全
国
の
大
学
で
同
様
に
映
像
制
作

の
部
活
動
が
制
限
さ
れ
て
い
る
現

状
を
知
っ
た
熊
谷
さ
ん
。
大
学
生

の
一
人
と
し
て
、
何
と
か
学
生
の

創
作
活
動
を
サ
ポ
ー
ト
し
た
い
と

考
え
、
行
動
を
始
め
た
。

　
「
全
国
の
大
学
生
に
希
望
を
テ
ー

マ
に
し
た
１
分
以
内
の
映
像
作
品

の
制
作
を
呼
び
掛
け
、
自
粛
期
間

中
で
も
僕
た
ち
の
創
造
性
の
自
由

が
失
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
や
、
若

い
世
代
の
熱
意
を
全
世
代
に
示
し

た
い
と
思
い
ま
し
た
」

　

呼
び
掛
け
に
応
じ
た
全
国
の
大

学
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
１
８
０
作
品

を
リ
モ
ー
ト
編
集
。
１
９
４
分
の

長
編
オ
ム
ニ
バ
ス
映
画
「
突
然
失

礼
致
し
ま
す
！
」
を
８
月
に
動
画

投
稿
サ
イ
ト
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
に

公
開
し
た
。

　
「
全
国
の
多
く
の
仲
間
の
協
力

で
、
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
１
本
の
映

画
を
合
同
制
作
で
き
ま
し
た
。
今

後
は
劇
場
で
の
上
映
も
予
定
し
て

い
ま
す
」

　

制
限
が
残
る
中
、
精
力
的
に
活

動
す
る
熊
谷
さ
ん
。
き
っ
と
こ
れ

か
ら
も
映
画
を
と
お
し
て
多
く
の

人
に
元
気
を
届
け
て
い
く
だ
ろ
う
。

い
き
い
き

ま
え
ば
し
人

群
馬
大 

映
画
部
部
長

熊
谷 

宏
彰
さ
ん
・
21
歳

荒
牧
町
四
丁
目

佇
ま
い
に
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
。 

　
最
初
は
、
た
だ
歩
く
だ
け
だ
っ

た
け
れ
ど
、
こ
の
頃
は
携
帯
で
撮

影
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
そ
の

写
真
を
Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
Ｗ
Ｅ
Ｂ
マ
ガ
ジ

ン
に
連
載
し
て
い
る
。
そ
う
な
る

と
、
撮
影
す
る
こ
と
が
楽
し
く
な

っ
て
、
散
歩
だ
か
ロ
ケ
ハ
ン
だ
か

分
か
ら
な
い
。
何
か
写
真
的
に
面

白
い
風
景
は
な
い
か
と
、
目
を
ギ

ラ
ギ
ラ
さ
せ
て
う
ろ
つ
い
て
い
る

始
末
。
撮
影
が
目
的
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
だ
。 

　

一
番
気
に
入
っ
た
風
景
は
、
私

が
子
ど
も
の
頃
に
住
ん
で
い
た
街

並
み
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
場

所
だ
。
い
つ
の
間
に
か
消
え
て
し

ま
っ
た
昭
和
と
の
出
合
い
は
う
れ

し
い
。
昭
和
記
念
と
し
て
保
存
し

て
ほ
し
い
な
ど
と
勝
手
に
思
う
の

は
、
旅
行
者
の
発
想
だ
。 

　

今
年
、
私
は
母
親
の
家
を
解
体

し
て
し
ま
っ
た
。
何
人
か
の
知
人

に
保
存
し
て
ほ
し
か
っ
た
と
言
わ

れ
た
。
住
ん
で
い
る
者
に
と
っ
て

は
、
保
存
よ
り
生
活
を
優
先
さ
せ

て
し
ま
う
。 

　

だ
か
ら
、
私
の
撮
影
散
歩
は
、

自
戒
の
念
を
孕
ん
で
ま
す
ま
す
熱

心
に
な
る
の
で
あ
る
。 

萩
原
朔
美 

　

今
回
は
、
前
橋
文
学
館
長
・
萩

原
朔
美
の
コ
ラ
ム
を
お
届
け
し
ま
す
。

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
と

日
常

　

日
常
で
変
化
し
た
の
は
、
よ
く

散
歩
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
だ
。

街
を
一
冊
の
本
と
し
て
読
む
こ
と
。

そ
れ
が
散
歩
の
醍だ

い
ご
み

醐
味
だ
。
車
で

移
動
す
る
と
、
街
は
手
段
に
な
っ

て
し
ま
う
。
歩
け
ば
、
街
は
目
的

に
変
わ
る
。 

　

前
橋
の
街
を
歩
い
て
い
る
と
、

何
が
起
き
た
の
か
、
何
が
起
き
て

い
る
の
か
、
何
が
起
き
な
い
の
か

が
リ
ア
ル
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
変

わ
り
た
く
な
い
と
願
っ
て
い
る
人
、

変
わ
ら
な
い
た
め
に
変
わ
ろ
う
と

し
て
い
る
人
の
息
吹
き
が
、
街
の
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