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通
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相
の
道
へ
差
加
え
候
え
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間
口
壱
間
奥
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三
拾
六
間
三
尺
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通
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相
成
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候
、
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御
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役
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々
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等
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候
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、
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【
解
説
】 

今
回
は
、
は
じ
め
に
、
桐
生
新
町
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

小
田
原
征
伐
後
の
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
、
徳
川
家
康
は
関
東
に
入
り
、

新
た
な
領
国
の
検
地
に
取
り
掛
か
り
ま
す
。
桐
生
新
町
（
現
在
の
桐
生
市
本
町
一

丁
目
～
六
丁
目
と
横
山
町
）
は
、
そ
れ
と
さ
ほ
ど
の
時
を
置
か
ず
に
、
上
野
国
山

田
郡
荒
戸
村
に
新
た
に
町
立
て
を
し
て
創
ら
れ
た
町
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
古
文

書
で
は
、
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
の
検
地
帳
で
は
じ
め
て
「
桐
生
新
町
」
と
い

う
名
称
が
確
認
で
き
ま
す
が
、
そ
れ
以
前
は
、「
荒
戸
新
町
（
村
）」
と
書
か
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
古
く
か
ら
の
荒
戸
村
の
一
部
を
開
発
し
て
、
町
立
て
が
行
わ
れ

た
こ
と
が
明
ら
か
で
す
。 

現
在
で
も
、
新
町
の
起
点
で
あ
っ
た
桐
生
天
満
宮
の
鳥
居
か
ら
、
南
へ
と
続
く

本
町
通
り
に
目
を
向
け
る
と
、
一
直
線
の
道
路
が
本
町
一
丁
目
か
ら
六
丁
目
ま

で
延
び
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
今
か
ら
四
〇
年
ほ
ど
前
、
鉄
道
が
ま
だ
踏

切
で
高
架
線
で
は
な
か
っ
た
頃
ま
で
は
、
天
満
宮
か
ら
六
丁
目
ま
で
見
通
せ
ま

し
た
。
こ
の
道
は
、
桐
生
新
町
の
表
通
り
（
幅
は
五
間
＝
約
九
ｍ
、
長
さ
は
十
五



町
五
十
二
間
＝
約
一
七
一
四
ｍ
）
が
そ
の
基
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
全
く
左

右
へ
の
振
れ
や
カ
ー
ブ
が
な
い
直
線
道
路
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
町
立
て
と
同
時

に
新
た
に
開
か
れ
た
人
工
的
な
道
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
因
み
に
現

在
の
本
町
通
り
で
は
、
一
丁
目
と
二
丁
目
の
西
側
に
は
一
段
高
い
歩
道
が
設
け

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
か
つ
て
の
用
水
を
埋
め
立
て
て
造
ら
れ
た
も
の
で
、

往
時
に
は
そ
こ
に
石
橋
を
か
け
て
屋
敷
地
へ
の
出
入
り
と
し
て
い
ま
し
た
。 

ど
う
や
ら
か
つ
て
の
荒
戸
と
い
う
地
名
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
そ
れ
以
前
の
こ

の
辺
り
は
、
河
川
氾
濫
な
ど
で
河
原
石
が
ゴ
ロ
ゴ
ロ
し
た
よ
う
な
、
農
作
に
は
全

く
不
向
き
な
土
地
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
、
そ
こ
に
新
た
な
道
を
開
き
、
町
を

創
っ
て
い
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

こ
の
桐
生
新
町
は
、
表
通
り
の
一
丁
目
か
ら
六
丁
目
（
現
、
本
町
一
丁
目
か
ら

六
丁
目
）
と
、
二
丁
目
の
西
側
に
開
か
れ
た
陣
屋
へ
と
向
か
う
直
線
道
路
（
長
さ

一
町
三
十
二
間
＝
約
一
六
六
ｍ
）
の
両
脇
に
創
ら
れ
た
横
町
（
現
、
横
山
町
）
か

ら
な
り
ま
す
が
、
今
回
の
古
文
書
は
、
そ
の
横
町
が
舞
台
と
な
り
ま
す
。 

 

こ
の
文
書
の
書
き
出
し
に
は
「
議
定
」
と
い
う
言
葉
が
見
え
ま
す
。
議
定
と
は
、

決
め
事
や
約
束
事
の
こ
と
。
つ
ま
り
決
め
事
を
一
札
（
＝
文
書
）
に
し
た
た
め
て
、

町
役
人
へ
と
差
し
上
げ
申
し
た
（
提
出
し
た
）
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
は
何
を
取

り
決
め
た
の
か
を
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

こ
の
文
書
は
大
き
く
三
段
に
分
け
て
読
む
と
わ
か
り
や
す
い
で
す
。
ま
ず
第



一
段
目
と
し
て
は
、
横
町
南
側
の
相
の
道
（
「
相
の
道
（
あ
い
の
み
ち
）」
と
は
、

通
り
と
通
り
の
間
を
結
ぶ
「
間
の
道
」
と
い
う
意
味
で
、
表
通
り
か
ら
南
へ
と
抜

け
る
小
路
の
こ
と
）
の
道
幅
が
、
三
尺
幅
で
牛
馬
も
通
れ
な
い
ほ
ど
狭
く
、
家
業

に
も
障
り
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、（
田
畑
）
耕
作
へ
の
往
来
に
も
不
便
だ
と
い
う

こ
と
を
訴
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

続
い
て
第
二
段
目
で
は
、
こ
の
た
び
佐
吉
以
下
三
人
が
申
し
合
わ
せ
の
上
、
そ

れ
ぞ
れ
の
持
地
を
差
し
出
し
て
、
道
幅
一
間
（
＝
六
尺
＝
一
・
八
ｍ
）
、
奥
行
三

十
六
間
三
尺
（
＝
約
六
十
六
ｍ
）
の
小
路
へ
と
拡
張
さ
せ
て
ほ
し
い
こ
と
、
持
地

を
提
供
し
て
も
、
従
来
そ
の
土
地
（
〆
て
三
人
分
を
坪
で
示
す
と
「
十
八
坪
一
尺

五
寸
」、
畝
歩
で
示
せ
ば
「
十
八
歩
二
厘
五
毛
」）
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
年
貢
や
諸

役
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
三
人
で
納
め
る
こ
と
、
こ
の
道
の
拡
張
が
実
現
す
れ

ば
耕
作
の
助
け
に
も
な
る
こ
と
で
な
の
で
、
ど
う
か
こ
の
願
い
を
叶
え
て
く
だ

さ
い
と
願
い
出
た
と
こ
ろ
、
忝
く
も
そ
の
許
し
が
出
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

最
後
の
三
段
目
は
、
願
い
を
聞
き
入
れ
て
い
た
だ
い
た
以
上
は
、
今
後
に
及
ん

で
も
、
申
し
入
れ
た
約
束
事
を
違
え
た
り
、
意
義
を
申
し
た
り
は
決
し
て
致
さ
な

い
こ
と
、
そ
の
証
と
し
て
の
議
定
一
札
を
、
願
人
で
あ
る
佐
吉
以
下
三
名
に
加
え
、

組
合
や
火
消
と
も
ど
も
連
印
の
上
、
提
出
い
た
し
ま
す
、
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

 

一
段
目
で
は
、
こ
れ
ま
で
相
の
道
＝
小
路
の
幅
が
三
尺
で
あ
っ
た
た
め
、
牛
馬

の
通
行
や
家
業
、
田
畑
へ
の
往
来
に
支
障
が
あ
る
こ
と
を
訴
え
て
い
ま
す
。
こ
の



文
書
が
書
か
れ
た
の
は
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
の
四
月
で
す
。
町
場
で
あ
る
桐

生
新
町
で
牛
馬
の
通
行
と
い
え
ば
、
農
耕
の
た
め
の
牛
馬
の
通
行
で
は
な
く
、
荷

を
運
ぶ
物
流
の
た
め
の
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
桐
生
新
町
は
月
に
六
度
、
三
と

七
（
当
初
は
五
と
九
）
の
付
く
日
に
各
丁
目
が
輪
番
（
順
番
）
で
市
を
立
て
、
桐

生
や
そ
の
周
辺
で
生
産
さ
れ
た
織
物
や
、
日
常
生
活
に
必
要
な
物
資
が
売
買
さ

れ
て
い
ま
し
た
。 

 

少
し
時
代
が
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
が
、
旧
山
田
郡
域
は
背
後
に
山
が
せ
ま
る
地

形
的
制
約
か
ら
、
た
や
す
く
可
耕
地
と
で
き
る
田
畑
向
き
の
土
地
は
少
な
く
、
中

世
に
は
伊
勢
神
宮
の
御
厨
（
庄
園
）
が
い
く
つ
も
設
置
さ
れ
、
年
貢
と
し
て
織
布

を
納
め
て
き
た
経
緯
も
あ
り
、
農
間
余
業
と
し
て
織
物
生
産
が
盛
ん
な
地
で
し

た
。
江
戸
時
代
に
桐
生
新
町
に
課
せ
ら
れ
た
「
本
途
物
成
」（「
ほ
ん
と
も
の
な
り
」

と
い
う
。
田
畑
や
屋
敷
地
に
課
せ
ら
れ
た
本
年
貢
の
こ
と
）
は
、
三
百
二
十
一
石

あ
ま
り
で
し
た
が
、
そ
の
ほ
か
に
「
小
物
成
」（「
こ
も
の
な
り
」
と
い
う
。
本
年

貢
以
外
の
山
野
河
海
な
ど
の
収
穫
物
や
産
物
に
課
せ
ら
れ
た
雑
年
貢
の
こ
と
）

と
し
て
、
平
絹
（
平
織
り
の
素
布
）
二
四
一
〇
疋
を
納
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま

し
た
。
こ
れ
が
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
に
金
納
へ
と
切
り
替
え
ら
れ
た
こ
と
が
、

桐
生
新
町
に
定
期
的
な
市
が
立
て
ら
れ
た
理
由
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

や
が
て
江
戸
時
代
中
期
の
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
に
、
京
都
西
陣
の
高
機
を

用
い
た
織
物
技
術
が
伝
え
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
桐
生
織
物
は
、
平
絹
か
ら
、
複

数
枚
の
架
物
を
用
い
て
経
糸
を
複
雑
に
上
下
さ
せ
て
織
り
出
す
「
飛
紗
綾
」（
「
と



び
さ
や
」
）
と
い
う
製
品
の
生
産
に
成
功
し
、
わ
ず
か
数
年
の
後
に
は
西
陣
の
脅

威
と
な
る
ほ
ど
ま
で
に
成
長
を
遂
げ
ま
し
た
。
こ
う
な
る
と
、
も
は
や
家
族
だ
け

で
農
間
余
業
と
し
て
行
っ
て
い
た
織
物
生
産
と
は
異
な
る
段
階
を
む
か
え
ま
す
。

機
屋
は
織
機
（
機
織
機
）
を
複
数
持
ち
、
職
工
と
な
る
奉
公
人
を
何
人
も
雇
い
入

れ
、
生
産
さ
れ
た
織
物
は
、「
絹
買
」（
「
き
ぬ
か
い
」
）
と
い
う
、
製
品
を
買
い
取

っ
て
問
屋
へ
と
販
売
す
る
買
継
業
者
の
手
を
介
す
る
こ
と
で
、
三
都
（
江
戸
・
大

坂
・
京
都
）
や
諸
国
へ
と
ま
た
た
く
間
に
流
通
し
て
い
き
ま
し
た
。
今
に
イ
メ
ー

ジ
す
る
織
物
の
一
大
産
地
と
し
て
の
「
桐
生
」
の
成
立
は
こ
の
頃
の
こ
と
で
す
。 

 

さ
て
織
物
生
産
地
と
し
て
の
発
展
と
比
例
し
て
、
桐
生
新
町
は
北
関
東
で
も

有
数
の
豊
か
な
町
へ
と
な
り
ま
す
。
表
通
り
に
面
し
て
は
、
生
活
を
支
え
る
日
常

品
を
扱
う
さ
ま
ざ
ま
な
店
（「
た
な
」
と
い
う
。
商
店
の
こ
と
）
が
開
か
れ
、
そ

れ
ら
の
店
に
も
奉
公
人
が
雇
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
増
え
て
い
く
人
口
に
呼
応
す

る
か
の
よ
う
に
、
生
活
用
品
や
道
具
を
作
る
職
人
た
ち
も
多
く
集
ま
っ
て
き
ま

す
。
そ
し
て
奉
公
人
や
職
人
た
ち
が
住
ん
だ
の
が
「
裏
店
」（「
う
ら
だ
な
」
）
と

も
い
わ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
長
屋
で
、
裏
店
と
い
う
呼
称
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
表

通
り
に
面
し
た
店
や
屋
敷
の
裏
手
に
そ
れ
は
つ
く
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
メ
イ
ン

ス
ト
リ
ー
ト
で
あ
る
表
通
り
に
対
し
て
、
そ
の
長
屋
へ
の
往
来
や
、
屋
敷
裏
の
道

へ
と
抜
け
る
た
め
の
道
を
「
裏
通
り
」
と
い
い
ま
す
が
、
今
回
の
「
相
の
道
」
と

は
、
ま
さ
し
く
こ
の
「
裏
通
り
」
の
こ
と
で
す
。 



こ
の
よ
う
な
織
物
産
地
と
し
て
の
発
展
と
、
そ
れ
に
よ
る
人
口
増
加
に
と
も

な
い
、
生
糸
を
は
じ
め
と
し
た
織
物
原
材
料
や
生
産
品
の
流
通
、
ま
た
人
々
の

日
々
の
生
活
必
需
品
な
ど
の
需
要
に
応
え
る
た
め
に
は
、
牛
馬
に
よ
る
運
搬
が

欠
か
せ
な
い
も
の
で
し
た
。
ま
た
町
を
行
き
交
う
人
々
の
往
来
も
盛
ん
に
な
り
、

三
尺
幅
の
裏
通
り
で
は
通
行
の
不
便
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
し
ょ

う
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
、
佐
吉
・
丈
助
・
銀
助
が
自
分
の
持
地
を
そ
れ
ぞ
れ
差

し
出
し
、
か
つ
そ
の
土
地
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
従
来
の
年
貢
諸
役
も
変
わ
ら
ず

負
担
す
る
こ
と
を
申
し
入
れ
、
幅
一
間
、
奥
行
三
十
六
間
三
尺
の
裏
通
り
へ
と
拡

幅
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。 

因
み
に
佐
吉
以
下
三
名
が
差
し
出
し
た
土
地
の
奥
行
の
合
計
は
三
十
六
間
三

尺
で
す
が
、
桐
生
新
町
の
屋
敷
地
の
「
一
軒
前
」（「
い
っ
け
ん
ま
え
」
。
一
軒
分

の
土
地
の
こ
と
）
は
、
間
口
六
間
、
奥
行
四
十
間
（
六
間×

四
〇
間
＝
二
四
〇
歩

＝
八
畝
）
が
平
均
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
一
石
相
当
の
年
貢
を
か
け
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
差
し
出
し
た
土
地
の
奥
行
合
計
と
、
平
均
的
な
一
軒
前
の
奥
行
が
近

似
値
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
佐
吉
た
ち
三
人

の
屋
敷
地
は
横
町
表

通
り
に
面
し
た
南
側

の
屋
敷
地
を
三
分
割

に
し
た
土
地
で
あ
っ

写真 1： ：天保 8年： 1837）に、佐吉たちの

申し出により拡張された裏通りの小路。

手前が横町の表通り。 



た
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。
写
真
１
は
、
現
在
で
も
横
山
町
で
使
わ
れ
て
い
る
そ

の
道
で
す
。 

 

な
お
、
今
回
の
舞
台
と
な
っ
た
、
桐
生
新
町
の
姿
を
伝
え
る
「
上
野
国
山
田
郡

桐
生
新
町
絵
図
面
」
と
「
桐
生
新
町
横
町
絵
図
面
」
は
、
群
馬
県
立
図
書
館
のH

P

上
の
「
群
馬
県
立
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
、「
資
料
別
テ
ー
マ
一
覧
」

の
「
桐
生
市
の
貴
重
資
料
」
で
公
開
し
て
い
ま
す
。
こ
の
「
デ
ジ
タ
ル
版
古
文
書

講
座
」
の
サ
イ
ト
の
参
考
リ
ン
ク
か
ら
も
閲
覧
で
き
ま
す
の
で
、
関
心
を
持
た
れ

た
方
は
、
こ
ち
ら
も
あ
わ
せ
て
参
照
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

  


