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住
井
す
ゑ
と
そ
の
文
学
の
里（
三
十
二
）

　
　

ー
牛
久
沼
の
ほ
と
り
ー

牛
久
市
文
化
財
保
護
審
議
委
員　
　
　

栗く
り
は
ら原　

功
い
さ
お　

牛
久
と
い
う
地
名
と
牛
久
沼

―

宇う

志し

久く

が
牛
久
に
田た

美み

谷や

が
田
宮
に―

　

住
井
す
ゑ
が
修
羅
場
の
生
活
を
送
っ
て

い
た
東
京
を
引
き
揚
げ
、
牛
久
沼
の
ほ
と

り
の
高
台
の
犬
田
卯
の
実
家
の
庭
に
た
た

ず
ん
だ
時
の
心
境
を
つ
づ
っ
た
本
が
あ

る
。
住
井
の
二
女
増
田
れ
い
子
著『
一
本

の
ペ
ン
』（
大
月
書
店
刊
）だ
。
そ
の
本
の

第
一
章（
１
）
沼
の
ほ
と
り
の
く
だ
り
に

「
母
は
父
の
ふ
る
さ
と
に
来
て
、
眼
下
に

ゆ
っ
た
り
と
ひ
ろ
が
る“
牛
久
沼
”を
一
目

見
て
、
そ
の
悠
々
と
し
て
質
朴
な
表
情
に

惚
れ
こ
ん
だ
。
こ
れ
は
大
地
の
え
く
ぼ
だ

と
と
っ
さ
に
感
じ
た
。
そ
し
て
こ
の
え
く

ぼ
の
か
た
わ
ら
な
ら
困
難
を
切
り
拓
い
て

ゆ
け
る
と
安
堵
し
た
」と
あ
る
。

　

そ
こ
で
住
井
が
こ
よ
な
く
愛
し
た
牛
久

沼
の
そ
の
呼
称
の
基
に
な
っ
て
い
る「
牛

久
」
と
い
う
地
名
の
歴
史
に
つ
い
て
記
述

し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

地
名
は
無
形
文
化
財（
※
）で
あ
る
。

　

牛
久
と
い
う
地
名
に
つ
い
て
触
れ
る
の

に
は
歴
史
を
大
き
く
さ
か
の
ぼ
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
大
化
改
新（
大
化
元
年

〈
６
４
５
年
〉
に
始
ま
っ
た
政
治
改
革
）
以

降
、
奈
良
時
代
を
過
ぎ
て
平
安
時
代
初

期
ま
で
の
約
３
０
０
年
は
律り
つ

令
り
ょ
う

時
代
と

も
い
わ
れ
て
い
る
。
律
令
と
は
、
唐（
中

国
の
王
朝
名
で
６
１
８
年
か
ら
９
０
７
年

ま
で
続
い
た
）
の
中
央
集
権
に
よ
る
統
治

の
法
典
で
あ
っ
た
。
日
本
に
そ
の
律
令
を

導
入
し
て
中
央
集
権
化
に
着
手
し
た
の

は
第
38
代
の
天て
ん

智じ

天
皇（
在
位
６
６
１
年

―
６
７
１
年
）
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
天
智

天
皇
以
降
の
天
皇
が
継
承
し
、
第
42
代
文も
ん

武む

天
皇
の
下
で
大
宝
律
令（
大
宝
２
年
・

７
０
２
年
制
定
）と
し
て
法
制
化
さ
れ
た
。

　

第
43
代
の
元げ
ん

明め
い

天
皇
が
和
銅
６
年

（
７
１
３
年
）に
大
宝
律
令
の
定
に
基
づ
い

て『
諸
国
の
郡ぐ
ん

・
郷ご
う（

後
の
村
に
相
当
す

る
）の
名
は
好
字
を
つ
け
よ
』と
い
う

詔

み
こ
と
の
り

（
天
皇
の
命
令
）を
発
す
る
と
、
全
国
津
々

浦
々
に
一
斉
に
地
名
が
付
け
ら
れ
た
。
当

地
に
は『
宇
志
久
』と
い
う
地
名
が
付
け
ら

れ
て
宇
志
久
郷
に
な
っ
た
。
童ど
う

子じ

教き
ょ
うの
教

え
に『
郷
に
入
っ
て
は
郷
に
従
え
』が
あ
る

が
、
郷
は
末
端
の
行
政
区
画
で
あ
っ
た
。

童
子
教
は
儒
教
の
現
世
道
徳
が
主
た
る
内

容
で
、
平
安
時
代
初
期
の
天
台
宗
高
僧
安あ
ん

然ね
ん

に
よ
っ
て
著
さ
れ
、
江
戸
時
代
の
寺
子

屋
の
教
科
書
に
用
い
ら
れ
た
。

　

と
こ
ろ
で
当
時（
平
安
時
代
初
期
）、
宇

志
久
郷
に
は
宇
志
久
と
名
乗
っ
た
武
士
が

居
住
し
て
い
て
、
常ひ
た
ち陸
大だ
い
じ
ょ
う
掾（
守
・
介
に
次

ぐ
職
）兼
鎮ち
ん
じ
ゅ守
府ふ

将
軍

平
た
い
ら
の

国く
に

香か
（
承
し
ょ
う
へ
い
平
５

年
・
９
３
５
年
没
）に
仕
え
て
い
た
。
そ
の

宇
志
久
が
後
に
牛
久
に
改
め
ら
れ
て
牛
久

新
次
郎
と
名
乗
っ
た
武
士
が
戦
国
時
代
に

小
田
原
城
主
の
北
条
家
家
臣
の
中
に
い
た
。

　

全
国
の
地
名
は
、
平
安
時
代
中
期
の
延え
ん

長ち
ょ
う５

年（
９
２
７
年
）に
第
60
代
醍だ

い

ご醐
天
皇

の
下
で
策
定
さ
れ
た
法
制
書
延え
ん

喜ぎ

式し
き

施
行

細
則『
二
字
を
用
い
よ
』の
公
布
で
二
字
に

統
一
が
図
ら
れ
、
宇
志
久
も『
牛
久
』に
改

め
ら
れ
た
。
郡
名
の
河
内（
河
次
）は
も
と

も
と
甲か
っ

知ち

と
書
い
た
よ
う
だ
。

　

市
内
の
地
名
の
歴
史
で
主
た
る
も
の
を

次
に
記
し
て
お
く
。
田
美
谷（
多
美
夜
と

す
る
説
も
あ
る
）
が
田
宮
に
改
め
ら
れ
、

田
宮
山
薬
師
寺
の
山
号
に
も
用
い
ら
れ
て

い
る
。
真
言
宗
豊
山
派
の
薬
師
寺
は
寺

伝
に
よ
る
と
平
安
時
代
初
期
の
弘こ
う

仁に
ん

７
年

（
８
１
６
年
）法
ほ
っ
そ
う
し
ゅ
う

相
宗
高
僧
徳と
く
い
つ一

の
開
基
と

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
で
は
志し

し

こ

々
古
が

猪
子
に
、
志し

も

ね

毛
禰
が
下
根
に
、
奈な

か

ね

加
禰
が

中
根
に
、
袁お

か

み

加
美
が
岡
見
に
、
加か

志し

波わ

陀だ

が
柏
田
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
韋い

乃の

遠お

加か

が
井
岡（
後
に
井
ノ
岡
に
改
め
ら

れ
る
）
に
、
於お

く

は

ら

久
波
良
が
奥
原
に
そ
れ
ぞ

れ
改
め
ら
れ
て
い
る
。

　

一
方
の
牛
久
沼
は
豊
臣
秀
吉
政
権
下
の

文ぶ
ん
ろ
く禄

年
間（
１
５
９
２
年
～
１
５
９
５
年
）

ま
で
は
太
田
沼
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
太
田

沼
に
面
す
る
牛
久
城
の
城
主
に
は
こ
れ
よ

―

明
治
元
年（
１
８
６
８
年
）
の
旧
き
ゅ
う

高だ
か

旧
き
ゅ
う

領り
ょ
う

取と
り

調
し
ら
べ

帳ち
ょ
うよ
り―

り
少
し
前
の
天
正
18
年（
１
５
９
０
年
）の

８
月
に
由ゆ

ら良
国く
に
し
げ繁
が
任
ぜ
ら
れ
た
。
そ
の

国
繁
に
よ
っ
て
文
禄
年
間
以
降
に
、
太
田

沼
が
牛
久
城
の
南
に
位
置
し
て
い
る
と
こ

ろ
か
ら
牛
久
沼
に
改
め
ら
れ
た
の
だ
。

牛
久
と
い
う
地
名

牛久（宇志久）という地名の発祥地

牛久市牛久町地内（旧水戸街道牛久宿）

江
戸
時
代
の
村
と

坪
名

現
在
の
地
名

上か
ず
さ
の
く
に

総
国
市
原
郡
牛

久
村　

１
８
７
石

千
葉
県
市
原
市
牛

久

上
総
国
望も
う
だ
ぐ
ん

陀
郡
飯

富

村

牛

久

坪　

８
８
９
石

千
葉
県
袖
ヶ
浦
市

飯
富
字
牛
久

下し
も
つ
け
の
く
に

野
国
都
賀
郡
牛

久
村　

２
８
８
石

栃
木
県
下
都
賀
郡

大
平
町
大
字
牛
久

常
陸
国
河
内
郡
牛

久
村　

８
８
０
石

茨
城
県
牛
久
市
牛

久
町

※無形文化財とは、演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産でわが国に

とって歴史上または芸術上価値の高いものを指す。


