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住
井
す
ゑ
と
そ
の
文
学
の
里（
三
十
三
）

　
　

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
沼
の
ほ
と
り
で
始
ま
っ
た
犬
田
一
家

の
日
々
の
営
み

　

昭
和
10
年（
１
９
３
５
年
）の
夏
。

　

犬
田
一
家
は
卯
の
実
家
所
在
地
稲
敷
郡

牛
久
村
大
字
城
中
に
引
っ
越
し
て
来
た
。

　

間
も
な
く
夏
休
み
が
終
わ
り
、住
井
は
、

章
、
か
ほ
る
、
れ
い
子
を
連
れ
て
牛
久
村

立
尋
常
小
学
校
へ
の
転
校
手
続
き
を
取
っ

た
。
牛
久
の
尋
常
小
学
生
は
男
も
女
も
着

物
で
、
男
は
皆
丸
刈
り
で
あ
っ
た
。
そ
ん

な
と
こ
ろ
に
現
れ
た
洋
装
の
住
井
、
半
ズ

ボ
ン
に
坊
ち
ゃ
ん
刈
り
の
章
、
ス
カ
ー
ト

の
か
ほ
る
と
れ
い
子
ら
は
好
奇
の
目
に
さ

ら
さ
れ
た
。
章
の
同
校
卒
業
写
真
に
は
着

物
姿
の
中
に
彼
一
人
が
セ
ー
タ
ー
姿
で

写
っ
て
い
る
。
卯
に
は
茨
城
県
南
な
ま
り

が
少
し
残
っ
て
い
た
が
、
４
人
の
子
ど
も

た
ち
は
東
京
弁
で
茨
城
県
南
な
ま
り
に
は

戸
惑
っ
た
。
茨
城
県
南
な
ま
り
と
一
口
に

い
う
が
、
昭
和
40
年（
１
９
６
５
年
）代
ま

で
は
、
筑
波
町（
現
つ
く
ば
市
）や
、
小
貝

川
を
渡
っ
た
石
下
町（
現
常
総
市
）
に
は

牛
久
と
は
全
く
異
な
る
独
特
の
な
ま
り
が

あ
っ
た
も
の
だ
。章
は
同
級
生
た
ち
に『
イ

シ
ラ（
お
め
え
ら
）』
と
言
わ
れ
た
が
意
味

が
全
く
分
か
ら
な
か
っ
た
。
適
当
に
答
え

て
お
く
と
今
度
は『
ゴ
ヂ
ャ
ラ
ッ
ペ（
い
い

か
げ
ん
な
こ
と
）言
う
な
』と
く
る
。
さ
ら

に
は『
チ
ク
ヌ
ク
ナ（
う
そ
つ
く
な
）』と
く

る
の
だ
っ
た
。

　

で
も
、
子
ど
も
た
ち
は
牛
久
村
の
生
活

に
す
ぐ
に
な
じ
み
、
犬
田
家
に
地
元
の
子

ど
も
た
ち
が
遊
び
に
来
る
よ
う
に
な
っ

た
。戦
時
体
制
下
の
昭
和
16
年（
１
９
４
１

年
）
に
尋
常
小
学
校
初
等
科
６
年
と
高
等

科
２
年
の
課
程
が
国
民
学
校
に
改
め
ら
れ

た
。
大
字
新
地
に
生
ま
れ
た
中
島
清
治
氏

（
牛
久
音
頭
・
河
童
ば
や
し
の
作
詩
者
）

の
思
い
出
話
に
よ
れ
ば
、
牛
久
国
民
学
校

在
学
中
の
昭
和
17
年
か
、
あ
る
い
は
18
年

だ
っ
た
か
、
近
所
の
上
級
生（
住
井
の
二

男
充
と
同
級
生
だ
っ
た
）
中
島
正
志
氏
に

く
っ
つ
い
て
犬
田
家
に
遊
び
に
行
っ
た
。

犬
田
家
の
庭
に
は
梅
の
木
が
あ
っ
た
。
そ

の
梅
の
木
の
下
に
充
、
上
級
生
の
中
島
正

志
氏
ら
と
中
島
清
治
氏
が
車
座
に
な
っ
て

住
井
が
お
や
つ
代
わ
り
に
出
し
て
く
れ
た

小
皿
に
盛
ら
れ
た
赤
飯
を
ほ
お
張
り
な
が

ら
、
少
年
少
女
雑
誌（
住
井
も
童
話
を
寄

稿
し
て
い
た
）
や
小
説
を
借
り
て
読
ん
だ

こ
と
が
あ
っ
た
そ
う
だ
。

　

と
こ
ろ
で
犬
田
家
の
長
男
章
に
は
役
目

が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
す
ぐ
裏
の
家
小
川
家

（
芋
銭
宅
）
で
水
を
も
ら
っ
て
く
る
こ
と

だ
っ
た
。
両
端
に
井
戸
水
を
い
っ
ぱ
い
入

れ
た
バ
ケ
ツ
を
つ
る
し
て
て
ん
び
ん
棒
で

担
ぐ
の
で
あ
る
が
、
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
の

が
な
か
な
か
難
し
か
っ
た
。

　

卯
は
春
先
持
病
の
ぜ
ん
そ
く
の
発
作
に
苦

し
ん
で
い
た
が
、
冬
場
、
関
東
の
紫
峰
筑
波

山
か
ら
乾
燥
し
た
北
風
が
吹
き
下
ろ
し
て
く

る
快
晴
の
日
に
は
、
田た
ぶ
ね舟

を
牛
久
沼
の
沖
合

に
こ
ぎ
出
し
て
寒
ブ
ナ
を
捕
っ
た
。
長
女
か

ほ
る
の
話
に
よ
れ
ば
、
卯
の
場
合
は
、
牛
久

沼
の
漁
法
の
一
つ
で
あ
る
手
綱
で
寒
ブ
ナ
を

す
く
い
捕
る
見
取
り
と
い
う
漁
法
だ
っ
た
。

　

昭
和
40
年（
１
９
６
５
年
）代
ま
で
、
霞
ケ

浦
の
夏
か
ら
冬
に
か
け
て
の
ワ
カ
サ
ギ
や
シ

ラ
ウ
オ
な
ど
を
捕
る
帆
引
き
船
が
風
物
詩

だ
っ
た
が
、
牛
久
沼
に
お
い
て
も
四
季
を
通

し
て
田
舟
に
よ
る
漁
獲
が
見
ら
れ
た
。
田
舟

は
冬
場
ハ
ン
タ
ー
が
狩
猟
に
も
用
い
て
い
た
。

牛
久
沼
の
浮
田

　

牛
久
沼
に
は
城
中
岸
側
と
、
新
地
岸
側

お
よ
び
庄
兵
衛
新
田
岸
側
に
浮
田
が
点
々

と
し
て
い
た
。
浮
田
は
水
面
に
浮
い
た
田

ん
ぼ
の
こ
と
で
、
総
面
積
は
牛
久
沼
全
域

（
旧
茎
崎
町
域
を
含
む
）
で
１
８
０
町
歩

に
及
ん
だ
。
浮
田
は
水
中
に
く
い
を
打
ち

込
ん
で
お
お
む
ね
細
長
い
形
に
囲
み
、
囲

�牛久沼の浮田の写真

�牛久沼と田舟の風景画『冬の牛久沼』
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◎2点とも三日月橋生涯学習センター内に掲示されている。

み
の
中
に
ケ
ト（
沼
内
の
マ
コ
モ
が
腐
っ

て
岸
辺
に
た
い
積
し
て
い
た
）
を
の
こ
ぎ

り
で
切
り
取
っ
て
沈
め
、
さ
ら
に
そ
の
上

に
沼
底
か
ら
す
く
い
上
げ
た
泥
を
か
ぶ

せ
て
造
成
し

た
も
の
だ
。

昭

和

50

年

（
１
９
７
５

年
）
着
工
の

土
地
改
良
で

浮
田
は
姿
を

消
し
た（
小

面
積
を
残
す

の
み
）。


