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住
井
す
ゑ
と
そ
の
文
学
の
里（
三
十
四
）

　
　

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
風
物
詩

田た

ぶ

ね舟
に
よ
る
漁
獲
と
犬
田
一
家

　

昭
和
61
年（
１
９
８
６
年
）
の
６
月
に

大
野
正
雄
初
代
市
長
の
下
で
制
定（
起
草

委
員
長
は
市
議
会
副
議
長
の
海
老
原
郁

夫
氏
）し
て
庁
舎
門
柱
脇
に
建
て
ら
れ
た

市
民
憲
章
碑
に「（
一
）水
と
緑
を
愛
し
美

し
い
ま
ち
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
」と
あ
る

が
、
そ
の
文
中
の『
水
』
を
最
も
象
徴
す

る
の
が
牛
久
沼
で
あ
る
。

　

牛
久
沼
の
地
籍
は
龍
ケ
崎
市
佐
貫
字

牛
久
沼
と
い
う
。

　

周
囲
25
㎞
余
り
、
面
積
が
２
・
95
㎢

余
り
で
、
か
つ
て
は
下
流
村

（々
現
龍
ケ

崎
市
域
）の
水
田
の
水
源
と
し
て
の
役
割

を
果
た
し
て
い
た
牛
久
沼
。

　

明
治
22
年（
１
８
８
９
年
）
に
近
代
俳

句
の
創
始
者
正
岡
子
規
は
、
牛
久
沼
を

通
っ
て
水
戸
に
向
か
っ
て
い
る
。
そ
の

時
、
子
規
が
詠
ん
だ
俳
句『
寒
そ
う
に
鳥

の
う
き
け
り
牛
久
沼
』。

　

住
井
す
ゑ
が
こ
よ
な
く
愛
し
て
い
た

牛
久
沼
。

　

小
川
芋
銭
が「
五さ

み

だ

れ

月
雨
や
月
夜
に
似
た

る
沼
明
り
」と
俳
句
に
詠
ん
だ
牛
久
沼
。

　

芋
銭
に
は
あ
ま
た
の
友
人
が
い
た
が
、

小
杉
放
庵
画
伯
も
そ
の
１
人
で
あ
っ
た
。

放
庵
が
芋
銭
を
追
想
し
て
詠
ん
だ
歌
に

「
牛
久
沼
清せ

い
え
ん淵

芋
銭
大
居
士
の
墓
の
ほ
と

り
の
藪
椿
か
な
」と
い
う
の
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
牛
久
沼
で
は
昭
和
40
年

（
１
９
６
５
年
）
代
ま
で
沿
岸
に
住
む
半

農
半
漁
の
人
々
の
四
季
を
通
し
て
田
舟

に
よ
る
漁
獲
が
見
ら
れ
た
。
春
か
ら
夏

に
か
け
て
ハ
ヤ
、
ヘ
ラ
ブ
ナ
、
ワ
カ
サ
ギ
、

コ
イ
、
ヤ
マ
ベ
、
サ
ヨ
リ
漁
が
盛
ん
だ
っ

た
。
真
夏
８
月
は
ボ
ラ
、
９
月
は
ハ
ヤ

と
ヘ
ラ
ブ
ナ
の
漁
期
だ
っ
た
。
厳
冬
12

月
か
ら
１
月
は
寒
ブ
ナ
、
タ
ナ
ゴ
な
ど

が
捕
れ
た
。

　

牛
久
沼
で
の
フ
ナ
の
捕
り
方
に
は
投と

網あ
み

を
打
つ
ほ
か
に
、
伝
統
的
な「
お
だ
」、

「
見
取
り
」が
あ
っ
た
。「
投
網
」は
昔
は
手

作
り
で
、
４
メ
ー
ト
ル
四
方
の
網
を
文

字
通
り
広
げ
な
が
ら
投
じ
る
漁
法
。「
お

だ
」は
細
い
木
と
枝
木
と
竹た

け

す簀
を
持
っ
て

四
方
か
ら
囲
ん
で
フ
ナ
を
寄
せ
て
捕
る

漁
法
だ
が
、「
お
だ
」に
は
９
メ
ー
ト
ル
も

あ
る
大
き
な
も
の
も
あ
っ
た
。「
見
取
り
」

は
田
舟
で
魚
影
を
求
め
、
そ
の
魚
影
の

�小川芋銭の俳句『五月雨や月夜に似たる沼明

り』の碑。この句碑は昭和63年（1988年）の2

月に小川芋銭生誕120年祭を記念して三日月

橋生涯学習センター庭園に建立された。

生
し
て
い
た
。
そ
れ
に
沼
の
中
央
へ
半

島
状
に
突
き
出
し
た
弘
法
岬（
現
つ
く
ば

市
下
岩
崎
字
泊は

っ
さ
き崎
）と
い
わ
れ
る
高
台
の

下
の
岸
辺
付
近
に「
じ
ゅ
ん
さ
い
」
が
自

生
し
て
い
た
。

　

牛
久
沼
の
じ
ゅ
ん
さ
い
に
つ
い
て
は

住
井
の
二
女
増
田
れ
い
子
著『
母
住
井
す

ゑ（
海
竜
社
刊
）』に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
く
だ
り
を
抜
粋
・
要
約
し
て

み
た
。『
少
女
時
代（
昭
和
10
年
代
後
半
）

の
夏
の
沼
で
は
楽
し
い
思
い
出
が
多
い
。

岸
辺
に
河
骨
の
花
が
点
々
と
し
、
沼
の

水
深
が
浅
く
な
り
中
央
ま
で
浅
瀬
と
化

し
て
、
そ
こ
で
し
じ
み
が
掘
れ
、
泳
ぎ

の
練
習
が
で
き
、
じ
ゅ
ん
さ
い
が
よ
く

採
れ
た
』と
あ
る
。
じ
ゅ
ん
さ
い
は
酢
の

物
に
な
っ
て
犬
田
家
の
食
卓
を
彩
っ
た
。

濃
い
と
こ
ろ
を
網
で
す
く
い
取
る
方
法

だ
。
外
に
う
け
、
張
網
、
回
網
の
漁
法

が
あ
り
、
そ
れ
ら
で
捕
獲
し
た
小
魚
は

東
京
江
戸
川
方
面
へ
出
荷
さ
れ
、「
す
ず

め
焼
。
甘
露
煮
」に
な
っ
て
都
民
の
食
卓

を
に
ぎ
わ
し
た
。

　

犬
田
卯
に
と
っ
て
田
舟
こ
ぎ
は
昔

取
っ
た
き
ね
づ
か
で
あ
る
。
彼
は
体
調

の
い
い
と
き
に
田
舟
を
こ
い
で
沖
合
に

出
て「
見
取
り
」
に
よ
る
寒
ブ
ナ
を
捕
っ

た
。
寒
ブ
ナ
は
甘
露
煮
に
な
っ
て
犬
田

家
の
食
卓
に
上
が
っ
た
。

　

牛
久
沼
の
ウ
ナ
ギ
の
場
合
は
、
ま
ず

夕
方
、
田
舟
で
沖
合
に
出
て
、
80
ｍ
余

り
も
あ
る
長
袋
網
を
仕
掛
け
て
お
き
、

翌
日
早
朝
こ
れ
を
引
き
上
げ
る
と
い
う

独
特
の
捕
獲
方
法
が
編
み
出
さ
れ
て
い

て
、
昭
和
40
年
代
ま
で
続
け
ら

れ
て
い
た
。
浅
瀬
で
は
、
別
に

１
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
竹
筒（
タ

ガ
ッ
ポ
と
呼
ば
れ
て
い
た
）
の

中
に
え
さ
の
エ
ビ
ガ
ニ
や
ミ
ミ

ズ
な
ど
を
入
れ
て
お
い
て
ウ
ナ

ギ
を
こ
れ
に
誘
い
込
ん
で
捕
ら

え
る
法
が
あ
っ
た
。

　

昭
和
32
年（
１
９
５
７
年
）度

の
牛
久
町
の
牛
久
沼
に
関
す
る

記
録
を
引
用
し
て
み
る
と
、
当

時
は
水
生
多
年
草
ヒ
ル
ム
シ
や

ス
イ
レ
ン
科
の
一
年
生
水
草
オ

ニ
バ
ス
と
多
年
草
の
河こ

う
ぼ
ね骨

が
自
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