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住
井
す
ゑ
と
そ
の
文
学
の
里（
三
十
五
）

　
　

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　

川か

ぴ
た
り
の
餅も
ち

に
も
飽
け
よ
痩や
せ
か
っ
ぱ

河
童

―

小
川
芋
銭

　

『
川
ぴ
た
り
の
餅
に
も
飽
け
よ
痩
河
童
』

は
、
小
川
芋
銭
が
昭
和
９
年（
１
９
３
４

年
）に
詠
ん
だ
俳
句
で
あ
る
。

　

川
ぴ
た
り
餅
に
つ
い
て
は
住
井
す
ゑ

が
、
暮
ら
し
の
手
帖
社
刊
の
エ
ッ
セ
イ
集

『
牛
久
沼
の
ほ
と
り
』の
中
に
書
い
て
い
る

の
で
そ
の
く
だ
り
を
次
に
記
し
て
み
た
。

　

―

川
ぴ
た
り
餅
は
毎
年
旧
暦
の
十
二
月

一
日
の
早
朝
に
搗つ

く
の
が
習
わ
し
で
、
沼
し
ょ
う

畔は
ん

の
家
々
で
は
小
皿
ほ
ど
に
丸
め
た
餅
の

い
く
つ
か
を
、
ほ
か
ほ
か
と
温
か
い
う
ち

に
、
沼
に
注
ぐ
小
川
に
投
げ
入
れ
た
。
河

童
供
養
の
た
め
だ
。
と
い
う
の
は
、
河
童

は
本
来
、
胡き
ゅ
う
り瓜
が
好
物
。
そ
の
た
め
夏
場

は
沼
に
近
い
畑
の
胡
瓜
で
空
腹
知
ら
ず
に

く
ら
し
て
い
る
が
、
冬
に
入
っ
て
は
こ
れ

と
い
う
食
べ
物
も
見
当
ら
ず
、
お
そ
ら
く

飢
餓
に
瀕
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ

ん
な
折
柄
、う
ま
い
餅
を
施
し
て
や
れ
ば
、

河
童
は
そ
の
恩
義
に
感
じ
、次
の
年
の
夏
、

沼
で
泳
ぐ
子
供
た
ち
に
危
害
を
加
え
な
い

…
。
こ
ん
な
言
い
伝
え
が
む
ら
に
は
生
き

て
い
た
か
ら
だ
。

　

私
は
小
川
に
架
か
る
橋
の
上
に
足
を
と

め
、
沼
に
向
い
て
ゆ
っ
く
り
こ
ろ
が
り
流
れ

る
餅
の
姿
を
何
度
も
眺
め
た
。
だ
が
、
敗

戦
は
こ
の
風
物
詩
を
ゆ
る
さ
な
く
な
っ
た
。

厳
し
過
ぎ
る
食
糧
の
統
制
下
、
人
間
が
冬

の
河
童
よ
ろ
し
く
う
え
に
苦
し
む
中
で
は
、

沼
畔
の
人
に
も
川
ぴ
た
り
餅
の
夢
を
捨
て

る
し
か
な
く
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

―

河
童
は
も
と
も
と
水
神
と
し
て
人
々

の
信
仰
を
集
め
て
い
た
の
だ
っ
た
。
と
こ

ろ
が
、
河
童
信
仰
が
廃
れ
る
と
人
々
が
、

今
度
は
河
童
が
人
間（
特
に
水
泳
を
す
る

子
ど
も
を
狙
う
）
や
馬
な
ど
を
沼
、
池
、

川
の
深
い
ふ
ち
へ
引
き
ず
り
込
む
も
の
と

恐
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
同
時
に
河

童
を
想
像
上
の
水
陸
両
生
の
妖よ
う
か
い怪
に
仕
立

て
、
さ
ら
に
戯ぎ

が画
と
し
て
も
描
く
よ
う
に

な
っ
た
。
一
方
の『
川
ぴ
た
り
餅
』
の「
川

ぴ
た
り
」
と
は
、
川
浸ひ
た

り
の
こ
と
だ
。
河

童
を
恐
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
人
々
は
、
旧

暦
の
12
月
１
日
を〈
川
浸
り
の
一
日
〉と
定

め
て
、
毎
年
こ
の
日
に
餅
を
つ
き
、
団
子

を
こ
し
ら
え
て
沼
、
池
、
川
へ
投
げ
入
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
習
慣
が
川
ぴ
た

り
餅
と
呼
ば
れ
て
徐
々
に
全
国
各
地
へ
広

が
っ
た
の
だ
。
河
童
に
人

（々
特
に
子
ど

も
）
が
、
沼
、
池
、
川
の
深
い
ふ
ち
に
引

に
両
親
や
祖
父
母
に
よ
く『
小
野
川
に
い

る
河
童
に
引
き
込
ま
ん
ね
え
よ
う
に
気
を

付
け
ろ
！
』と
言
わ
れ
た
と
い
う
。

　

そ
の
小
野
川
の
最
上
流
沿
い
の
東
猯

穴
、
下
っ
て
中
根
、
下
根
、
さ
ら
に
下
っ

て
柏
田
、
小
坂
で
も
川
ぴ
た
り
餅
の
習
慣

が
あ
っ
た
。
が
、
城
中
と
同
じ
時
期
に
途

絶
え
て
い
る
。
中
根
で
は
個
人
的
に
ご
く

最
近
ま
で
水
難
よ
け
に
川
ぴ
た
り
餅
の
習

慣
を
続
け
て
き
た
人
が
い
る
。

き
込
ま
れ
な
い
よ
う
に
と
、
お
お
む
ね
水

難
よ
け
の
た
め
の
習
慣
に
な
っ
た
の
だ
。

小
野
川
流
域
の
集
落
で
も
行
わ
れ
て
い
た

習
慣『
川
ぴ
た
り
餅
』

　

本
市
の
西
北
か
ら
東
南
に
か
け
て
流
れ

る
小
野
川
は
、
か
つ
て
蛇
行
し
て
緩
や
か

に
流
れ
て
い
た
が
、
土
地
改
良
施
行
後
に

今
の
流
れ
に
な
っ
た
。

　

小
野
川
両
岸
の
台
地
上
に
は
純
農
村
岡

田
村
が
広
が
っ
て
い
た
。
岡
田
村
が
明
治

45
年（
１
９
１
２
年
）に
制
定
し
た
村
歌
の

歌
い
出
し
に『
波は

ざ

ん山
の
南
霞か

ほ浦
の
西　

小

野
の
流
れ
の
清す

む
所
』
と
あ
り
、
岡
田
小

学
校
旧
校
歌
の
歌
い
出
し
に
は『
流
れ
も

清
き
小
野
川
の
』
と
あ
っ
た
。
岡
田
小
・

中
両
校
に
学
ん
だ
男
子
の
大
半
は
、“
流
れ

も
清
き
小
野
川
”
で
、
汲く

み
け（
※
）、
魚

釣
り
、
泳
ぎ
を
体
験
し
て
い
る
。

　

小
野
川
流
域
の
集
落
に
先
祖
代
々
住
む

70
歳
代
の
男
性
に
よ
れ
ば
、
子
ど
も
時
分

※汲みけとは、夏場の渇水期にまず小野川を7、8mの距離をおいて2カ所土手の土で盛って仕切る。次にそ

の中の水をバケツでくみ出す。すると、コイ、フナ、タナゴ、時にはウナギが捕れた。シジミも採れた。

�土地改良以前の小野川は川幅の広いと
ころがあった。この風景は東猯穴側か
ら対岸の大井を望む。東猯穴出身の池
田弘氏が描いた。『東猯穴誌－里の風土
記』より。発行東猯穴誌刊行委員会。

�
水
天
宮
所
蔵
か
っ
ぱ
の
掛
け
軸
。
筑
後
川

（
熊
本
県
阿
蘇
山
北
側
に
源
を
発
し
、
筑

紫
平
野
を
経
て
有
明
海
に
注
ぐ
）
流
域
で

は
水
天
宮
の
お
守
り
を
身
に
着
け
て
い
る

と
か
っ
ぱ
に
悪
事
を
さ
れ
な
い
と
い
う
信

仰
が
み
ら
れ
る
。
ー
全
国
総
本
宮
水
天
宮

社
務
所（
福
岡
県
久
留
米
市
）提
供
ー

�文人画家（南画を描いた画家を指
す）小川芋銭が描いた『遊戯三昧（画
集河童百図より）』－牛久市所蔵。
芋銭が描いたかっぱはユーモラス
なものがあるが、鋭い風刺が込め
られているものもある。


