
用
水
工
事
に
天
狗
が
力
を
貸
し
た
?!

―
天
狗
岩
用
水

　
用
水
の
工
事
中
、
大
岩
に
突
き
当
た
り

困
り
果
て
た
農
民
。
そ
こ
に
山
伏
姿
の
男

が
現
れ
ま
し
た
。
男
が
岩
を
取
り
除
く
方

法
を
伝
授
し
、
用
水
は
無
事
完
成
。
農
民

た
ち
は
男
が
天
狗
に
違
い
な
い
と
信
じ
、

そ
の
後
、
こ
の
用
水
を
「
天
狗
岩
用
水
」

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
利
根
川
の
水
を
総
社
地
区
に
取
水
す
る

「
天
狗
岩
用
水
」。
慶
長
７（
1
6
0
2
）

年
か
ら
3
年
に
わ
た
り
こ
の
開
発
を
進
め

た
領
主
・
秋
元
長
朝
は
、
農
民
へ
の
援
助

を
惜
し
ま
ぬ
人
物
で
し
た
。
農
民
も
長
朝

を
慕
い
、転
封
後
1
0
0
年
以
上
経
っ
た

安
永
５（
1
7
7
6
）年
に
力
田
遺
愛
碑

を
建
立
し
ま
し
た
。
地
区
の
歴
史
に
詳
し

い
関
口
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
領
主
が
農
民
に

尽
く
し
、
農
民
が
領
主
を
慕
う
関
係
は
全

国
的
に
も
珍
し
い
と
の
こ
と
。

　

現
在
総
社
地
区
で
は
、
２
年
に
１
度
、

秋
元
氏
を
た
た
え
る
武
者
行
列
が
行
な
わ

れ
ま
す
。
総
社
の
人
々
の
温
か
さ
や
誠
実

さ
に
よ
り
、
受
け
継
が
れ
て
い
る
歴
史
が

あ
り
ま
し
た
。

神
に
な
っ
た
石
?!
―
岩
神
の
飛
石

　
「
飛と
び

石い
し

」と
い
う
名
の
由
来
は
赤
城
山

か
ら
飛
ん
で
き
た
と
い
う
石
（
最
近
の
研

究
で
は
、
浅
間
山
の
噴
石
が
泥
流
に
乗
り

流
れ
着
い
た
と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
）。

岩
神
稲
荷
神
社
を
管
轄
す
る
前
橋
東
照
宮

宮
司
の
瀬
尾
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
そ
の
昔
、

石
工
た
ち
が
飛
石
か
ら
石
材
を
取
ろ
う
と

す
る
と
、
石
か
ら
濃
血
が
あ
ふ
れ
、
石
工

た
ち
の
手
足
が
ま
ひ
し
た
り
、
両
目
を
失

明
し
た
り
し
た
そ
う
。
以
来
、
飛
石
は
神

と
し
て
祭
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

国
の
天
然
記
念
物
に
も
指
定
さ
れ
て
い
る

こ
の
飛
石
、
バ
ラ
ン
ス
が
悪
く
倒
れ
そ
う

に
見
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
ま
で

の
地
震
で
も
動
い
て
い
ま
せ
ん
の
で
ご
安

心
を
。
石
は
地
下
約
10
㍍
ま
で
埋
ま
っ
て

い
て
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
で
年
２
回
、
位
置
が
ず
れ

て
い
な
い
か
確
認
し
て
い
ま
す
。
歴
史
あ

る
物
を
後
世
に
残
す
こ
と
の
大
切
さ
と
大

変
さ
を
感
じ
ま
す
ね
。

　
伝
説
は
個
性
豊
か
に
地
域
の
歴
史
文
化

を
語
っ
て
く
れ
ま
す
。
あ
な
た
も
身
近
な

伝
説
の
地
を
訪
ね
「
前
橋
再
発
見
」し
て

み
ま
せ
ん
か
。

ウ
ナ
ギ
が
人
々
の
救
世
主
?!

―
片
貝
虚
空
蔵
尊

　
東
片
貝
町
の
片
貝
虚
空
蔵
尊
に
は
ウ

ナ
ギ
を
食
べ
る
と
罰
が
当
た
る
と
い
う
伝

説
が
。「
ウ
ナ
ギ
お
い
し
い
の
に
…
。」そ

ん
な
気
持
ち
で
、
虚
空
蔵
尊
の
世
話
人
代

表
・
松
本
さ
ん
に
話
を
伺
い
ま
し
た
。

　

そ
の
昔
、
こ
の
地
域
で
洪
水
が
発
生

し
、
人
々
の
信
仰
の
対
象
で
あ
っ
た
仏
像

の
虚
空
蔵
菩ぼ

薩さ
つ

が
流
さ
れ
そ
う
に
。
し
か

し
、
ウ
ナ
ギ
が
虚
空
蔵
菩
薩
に
ぐ
る
ぐ
る

と
体
を
巻
き
つ
か
せ
、
洪
水
か
ら
守
っ
た

と
い
う
の
で
す
。
以
後
、
ウ
ナ
ギ
は
虚
空

蔵
菩
薩
の
化
身
と
し
て
人
々
の
信
仰
を
集

め
続
け
ま
し
た
。
今
も
こ
の
地
域
に
は
ウ

ナ
ギ
を
食
べ
な
い
人
が
多
く
い
ま
す
。

　
「
伝
え
た
い
の
は
、
ウ
ナ
ギ
を
食
べ
な

い
こ
と
で
は
な
く
食
べ
物
に
感
謝
す
る
気

持
ち
」。
松
本
さ
ん
は
、
伝
説
を
地
元
の

子
ど
も
た
ち
へ
語
り
継
い
で
い
ま
す
。

　前橋に残る歴史や
伝説の地、皆さんも
ぜひ、現地に足を
運んでみてくだ
さい。（馬持） 　地元の皆さんの

秋元氏に対する感
謝の思いの大きさ
に驚き！素晴らし
い関係ですね。
（渡辺）

　伝説を伝えよう
とする地元の皆さ
んの熱心な思いに
感激しました。
（田中）

　近所の飛石が天
然記念物だったと
は。身近な物に目
を向けることも大
切。（遠藤）

　「取材後はうな重を♪」
と思っていましたが、「う
なぎパイ」で我慢。伝説
の影響力を体感。（奥田）

知られざる前橋がそこに
伝説の地を訪ねて

　ウナギを食べると罰が当たる…。皆さんはこんな言い伝えを聞
いたことがありますか。前橋には、さまざまな伝説や言い伝えが
残っています。そんな前橋の伝説をワカモノ記者が追いました。
担当は馬持沙織・遠藤敦美・奥田柳太郎・川田和樹・田中慧・渡辺楓

 文化財保護課 ☎ 027-280-6511
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市民が作る

まだまだ伝説の地は他にも
　今回の取材のきっかけは、昭和49年発行の

「前橋の伝説百話 」という本との出合い。この
中には、今はもう見られなくなった地域の様子

も紹介。この本は、市
立図書館で借りること
ができます。

取材の様子は
フェイスブックでも

　今回の取材の様子はフェ
イスブックにも掲載中。紙
面に収まりきらないワカモ
ノ記者の取材日記を、ぜひ
ご覧ください。（川田 ）

01. 赤みを帯びた岩肌　02.飛石を
祭る岩神稲荷神社　03.「自然の力
は偉大です」と瀬尾さん

01.片貝虚空蔵尊鰻池の前で「うなぎパイ」を食す　02.片貝虚空蔵尊外観
03. 虚空蔵尊門前の鰻池。かつてはこの池にウナギが奉納されていた　
04.「地域の文化を大切にしたい」と松本さん

01. 護岸された天狗岩用水を歩く　02. 総社の農民が領主に感謝
し建てた力田遺愛碑（光厳寺 ）　03. 取材した総社歴史資料館で
はタブレット端末などで地区の歴史を紹介　04.「地域の歴史を
伝えるのが生きがいです」と関口さん
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