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住
井
す
ゑ
と
そ
の
文
学
の
里（
五
十
二
）
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功
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さ
お　

住
井
の
長
編
児
童
小
説『
夜
あ
け
朝
あ
け
』

―

舞
台
は
純
農
村
で
結
城
紬
の
里―

　

住
井
す
ゑ
は
、
夫
犬
田
卯
の
病
が
小
康

状
態
を
得
た
昭
和
28
年（
１
９
５
３
年
）
の

夏
。
夫
が
言
う
よ
う
に
、「
本
当
に
農
村
に

生
き
、
農
民
そ
れ
自
身
の
立
場
に
立
っ
て

現
代
社
会
を
描
い
て
み
よ
う
」、
そ
う
す
れ

ば
、「
そ
の
作
品
こ
そ
夫
の
求
め
る
農
民
文

学
だ
」と
、
住
井
は
納
得
し
た
。
こ
れ
を
住

井
は
モ
チ
ー
フ
に
し
て
、「
戦
後
農
政
の
矛

盾
を
追
及
し
、
村
の
権
力
者
の
自
己
中
心

を
糾
弾
し
、
さ
ら
に
農
村
に
未
来
を
求
め

る
少
年
を
描
き
出
し
て
、
農
民
の
連
帯
を

歌
い
上
げ
る
」、『
夜
あ
け
朝
あ
け
』
と
い
う

小
説
を
構
想
し
た
。『
夜
あ
け
朝
あ
け
』
は
、

住
井
の
代
表
作
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い

る
の
で
、
次
に
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
記
し

て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

『
夜
あ
け
朝
あ
け
』
の
舞
台
は
、
茨
城
県

の
結
城
郡
下
に
設
定
さ
れ
た
。
設
定
地
は

鬼き

ぬ

が

わ

怒
川（
古
代
に
は
衣
川
・
絹
川
と
も
呼
ば

れ
た
）
の
右
岸
の
辺
に
広
が
る
純
農
村
で
、

そ
こ
は
結
城
紬（
※
１
）の
里
で
も
あ
っ
た
。

登
場
す
る
奥
山
家
は
、
父
が
戦
死
し
、
母

と
４
人
の
子
に
祖
母
。
４
人
の
子
は
、
上

か
ら
正
司（
中
学
３
年
）、
武（
中
学
２
年
）、

み
ど
り（
小
学
６
年
）、
え
つ
子（
６
歳
）。

奥
山
家
で
は
、
一
家
総
出
に
よ
る
農
業
と

母
の
結
城
紬
織
り
で
ど
う
に
か
生
活
し
て

い
る
。
し
か
し
、
田
植
え
作
業
で
母
が
破

傷
風
を
患
い
、
あ
っ
と
い
う
間
に
急
死
し

て
し
ま
う
。
残
さ
れ
た
４
人
の
子
と
年
老

い
た
祖
母
は
、
田
、
畑
を
耕
し
て
懸
命
に

生
活
を
守
る
。
そ
ん
な
中
で
、
割
り
当
て

ら
れ
た
16
俵
の
供
出
米（
※
２
）
を
全
県
一

で
完
納
し
た
た
め
、
正
司
が
知
事
か
ら
表

彰
を
受
け
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
何
も
奥
山

家
が
16
俵
を
早
々
と
供
出
で
き
る
ほ
ど
余

裕
が
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
し
、
正
司
が

国
に
協
力
的
だ
っ
た
か
ら
で
も
な
い
。
正

司
の
家
は
、
畑
が
２
反
８
畝
、
水
田
が
３

反
８
畝
、
労
働
力
は
子
ど
も
だ
け
。
割
り

当
て
ら
れ
た
16
俵
の
供
出
米
は
、
ま
っ
た

く
納
得
し
が
た
い
量
で
あ
る
。
割
り
当
て

の
規
準
に
な
っ
て
い
る
国
の
供
出
制
度
に

も
反
対
だ
し
、
無
理
を
承
知
で
押
し
付
け

る
集
落
の
地
主
の
長
老
た
ち
に
も
大
い
に

不
満
で
あ
っ
た
。
正
司
が
早
々
と
供
出
し

た
の
は
、
刈
り
入
れ
た
今
、
供
出
し
て
お

か
な
い
と
自
分
た
ち
の
飯
米
に
な
っ
て
し

ま
い
、
後
か
ら
で
は
と
て
も
16
俵
を
納
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
た
か
ら
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
完
納
県
下
一
と
善
行
扱
い

さ
れ
る
の
は
、
彼
に
と
っ
て
有
り
難
迷
惑

な
話
で
あ
っ
た
。
正
司
の
家
で
は
、
経
済

的
に
ど
う
計
算
し
て
み
て
も
、
死
ん
だ
母

が
稼
ぎ
出
し
て
い
た
機
織
り
の
分
が
不
足

で
あ
っ
た
。
中
学
校
を
卒
業
す
る
と
正
司

は
、
弟
と
妹
に
家
を
任
せ
、
東
京
に
出
稼

ぎ
に
行
く
。
供
出
米
を
奨
励
す
る
た
め
の

知
事
表
彰
で
、
褒
美
に
自
転
車
ま
で
も
ら
っ

た
村
自
慢
の
模
範
少
年
が
、
農
業
を
捨
て

て
都
会
に
走
る
。
や
っ
か
み
も
含
め
、
正

司
を
非
難
し
た
り
、
事
実
無
根
の
う
わ
さ

を
す
る
者
も
い
る
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
そ

ん
な
折
、
夏
祭
り
に
小
学
校
の
校
庭
で
映

写
会
が
開
催
さ
れ
る
。
そ
の
ニ
ュ
ー
ス
映

画
で
、
都
会
の
夜
間
工
事
現
場
が
放
映
さ

れ
、
真
っ
黒
に
な
っ
て
働
い
て
い
る
正
司

の
姿
が
映
し
出
さ
れ
た
。
正
司
は
、
都
会

の
夜
に
自
分
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
働
い
て

い
る
。
村
人
た
ち
は
思
わ
ず
画
面
の
正
司

に
声
援
を
送
る
。

　

住
井
の
夫
犬
田
卯
は
、
農
業
県
茨
城
の

中
で
、
生
産
農
民
の
立
場
に
立
っ
て
、
農

民
文
学
に
携
わ
っ
た
が
、
一
方
で
フ
ラ
ン

ス
の
田
園
作
家
シ
ャ
ル
ル
・
ル
イ
・
フ
ィ

リ
ッ
プ
に
も
深
く
傾
倒
し
て
い
た
。
そ
こ

で
住
井
は『
夜
あ
け
朝
あ
け
』
の「
あ
と
が

き
」
に
フ
ラ
ン
ス
の
田
園
画
家
ミ
レ
ー
の

『
生
涯
を
か
け
て
百
姓
の
絵
を
か
く
で
あ
ろ

う
』と
い
う
言
葉
を
引
い
て
、
働
く
人
以
上

に
美
し
い
人
は
い
な
い
と
記
し
、
夫
犬
田

卯
の
期
待
に
応
え
よ
う
と
し
た
。

※
１ 

結
城
紬
…
昭
和
28
年
茨
城
県
無
形
文

化
財
に
、
昭
和
31
年
国
重
要
無
形
文
化

財
に
そ
れ
ぞ
れ
指
定
さ
れ
て
い
る
。
結

城
紬
は
古
代
の
第
10
代
祟
神
天
皇
統

治
下（
３
世
紀
前
半
）
に
結
城
地
方（
結

城
市
を
中
心
に
本
県
と
栃
木
県
に
ま
た

が
る
鬼
怒
川
沿
い
に
20
㎞
以
内
）
で
お

こ
っ
た
丈
夫
で
高
級
な
絹
織
物
。
農
家

の
副
業
と
し
て
連
綿
と
織
り
伝
え
ら
れ

て
い
る
。

※
２ 

供
出
…
食
糧
管
理
法
に
基
づ
く
制

度
。
昭
和
17
年（
１
９
４
２
年
）
か
ら
同

29
年（
１
９
５
４
年
）
に
か
け
て
、
つ
ま

り
戦
中
・
戦
後
の
食
糧
不
足
時
代
に
農

民
か
ら
米
麦
な
ど
主
要
食
糧
の
一
定
量

を
、
政
府
が
決
め
た
価
格
で
強
制
的
に

買
い
上
げ
た
方
式
。
消
費
者
に
一
定
の

主
食
配
給
料
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
た
。

�供出一番乗りの少年を報奨する初の民選

による茨城県知事友末洋治（昭和22年４月

より昭和34年４月まで在職）。ただし、こ

の少年は『夜あけ朝あけ』の主人公とはまっ

たく関係ない。

－写真２点とも昭和54年茨城県議会発行『郷土百

年－茨城県議会１００年写真集』より転載－
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