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住
井
す
ゑ
と
そ
の
文
学
の
里（
三
十
七
）
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小
川
芋
銭
と
犬
田
・
住
井
夫
妻

―

「
抱ほ
う
ぼ
く
し
ゃ

樸
舎
」の
名
前
の
由
来―

　

犬
田
・
住
井
夫
妻
は
昭
和
10
年

（
１
９
３
５
年
）の
７
月
30
日
に
東
京
で
の

生
活
を
切
り
上
げ
て
、
牛
久
沼
畔
の
台
地

上
に
あ
る
犬
田
の
生
家
に
戻
っ
て
き
た
。

　

犬
田
家
は
近
所
の
小
川
芋
銭
宅
で
も
ら

い
ぶ
ろ
を
し
て
い
た
。
ふ
ろ
上
が
り
に
、

芋
銭
か
ら
聞
く
老
子
・
荘
子
の
話
が
、
卯

の
東
京
で
の
修
羅
場
の
生
活
で
さ
さ
く
れ

た
気
分
を
和
ま
せ
た
。
そ
の
芋
銭
は
昭
和

13
年（
１
９
３
８
年
）12
月
17
日
に
雲う
ん
ぎ
ょ
て
い

魚
亭

で
71
年
に
わ
た
る
生
涯
を
閉
じ
た
。
卯
の

翌
14
年
１
月
８
日
の
日
記
に「
芋
銭
先
生

が
亡
く
な
ら
れ
た
。
父
を
亡
く
し
た
よ
う

な
気
持
ち
で
あ
る
」と
あ
っ
た
。

　

一
方
の
住
井
の
場
合
は
、
芋
銭
と
の
出

会
い
に
よ
っ
て
、
中
国
の
古
典
老
荘
思
想

（
文
人
画
家
が
素
養
と
し
た
）に
深
く
傾
倒

し
て
い
っ
た
。
住
井
は
、
田た

お

か岡
嶺れ
い
う
ん雲（
芋

銭
と
交
流
が
あ
っ
た
）
の
和わ

や

く譯
老ろ

う

し子
全
・

和
譯
荘そ

う

し子
全
を
座
右
の
書
と
し
、
こ
の
書

を
常
に
書
斎
の
机
上
に
置
い
て
い
た
。
住

井
が
昭
和
53
年（
１
９
７
８
年
）に
私
財
を

投
じ
て
宅
地
の
一
角
に
建
設
し
た
学
習
会

場
に
は「
抱
樸
舎
」と
名
付
け
た
。
抱
樸
舎

の
三
文
字
は
そ
も
そ
も
犬
田
が
、
東
京
・

小
石
川
の
寺
院
の
庫く

り裏
の
一
室
に
間
借
り

し
て
い
た
と
き
に
芋
銭
が
示
唆
を
込
め
て

書
い
て
贈
っ
て
く
れ
た
も
の
だ
っ
た
。『
抱

樸
』の
出
典
は
老
子（
紀
元
前
４
世
紀
時
代

の
中
国
の
学
者
）
の
書
物
だ
。
住
井
の
抱

樸
に
つ
い
て
の
短
い
解
説
文
に
は
、「
樸
と

は
、
山
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
ま
ん
ま
の
ア

ラ
木（
原
木
）の
こ
と
で
す
。
一
見
不
格
好

で
何
の
と
り
え
も
な
さ
そ
う
で
す
が
、
手

の
施
し
よ
う
で
、
こ
れ
は
家
や
家
具
と
も

な
れ
ば
、
り
っ
ぱ
な
工
芸
品
、
芸
術
作
品

に
も
な
り
ま
す
ね
。
ア
ラ
木
に
は
多
種
多

様
の
可
能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で

す
。
人
間
も
、
ま
さ
に
そ
れ
と
同
じ
じ
ゃ

あ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
見
か
け
は
何
の
ヘ

ン
テ
ツ
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
う
ち
に
多
種

多
様
な
可
能
性
を
備
え
て
い
る
か
ら
、
価

値
が
あ
る
ん
で
す
。
素
朴
な
心
を
抱
き
つ

づ
け
る
こ
と
…
」と
あ
っ
た
。

　

小
川
芋
銭
は
、
わ
が
国
の
美
術
史
上

に「
情
趣
豊
か
な
独
特
の
作
風
で“
南
画

（
文
人
画
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
）”
の
新
境

地
を
開
く
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
該
当
す

る
作
品
名
は『
水
虎
と
そ
の
眷け
ん

族ぞ
く

』
や『
夕

風
』『
狐
の
嫁
』な
ど
で
、
こ
れ
ら
が
平ひ
ら
ふ
く福

生
の
友
頼ら
い

山さ
ん
よ
う陽
ほ
か
各
地
の
文
人
と
も
親

交
を
持
ち
詩
画
三
昧
の
生
活
を
送
っ
た
。

竹
田
の
南
画
、
つ
ま
り
文
人
画
の
画
論
は

「
絵
を
描
く
の
に
、
技
術
が
未
熟
で
あ
る

こ
と
は
そ
ん
な
に
嘆
く
ほ
ど
の
こ
と
で
は

な
い
が
、
精
神
の
力
が
足
り
な
い
と
い
う

こ
と
は
心
配
で
あ
る
。
技
術
に
巧
み
な
人

は
、
特
に
昔
の
優
れ
た
絵
画
を
模
倣
す
る

の
を
得
意
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
精
神

の
充
実
し
た
人
は
、
独
自
の
立
場
に
立
っ

て
創
作
す
る
」と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

江
戸
時
代
後
期
の
生
ま
れ
で
、
明
治
・

大
正
時
代
を
代
表
し
た
文
人
画
家
富と
み
お
か岡

鉄て
っ
さ
い斎（

天
保
７
年（
１
８
３
６
年
）
～
大
正

13
年（
１
９
２
４
年
））
は
生
涯
で
数
万
点

に
上
る
南
画（
文
人
画
）作
品
を
残
し
て
い

る
が
、「
自
分
は
儒
者
だ
。画
家
で
は
な
い
」

と
言
い
続
け
た
。

百ひ
ゃ
く
す
い
穂
、
小こ

す

ぎ杉
放ほ
う
あ
ん庵
ら
の
新
し
い
水
墨
表
現

と
並
ん
で
、
彼
が
近
代
文
人
画
表
現
と
い

う
べ
き
新
し
い
画
境
を
開
拓
し
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
と
評
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

と
こ
ろ
で
、
南
画
は
南な
ん
そ
う
が

宋
画
の
略
で
、

中
国
の
明み
ん

時
代
の
董と
う
き
し
ょ
う

其
昌（
１
５
５
４

年
～
１
６
３
６
年
）
が
初
め
て
説
い
た
画

派
の
呼
称
だ
。董
其
昌
は
書（
行
書
・
草
書
）

に
も
秀
で
、南
画
を
文
人
画
と
も
称
し
た
。

文
人
と
は
高
い
教
養
を
身
に
付
け
た
、
詩

文
の
才
能
を
持
つ
人
の
意
味
で
、
か
か
る

人
々
が
非
職
業
的
に
描
い
た
絵
を
文
人
画

と
呼
ん
だ
の
だ
。

　

江
戸
時
代
中
期
に
も
た
ら
さ
れ
た
南
画

の
作
品
を
模
倣
し
、
南
画
関
係
書
物
を
唯

一
の
参
考
文
献
に
し
て
、
南
画
を
描
き
、

わ
が
国
南
画
の
先
駆
者
と
称
さ
れ
た
の
が

紀
州
藩
儒
官
で
漢
詩
人
の
祇ぎ

お

ん園
南な
ん
か
い海

と
、

儒
学
者
で
漢
詩
人
の
服は
っ
と
り部

南な
ん
か
く郭

だ
。

　

祇
園
南
海
の
作
品
の
影
響
を
受
け
て
、

わ
が
国
の
南
画
様
式
を
完
成
さ
せ
た
の
は

池い
け
の
た
い
が

大
雅
と
与よ

さ謝
蕪ぶ

そ

ん村
だ
っ
た
。

　

江
戸
時
代
後
期
の
南
画
を
描
い
た
画

家
を
代
表
す
る
田た

の

む

ら

能
村
竹ち
く
で
ん田（

１
７
７
７

年
～
１
８
３
５
年
）
は
、
幼
少
よ
り
田
能

村
家
代
々
の
職
で
あ
る
医（
岡
藩
主
御
典

医
）
を
好
ま
ず
、
絵
を
た
し
な
み
、
経
学

文
章
を
志
し
た
。
身
を
常
に
文
人
の
立
場

に
置
き
、
国
学
者
上う

え

だ田
秋あ
き
な
り成
、
池
田
藩
大

目
付
浦う
ら
が
み上
玉ぎ
ょ
く
ど
う
堂
、
岡お

か

だ田
米べ
い
さ
ん
じ
ん

山
人
な
ど
京
坂

地
方
の
文
人
画
人
と
交
流
し
、
さ
ら
に
終

�
小
川
芋
銭
。
芋
銭
は
河
童
、
漫
画
、
挿

絵
、
南
画（
文
人
画
）を
描
い
た
。
南
画

（
文
人
画
）を
描
く
一
方
で
老
荘
思
想
に

通
じ
、
書
・
詩（
俳
句
・
短
歌
）を
よ
く

し
た
。


