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住
井
す
ゑ
と
そ
の
文
学
の
里（
六
十
五
）
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久
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保
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審
議
委
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り
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『
橋
の
な
い
川
』が
、
国
民
的
大
ベ
ス

ト
セ
ラ
ー
と
な
る
と
、
手
紙
だ
け
で
は

物
足
り
な
い
読
者
が
、
毎
日
の
よ
う
に

不
便
な
牛
久
沼
の
ほ
と
り
の
牛
久
町

（
現
牛
久
市
）大
字
城
中
の
住
井
す
ゑ
宅

ま
で
訪
ね
て
来
る
。

　

住
井
す
ゑ
本
人
が
気
軽
に
会
っ
て
く

れ
る
と
い
う
う
わ
さ
が
立
つ
と
、
市
民

団
体
が
集
団
で
押
し
掛
け
る
。
中
に
は

マ
イ
ク
ロ
バ
ス
で
来
る
婦
人
会
も
あ

る
。

　

元
来
話
し
好
き
で
、
サ
ー
ビ
ス
精
神

旺
盛
な
彼
女
は
、
自
分
の
読
者
で
あ
る

と
思
う
と
つ
い
話
に
熱
が
入
る
が
、
彼

女
が
語
る
こ
と
に
夢
中
に
な
る
の
は
、

や
は
り『
橋
の
な
い
川
』を
６
部
ま
で
書

い
た
だ
け
で
は
言
い
足
り
な
か
っ
た
か

ら
だ
。
日
本
の
現
在
そ
し
て
未
来
に
つ

い
て
語
り
た
い
こ
と
は
つ
き
な
い
。

　

そ
れ
に
全
国
か
ら
来
る
読
者
は
、
出

不
精
な
住
井
す
ゑ
に
貴
重
な
情
報
を
提

供
し
て
も
い
く
。
彼
女
が
、『
橋
の
な
い

川
』で
関
西
一
円
を
取
材
し
た
の
は
例
外

で
、
彼
女
は
、
講
演
を
依
頼
さ
れ
て
も

周
り
の
景
勝
の
地
を
見
学
す
る
こ
と
も

な
い
。
物
見
遊
山
の
旅
な
ど
一
度
も
し

た
こ
と
も
な
い
し
、
温
泉
に
つ
か
っ
て

み
た
い
な
ど
と
考
え
た
こ
と
も
な
い
。

　

彼
女
の
唯
一
の
趣
味
は
、
キ
ャ
ラ
メ

ル
で
も
し
ゃ
ぶ
っ
て
の
お
し
ゃ
べ
り
か

も
し
れ
な
い
。

　

米
作
地
帯
の
農
民
が
来
て
、「
減
反
と

い
っ
て
も
俺
は
減
反
し
な
い
、
自
分
の

土
地
で
自
分
が
作
る
の
に
、
何
が
文
句

あ
る
の
か
。
し
か
し
、
減
反
に
協
力
し

な
い
農
家
が
補
助
金
を
カ
ッ
ト
さ
れ
る

の
は
い
い
ん
だ
が
、
村
や
農
協
は
上
か

ら
締
め
付
け
ら
れ
る
ん
だ
ろ
う
な
、
近

所
か
ら
の
圧
力
が
す
ご
く
て
、
孤
立
し

ち
ゃ
っ
て
、
や
っ
ぱ
り
や
っ
て
い
け
な

い
」と
こ
ぼ
し
て
い
く
。

　

住
井
は
、
今
の
農
政
は
農
家
が
仲
間

割
れ
す
る
よ
う
な
政
策
だ
と
思
う
。

　

フ
ァ
ン
で
自
宅
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ

て
し
ま
い
、
と
て
も
家
に
収
容
し
き
れ

な
い
日
も
あ
る
。

　

住
井
は
、
昭
和
53
年（
１
９
７
８
年
）

に
、
自
分
の
屋
敷
の
一
画
に
１
５
０

人
ほ
ど
入
る
小
ホ
ー
ル
を
印
税
で
建
設

し
、
決
ま
っ
た
日
に
そ
こ
で
人
々
に
話

を
す
る
こ
と
に
し
た
。玄
関
の
横
に
は
、

小
川
芋
銭
の
筆
に
な
る「
抱ほ
う
ぼ
く
し
ゃ

樸
舎
」と
い

う
文
字
を
刻
み
付
け
た
石
碑
が
立
っ
て

い
る
。
そ
の
名
前
が
風
変
わ
り
な
た
め

に
、
牛
久
と
い
う
地
名
と
重
な
り
、
牛

を
放
し
飼
い
に
し
て
い
る
放
牧
舎
と
勘

違
い
さ
れ
た
と
い
う
笑
い
話
も
あ
る

が
、
住
井
す
ゑ
は
、
敬
愛
す
る
芋
銭
と

愛
す
る
夫
に
因
縁
の
あ
る
舎
名
に
ご
機

嫌
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、住
井
す
ゑ
を
訪
ね
る
人
は
、

農
業
問
題
に
興
味
の
あ
る
人
ば
か
り
で

は
な
い
。
出
版
社
の
編
集
者
は
も
ち
ろ

ん
、
児
童
文
学
者
、
町
役
場
の
職
員
、

学
生
な
ど
、
各
階
層
の
人
が
集
ま
る
。

　

そ
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
機
会
に
彼
女

に
接
し
た
人
が
、
ま
た
抱
樸
舎
を
訪
れ

る
よ
う
に
な
る
。

　

抱
樸
舎
に
通
う
回
数
の
多
い
人
々
は

互
い
に
顔
見
知
り
に
も
な
っ
た
。
特

に
熱
心
な
人
々
が
運
営
委
員
会
を
つ
く

り
、住
井
す
ゑ
を
囲
む
会
を
組
織
し
た
。

　

会
は
、「
抱
樸
舎
公
開
学
習
会
」
と
呼

ば
れ
、
住
井
の
話
だ
け
で
は
な
く
、
次

第
に
講
師
を
招
く
よ
う
に
も
な
り
、
講

師
の
講
演
の
後
、
講
師
と
住
井
が
対
談

し
、
最
後
は
聴
衆
を
交
え
た
討
論
と
い

う
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
大
体
の
日
程
と
な

り
、
そ
れ
を
楽
し
み
に
全
国
か
ら
人
が

集
ま
っ
て
く
る
。

　

講
師
は
、
美
濃
部
亮
吉
、
山
田
洋
次
、

永
六
輔
、
野
坂
昭
如
、
寿
岳
章
子
な
ど
、

多
種
多
彩
で
あ
っ
た
。
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『人 間 は 素 朴 で

私 心 を 薄 く し、

私欲を慎むべき

である』に由来

する。

抱
樸
舎
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建
設
と

　
　

抱
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会


