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「
伸
子
」
は
一
九
二
四
年
よ
り
一
九
二
六
年
の
間
に
執
筆
さ
れ
、
六
七
十
枚

か
ら
百
枚
ぐ
ら
い
ず
つ
に
章
を
く
ぎ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
題
の
も
と
に
二
三

ヵ
月
お
き
に
雑
誌
『
改
造
』
に
発
表
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
第
一
の
部
分

「
揺
れ
る
樹
々
」
に
つ
づ
い
て
「
聴
き
わ
け
ら
れ
ぬ
跫
音
」
そ
の
ほ
か
「
崖

の
上
」
「
白
霧
」
「
蘇
芳
の
花
」
「
苔
」
な
ど
と
い
う
小
題
を
も
っ
て
。

　
当
時
日
本
に
は
も
う
初
期
の
無
産
階
級
運
動
が
盛
で
あ
っ
た
し
、
無
産
階

級
の
芸
術
運
動
も
お
こ
っ
て
い
た
。
解
放
運
動
の
全
線
に
わ
た
っ
て
、
ア
ナ

ー
キ
ズ
ム
と
コ
ン
ム
ニ
ズ
ム
と
の
区
別
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
時
代
で
あ

っ
た
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
、
歴
史
の
推
進
力
と
な
る
階
級
で
あ
る
こ
と

は
主
張
さ
れ
て
い
た
が
、
進
歩
的
な
小
市
民
・
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
が
革
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命
の
道
ゆ
き
に
ど
の
よ
う
な
位
置
と
使
命
と
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
、
ま
だ
科
学
的
な
判
断
が
生
活
と
文
学
と
の
具
体
的
な
あ
り
か
た

で
は
っ
き
り
さ
せ
ら
れ
て
い
な
い
時
期
で
あ
っ
た
。
無
産
者
芸
術
運
動
、
そ

の
文
学
の
分
野
で
は
、
自
然
発
生
的
に
宮
嶋
資
夫
、
葉
山
嘉
樹
、
前
田
河
広

一
郎
、
江
口
渙
そ
の
他
の
無
産
階
級
出
身
の
小
説
家
の
作
品
が
登
場
し
、
芸

術
理
論
の
面
で
は
、
平
林
初
之
輔
、
青
野
季
吉
、
蔵
原
惟
人
等
に
よ
っ
て
ブ

ル
ジ
ョ
ア
文
芸
批
評
の
主
観
的
な
印
象
批
評
に
対
し
て
、
文
学
作
品
の
よ
り

客
観
的
科
学
的
な
批
評
の
必
要
が
提
唱
さ
れ
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。
ま
た

文
学
作
品
の
評
価
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
の
社
会
性
の
課
題
が
と
り
あ
げ
ら

れ
「
調
べ
た
作
品
」
の
要
望
も
お
こ
っ
て
い
た
。
当
時
、
無
産
派
の
文
学
と

し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
た
作
品
は
、
ど
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
の
生
活
よ
り
自
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然
発
生
的
に
そ
の
貧
に
つ
き
、
社
会
悪
と
資
本
家
へ
の
憎
悪
な
ど
が
描
か
れ

た
も
の
で
、
つ
き
つ
め
て
み
れ
ば
そ
れ
が
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
富
裕
な
階
級

に
生
き
る
文
士
の
身
辺
小
説
で
な
い
と
い
う
違
い
を
も
っ
た
だ
け
の
も
の
が

多
か
っ
た
。
そ
の
「
印
象
の
つ
づ
り
合
わ
せ
」
や
「
単
な
る
興
奮
と
感
傷
」

に
満
足
し
な
い
で
、
労
働
階
級
は
生
産
機
関
を
握
り
、
社
会
の
運
転
を
担
当

し
て
い
る
階
級
な
の
だ
か
ら
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
者
の
う
か
が
い
知
る
こ
と

の
出
来
な
い
生
産
と
労
働
と
搾
取
と
の
世
界
を
解
剖
し
、
描
写
す
べ
き
で
あ

る
と
主
張
さ
れ
た
。

　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
が
、
端
緒
的
で
あ
っ
た
自
身
の
文
学
理
論
を
一

歩
一
歩
と
前
進
さ
せ
な
が
ら
、
作
品
活
動
も
旺
盛
に
行
っ
て
い
る
の
に
対
し

て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
は
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
不
可
抗
に
創
造
力
の
衰
退
と
発
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展
性
の
喪
失
を
し
め
し
だ
し
た
。
日
本
資
本
主
義
高
揚
期
で
あ
っ
た
明
治
末

及
び
大
正
時
代
に
活
動
し
は
じ
め
た
永
井
荷
風
、
志
賀
直
哉
、
芥
川
龍
之
介
、

菊
池
寛
、
谷
崎
潤
一
郎
そ
の
他
の
作
家
た
ち
は
、
丁
度
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で

の
活
動
期
を
終
っ
た
と
き
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
作
家
た
ち
は
無
産
階
級
運
動

と
そ
の
芸
術
運
動
の
擡
頭
し
は
じ
め
た
日
本
の
新
し
い
社
会
と
文
学
の
動
揺

の
な
か
に
、
各
自
の
発
展
の
道
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
っ

た
が
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
こ
ん
に
ち
自
身
を
お
い
て
い
る
状
態
か
ら
み
て
も

一
目
瞭
然
で
あ
る
と
お
り
、
誰
も
が
自
身
の
既
成
文
壇
に
お
い
て
の
地
位
を

肯
定
し
、
個
人
的
な
才
能
に
未
来
の
打
開
を
た
の
ん
だ
。
無
産
階
級
の
芸
術

運
動
と
旧
文
壇
と
は
互
に
ゆ
ず
る
こ
と
の
な
い
粘
り
づ
よ
さ
で
対
立
し
た
。

　
真
実
の
発
展
を
自
分
た
ち
に
向
っ
て
拒
み
つ
つ
あ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
の
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ひ
こ
ば
え
と
し
て
こ
の
時
期
に
発
生
し
た
の
が
、
横
光
利
一
そ
の
他
の
人
々

の
新
感
覚
派
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
権
威
で
文
壇
を
封
鎖
し

て
い
る
旧
い
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
に
は
あ
き
足
ら
ず
、
さ
り
と
て
無
産
階
級
の

文
学
運
動
に
対
し
て
は
自
分
た
ち
の
属
し
て
い
る
社
会
層
の
小
市
民
風
な
生

活
感
情
か
ら
共
感
が
も
て
ず
、
ど
ち
ら
に
向
っ
て
も
抵
抗
し
な
が
ら
ド
イ
ツ

の
表
現
派
の
手
法
を
模
し
て
漠
然
と
新
し
い
生
活
と
芸
術
の
感
覚
を
主
張
し

て
、
自
身
の
存
在
意
義
を
見
出
し
て
ゆ
こ
う
と
し
た
の
が
こ
の
新
感
覚
派
で

あ
っ
た
。

　
そ
の
時
代
に
「
伸
子
」
の
作
者
は
、
所
謂
文
壇
か
ら
も
は
な
れ
て
い
た
し
、

新
感
覚
派
か
ら
も
遠
く
、
無
産
階
級
文
学
運
動
に
つ
い
て
は
、
作
品
を
よ
ん

で
い
る
だ
け
で
、
理
論
的
な
問
題
は
何
ひ
と
つ
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
。
足
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か
け
三
年
作
者
は
ひ
た
す
ら
「
伸
子
」
に
没
頭
し
た
。
人
間
ら
し
い
生
活
の

多
様
さ
や
発
展
、
生
き
て
い
る
甲
斐
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
人
生
を
も
と
め

て
結
婚
し
た
一
人
の
若
い
女
が
、
あ
い
て
と
自
分
と
の
結
婚
生
活
の
現
実
に

見
出
し
た
も
の
は
、
無
目
的
で
、
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
理
想
の
な
い
日
々

の
平
安
へ
の
希
望
だ
け
で
あ
っ
た
。
流
れ
動
き
生
成
す
る
男
女
の
結
合
こ
そ

愛
と
よ
ば
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
信
じ
て
い
る
一
人
の
生
活
的
な
女
に
と
っ
て
、

当
時
の
日
本
の
通
念
で
あ
っ
た
家
庭
の
平
和
の
観
念
や
、
夫
婦
愛
家
庭
愛
に

お
け
る
女
の
無
主
張
の
立
場
は
恐
怖
を
与
え
た
。
結
婚
に
か
ら
む
親
た
ち
と

の
相
剋
も
非
条
理
に
思
え
た
。
二
十
歳
の
女
の
人
生
を
そ
の
習
慣
や
偏
見
の

た
め
に
封
鎖
し
が
ち
な
中
流
的
環
境
か
ら
脱
出
す
る
つ
も
り
で
行
っ
た
結
婚

か
ら
、
伸
子
は
再
度
の
脱
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
世
間
の
し
き

8あとがき（『宮本百合子選集』第六巻）



た
り
か
ら
云
え
ば
十
分
に
わ
が
ま
ま
に
暮
し
て
い
る
は
ず
の
伸
子
が
な
ぜ
そ

の
上
そ
の
よ
う
に
身
も
だ
え
し
、
泣
き
、
そ
こ
は
自
分
の
生
き
ら
れ
る
と
こ

ろ
で
な
い
と
苦
し
む
の
か
、
ほ
と
ん
ど
諒
解
に
苦
し
ん
で
い
る
あ
い
て
を
伸

子
と
し
て
避
け
ら
れ
な
い
容
赦
な
さ
で
傷
け
な
が
ら
、
そ
の
人
を
そ
の
よ
う

に
苦
し
め
て
い
る
と
い
う
意
識
で
自
分
も
ま
す
ま
す
逆
上
し
な
が
ら
。
　
　

　
作
者
は
、
こ
の
社
会
に
階
級
の
存
在
す
る
と
い
う
事
実
や
、
自
分
が
生
れ

て
そ
こ
に
育
っ
た
中
産
階
級
と
い
う
も
の
の
歴
史
的
な
本
質
に
つ
い
て
当
時

は
知
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
伸
子
」
は
、
階
級
的
意
識
に
よ

っ
て
分
析
批
判
さ
れ
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
ん
に
ち
日
本
が
や
っ
と
人

民
の
権
利
と
い
う
文
字
を
そ
の
中
に
ふ
く
ん
だ
憲
法
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、

男
女
の
人
間
的
な
対
等
が
理
解
さ
れ
て
来
た
と
き
、
四
分
の
一
世
紀
も
前
に
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か
か
れ
た
「
伸
子
」
が
こ
れ
ま
で
に
な
く
広
汎
な
各
層
の
読
者
に
よ
ま
れ
て

い
る
と
い
う
事
実
は
何
を
語
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
「
伸
子
」
の
テ
ー
マ
が
今

日
の
日
本
の
若
い
女
性
の
全
生
活
に
お
い
て
ま
だ
解
決
さ
れ
つ
く
し
て
い
な

い
社
会
的
な
課
題
で
あ
る
こ
と
が
告
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、

結
婚
や
家
庭
の
本
質
に
つ
い
て
伸
子
の
も
っ
た
疑
問
、
親
子
・
夫
婦
の
繋
り

を
重
く
苦
し
い
も
の
に
す
る
様
々
の
考
え
か
た
か
ら
互
に
解
か
れ
よ
う
と
す

る
意
欲
。
人
間
同
士
の
愛
と
か
理
解
と
か
呼
ば
れ
る
も
の
は
ど
う
い
う
も
の

な
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
伸
子
の
問
い
か
け
さ
え
、
今
日
の
日
本
は
ま
だ
そ
れ

を
社
会
的
な
生
活
条
件
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
解
決
し
て
い
な
い
。
日
本
の
社

会
と
意
識
の
隅
々
に
ま
で
は
び
こ
っ
て
い
る
半
ば
封
建
の
か
げ
は
、
そ
の
よ

う
に
濃
い
。
日
本
の
す
べ
て
の
女
性
が
民
主
的
な
市
民
と
し
て
の
生
活
に
た
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つ
条
件
は
、
ま
だ
決
し
て
多
く
加
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
実
際
が
う
か
が

え
る
の
で
あ
る
。

「
伸
子
」
が
一
巻
の
長
篇
小
説
と
し
て
経
て
来
た
め
ぐ
り
あ
わ
せ
に
は
な
か

な
か
意
味
ふ
か
い
も
の
が
あ
る
。
「
伸
子
」
が
完
成
し
て
、
出
版
準
備
も
終

っ
た
一
九
二
七
年
の
日
本
で
、
「
伸
子
」
は
一
つ
の
文
学
的
現
象
に
し
か
す

ぎ
ず
、
或
る
程
度
ま
で
評
価
さ
れ
た
一
つ
の
文
学
的
業
績
に
と
ど
ま
っ
た
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
評
価
し
た
の
は
、
所
謂
旧
文
壇
で
あ
り
文
学
愛
好
者

の
せ
ま
い
輪
で
あ
っ
た
こ
と
は
興
味
が
あ
る
。
中
産
階
級
や
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン

ツ
ィ
ア
の
革
命
性
と
そ
の
価
値
に
つ
い
て
十
分
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
当
時

の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
側
は
、
「
伸
子
」
を
全
く
無
視
し
て
い
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
ひ
と
く
ち
に
云
え
ば
、
作
者
は
無
産
階
級
の
作
家
で
は
な
か
っ
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た
か
ら
。
ま
じ
め
な
「
伸
子
」
の
批
判
も
見
な
か
っ
た
し
、
作
者
の
も
っ
て

い
た
積
極
性
の
本
質
や
そ
の
限
界
に
つ
い
て
の
分
析
も
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
こ
ろ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
お
か
れ
て
い
た
未
熟
で
や
や
機
械

的
だ
っ
た
文
学
の
階
級
的
基
盤
の
解
釈
な
り
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
も
や

っ
ぱ
り
「
伸
子
」
を
文
学
の
ら
ち
内
で
の
現
象
と
し
て
し
か
見
て
い
な
か
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
最
近
二
三
年
こ
の
か
た
、
「
伸
子
」
は
は
じ
め
て
読
者
の
人
生
そ
の
も
の

に
よ
っ
て
、
生
活
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
読
ま
れ
は
じ
め
た
。
こ
の
重
大
な
変

化
に
気
づ
い
た
と
き
、
作
者
た
る
わ
た
し
は
感
動
を
制
す
る
こ
と
が
む
ず
か

し
か
っ
た
。
「
伸
子
」
は
、
と
う
と
う
作
者
が
そ
れ
を
書
か
ず
に
い
ら
れ
な

か
っ
た
心
持
そ
の
も
の
に
お
い
て
同
感
さ
れ
読
ま
れ
批
評
さ
れ
る
と
き
が
来

12あとがき（『宮本百合子選集』第六巻）



た
の
だ
。
「
伸
子
」
は
、
「
文
学
」
か
ら
人
々
の
生
活
そ
の
も
の
の
な
か
に

解
き
は
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
一
つ
の
事
実
は
、
作
者
に
日
本
文
学
に

一
つ
の
重
大
な
転
機
が
来
て
い
る
こ
と
を
告
げ
る
の
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

「
伸
子
」
に
反
映
し
て
い
る
こ
の
現
象
は
、
ど
ん
な
権
力
も
否
定
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
事
実
を
も
っ
て
、
今
日
の
人
民
的
可
能
性
の
高
ま
り
と
、
生
活

意
欲
の
覚
醒
と
を
語
っ
て
い
る
。
二
十
数
年
前
に
は
少
数
の
女
性
に
だ
け
意

識
さ
れ
た
問
題
が
、
こ
ん
に
ち
で
は
大
多
数
の
若
い
女
性
に
と
っ
て
実
感
の

そ
そ
ら
れ
る
社
会
的
な
現
実
問
題
と
し
て
う
け
と
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
事
実
の
上
に
こ
そ
、
民
主
的
な
文
学
の
ゆ
る
が
す
こ
と
の
で
き
な
い

歴
史
的
必
然
の
よ
り
ど
こ
ろ
が
あ
る
。
久
し
い
間
、
現
代
文
学
の
課
題
と
な

っ
て
来
た
「
私
小
説
」
か
ら
の
脱
却
、
伝
統
的
な
主
情
性
の
克
服
の
可
能
も
、
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文
学
が
人
民
の
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
発
展
の
可
能
性
と
そ
の
た
め
の
多
種

多
様
な
行
為
と
と
も
に
あ
っ
て
は
じ
め
て
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
と
。
こ

の
場
合
、
国
際
的
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
が
、
二
十
世
紀
の
世
界
文
学

の
一
発
展
と
し
て
も
た
ら
し
た
文
学
の
社
会
性
、
階
級
性
に
つ
い
て
の
諸
観

点
、
お
よ
び
作
品
の
芸
術
的
実
感
と
歴
史
に
対
す
る
客
観
的
認
識
力
と
の
微

妙
な
生
き
た
関
係
の
探
求
な
ど
は
、
民
主
的
な
文
学
の
精
髄
を
な
す
。
な
ぜ

な
ら
民
主
的
な
芸
術
感
覚
は
そ
の
も
の
に
お
い
て
、
進
歩
的
な
人
々
の
生
活

感
覚
全
体
が
保
守
の
精
神
に
生
き
る
も
の
の
そ
れ
と
は
ま
る
で
ち
が
っ
た
も

の
で
あ
る
と
お
り
に
、
旧
い
文
学
感
情
と
は
ち
が
う
の
で
あ
る
か
ら
。

　
歴
史
は
そ
の
仮
借
な
さ
で
「
伸
子
」
を
永
年
に
わ
た
っ
て
変
化
さ
せ
、
前

進
さ
せ
た
。
「
二
つ
の
庭
」
「
道
標
」
及
び
こ
れ
か
ら
か
き
つ
づ
け
ら
れ
て
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ゆ
く
い
く
つ
か
の
続
篇
を
と
お
し
て
、
「
伸
子
」
の
う
ち
に
稚
く
ひ
び
い
て

い
る
主
題
は
追
求
さ
れ
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。

　
伸
子
一
人
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
こ
の
四
分
の
一
世
紀
間
に
、
日
本

の
進
歩
的
な
精
神
が
当
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
多
難
な
歴
史
の
課
題

に
ふ
れ
な
が
ら
。
「
伸
子
」
と
「
二
つ
の
庭
」
と
の
間
に
二
十
数
年
が
け
み

さ
れ
た
事
情
の
一
つ
は
、
作
者
の
成
長
の
ひ
ま
の
か
か
っ
た
テ
ム
ポ
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
日
本
に
は
丁
度
二
十
二
年
間
治
安
維
持
法
と
い
う
も
の
が
あ

っ
た
と
い
う
事
実
に
よ
る
。

「
伸
子
」
は
当
時
の
す
べ
て
の
作
家
の
作
品
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
漢

字
が
多
く
つ
か
わ
れ
、
漢
字
に
は
ふ
り
が
な
（
ル
ビ
）
を
つ
け
て
印
刷
さ
れ
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た
。
現
代
の
読
者
に
と
っ
て
そ
れ
は
不
必
要
な
重
荷
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
選

集
に
収
録
す
る
に
あ
た
っ
て
、
漢
字
を
だ
い
ぶ
仮
名
に
な
お
し
た
。
文
章
そ

の
も
の
は
も
と
の
ま
ま
で
あ
る
。

　
　
　
一
九
四
八
年
九
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
四
八
年
十
二
月
〕
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