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「
伸
子
」
の
続
篇
を
か
き
た
い
希
望
は
、
久
し
い
間
作
者
の
心
の
う
ち
に
た

く
わ
え
ら
れ
て
い
た
。

　
一
九
三
〇
年
の
暮
に
モ
ス
ク
　ヷ
か
ら
帰
っ
て
、
三
一
年
の
は
じ
め
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
文
学
運
動
に
参
加
し
た
当
時
の
作
者
の
心
理
は
、
自
分
に
と
っ
て
古

典
で
あ
る
「
伸
子
」
を
、
過
去
の
作
品
と
し
て
う
し
ろ
へ
き
つ
く
蹴
り
去
る

こ
と
で
、
そ
れ
を
一
つ
の
跳
躍
台
と
し
て
、
よ
り
急
速
な
、
う
し
ろ
を
ふ
り

か
え
る
こ
と
な
い
前
進
を
め
ざ
す
状
態
だ
っ
た
。

　
一
九
三
二
年
の
春
か
ら
、
う
ち
つ
づ
く
検
挙
と
投
獄
が
は
じ
ま
っ
た
。
そ

の
期
間
に
作
者
は
し
ば
し
ば
一
人
の
人
間
、
女
と
し
て
の
自
分
の
人
生
に
つ

い
て
考
え
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
人
間
の
生
活
が
現
在
に
あ
る
よ
り
も
も
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っ
と
条
理
に
か
な
っ
た
運
営
の
方
法
を
も
ち
、
互
に
理
解
し
あ
え
る
智
慧
と

そ
の
発
露
を
可
能
に
す
る
社
会
の
方
が
よ
り
人
間
ら
し
く
幸
福
だ
と
い
う
判

断
、
あ
こ
が
れ
に
、
何
の
邪
悪
な
要
素
が
あ
る
だ
ろ
う
。
よ
り
ひ
ろ
や
か
で
、

充
実
し
た
人
間
性
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
、
権
力
は
自
由
を
奪
い
、

人
間
檻
の
な
か
に
う
ち
こ
ん
で
、
時
間
に
関
す
る
観
念
や
自
分
の
い
る  

位  

ロ
ケ
ー

  

置  

シ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
観
念
を
全
く
失
わ
さ
せ
、
番
号
で
よ
ん
で
、
法
律
で
さ
ば

く
と
い
う
状
態
は
、
野
蛮
で
あ
り
、
資
本
主
義
の
権
力
の
非
理
性
さ
で
あ
る
。

一
人
の
人
間
が
歴
史
に
目
ざ
め
る
と
い
う
こ
と
、
歴
史
の
現
実
そ
の
も
の
が

一
人
の
人
間
を
社
会
主
義
へ
の
展
望
に
成
長
さ
せ
て
ゆ
く
過
程
は
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
テ
ィ
そ
の
も
の
の
問
題
で
あ
る
。
思
想
検
事
が
「
こ
こ
に
お
い
て
被
告
は

マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
を
抱
懐
す
る
に
い
た
り
」
と
法
廷
で
よ
み
あ
げ
る
告
発
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の
文
書
の
文
句
と
は
、
ま
る
で
ち
が
っ
た
本
質
と
道
ゆ
き
と
を
も
つ
こ
と
で

あ
る
。

「
伸
子
」
の
続
篇
を
書
き
た
い
と
思
い
は
じ
め
た
の
は
、
こ
の
時
分
か
ら
の

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
願
い
は
一
九
四
五
年
の
八
月
十
五
日
が
来
る

ま
で
実
現
し
な
か
っ
た
。
「
伸
子
」
以
後
の
伸
子
が
め
ぐ
り
合
っ
た
現
実
は
、

一
家
庭
内
の
紛
糾
だ
け
で
は
な
か
っ
た
し
、
恋
愛
と
結
婚
に
主
題
を
お
い
た

事
件
の
連
続
だ
け
で
も
な
か
っ
た
。
一
九
二
七
・
八
年
か
ら
あ
と
の
日
本
の

社
会
は
、
戦
争
強
行
と
人
権
剥
奪
へ
向
っ
て
人
民
生
活
が
坂
お
と
し
に
あ
っ

た
時
期
で
あ
り
、
そ
こ
に
生
じ
た
激
し
い
摩
擦
、
抵
抗
、
敗
北
と
勝
利
の
錯

綜
こ
そ
、
「
伸
子
」
続
篇
の
主
題
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
主
題
の
本
質
そ
の

も
の
が
、
当
時
の
社
会
状
態
で
は
表
現
不
可
能
で
あ
っ
た
。

5



「
お
も
か
げ
」
「
ひ
ろ
ば
」
そ
の
ほ
か
一
・
二
篇
の
未
完
の
小
説
は
、
作
者

が
、
伸
子
の
続
篇
を
か
き
た
が
っ
て
試
み
た
、
せ
つ
な
く
て
短
い
羽
ば
た
き

で
あ
る
。

「
二
つ
の
庭
」
で
伸
子
は
二
十
七
歳
に
な
っ
て
い
る
。
伸
子
は
、
社
会
認
識

の
黎
明
に
た
っ
て
い
る
。
そ
の
客
観
の
う
す
ら
明
り
の
な
か
に
、
何
と
た
く

さ
ん
の
激
情
の
浪
費
が
彼
女
の
周
囲
に
渦
巻
き
、
矛
盾
や
独
断
が
て
ん
で
ん

ば
ら
ば
ら
に
そ
れ
み
ず
か
ら
を
主
張
し
な
が
ら
、
伸
子
の
生
活
に
ぶ
つ
か
り
、

ま
た
そ
の
な
か
か
ら
湧
き
だ
し
て
来
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

「
伸
子
」
で
終
っ
た
一
巡
の
季
節
は
、
「
二
つ
の
庭
」
で
新
し
く
め
ぐ
り
来

た
一
つ
の
季
節
と
し
て
の
情
景
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
い
く
種
類

か
の
愛
と
憎
し
み
と
混
乱
、
哀
愁
と
憐
憫
が
あ
る
。
そ
の
ど
れ
も
は
、
伸
子
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の
存
在
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
と
し
て
の
必
然
に
立
っ
て
発
生
し
、
葛
藤
し
、

社
会
そ
の
も
の
の
状
態
と
し
て
伸
子
に
か
か
わ
っ
て
来
て
い
る
。
伸
子
は
伸

子
な
り
に
渦
巻
く
そ
れ
ら
の
現
実
に
対
し
、
あ
な
が
ち
一
身
の
好
悪
や
利
に

立
っ
て
い
う
の
で
は
な
い
批
判
を
も
ち
は
じ
め
て
い
る
。
日
本
の
社
会
が
、

あ
ら
ゆ
る
階
層
を
通
じ
て
と
く
に
婦
人
に
重
く
苦
し
い
現
実
を
強
い
て
い
る

こ
と
は
、
人
生
を
愛
す
気
質
を
も
っ
て
生
れ
て
い
る
伸
子
を
一
九
二
七
年
の

空
気
の
な
か
で
、
社
会
主
義
へ
近
づ
け
ず
に
い
な
か
っ
た
。
「
二
つ
の
庭
」

で
、
伸
子
は
、
こ
れ
ま
で
人
と
し
て
女
と
し
て
自
然
発
生
に
あ
っ
た
善
意
と

理
性
が
、
人
間
行
動
に
う
つ
さ
れ
た
場
合
の
形
と
し
て
、
社
会
主
義
を
見
出

し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
二
つ
の
庭
」
で
、
伸
子
は
、
ま
だ
そ
の
よ
う
な
個

人
的
善
意
の
社
会
的
行
動
に
自
分
を
ゆ
だ
ね
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
伸
子

7



は
組
織
に
つ
い
て
無
知
で
あ
り
、
社
会
主
義
的
な
集
団
に
も
属
し
て
い
な
い
。

「
伸
子
」
は
や
が
て
「
二
つ
の
庭
」
か
ら
も
出
る
。
「
道
標
」
の
根
気
づ
よ

い
時
期
は
、
伸
子
が
、
新
し
い
社
会
の
方
法
と
ふ
る
い
社
会
の
方
法
と
の
間

に
、
お
ど
ろ
く
ば
か
り
の
ち
が
い
を
発
見
し
た
時
で
あ
り
、
伸
子
の
欲
望
や

感
情
も
手
き
び
し
い
嵐
に
ふ
き
さ
ら
さ
れ
る
。

　
は
じ
め
、
た
だ
一
本
の
線
の
上
に
奏
せ
ら
れ
て
い
た
ア
リ
ア
の
よ
う
な

「
伸
子
」
の
物
語
は
、
こ
う
し
て
、
「
二
つ
の
庭
」
に
お
い
て
は
、
小
さ
な

ク
ヮ
ル
テ
ッ
ト
（
四
重
奏
）
と
な
り
、
や
が
て
「
道
標
」
で
は
、
コ
ン
チ
ェ

ル
ト
（
協
奏
曲
）
に
か
わ
っ
て
ゆ
く
。

　
そ
し
て
、
「
伸
子
」
が
そ
う
変
っ
て
ゆ
く
こ
と
こ
そ
現
代
の
す
べ
て
の
人

々
の
善
意
に
と
っ
て
の
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
ん
に
ち
の
社
会
で
、
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理
性
あ
る
平
和
を
愛
し
、
人
間
の
尊
重
と
発
展
と
を
願
う
ひ
と
は
、
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
テ
ィ
の
課
題
と
し
て
自
身
の
幸
福
へ
の
欲
求
を
も
自
覚
し
ず
に
い
ら
れ

な
い
の
だ
か
ら
。

　
そ
こ
に
こ
そ
、
こ
の
ひ
と
つ
ら
な
り
の
長
篇
に
力
を
傾
け
る
作
者
の
歓
喜

と
信
頼
が
か
く
さ
れ
て
い
る
。
「
二
つ
の
庭
」
は
、
人
間
の
善
意
が
、
次
第

に
個
人
環
境
の
は
に
か
み
と
孤
立
と
自
己
撞
着
か
ら
解
き
は
な
さ
れ
て
現
代

史
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
近
づ
い
て
ゆ
く
、
そ
の
発
端
の
物
語
と
し
て
あ
ら
わ
れ

る
。

　
　
　
一
九
四
九
年
六
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
四
九
年
七
月
〕
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