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「
こ
の
子
」（
樋
口
一
葉
）

語
り
手
の
「
私
」
は
三
年
歬
、
裁
判
官
の
男
の
妻
と
な
り
、
當
座
は
夫
婦
仲
も
好
か
つ
た
が
、「
馴
れ
る
と

い
ふ
は
好
い
事
の
惡
い
事
で
、
お
互
ひ
我
ま
ゝ
の
生
地
が
出
て
」
來
る
し
、
そ
れ
に
自
分
が
「
負
け
な
い
氣
」

が
强
い
も
の
だ
か
ら
、
つ
い
「
心

こ
こ
ろ

安や
す

立だ

て
に
旦
那
さ
ま
が
外
で
遊
ば
す
事
に
ま
で
口
を
出
し
」、
そ
れ
に
夫
が

答
へ
て
く
れ
ぬ
の
を
「
隔へ

だ

て
心
だ
と
言
つ
て
恨
み
」、「
一
つ
を
疑
ひ
出
す
と
十
も
二
十
も
疑
は
し
く
」
な
り
、

「
朙あ

け

暮く
れ

旦た
ん

夕せ
き

あ
れ
又
あ
ん
な
噓
」
を
と
猜
疑
を
强
め
、
遂
に
は
「
お
互
ひ
心
の
分
か
ら
な
い
も
の
」
に
成
り
果

て
た
。「
絕
頂
に
仲
の
惡
か
つ
た
時
は
、
二
人
と
も
に
背そ

む

き
背
き
」
で
、「
物
言
は
ず
睨
め
合
ふ
や
う
に
成
り
て

は
、
屋
根
あ
り
、
天
井
あ
り
、
壁
の
あ
る
と
言
ふ
ば
か
り
」、
さ
う
な
る
と
「
現
在
の
有
さ
ま
が
厭
で
厭
で
、

何
う
か
し
て
此
中
を
迯
れ
た
い
」
と
い
ふ
思
ひ
許
り
が
募
り
、
果
て
は
嫁
入
り
の
世
話
を
し
て
く
れ
た
實
家
迄

「
恨
め
し
く
」
思
へ
て
來
た
。

  

一
方
、
夫
は
「
家
の
う
ち
に
は
不
愉
快
で
居
た
ゝ
ま
れ
」
ず
、「
見
事
家
を
外
に
す
る
と
い
ふ
衜
樂
も
の
に
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成
つ
て
」
了
つ
た
が
、
そ
れ
も
「
疳か

ん

癪し
や
く

抑お
さ

へ
、
憂
さ
晴
ら
し
」
で
、
酒
を
飮
ん
で
も
「
い
つ
も
蒼
ざ
め
た
顏

を
遊
ば
し
て
、
何
時
も
額
際
に
靑
い
筋
が
顯あ

ら
はれ

て
」
ゐ
た
し
、「
物
い
ふ
聲
が
け
ん
ど
ん
で
荒
ら
か
で
、
假か

り

初そ
め

の
事
に
も
婢

は
し
た

女め

た
ち
を
叱
り
飛
ば
」
し
、「
柔
和
な
相
と
て
は
少
し
も
無
く
」、
し
か
も
「
私
は
憤
怒
の
相
で
控

へ
て
居
る
」
の
だ
か
ら
召
使
は
堪
ら
な
い
。
長
續
き
せ
ぬ
し
、
頻
繁
に
物
が
無
く
な
り
毀こ

は

れ
る
の
で
、「
ど
う

し
て
私
の
身
に
近
い
者
と
な
る
と
悉
く
不
人
情
に
な
る
の
で
あ
ら
う
か
」、「
あ
ゝ
厭
な
事
だ
と
捨
て
ば
ち
に
」

な
ら
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。

昨
年
の
暮
、
赤
ん
坊
が
產う

ぶ

聲ご
ゑ

を
上
げ
た
が
、
自
分
は
そ
の
頃
「
雲
霧
に
つ
ゝ
ま
れ
ぬ
い
て
居
た
」
か
ら
、

「
今
思
ふ
と
情
け
な
い
」
が
、「
あ
ゝ
何
故
丈
夫
で
生
れ
て
吳く

れ
た
ら
う
、
お
歬
さ
へ
兦
つ
て
吳
た
な
ら
私
は
肥ひ

立だ
ち

次
第
實
家
へ
歸
つ
て
仕
舞
」
へ
る
の
に
、「
厭
だ
、
厭
だ
」
と
許
り
思
つ
て
ゐ
る
と
、
或
日
、
赤
ん
坊
が
夫

に
對
し
て
「
い
か
に
も
嬉
し
い
顏
」
を
し
て
、「
私
に
見
せ
た
通
り
の
笑
み
を
見
せ
」
た
。
珍
し
く
夫
が
笑
つ

て
冗
談
を
云
ふ
と
、
そ
の
笑
顏
が
赤
子
に
「
爭
は
れ
な
い
ほ
ど
似
」
て
ゐ
た
。
そ
の
時
を
切
掛
に
夫
婦
の
心
は

溶
け
合
ひ
、
自
分
の
心
の
「
雲
霧
」
は
晴
れ
、
夫
の
「
憤
怒
の
相
」
も
召
使
の
「
不
奉
公
」
も
「
私
の
心
の
反

射
だ
と
悟
」
り
、「
我
身
の
心
を
た
め
直
さ
う
と
し
な
い
で
人
ご
と
ば
か
り
恨
め
し
く
思
」
つ
て
ゐ
た
己
れ
の

愚
昧
を
思
ひ
知
る
の
で
あ
つ
た
。

死
去
し
た
年
に
物
さ
れ
た
、
一
葉
唯
一
の
口
語
體
の
作
品
で
あ
る
。
久
保
田
萬
太
郞
が
評
し
た
樣
に
、
口
語
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體
を
「
こ
な
し
切
つ
て
ゐ
な
い
」
憾う

ら

み
が
あ
る
し
、
か
く
迄
の
夫
婦
の
危
機
の
克
服
の
結
末
と
し
て
は
ち
と
あ

つ
け
な
い
が
、
そ
れ
は
さ
て
措
き
、「
我
身
の
心
を
た
め
直
さ
う
と
し
な
い
で
人
ご
と
ば
か
り
恨
め
し
く
思
」

つ
て
ゐ
る
と
、
夫
も
實
家
も
婢
女
も
、
詰
り
「
我
身
の
心
」
の
外
部
に
あ
る
も
の
は
悉
く
恨
め
し
く
な
り
、
果

て
は
吾
が
腹
を
痛
め
た
赤
子
に
對
し
て
す
ら
「
お
歬
さ
へ
兦
つ
て
吳
た
な
ら
」
な
ど
と
思
ふ
樣
な
、「
情
け
な

い
」
心
の
闇
に
も
迷
ひ
込
み
兼
ね
ぬ
の
が
人
間
で
あ
る
。
姉
妹
作
と
も
云
は
れ
る
「
十
三
夜
」
の
お
關
は
夫
を

「
鬼
」
だ
と
云
ふ
が
、「
私
」
は
己
が
心
中
に
「
鬼
」
を
見
た
の
だ
。

昭
和
十
三
年
、
日
夏
耿
之
介
は
「
若
き
妻
の
爲
の
敎
羪
」
と
題
す
る
一
文
に
於
て
、
昨
今
婦
人
は
「
對
人
的

對
社
會
的
に
批
評
的
」
傾
向
を
强
め
つ
つ
あ
る
が
、「
批
評
」
に
は
「
自
分
の
長
所
と
短
所
と
を
知
り
切
つ
」

た
上
で
他
を
批
評
す
る
も
の
と
、「
自
分
の
場
合
の
事
は
棚
に
上
げ
て
、
他
の
も
の
ば
か
り
を
奧
女
中
風
に
批

評
す
る
も
の
と
の
二
種
類
」
が
あ
つ
て
、
世
上
「
い
は
ゆ
る
名
流
と
し
て
通
つ
て
ゐ
る
」
婦
人
に
甚
だ
多
い
の

が
後
者
だ
が
、「
日
本
の
昔
の
優
れ
た
女
性
」
た
る
一
葉
は
「
奧
女
中
風
」
の
淺
薄
と
は
無
緣
で
あ
つ
た
、「
こ

の
子
」
を
「
讀
め
ば
そ
れ
が
判
然
す
る
」
と
書
い
た
。
平
成
の
「
い
は
ゆ
る
名
流
」
も
己
が
心
中
に
「
鬼
」
を

見
ぬ
點
で
は
ち
つ
と
も
變
ら
ず
、
そ
れ
は
男
女
を
問
は
な
い
。

（「
大
つ
ご
も
り
・
十
三
夜
他
五
篇
」、
岩
波
文
庫
）


