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そ
の
後
、
娘
は
何
回
も
小
屋
を
訪

ね
て
訴
え
ま
し
た
が
、
若
者
の
姿
す

ら
見
る
こ
と
も
で
き
ず
、
た
だ
水
車

の
音
が
聞
こ
え
る
だ
け
で
し
た
。

　

日
の
落
ち
た
城
山
の
山
道
を
行
き

来
す
る
う
ち
に
、
娘
の
着
物
は
破
れ
、

狂
っ
た
よ
う
な
姿
と
な
り
、
村
人
に

も
異
様
な
姿
に
見
え
る
の
で
し
た
。

　

六
甲
の
山
が
濃
い
霧
に
包
ま
れ
た

あ
る
夜
の
こ
と
、
娘
は
ど
こ
か
ら
か

折
っ
て
き
た
サ
カ
キ
の
枝
を
手
に

持
っ
て
、
金
兵
衛
車
の
前
に
立
ち
ま

し
た
。
も
は
や
娘
の
優
し
さ
は
消
え
、

髪
は
乱
れ
て
目
は
ら
ん
ら
ん
と
輝
き
、

恐
ろ
し
い
姿
と
な
っ
て
若
者
の
名
を

呼
び
続
け
、
呪
文
を
唱
え
な
が
ら
水

車
小
屋
の
周
り
を
駆
け
巡
る
の
で
し

た
。
そ
の
う
ち
、
娘
の
体
か
ら
怪
し

い
青
白
い
光
が
出
始
め
た
と
思
う
と
、

大
き
な
炎
と
な
っ
て
空
高
く
舞
い
上

が
っ
て
行
き
ま
し
た
。

　

そ
の
夜
、
金
兵
衛
車
は
小
屋
と
も

ど
も
焼
き
尽
く
さ
れ
、
水
車
の
主
人

も
若
者
も
再
び
そ
の
姿
を
見
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
の
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
村
人
た

ち
は
、
こ
の
水
車
の
こ
と
を
「
金
兵

衛
車
や
け
車
」
と
呼
び
、
子
ど
も
た

ち
も�
金
兵
衛
や
け
車�
と
歌
う
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

毎
年
、
定
め
ら
れ
た
こ
ろ
に
な
る
と
、

酒
米
を
つ
く
た
め
に
、
近
く
や
遠
く
の
村

か
ら
選
ば
れ
た
若
者
た
ち
が
、
水
車
谷
へ

や
っ
て
き
ま
し
た
。

　

あ
る
年
、
城
山
の
ふ
も
と
に
あ
る
金
兵

衛
車
と
呼
ば
れ
た
水
車
小
屋
に
、
丹
波
の

村
か
ら
選
ば
れ
た
若
者
が
来
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。
若
者
に
は
、
ふ
る
さ

と
に
愛
す
る
娘
が
い
ま
し
た
。
二
人
は
、

村
の
代
表
に
「
ど
う
か
、
こ
の
た
び
の
芦

屋
谷
へ
行
く
こ
と
を
お
断
り
さ
せ
て
く

だ
さ
い
」
と
願
い
出
ま
し
た
が
、「
こ
の
た

び
の
こ
と
は
、
一
家
の
光
栄
で
あ
り
、
村

全
体
の
面
目
に
関
わ
る
こ
と
じ
ゃ
。
心

し
て
仕
え
て
く
る
よ
う
に
」
と
い
わ
れ
、

許
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

若
者
は
、
悲
し
い
思
い
で
娘
と
別
れ
て

水
車
谷
へ
行
き
ま
し
た
。
水
車
小
屋
の

主
人
は
、
こ
の
水
車
は
、
特
別
の
扱
い
を

受
け
て
い
る
こ
と
、
小
屋
へ
入
る
前
に
は
、

芦
屋
川
で
体
を
清
め
て
く
る
こ
と
、
特
に

大
切
な
酒
米
を
つ
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ

と
、
仕
事
を
し
て
い
る
と
き
は
誰
と
も
無

駄
話
を
し
な
い
こ
と
、
米
を
つ
き
終
わ
る

ま
で
は
、
決
し
て
外
へ
出
て
は
な
ら
な
い

と
、
厳
し
く
言
い
渡
し
ま
し
た
。

　

若
者
は
、
愛
す
る
娘
の
こ
と
を
思
い
な

が
ら
、
い
わ
れ
た
通
り
一
生
懸
命
に
働
い

て
い
ま
し
た
。

　

一
方
、
娘
も
若
者
へ
の
思
い
を
胸
に
抱

い
て
過
ご
し
て
い
ま
し
た
が
、
両
親
か
ら

他
の
家
へ
嫁
入
り
す
る
よ
う
に
責
め
ら

れ
ま
し
た
。
娘
は
、
悲
し
さ
の
あ
ま
り
逃

げ
る
よ
う
に
し
て
、
は
る
ば
る
芦
屋
の
里

へ
た
ど
り
着
き
、
金
兵
衛
車
の
小
屋
を
訪

ね
ま
し
た
。
し
か
し
、
い
く
ら
戸
を
た
た

い
て
も
誰
も
出
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。　

　

よ
う
や
く
小
屋
か
ら
顔
を
出
し
た
水

車
の
主
人
に
、
若
者
に
会
え
る
よ
う
に
頼

み
ま
し
た
。
主
人
は
「
酒
米
を
つ
き
終
わ

る
ま
で
は
誰
に
も
会
わ
せ
な
い
。
こ
れ

が
こ
の
水
車
の
定
め
じ
ゃ
」
と
、
ま
っ
た

く
取
り
あ
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

六
甲
山
の
南

の
ふ
も
と
の
地

帯
は
、海
辺
に
向

か
っ
て
傾
斜
し

て
い
ま
す
。こ
の

地
形
を
利
用
し

て
、東
は
武
庫
川

か
ら
、西
は
生
田

川
の
あ
た
り
ま
で
、灘
の
酒
米
を
つ
く
水

車
の
利
用
が
盛
ん
で
し
た
。

　

こ
の
お
話
は
、芦
屋
の
水
車
に
ま
つ
わ

る
若
者
た
ち
の
悲
し
い
愛
の
物
語
で
す
。

　

阪
急
芦
屋
川
駅
か
ら
川
の
右
岸
に
沿
っ

て
北
へ
行
き
、開
森
橋
を
過
ぎ
る
と
、や
が

て「
左
城
山
・
高
座
の
滝
｣
と
記
さ
れ
た
道

し
る
べ
が
あ
り
ま
す
。こ
こ
か
ら
右
へ
の

道
を
た
ど
る
と
、民
家
の
石
垣
に
六
角
形

や
丸
形
を
し
た
百
あ
ま
り
の
石
臼
が
並
べ

て
は
め
込
ま
れ
て
い
て
驚
か
さ
れ
ま
す
。

こ
の
道
を
さ
ら
に
進
む
と
、広
々
と
し
た

え
ん
堤
へ
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
が
、そ
の

右
岸
あ
た
り
が
金
兵
衛
車
の
小
屋
が
あ
っ

た
所
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

昔
、芦
屋
川
の
水
車
谷
に
は
、十
数
輛
の

水
車
が
コ
ッ
ト
ン
、コ
ッ
ト
ン
と
ま
わ
っ

て
い
ま
し
た
。

　

灘
の
酒
は
、京
都
の
御
所
や
江
戸
の
幕

府
へ
も
納
め
ら
れ
る
の
で
、そ
の
大
切
な

酒
米
を
精
米
す
る
水
車
小
屋
は
、特
別
の

扱
い
を
与
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
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そ
の
時
代
の
背
景
と
と
も
に
事
実
の
よ

う
な
話
と
な
っ
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
で

す
。

　

伝
説
の
な
か
に
、
語
り
継
が
れ
た
昔

の
人
々
の
願
い
や
物
の
考
え
方
が
よ
く

出
て
い
る
の
で
、
現
在
の
人
々
に
も
共

感
を
呼
ぶ
も
の
と
思
い
ま
す
。

　

芦
屋
に
伝
わ
る
伝
説
は
、
当
時
の

人
々
が
生
活
の
な
か
で
経
験
し
た
不

思
議
な
こ
と
や
悲
し
か
っ
た
こ
と
、

う
れ
し
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
、
そ
の

土
地
の
山
や
水
・
塚
・
人
物
な
ど
に

結
び
付
け
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
、

歴
史
上
の
事
実
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

伝
説
・
物
語
�
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今
か
ら
三
百
年
ほ
ど
昔
の
本
に
書

か
れ
て
い
る
お
話
で
す
。
芦
屋
の
浜

で
、
真
っ
黒
な
夜
に
沖
の
方
を
見
る

と
、
海
中
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
か
ら
、

ろ
う
そ
く
の
あ
か
り
の
よ
う
な
青
白

い
光
が
現
れ
て
、
風
が
吹
く
方
向
と

は
反
対
に
連
な
っ
て
走
る
不
思
議
な
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か
ら
来
た
船
が
帆
を
下
げ
な
い
で
、
行
き

過
ぎ
る
と
、
海
鳴
り
が
し
て
海
上
が
大
嵐

に
な
り
、
船
が
沈
ん
で
し
ま
う
と
い
う
の

で
す
。

　

海
鳴
り
は
、
津
波
や
暴
風
雨
な
ど
が
来

る
直
前
に
海
上
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
音
で
、

波
の
う
ね
り
が
海
岸
近
く
で
砕
け
る
た
め

に
起
こ
り
ま
す
。

　

打
出
町
の
国
道　

号
の
北
側
に
、

43

阿
保
山
親
王
寺
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

お
寺
の
言
い
伝
え
で
は
、
名
高
い
阿

保
親
王
が
芦
屋
の
地
に
住
ん
で
い
た

こ
と
か
ら
、
平
安
時
代
に
親
王
寺
は

建
て
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
親
王
寺
の

い
わ
れ
を
記
し
た
文
書
に
不
思
議
な

こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

打
出
の
沖
を
船
が
通
る
時
は
、
必

ず
帆
を
下
げ
て
親
王
の
魂
を
敬
う
気

持
ち
を
表
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、

そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
で
、
遠
い
国
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景
色
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

　

浜
の
近
く
に
住
む
村

人
た
ち
は
、
こ
の
怪
し
い

光
を
見
る
ご
と
に
「
あ
れ

は
、
海
中
の
魚
の
群
れ
が

竜
の
神
様
を
お
祭
り
し

て
い
る
の
じ
ゃ
」
と
語
り

伝
え
ま
し
た
。

　

百
年
ほ
ど
前
ま
で
、

時
々
現
れ
た
そ
う
で
す

が
、
そ
の
後
は
姿
を
見
せ

な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
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