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長
浜

「
来
た
ぞ
。
や
つ
が
来
た
ぞ
」

　

千
年
坊
と
紀き

之の

介す
け

が
ほ
う
き
を
片
手
に
食じ
き

堂ど
う

に
飛
び
込
ん
で
き
た
。

　

彼
ら
が
長
浜
城
の
縄
張
り
を
見
て
か
ら
一
ヶ
月
も
経
っ
た
若
葉
が
緑
に
輝
く
頃
だ
っ
た
。

　

そ
の
男
は
近き

ん

習じ
ゆ
う

に
刀
を
持
た
せ
て
境
内
の
庭
石
に
腰
か
け
て
い
た
。

　

風
が
な
く
蒸
す
の
で
男
は
禿
げ
上
が
っ
た
額
の
汗
を
頻し

き

り
に
拭
っ
た
。

　

鷹た
か

匠じ
よ
う

の
腕
に
鷹
を
載
せ
た
ま
ま
、「
茶
を
一
服
所
望
す
る
ぞ
。
誰
か
お
ら
ぬ
か
」
と
食
堂
ま
で
響

く
大
声
で
喚
い
た
。

　

驚
い
た
和
尚
が
挨
拶
に
出
て
ゆ
く
と
、
境
内
に
顔
を
覗
か
せ
た
佐さ

吉き
ち

に
、「
殿
に
お
茶
を
お
持
ち

せ
よ
」
と
命
じ
た
。

　

和
尚
の
茶
室
に
は
秘
蔵
の
天て

ん

目も
く

茶
碗
が
台だ
い

子す

の
上
に
飾
っ
て
あ
る
。
つ
い
さ
っ
き
ま
で
和
尚
が
喫

し
て
い
た
の
か
、
茶
釜
に
は
お
湯
が
湧
い
て
い
た
。
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佐
吉
は
天
目
茶
碗
に
薄う
す

茶ち
や

を
点た

て
、
そ
れ
を
境
内
に
い
る
男
の
と
こ
ろ
へ
運
ぶ
と
、
腰
を
屈か
が

め
な

が
ら
茶
碗
を
男
に
差
し
出
し
た
。

「
ほ
お
、
天
目
茶
碗
か
」

　

男
は
天
目
茶
碗
を
斜
め
に
掲
げ
た
り
、
正
面
か
ら
眺
め
た
り
し
な
が
ら
茶
碗
に
両
手
を
添
え
て
味

わ
う
よ
う
に
茶
を
啜す

す

っ
た
。

「
旨
い
茶
じ
ゃ
」

　

舌
を
鳴
ら
し
、
気
持
ち
良
さ
そ
う
に
頷
い
た
。

「
も
う
一
杯
欲
し
い
」

　

結
局
男
は
三
服
も
茶
を
喫
す
る
と
、
家
臣
を
急
が
せ
て
城
の
方
へ
馬ば

首し
ゆ

を
向
け
た
。

「
孫
子
の
次
は
十
八
史
略
か
」

　

佐
吉
は
紀
之
介
の
肩
越
し
に
紀
之
介
の
書
き
写
し
て
い
る
書
物
を
覗
き
込
む
。

「
こ
れ
は
役
に
立
つ
書
だ
。
唐か

ら

国く
に

の
歴
史
が
簡
単
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
わ
か
り
易
い
ぞ
」

　

紀
之
介
は
書
き
写
す
手
を
止
め
た
。

「
わ
が
国
の
歴
史
書
と
比
べ
て
ど
う
だ
」

「
唐
国
は
わ
が
国
と
比
較
に
な
ら
ぬ
程
広
い
国
土
を
持
つ
国
な
の
で
、
統
一
を
保
つ
の
は
困
難
な
の

だ
。
漢
人
が
国
土
を
統
一
す
れ
ば
、
異
民
族
が
そ
れ
を
亡
ぼ
し
て
別
の
統
一
国
家
を
作
る
。
そ
の
興
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亡
の
歴
史
だ
。
今
の
わ
が
国
は
唐
国
の
春
秋
戦
国
と
呼
ば
れ
た
時
代
と
良
く
似
て
い
る
」

「
唐
国
か
ら
学
ぶ
も
の
は
多
そ
う
だ
な
。
わ
し
も
万
葉
集
の
次
は
、
十
八
史
略
を
読
も
う
」

　

二
人
の
傍
ら
で
は
千
年
坊
が
黙
々
と
木
を
削
っ
て
い
る
。

「
な
か
な
か
本
堂
に
あ
る
阿
弥
陀
如
来
像
に
似
て
き
た
で
は
な
い
か
」

　

佐
吉
の
視
線
を
背
に
受
け
な
が
ら
、
千
年
坊
は
木
を
削
り
続
け
る
。

　

眉
の
下
を
小
刀
で
削
る
と
、
仏
像
は
憂
い
に
満
ち
た
表
情
に
な
っ
た
。
目
は
閉
じ
気
味
で
、
口
元

の
歪
み
は
優
美
さ
よ
り
も
苦
痛
の
色
を
帯
び
て
い
る
。

　

千
年
坊
は
膝
に
こ
ぼ
れ
た
木
片
を
払
い
な
が
ら
、

「
ど
う
し
て
も
母
親
の
死
に
顔
が
頭
に
こ
び
り
つ
い
て
離
れ
ぬ
。
何
回
削
っ
て
も
母
親
の
今
際
の
際

の
顔
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
」
と
呟
い
た
。

「
幼
少
期
の
経
験
は
死
ぬ
ま
で
消
え
ぬ
も
の
と
聞
く
。
わ
し
の
父
も
京き

よ
う

極ご
く

氏
を
去
り
、
浅あ
ざ

井い

氏
と
織

田
氏
と
の
戦
さ
で
多
く
の
親
類
の
者
を
失
い
、
今
だ
に
主
取
り
せ
ず
に
村
に
い
る
わ
。
戦
い
の
話
を

聞
く
時
は
辛
い
顔
を
見
せ
る
」

　

佐
吉
の
家
は
横
山
を
西
に
越
え
た
石
田
と
呼
ば
れ
る
村
に
あ
り
、
堀
と
土
塁
に
囲
ま
れ
た
屋
敷
は

以
前
は
京
極
氏
の
家
臣
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
た
。

「
わ
し
の
家
も
元
六ろ

つ

角か
く

氏
の
家
臣
だ
っ
た
が
、
浅
井
氏
に
破
れ
て
帰
農
し
た
。
戦
い
の
傷
が
元
で
死
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ん
だ
父
親
は
、
戦
さ
の
悲
惨
さ
を
よ
く
わ
し
に
語
っ
て
く
れ
た
も
の
だ
」

　

紀
之
介
は
眉
を
曇
ら
せ
た
。

　

佐
吉
も
紀
之
介
も
元
を
辿
れ
ば
佐
々
木
氏
の
家
臣
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
本
当
に
戦
さ
が
な
い
世
に
な
れ
ば
良
い
が
の
う
…
…
」

　

千
年
坊
は
仏
像
を
削
る
手
を
止
め
る
と
、
ぼ
そ
っ
と
呟
い
た
。

「
秀
吉
は
立
腹
し
て
和
尚
を
呼
び
出
し
た
の
で
は
な
い
の
か
。
佐
吉
の
茶
の
作
法
に
何
か
落
度
が

あ
っ
た
の
か
」

　

千
年
坊
は
母
親
を
殺
し
た
織
田
が
憎
い
。
そ
の
家
臣
で
あ
る
秀
吉
も
嫌
い
だ
。

「
い
や
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
旨
そ
う
に
茶
を
喫
し
て
い
た
で
は
な
い
か
。
お
前
た
ち
も
見
て
い

た
筈
だ
」

　

夕
方
に
な
っ
て
酒
を
ご
馳
走
に
な
っ
た
の
か
、
和
尚
は
顔
を
赤
ら
め
て
戻
っ
て
き
た
。

「
佐
吉
は
お
る
か
。
い
た
ら
茶
室
へ
来
な
さ
い
」

　

三
人
は
顔
を
見
合
わ
せ
た
。

「
打
ち
首
に
な
る
の
か
も
知
れ
ぬ
ぞ
」

　

千
年
坊
が
冷
や
か
す
。
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恐
る
恐
る
茶
室
の
に
じ
り
口
に
顔
を
覗
か
す
と
、
和
尚
は
、「
朗
報
じ
ゃ
」
と
酒
臭
い
息
を
佐
吉

に
吹
き
か
け
た
。

「
秀
吉
殿
は
お
前
の
茶
を
喫
し
た
い
と
申
さ
れ
て
の
う
」

　

佐
吉
は
訳
が
わ
か
ら
ず
に
和
尚
の
顔
を
眺
め
て
い
る
と
、「『
脇
小
姓
と
し
て
召
し
出
せ
』
と
仰
せ

ら
れ
た
の
じ
ゃ
」
と
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
た
。

「
わ
た
し
を
で
す
か
」

「
そ
う
じ
ゃ
」

　

も
っ
と
嬉
し
そ
う
な
顔
を
す
る
だ
ろ
う
と
期
待
し
て
い
た
和
尚
は
、
佐
吉
の
意
外
な
反
応
ぶ
り
に

戸
惑
っ
た
。

「
あ
ま
り
喜
ば
ぬ
な
」

「
嬉
し
く
な
い
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
が
…
…
」

（
佐
吉
は
侍
奉
公
が
嫌
い
な
の
か
。
そ
う
言
え
ば
父
親
も
百
姓
の
真
似
事
を
し
て
お
る
）

「
一
度
石
田
村
の
実
家
に
戻
っ
て
親
と
相
談
し
て
、
そ
れ
か
ら
返
事
し
た
ら
よ
い
。
お
前
一
人
で
は

決
め
ら
れ
ぬ
事
だ
か
ら
の
う
」

　

和
尚
は
秀
吉
に
色
良
い
返
事
を
請
け
負
っ
て
き
た
が
、
佐
吉
の
態
度
と
佐
吉
の
父
親
の
こ
と
を
思

う
と
、
だ
ん
だ
ん
心
細
く
な
っ
て
き
た
。
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佐
吉
は
翌
朝
和
尚
に
暇
を
も
ら
っ
て
横
山
の
脇
道
を
通
り
、
久
し
ぶ
り
に
実
家
に
戻
っ
た
。

　

佐
吉
の
家
で
は
父
・
正ま

さ

継つ
ぐ

と
兄
・
正ま
さ

澄ず
み

が
そ
ろ
っ
て
佐
吉
の
帰
り
を
待
っ
て
い
た
。

　

堀
と
土
塁
に
囲
ま
れ
た
六
百
坪
ぐ
ら
い
の
敷
地
に
古
い
武
家
屋
敷
が
建
っ
て
い
る
。

　

敷
地
に
接
し
た
東
側
に
は
、
正
継
が
二
人
の
子
供
を
連
れ
て
石
田
家
の
武
運
長
久
を
欠
か
さ
ず

祈
っ
た
八
幡
神
社
が
あ
る
。

　

屋
敷
の
北
に
あ
る
、
石
に
囲
ま
れ
た
池
に
は
悠
々
と
鯉
が
泳
い
で
い
る
。

　

鯉
は
毎
日
餌
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
丸
々
と
太
っ
て
い
た
。

　

京
極
の
殿
様
も
訪
れ
た
こ
と
の
あ
る
書
院
で
、
佐
吉
は
二
人
に
帰
省
の
挨
拶
を
し
た
。

「
わ
が
家
に
も
秀
吉
殿
よ
り
使
者
が
あ
り
、
お
前
と
わ
し
と
正
澄
に
も
仕
官
を
勧
め
て
き
た
の
だ
」

　

父
は
佐
吉
の
来
意
を
知
っ
て
い
た
。

　

正
継
は
観
音
寺
の
壇だ

ん

那な

職し
き

を
受
け
て
い
る
の
で
和
尚
と
親
し
く
、
そ
ん
な
関
係
で
二
男
の
佐
吉
を

寺
に
預
け
た
の
だ
。

「
秀
長
殿
は
秀
吉
殿
の
弟
に
当
た
る
人
で
、
わ
し
に
は
彼
が
誠
実
な
苦
労
人
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
」

　

正
継
は
石
田
村
の
村
長
と
し
て
、
何
か
と
村
人
の
面
倒
を
み
て
お
り
、
実
直
で
教
養
が
あ
り
気
さ

く
な
人
柄
で
も
あ
る
の
で
、
村
人
か
ら
秀
吉
の
噂
を
耳
に
し
て
い
た
。

「
信
長
公
は
浅
井
父
子
を
殺
す
だ
け
で
は
飽
き
足
ら
ず
、
そ
の
首
を
箔は

く

濃だ
み

に
し
て
酒
の
肴
と
す
る
よ
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