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今
年
令
和
五
年
は
「
天
忠
組
の
変
」
が
お
き
て
、
百
六
十
年

を
迎
え
る
。

　
十
年
前
迄
は
、
事
の
発
端
と
な
っ
た
五
條
市
や
、
終
結
を

迎
え
た
東
吉
野
村
を
始
め
、関
連
の
市
町
村
で
真
摯
な
が
ら
も
、

さ
さ
や
か
な
催
し
を
さ
れ
て
い
た
。

　
新
選
組
を
知
ら
ぬ
人
は
い
な
い
が
、
お
よ
そ
奈
良
県
下
で
も

天
忠
組
を
知
っ
て
い
る
人
は
極
稀
で
、
人
の
集
ま
り
も
悪
く
、

残
念
な
状
態
で
あ
っ
た
と
思
う
。

　
今
何
故
に
天
忠
組
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
故
に
天
忠
組
を

世
に
問
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
を
考
え
た
時
、
三
つ
の
言
葉
が

思
い
浮
か
ん
だ
。一
つ
目
は「
利
他
」で
あ
る
。新
選
組
は
禄
を

喰
ん
だ
が
、天
忠
組
は
今
で
い
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
、幕
末
騒
乱

の
時
に
当
た
っ
て
、
暴
挙
に
は
過
ぎ
る
が
、
身
を
捨
て
て
国
家

社
会
の
為
に
事
を
な
そ
う
と
し
た
志
は
、
現
代
に
生
き
る
我
々

も
学
ば
ね
ば
な
ら
ん
事
も
あ
ろ
う
。
勿
論
当
時
、
こ
の
暴
挙
を

鎮
め
よ
う
と
、
立
ち
向
か
っ
た
各
藩
の
武
士
の
働
き
も
同
様
に

評
価
す
べ
き
で
あ
る
。二
つ
目
は「
責
任
」で
あ
る
。昔
は
責
任

の
所
在
が
、
は
っ
き
り
と
し
て
い
た
。
例
え
ば
襲
わ
れ
た
五
條

代
官
所
の
木
村
勇
次
郎
は
、
手
負
い
の
身
を
以
て
代
官
所
か
ら

己
が
妻
子
を
救
い
出
し
安
全
な
所
に
隠
し
て
、
知
己
の
氏
家
に

身
を
寄
せ
た
が
、
天
忠
組
の
探
索
が
こ
の
家
に
及
ん
だ
時
に
、

掛
か
る
仕
打
ち
を
恐
れ
て
、
我
が
身
を
川
原
に
捨
て
さ
せ
て
、

天
忠
組
に
連
絡
さ
せ
、
果
て
た
と
い
う
人
で
あ
る
。
ま
た
勅
命

と
偽
っ
て
参
加
を
強
要
し
た
、
十
津
川
郷
士
は
八
月
十
八
日

の
政
変
に
よ
っ
て
、
逆
賊
と
化
し
た
天
忠
組
と
決
別
す
る
際
、

野
崎
主
計
一
人
が
責
め
を
負
い
、
割
腹
し
て
そ
の
罪
を
詫
び
、

十
津
川
郷
士
に
は
何
の
責
め
も
及
ば
な
か
っ
た
等
々
の
責
任

に
対
す
る
重
い
覚
悟
を
持
っ
て
い
た
事
。
そ
れ
に
対
し
て
今
の

世
の
中
は
ど
う
だ
ろ
う
。
責
任
の
所
在
は
曖
昧
で
、
人
や
社
会

の
せ
い
に
す
る
。
責
任
逃
れ
の
見
苦
し
い
政
治
家
や
経
営
者
の

振
る
舞
に
辟
易
と
し
た
事
件
は
耳
目
に
新
し
い
。
そ
う
し
て

三
つ
目
は
「
再
生
」
だ
。
今
以
て
天
忠
組
の
志
士
の
倒
れ
た
場

に
、
香
華
を
手
向
け
る
老
人
が
お
り
、
山
中
し
め
や
か
に
供
養

の
法
事
が
営
ま
れ
続
け
て
い
る
。
昭
和
二
年
八
月
頃
、
吉
野
の

山
中
を
調
査
に
訪
れ
た
、
彼
の
有
名
な
民
俗
学
者
・
宮
本
常
一

は
、
そ
の
著
『
御
一
新
の
あ
と
さ
き
』
に
天
辻
峠
の
地
蔵
堂
の

蔭
に
憩
う
八
十
歳
近
い
老
婆
か
ら
「
そ
れ
で
も
ま
ァ
、
こ
こ
の

土
地
の
人
は
、
天
忠
組
に
義
理
立
て
て
い
ま
し
た
か
ら
、
あ
の

後
し
ば
ら
く
は
村
に
も
よ
い
こ
と
が
つ
づ
き
ま
し
た
。
天
忠
組

に
た
て
つ
い
た
よ
う
な
と
こ
ろ
に
は
碌
な
こ
と
は
な
か
っ
た

と
い
い
ま
す
。」
と
の
談
を
録
し
て
い
る
。
若
く
し
て
散
っ
た

人
々
へ
の
哀
れ
み
や
追
慕
の
情
で
あ
ろ
う
、
事
件
後
す
ぐ
に

幕
府
の
目
を
は
ば
か
り
つ
つ
、「
天
忠
踊
」が
近
年
迄
盆
踊
り
と

し
て
伝
え
ら
れ
て
来
た
が
、
絶
滅
の
寸
前
と
化
し
て
い
る
。

　
以
上
の
三
条
を
以
て
、
今
の
世
に
問
う
事
と
し
、
五
條
市
、

十
津
川
村
、
東
吉
野
村
、
安
堵
町

の
四
市
町
村
に
呼
び
か
け
、
天
忠

組
関
係
市
町
村
連
絡
協
議
会
を

立
ち
上
げ
、
以
降
協
力
し
て
啓
発

活
動
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
十
年

前
に
は
映
像
作
家
保
山
耕
一
氏
に

依
頼
し
て
、
天
忠
組
の
素
晴
ら
し

い
映
像
を
制
作
し
、
事
件
の
顛
末

と
、
地
元
の
方
々
の
思
い
を
録
画

し
て
東
京
を
始
め
、
志
士
に
縁

あ
る
土
佐
で
も
上
映
を
行
っ
た
。

　
識
者
か
ら
も
ご
批
判
は
あ
っ
た

が
、今
何
故
に
天
忠
組
か
は
、世
界

の
状
勢
下
、
再
度
我
々
が
歴
史
に

学
ぶ
必
要
あ
り
と
、
信
念
を
貫
い

て
い
る
。

　
尚
、
天
忠
組
と
は
自
ら
名
乗
っ

た
も
の
で
無
く
、
誰
言
う
と
な
く

称
え
ら
れ
た
名
称
で
、多
く「
天
誅
」

を
用
い
た
が
、
陣
中
の
書
記
方
を

勤
め
た
、
伴
林
光
平
は「
天
忠
組
」

と
記
し
て
い
る
し
、
立
て
初
め
し

志
を
以
て
し
て
も「
誅
」よ
り「
忠
」

が
好
ま
し
い
と
、「
天
忠
組
」
と

表
記
し
て
い
る
こ
と
も
、
申
し

添
え
た
い
。

Euro-NARASIA

AN ORIGIN OF 
NARA’S CULTURE

神
主
・
奈
良
県
立
大
学
客
員
教
授

神
主
・
奈
良
県
立
大
学
客
員
教
授  

岡
本
彰
夫

O
K
A
M
O
T
O
 
A
k
i
o
 

O
K
A
M
O
T
O
 
A
k
i
o
 

天て
ん
ち
ゅ
う
ぐ
み

忠
組

おかもと・あきお
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