
天て
ん
ち
ゅ
う
ぐ
み

誅
組 
、
逆
賊
か
ら
英
雄
へ

　

高
取
藩
に
敗
れ
た
天
誅
組
は
再
び
、

天て
ん
つ
じ
と
う
げ

辻
峠
（
五
條
市
）
ま
で
退
却
し
ま
し
た
。

そ
の
後
も
各
地
で
激
し
く
抵
抗
し
ま
す

が
、
圧
倒
的
な
幕
府
軍
の
勢
力
に
戦
況
は
、

不
利
な
も
の
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

天
誅
組
は
、
再
起
を
誓
い
な
が
ら
、
や

む
な
く
十
津
川
を
脱
出
し
、
新
宮
か
ら
海

路
を
長
ち
ょ
う
し
ゅ
う
州
に
向
か
お
う
と
南
下
し
ま
し

た
が
、
紀
州
勢
に
は
ば
ま
れ
た
た
め
に

北
上
を
続
け
ま
し
た
。
そ
し
て
文
久
３

年
（
１
８
６
３
年
）
９
月
24
日
に
は
、
吉

野
の
鷲わ
し
か
ぐ
ち

家
口
（
東
吉
野
村
）
へ
と
至
り
ま

す
。
こ
の
時
、
鷲
家
口
に
彦
根
藩
、
鷲
家

に
紀
州
藩
が
入
り
、
要
所
を
固
め
て
い
ま

し
た
。
こ
こ
で
天
誅
組
と
幕
府
軍
と
の
激

し
い
戦
闘
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、
天
誅
組
は
、

鷲
家
口
で
壊
滅
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ

こ
で
、
宇
陀
出
身
の
林
豹
吉
郎
も
戦
死
し

て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
戦
い
に
よ
っ
て
、

普
段
静
か
な
山
村
は
、
た
い
へ
ん
な
騒
動

に
な
っ
た
の
で
し
た
。
こ
の
戦
い
は
、「
天

誅
組
の
変
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
年
、
天
誅
組
は
当
時
の
体
制
に

反
逆
す
る
勢
力
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
が
、
時
勢
が
変
わ
り
、
明
治
維
新
後

は
、
天
誅
組
に
関
す
る
評
価
が
変
わ
っ
て

き
ま
す
。
天
誅
組
の
変
は
、
明
治
維
新

（
１
８
６
８
年
）
の
５
年
前
の
出
来
事
で

す
が
、
こ
の
行
動
が
「
明
治
維
新
の
魁
さ
き
が
け」

と
評
価
さ
れ
、
五
條
は
明
治
維
新
発
祥
の

地
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

林
豹
吉
郎
は
、
明
治
41
年
（
１
９
０
８

年
）、
明
治
政
府
か
ら
正し
ょ
う
ご
い

五
位
と
い
う

位い
か
い階
（
功
績
の
あ
る
人
に
与
え
ら
れ
る

位
）
を
与
え
ら
れ
、
大
宇
陀
春
日
に
あ
る

慶け
い
お
ん
じ

恩
寺
に
顕
彰
碑
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
昭
和
７
年
（
１
９
３
２
年
）
に

は
、「
天て
ん
ち
ゅ
う
ぎ
し

誅
義
士
戦
死
70
年
」
を
記
念
し
て
、

誕
生
地
の
大
宇
陀
拾
生
に
も
顕
彰
碑
が
建

て
ら
れ
ま
し
た
。

　

豹
吉
郎
は
、
今
、
東
吉
野
村
小
川
の

明み
ょ
う
じ
だ
に

治
谷
墓
地
に
眠
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

豹
吉
郎
に
関
係
す
る
資
料
は
、
五
條
市
文

化
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
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「
生
き
が
い
」
と
い
う
言

葉
を
よ
く
聞
き
ま
す
。
人

生
を
豊
か
に
、
い
き
い
き
と
送
る

う
え
で
大
切
な
も
の
の
ひ
と
つ
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
「
生
き
が
い
」
は
、
も
の
ご
と
を

達
成
し
た
か
ら
こ
こ
で
終
了
と
い

う
性
質
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
生
き
が
い
」
と
し
て
い
る
こ
と
の

実
行
に
よ
り
、
自
分
の
存
在
意
義

を
感
じ
た
り
、
社
会
や
人
の
役
に

立
っ
て
い
る
こ
と
で
満
足
感
や
達

成
感
を
得
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
は
、

い
わ
ば
「
生
き
る
原
動
力
」
と
言

え
る
で
し
ょ
う
。

　

趣
味
を
楽
し
む
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
を
す
る
、
仕
事
に
集
中
す

る
な
ど
、人
に
よ
っ
て
「
生
き
が
い
」

は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
わ
た
し
た
ち

に
は
、
年
齢
や
性
別
、
立
場
や
職

業
な
ど
に
関
わ
ら
ず
、
自
分
の
人

生
を
豊
か
に
す
る
た
め
の
た
く
さ

ん
の
選
択
肢
が
与
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

高
齢
者
が
長
年
の
豊
か
な
知
識

や
経
験
を
生
か
し
て
社
会
参
加
を

す
る
こ
と
は
、
社
会
全
体
の
成
熟

と
活
性
化
に
つ
な
が
り
ま
す
。
ま

た
、
核
家
族
が
増
え
て
い
る
現
代
社

会
で
は
、
異
世
代
間
の
交
流
を
図

る
良
い
機
会
に
も
な
り
ま
す
。
世

代
の
違
う
人
ど
う
し
が
触
れ
合
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
互
い
に
な
い
も

の
を
補
い
、
あ
る
も
の
を
共
有
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
誰
か
の
た
め
に
何
か
を
し
て
、
他

者
の
喜
び
を
自
分
の
喜
び
と
で
き

る
よ
う
な
「
生
き
が
い
」
を
見
つ
け

る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
こ
の
上
な

く
幸
せ
な
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
こ
と
で
、
人
は
も
っ
と
他
者

に
優
し
く
、
温
か
く
な
れ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
生
き
が
い
」

か
ら
う
ま
れ
る
「
や
さ
し
い
ま
な

ざ
し
」
は
、
お
互
い
の
人
権
を
大

切
に
す
る
社
会
を
つ
く
っ
て
い
く

た
め
に
も
、
必
要
な
も
の
で
あ
る

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

「
生
き
が
い
」
っ
て
何
で
し
ょ
う
？

－
林は

や
し

　
豹ひ

ょ
う
き
ち
ろ
う

吉
郎 
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