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『
天
野
�
太
郎
』。
こ
の
名
前
を
聞
い
た
こ
と
が

あ
る
人
は
少
な
い
と
思
い
ま
す
。
激
動
の
明
治
初

め
１
８
７
１
〈
明
治
４
〉
年
７
月
12
日
に
、
彼
は

坂
上
村
に
て
亡
く
な
り
ま
し

た
。
天
野
�
太
郎
の
祖
先
は
、

三
河
国
（
現
在
の
愛
知
県
）

に
住
み
、
徳
川
家
康
の
家
臣

と
な
っ
て
活
躍
し
ま
し
た
。

そ
し
て
江
戸
時
代
に
な
り
旗

本
と
な
る
と
、
関
東
地
方
に

所
領
替
え
を
申
し
出
て
、
上

三
川
町
の
坂
上
、
五
分
一
、

そ
し
て
茨
城
県
に
合
計
で
550

石
の
領
地
を
持
ち
、
代
々
受

け
継
が
れ
ま
し
た
。

幕
末
に
天
野
家
に
生
を
受

け
た
�
太
郎
は
、
幕
府
に
て

小
普
請
役
と
し
て
働
き
ま
し

た
が
、
や
が
て
江
戸
幕
府
の

崩
壊
と
と
も
に
、
職
と
領
地
を
失
っ
た
�
太
郎
は
、

生
活
の
糧
を
失
い
ま
し
た
。
皆
さ
ん
も
ご
存
知
の

通
り
、
幕
府
の
崩
壊
に
よ
っ
て
多
く
の
武
士
が
職

を
失
い
、
新
た
に
商
売
を
始
め
た
り
、
職
を
求
め

た
り
し
ま
し
た
が
、
多
く
は
失
敗
し
、
貧
し
さ
に

拍
車
を
か
け
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
�
太
郎
も
こ
の

よ
う
な
経
過
を
た
ど
り
、
や
が
て
江
戸
を
離
れ
、

元
の
自
分
の
領
地
で
あ
る
坂
上
の
地
を
、
生
活
の

場
所
と
し
た
の
で
し
ょ
う
。

坂
上
の
地
で
�
太
郎
は
、
村
人
の
納
屋
の
一
部

を
改
造
し
て
家
族
と
と
も
に
住
み
、
三
王
山
村

（
現
…
南
河
内
町
）
の
小
学
校
の
公
仕
を
勤
め
ま
し

た
が
、
そ
の
後
こ
の
地
で
波
乱
に
満
ち
た
生
涯
を

終
え
ま
し
た
。
彼
の
葬
儀
に
際
し
て
は
、
坂
上
村

と
五
分
一
村
の
31
人
が
香
料
を
、
大
山
の
淨
光
寺

が
線
香
を
納
め
ま
し
た
。
そ
し

て
、
こ
こ
か
ら
薬
代
と
棺
代
が

支
払
わ
れ
ま
し
た
が
、
不
足
金

が
生
じ
た
た
め
、
旧
領
民
が
負

担
し
、
�
太
郎
の
冥
福
を
祈
り

ま
し
た
。

頼
る
も
の
が
何
も
な
か
っ
た

�
太
郎
は
、
最
後
の
望
み
を
か

け
て
、
旧
領
地
の
中
で
ゆ
か
り

あ
る
坂
上
の
地
を
選
び
、
移
り

住
ん
だ
の
で
し
ょ
う
。
幕
末
か

ら
明
治
の
荒
波
の
中
で
彼
は
ま

さ
に
翻
弄
さ
れ
た
の
で
し
た
。

彼
の
死
後
２
日
後
に
、
明
治
新

政
府
は
廃
藩
置
県
を
発
令
し
、

江
戸
時
代
以
来
の
制
度
が
大
き

く
変
わ
っ
た
こ
と
は
、
彼
が
生
き
た
時
代
の
激
し

さ
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。
当
時
の
村
人
に
よ
り
建

て
ら
れ
た
天
野
�
太
郎
と
家
族
の
墓
は
、
坂
上
の

星
宮
神
社
の
境
内
で
ひ
っ
そ
り
と
、
激
動
の
平
成

の
世
を
見
つ
め
て
い
ま
す
。

天野　太郎の墓

あ
る
旗
本
の
死

（
1
8
7
1
〈
明
治
4
〉
年
7
月
12
日
）

両
隣
阿
吽
の
呼
吸
雨
蛙

浜
野
正
男

学
校
田
笛
を
合
図
に
田
植
せ
り

大
八
木
喜
重
郎

少
年
の
心
の
ご
と
く
五
月
晴

柳
田
石
村

独
り
住
み
安
け
さ
も
あ
り
昼
寝
か
な

伊
沢
静
香

疎う
と

ま
れ
し
ど
く
だ
み
に
し
て
花
清
し

蓬
田
四
方

次
々
と
心
忙
は
し
き
麦
の
秋

団
野
マ
ス
子

郭
公
や
君
の
名
前
を
ひ
ゃ
く
万
回

阿
部
信
子

更
衣
紺
の
野
良
着
の
す
て
ら
れ
ず

野
沢
花
枝

応
対
の
衿
元
涼
し
女
将
か
な

上
野
キ
ミ
エ

ガ
ー
ベ
ラ
の
真
赤
な
元
気
も
ら
ひ
け
り

石
崎
節
子
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