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⃝

坂
道
研
究
家
　
山
野
　
勝

一
九
四
三
年
、
広
島
県
生
ま
れ
。
早
稲
田
大
学
政
経
学
部
新
聞
学
科
卒
業
。
報
知

新
聞
社
を
経
て
講
談
社
に
入
社
。「
ヤ
ン
グ
マ
ガ
ジ
ン
」編
集
長
、第
三
編
集
局
長
、

取
締
役
、
常
務
取
締
役
を
務
め
た
。
こ
の
十
数
年
、
東
京
の
坂
道
を
積
極
的
に
歩

き
、
エ
ッ
セ
イ
や
講
演
な
ど
で
坂
道
ブ
ー
ム
の
火
付
け
役
に
。
著
書
に
『
江
戸
の

坂
︱
︱
東
京
・
歴
史
散
歩
ガ
イ
ド
』（
朝
日
新
聞
出
版
）、『
江
戸
と
東
京
の
坂
』『
古

地
図
で
歩
く
江
戸
と
東
京
の
坂
』（
以
上
、
日
本
文
芸
社
）
が
あ
る
。

目
切
坂
▼
第
40
号
で
紹
介
。
東
急
東
横
線
・
代
官
山
駅
で
下
車
し
、
八
幡
通

り
を
左
折
、
旧
山
手
通
り
を
横
断
し
て
代
官
山
交
番
に
向
か
う
。

三
浦
坂
▼
第
45
号
で
紹
介
。
千
代
田
線
・
根
津
駅
1
番
出
口
を
左
折
し
、
不

忍
通
り
を
進
む
。「
根
津
小
入
口
」
の
信
号
を
右
折
し
て
い
く
と

坂
下
へ
。

綱
　
坂
▼
第
39
号
で
紹
介
。
J
R
田
町
駅
か
都
営
三
田
線
・
浅
草
線
三
田
駅

で
下
車
し
慶
応
大
学
に
向
か
う
。正
門
前
の
信
号
の
す
ぐ
先
を
右
、

右
折
す
る
。
慶
応
中
等
部
の
先
が
綱
坂
の
上
り
。

七
曲
坂
▼
第
41
号
で
紹
介
。
西
武
新
宿
線
・
下
落
合
駅
か
ら
新
目
白
通
り
を

横
断
し
、
右
折
し
て
高
田
馬
場
方
面
へ
進
む
。
薬
王
院
入
口
を
左

に
入
り
、
次
を
右
折
、
1
本
目
を
左
折
す
る
。

連
載
を
振
り
返
っ
て

　
東
京
に
は
︑
江
戸
時
代
に
命
名
さ
れ
た
坂
が
五

〇
〇
余
り
も
残
っ
て
い
る
︒江
戸
の
市
街
地
で
は
︑

大
名
や
旗
本
な
ど
の
武
家
屋
敷
が
立
ち
並
ぶ
地
域

に
は
︑
町
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
し
か

も
︑
屋
敷
の
表
門
に
標
札
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
わ

け
で
も
な
か
っ
た
︒
こ
れ
は
︑
武
家
屋
敷
に
野
菜

や
魚
な
ど
の
商
品
を
届
け
る
町
人
に
と
っ
て
は
︑

不
便
こ
の
上
な
い
こ
と
だ
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
町
名

の
代
わ
り
と
し
て
坂
に
名
前
を
つ
け
る
こ
と
が
発

想
さ
れ
た
︒
坂
名
が
町
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て

の
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
︒

　
本
誌
﹁
江
戸
の
坂
道
散
策
﹂
で
は
︑
綱
坂
・
我が

善ぜ
ん

坊ぼ
う

谷だ
に

坂
・
狸ま

み

穴あ
な

坂
・
三
分ぷ

ん

坂
・
伊い

皿さ
ら

子ご

坂
︵
港

区
︶
や
︑
胸む

な

突つ
き

坂
・
善
光
寺
坂
・
無む

縁え
ん

坂
・
湯ゆ

立た
て

坂
・
鐙あ

ぶ
み

坂
・
御
殿
坂
︵
文
京
区
︶︑
目め

切き
り

坂
・
行

人
坂
・
権
之
助
坂
・
別
所
坂
︵
目
黒
区
︶︑
七な

な

曲ま
が
り

坂
・
浄じ

ょ
う

瑠る

璃り

坂
・
庾ゆ

嶺れ
い

坂︵
新
宿
区
︶︑三
浦
坂︵
台

東
区
︶︑
寮り

ょ
う

の
坂
︵
世
田
谷
区
︶︑
蝉せ

み

坂
︵
北
区
︶

を
取
り
上
げ
た
︒
私
は
名
坂
の
条
件
を
①
勾こ

う

配ば
い

が

急
で
あ
る
こ
と
︑
②
湾
曲
し
て
い
る
こ
と
︑
③
江

戸
情
緒
が
あ
る
こ
と
︑
④
坂
名
の
由
来
が
ユ
ニ
ー

ク
で
あ
る
こ
と
︑
と
し
て
い
る
が
︑
い
ず
れ
の
坂

も
こ
の
条
件
を
満
た
し
︑
名
坂
中
の
名
坂
で
あ
る

と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

　
坂
の
魅
力
は
実
際
に
歩
い
て
み
る
こ
と
に
尽
き

る
が
︑
そ
れ
を
倍
加
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
︑
江
戸

の
﹃
切
絵
図
﹄
を
持
っ
て
歩
か
れ
る
こ
と
を
推
奨

し
た
い
︒
入
手
し
や
す
い
の
は
︑
江
戸
後
期
に
発

行
さ
れ
た
﹃
金き

ん

鱗り
ん

堂
・
尾
張
屋
清
七
板
﹄
だ
︒
図

面
は
五
色
に
色
分
け
さ
れ
︑
武
家
地
は
白
︑
寺
社

地
は
赤
︑
町
屋
は
薄
墨
︑
道
路
は
黄
︑
田
畑
は
緑

と
︑
街
並
み
が
一
目
で
わ
か
る
よ
う
に
表
現
さ
れ

て
い
る
︒
坂
に
は

印
が
あ
っ
て
︑
坂
名
が
記
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
︒
坂
の
位
置
を
特
定
す

る
に
は
︑
多
少
の
専
門
知
識
が
い
る
の
で
︑
現
代

地
図
と
対
照
し
た
書
籍
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
の

で
︑
こ
れ
を
参
考
に
さ
れ
る
の
も
よ
い
︒

　
む
ろ
ん
︑
江
戸
の
街
並
み
が
そ
っ
く
り
残
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
︑
ふ
と
︑
江
戸
時

代
に
迷
い
込
ん
だ
よ
う
な
錯
覚
に
襲
わ
れ
る
こ
と

が
あ
る
︒
こ
う
し
た
雰
囲
気
の
中
で
坂
を
眺
め
て

み
る
と
︑歴
史
を
深
く
刻
み
込
ん
だ
坂
の
よ
さ
が
︑

ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
く
る
の
だ
︒
そ
し
て
︑
こ

れ
ら
の
坂
が
い
つ
ま
で
も
残
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ

て
止
ま
な
い
︒

綱坂（港区） 目切坂（目黒区）

七曲坂（新宿区） 三浦坂（台東区）
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別
所
坂（
目
黒
区
）

別
所
坂
ア
ク
セ
ス
▼�

東
急
東
横
線
・
代
官
山
駅
下
車
︒
鎗や
り

ヶ
崎さ
き

の

信
号
か
ら
駒
沢
通
り
を
下
り
︑
2
本
目
を
左

折
し
︑
突
き
あ
た
り
を
左
折
し
て
進
む
︒

黒
区
の
中
目
黒
一
丁
目
と
二
丁
目
の
境
を

南
西
か
ら
北
東
に
上
る
長
い
坂
が
あ
る
︒

瀟
洒
な
住
宅
街
を
大
き
く
S
字
状
に
湾
曲
し
︑
坂

上
近
く
で
直
線
の
急
坂
と
な
る
︒
こ
の
坂
を
別べ

っ

所し
ょ

坂
と
い
う
︒
こ
の
道
筋
は
江
戸
時
代
か
ら
あ
り
︑

目
黒
方
面
か
ら
別
所
坂
を
上
り
︑
麻
布
を
経
て
江

戸
市
中
へ
通
じ
る
最
短
距
離
の
道
だ
っ
た
︒﹁
別

所
﹂
と
は
こ
の
辺
り
の
旧
地
名
で
︑
①
新
し
く
開

か
れ
た
土
地
︵
開
墾
地
の
集
落
︶
と
か
︑
②
行
き

止
ま
り
の
場
所
を
意
味
す
る
と
い
わ
れ
る
︒
実
際

に
歩
く
と
︑
坂
上
は
崖
に
は
ば
ま
れ
︑
車
の
通
行

は
不
能
で
︑
歩
行
者
の
た
め
に
は
石
段
が
設
け
ら

れ
て
い
る
︒

　
別
所
坂
の
坂
上
は
別
所
台
と
呼
ば
れ
︑
遠
く
富

士
の
名
峰
が
望
め
る
景
勝
の
地
だ
っ
た
︒
江
戸
時

代
の
後
期
︑
こ
の
台
上
に
幕
府
先さ

き

手て

組
与
力
・
近

藤
重
蔵
の
別
邸
が
あ
っ
た
︒
重
蔵
は
北
蝦
夷
・
千

島
列
島
の
探
検
家
と
し
て
知
ら
れ
る
︒
文
政
二
年

︵
一
八
一
九
︶︑
重
蔵
は
こ
の
邸
内
に
富
士
塚
を
築

い
た
︒
目
黒
新
富
士
と
呼
ば
れ
︑
江
戸
の
名
所
の

一
つ
に
な
っ
て
い
た
︒
歌
川
広
重
の
﹃
名
所
江
戸

百
景
﹄
に
も
美
し
く
描
か
れ
て
い
る
︒

　
し
か
し
︑書
物
奉
行
に
栄
進
し
て
い
た
重
蔵
は
︑

老
中
・
水
野
忠
成
と
対
立
し
︑
大
阪
御
弓
奉
行
に

降
格
・
左
遷
さ
れ
︑
さ
ら
に
︑
差さ

し

控ひ
か

え
の
刑
を
受

け
て
滝
野
川
︵
北
区
︶
に
蟄
居
処
分
と
な
っ
た
︒

そ
の
間
︑
富
士
塚
の
管
理
は
隣
家
の
塚
越
︵
塚
本

と
も
い
う
︶
家
に
託
し
て
い
た
が
︑
参
詣
客
に
か

ら
む
利
害
問
題
が
生
じ
て
い
た
︒
文
政
九
年
︵
一

八
二
六
︶
十
月
六
日
︑
塚
越
家
の
理
不
尽
さ
に
耐

え
か
ね
た
重
蔵
の
長
子
・
富
蔵
が
塚
越
一
家
五
人

を
殺
害
す
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
︒
重
蔵
は

近
江
大お

お

溝み
ぞ

藩
に
お
預
け
と
な
り
︑
富
蔵
は
八
丈
島

に
流
さ
れ
た
︒
富
士
塚
は
今
は
な
く
︑﹁
テ
ラ
ス

恵
比
寿
の
丘
﹂
と
い
う
住
宅
に
な
っ
て
い
る
︒

　
ま
た
︑
江
戸
時
代
に
は
坂
上
を
横
断
し
て
︑
三

田
用
水
が
通
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
水
は
︑
明
治
二

〇
年
︵
一
八
八
七
︶
創
業
の
日
本
麦
酒
醸
造
会
社

︵
サ
ッ
ポ
ロ
ビ
ー
ル
の
前
身
︶
の
工
場
用
水
と
し

て
も
利
用
さ
れ
続
け
て
い
た
の
だ
︒

目

　
本
文
中
に
登
場
し
た
近
藤
富
蔵
は
、
八
丈
島
へ
流
罪

と
な
っ
て
も
武
士
の
誇
り
を
失
わ
ず
、
在
島
六
十
年
の

間
に
、
不
朽
の
名
著
『
八
丈
実
記
』
を
書
き
上
げ
た
。

八
丈
島
の
歴
史
や
民
俗
を
精
査
・
記
録
し
、
六
九
巻
に

ま
と
め
た
。近
藤
家
は
文
武
に
長
け
た
家
系
で
、祖
父
・

守
知
は
千
家
茶
道
に
通
じ
、
父
・
重
蔵
は
和
漢
古
書
の

書
誌
学
研
究
を
行
っ
た
。
富
蔵
は
明
治
一
三
年

（
一
八
八
〇
）
に
赦
免
さ
れ
東
京
に
帰
り
、
同
二
〇
年

に
八
二
歳
で
没
し
た
と
い
う
。


