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坂
口
周
さ
ん
の
単
著
が
出
た
。
タ
イ
ト
ル
か
ら
し
て
も
壮
大
な
構

想
の
大
著
で
あ
る
。
本
書
の
書
評
に
つ
い
て
は
、
刊
行
直
後
の

二
〇
一
六
年
秋
に
依
頼
を
受
け
て
は
い
た
も
の
の
、
妙
な
書
き
に
く

さ
を
覚
え
て
先
延
ば
し
に
し
て
い
る
う
ち
に
一
年
が
過
ぎ
て
し
ま
っ

た
。
そ
れ
は
著
者
で
あ
る
坂
口
さ
ん
を
元
同
僚
と
し
て
よ
く
知
っ
て

い
る
だ
け
に
、
改
め
て
書
評
と
い
う
形
式
で
所
感
を
届
け
る
の
が
気

恥
ず
か
し
く
思
わ
れ
た
せ
い
ば
か
り
で
は
な
い
。
全
く
同
世
代
の
手

に
な
る
こ
の
著
書
の
成
果
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
か
に
よ
っ

て
、
自
分
の
研
究
者
と
し
て
の
あ
り
方
が
試
さ
れ
る
よ
う
な
緊
張
感

を
も
ど
こ
か
で
感
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
本
書
の
中
心
を

な
す
論
考
の
い
く
つ
か
は
、
か
つ
て
本
誌
に
掲
げ
ら
れ
た
初
稿
か
ら

発
展
し
た
と
い
う
縁
も
あ
り
、
儀
礼
的
な
書
評
で
は
な
く
『
實
踐
國

文
學
』
だ
か
ら
書
け
る
こ
と
を
書
き
た
い
と
い
う
勝
手
な
思
料
に
囚

わ
れ
て
煩
悶
久
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
単
発
の
論

文
で
親
し
ん
で
い
た
坂
口
さ
ん
の
研
究
が
こ
れ
ほ
ど
大
き
な
ス
ケ
ー

ル
に
組
み
上
げ
ら
れ
て
全
貌
を
現
し
た
こ
と
に
ま
ず
驚
か
さ
れ
た
。

最
近
、
文
学
研
究
の
タ
イ
プ
に
は
は
っ
き
り
と
二
種
類
の
も
の
が

あ
る
こ
と
を
色
々
な
実
例
に
よ
っ
て
知
る
よ
う
に
な
っ
た
。一
つ
は
、

特
定
の
対
象
に
向
け
て
地
中
深
く
に
杭
を
打
ち
込
み
頑
丈
な
足
場
を

築
こ
う
と
す
る
タ
イ
プ
と
、
も
う
一
つ
は
そ
の
よ
う
な
足
場
か
ら
足

場
へ
と
空
中
線
を
架
設
し
て
華
麗
な
綱
渡
り
の
技
を
披
露
す
る
タ
イ

プ
と
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
成
果
を
批
判
的
に
継
承
し
て
い
く
前
者

の
タ
イ
プ
が
提
供
す
る
の
は
、
確
実
な
情
報
と
論
理
の
積
み
重
ね
で

あ
り
、
後
者
の
タ
イ
プ
が
提
供
す
る
の
は
、
斬
新
な
発
想
に
よ
る
知

的
な
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
狭
義
の
文
学
研
究
と
言
え
ば

前
者
で
、
必
要
に
な
っ
た
と
き
に
そ
こ
で
待
っ
て
い
て
情
報
を
与
え

書
評
　
坂
口
周
著
『
意
志
薄
弱
の
文
学
史

―
日
本
現
代
文
学
の
起
源
』
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て
く
れ
る
と
い
う
安
心
感
が
あ
る
。
一
方
後
者
に
は
、
一
見
無
関
係

に
見
え
る
対
象
を
繋
ぎ
合
わ
せ
る
力
技
に
特
色
が
あ
り
、
そ
の
強
引

さ
は
し
ば
し
ば
「
評
論
的
」
と
い
う
言
葉
で
従
来
の
研
究
か
ら
攻
撃

さ
れ
が
ち
だ
が
、
そ
の
ア
イ
デ
ア
は
新
鮮
で
刺
激
を
も
た
ら
す
の
で

あ
る
。
ど
ち
ら
の
方
法
を
取
る
か
は
研
究
者
の
資
質
と
い
う
よ
り
ほ

か
に
な
い
。
そ
し
て
本
書
に
現
れ
て
い
る
坂
口
さ
ん
は
明
確
に
後
者

の
タ
イ
プ
に
属
し
て
い
る
。
だ
か
ら
論
の
手
堅
さ
を
尺
度
に
す
れ
ば

不
満
な
点
が
多
い
反
面
、
ジ
ャ
ン
ル
横
断
的
な
啓
蒙
性
を
尺
度
に
す

れ
ば
、
大
胆
不
敵
な
着
想
と
レ
ト
リ
ッ
ク
に
喝
采
を
送
る
こ
と
も
で

き
る
。
先
に
自
分
の
研
究
者
と
し
て
の
あ
り
方
が
試
さ
れ
る
と
書
い

た
の
は
、
坂
口
さ
ん
の
研
究
に
向
き
合
う
こ
と
を
通
じ
て
、
結
局
こ

の
二
つ
の
方
向
に
引
き
裂
か
れ
た
自
身
の
態
度
を
意
識
さ
せ
ら
れ
る

か
ら
な
の
で
あ
る
。

本
題
に
入
る
前
に
、ま
ず
は
本
書
の
構
成
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

本
書
は
序
章
に
「「
曖
昧
未
了
」
か
ら
「
意
志
薄
弱
」
ま
で
」、
終
章

に
「「
意
志
」
を
め
ぐ
る
攻
防
」
と
題
す
る
論
考
を
置
き
、
全
体
を

二
部
構
成
と
し
て
い
る
。
明
治
・
大
正
期
の
文
学
を
扱
う
第
一
部
の

各
章
タ
イ
ト
ル
は
、
第
一
章
「
運
動
す
る
写
生

―
正
岡
子
規
と
映

画
の
論
理
」、
第
二
章
「
催
眠
、
あ
る
い
は
脳
貧
血
の
系
譜

―
夏

目
漱
石
か
ら
志
賀
直
哉
へ
」、
第
三
章
「〈
気
づ
き
〉
の
神
秘
主
義

―
内
田
百
閒
と
夢
小
説
」
で
あ
り
、
昭
和
期
の
文
学
を
扱
う
第
二

部
の
各
章
タ
イ
ト
ル
は
、
第
四
章
「
発
声
映
画
の
時
代

―
横
光
利

一
の
〈
四
次
元
小
説
〉
論
」、
第
五
章
「
一
九
六
三
年
の
分
脈

―

大
江
健
三
郎
と
川
端
康
成
」
で
あ
る
。

副
題
が
す
で
に
語
っ
て
い
る
通
り
、坂
口
さ
ん
は
柄
谷
行
人
の『
日

本
近
代
文
学
の
起
源
』
の
向
こ
う
を
張
る
つ
も
り
で
最
近
の
論
考
を

増
補
し
一
書
に
編
み
上
げ
て
い
る
。
正
岡
子
規
の
「
写
生
」
を
起
源

に
据
え
、
日
本
の
近
代
文
学
史
を
新
た
な
「
視
覚
」
の
編
成
史
と
し

て
捉
え
る
発
想
自
体
は
柄
谷
と
あ
ま
り
変
わ
り
が
な
い
。
だ
が
、
そ

の
「
視
覚
性
」
の
展
開
を
、
映
画
が
作
家
た
ち
に
与
え
た
世
界
認
識

の
変
容
と
し
て
記
述
す
る
と
こ
ろ
に
坂
口
さ
ん
の
独
創
性
が
あ
る
。

そ
の
利
点
は
映
画
と
の
対
比
に
お
い
て
、
小
説
に
お
け
る
「
時
間
」

の
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
点
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
夢
」「
無

意
識
」「
幻
想
」
を
描
い
た
作
家
と
し
て
、夏
目
漱
石
か
ら
志
賀
直
哉
、

佐
藤
春
夫
、
内
田
百
閒
に
至
る
一
つ
の
ラ
イ
ン
を
描
き
出
し
、「
近

代
的
自
我
」
史
観
に
よ
る
定
番
化
さ
れ
た
文
学
史
の
盲
点
を
突
い
て

い
る
。
論
の
目
的
と
そ
こ
で
扱
わ
れ
る
対
象
の
選
び
方
は
取
り
立
て

て
新
し
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
批
判
が
大
抵
、
在
来
の

図
式
を
単
純
に
裏
返
し
た
裏
面
史
（
傍
流
史
）
に
陥
り
か
ね
な
い
と

こ
ろ
を
、
坂
口
さ
ん
は
「
意
志
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
活
用
す
る

こ
と
で
巧
み
に
回
避
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
意
志
的
」
な
主
体
と

し
て
の「
私
」の
展
開
の
み
に
注
目
し
て
き
た
在
来
の
文
学
史
に
、「
意

志
薄
弱
」
の
文
学
系
譜
を
対
置
さ
せ
る
と
い
う
の
が
坂
口
さ
ん
の
新

し
さ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
日
露
戦
争
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以
後
急
速
に
広
が
り
、大
正
期
に
頂
点
を
迎
え
た
「
神
経
衰
弱
」
や
、

明
治
末
の
「
千
里
眼
事
件
」
以
後
も
衰
え
な
か
っ
た
「
催
眠
術
」
ブ
ー

ム
と
い
っ
た
こ
の
時
代
特
有
の
社
会
現
象
を
文
学
史
の
記
述
に
う
ま

く
取
り
込
む
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
ひ
と
え
に
「
意
志
薄
弱
の
文

学
」
と
い
う
「
名
づ
け
」
の
功
績
に
帰
せ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

坂
口
さ
ん
は
ま
た
、「
親
和
性
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
異
な
る

事
象
を
関
連
付
け
、
新
た
な
検
討
領
域
を
鮮
や
か
に
開
拓
し
て
み
せ

る
。
そ
れ
が
最
も
成
功
し
て
い
る
の
は
や
は
り
、「
心
」
を
解
明
す

る
努
力
と
し
て
の
「
心
理
学
」
や
「
文
学
」
と
、「
心
」
を
操
る
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
し
て
の
「
催
眠
術
」
と
の
「
親
和
性
」
に
注
目
し
た

部
分
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
成
功
は
、
文
学
テ
ク
ス
ト
の
み
に
限
定

さ
れ
な
い
、
ま
た
日
本
語
テ
ク
ス
ト
の
み
に
限
定
さ
れ
な
い
文
献
参

照
の
幅
広
さ
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
研
究
対
象
を

日
本
文
学
に
特
化
し
た
研
究
者
と
は
か
な
り
異
な
る
教
養
の
バ
ッ
ク

グ
ラ
ウ
ン
ド
を
活
か
し
て
い
る
点
が
、
本
書
の
大
き
な
特
色
と
も

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
「
心
」
の
問
題
に
つ
い
て
、
現

代
主
流
と
な
っ
て
い
る
脳
科
学
の
成
果
を
考
慮
し
な
が
ら
、
大
正
期

の
こ
の
分
野
に
関
す
る
「
学
術
的
常
識
」
の
レ
ベ
ル
を
丁
寧
に
明
ら

か
に
し
て
い
る
点
が
解
説
と
し
て
貴
重
で
あ
り
、
ま
た
刺
激
的
で

あ
っ
た
。

だ
が
一
方
で
、横
光
利
一
の
「
純
粋
小
説
論
」
に
提
起
さ
れ
た
「
四

人
称
」
を
理
解
す
る
の
に
、
当
時
の
映
画
論
を
根
拠
と
し
て
数
学
的

な
「
四
次
元
」
の
概
念
と
結
び
付
け
た
り
、
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
の
概
念

を
用
い
て
ト
ー
キ
ー
映
画
の
登
場
と
い
う
技
術
史
的
事
象
と
の
同
時

代
性
を
強
調
し
た
り
す
る
と
こ
ろ
の
論
理
が
妥
当
で
あ
る
の
か
は
正

直
な
と
こ
ろ
判
断
に
迷
う
。
微
視
的
に
見
れ
ば
異
な
る
文
脈
の
下
に

置
か
れ
て
い
て
、
到
底
結
び
付
き
そ
う
に
は
思
え
な
い
多
様
な
言
説

を
、「
親
和
性
」
と
い
う
魔
術
的
な
言
葉
で
危
う
く
繋
い
で
い
く
レ

ト
リ
ッ
ク
が
、
か
な
り
強
引
に
見
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

結
局
「
純
粋
小
説
論
」
の
分
析
に
映
画
を
用
い
る
こ
と
の
妥
当
性
と

い
う
根
本
的
な
問
題
に
帰
着
す
る
わ
け
だ
が
、
恐
ら
く
坂
口
さ
ん
は

こ
の
部
分
の
論
考
を
、
映
画
史
が
文
学
に
与
え
た
影
響
力
を
明
ら
か

に
す
る
と
い
う
命
題
か
ら
発
想
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な

前
提
の
も
と
で
読
め
ば
さ
ほ
ど
の
違
和
感
は
な
く
な
る
の
か
も
知
れ

な
い
。

ま
た
、
も
う
一
点
本
書
に
お
い
て
気
に
な
っ
た
の
は
、
文
学
分
野

の
先
行
研
究
に
対
す
る
冷
淡
さ
で
あ
る
。
例
え
ば「
無
意
識
」や「
潜

在
意
識
」な
ど
を
文
学
の
テ
ー
マ
と
し
て
引
き
出
す
際
、「
神
経
衰
弱
」

的
徴
候
と
も
い
え
る「
朦
朧
」や「
ぼ
ん
や
り
」「
夢
見
心
地
」と
い
っ

た
心
理
状
態
の
描
写
が
戦
略
的
に

0

0

0

0

多
用
さ
れ
た
と
い
う
指
摘
は
本
書

の
最
も
面
白
い
部
分
の
一
つ
だ
が
、
私
の
場
合
ど
う
し
て
も
、
識
閾

下
へ
の
時
代
的
関
心
を
「
朦
朧
」
や
「
ぼ
ん
や
り
」
と
い
う
語
に
よ
っ

て
掬
い
取
っ
た
安
藤
宏
『
自
意
識
の
昭
和
文
学

―
現
象
と
し
て
の

「
私
」』（
一
九
九
四
・
三
、
至
文
堂
）
が
先
例
と
し
て
思
い
浮
か
ん
で
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し
ま
い
、
多
少
の
既
視
感
が
無
き
に
し
も
あ
ら
ず
で
あ
っ
た
。
坂
口

さ
ん
の
場
合
は
こ
れ
を
主
に
大
正
文
学
の
問
題
と
し
て
論
じ
て
い

る
。
先
行
研
究
を
取
り
上
げ
て
い
れ
ば
論
点
の
差
異
が
明
ら
か
に
な

り
、「
意
志
」
と
い
う
坂
口
さ
ん
の
独
自
の
問
題
設
定
を
よ
り
明
確

に
示
せ
た
は
ず
な
の
に
と
惜
し
ま
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
点
は
し
か
し
、
批
判
と
し
て
述
べ
た
と
こ
ろ

で
本
書
の
成
果
自
体
を
傷
つ
け
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
坂
口
さ
ん

に
は
、
あ
え
て
強
引
な
レ
ト
リ
ッ
ク
を
使
う
こ
と
で
し
か
見
え
て
こ

な
い
、
そ
の
時
代
の
巨
視
的
な
精
神
風
景
が
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
な

か
ば
確
信
犯
的
な
意
図
が
あ
る
に
違
い
な
く
、
そ
の
勇
敢
さ
に
こ
そ

理
な
ら
ぬ
理
が
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
う
っ
か
り
こ
れ
を
批
判
し
た
と

こ
ろ
で
当
人
に
は
痛
く
も
痒
く
も
な
い
だ
ろ
う
。
横
光
の
よ
う
に
小

さ
な
偶
然
（
飛
躍
）
の
積
み
重
ね
が
大
き
な
必
然
と
な
る
の
を
狙
っ

た
わ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う
が
、
一
部
を
見
る
と
根
拠
が
弱
い
よ
う
に

見
え
る
論
理
で
も
、
書
物
の
全
体
と
し
て
み
る
と
あ
ち
こ
ち
の
伏
線

が
有
機
的
に
活
き
て
い
る
。
ま
さ
に
長
篇
小
説
の
文
法
だ
と
い
う
感

じ
が
す
る
。

最
後
に
、
坂
口
さ
ん
の
研
究
ス
タ
イ
ル
で
羨
ま
し
い
の
は
、
何
よ

り
も
自
由
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
作
家
論
・
作
品
論
・
テ
ク
ス
ト

論
な
ど
、
研
究
史
の
亡
霊
に
囚
わ
れ
て
自
意
識
過
剰
に
な
り
が
ち
な

同
世
代
の
「
日
本
近
代
文
学
」
の
研
究
者
に
は
な
い
健
全
さ
で
、
使

え
る
方
法
は
何
で
も
使
う
。分
野
を
問
わ
な
い
多
様
な
文
献
の
参
照
、

一
見
無
関
係
な
事
象
を
と
に
か
く
繋
い
で
し
ま
う
大
胆
さ
、
原
典
そ

の
も
の
の
文
脈
に
足
を
掬
わ
れ
な
い
自
由
な
引
用
。
要
は
、
禁
じ
手

を
設
け
な
い
闊
達
さ
が
坂
口
さ
ん
の
身
上
で
、
問
題
提
起
的
な
と
こ

ろ
だ
と
思
う
。
無
遠
慮
な
評
言
を
連
ね
た
が
、
こ
れ
が
坂
口
さ
ん
へ

の
礼
儀
だ
と
思
う
。
坂
口
さ
ん
も
古
巣
の
よ
し
み
だ
と
思
っ
て
、
い

つ
も
の
ニ
ヒ
ル
な
笑
い
で
許
し
て
く
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

（
二
〇
一
六
年
一
〇
月
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
本
体
価
格

三
八
〇
〇
円
）

（
こ
う
の　

た
つ
や
・
実
践
女
子
大
学
准
教
授
）


