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紹
介
と
批
評

關
山
直
太
郎
編
著

　
　
『
初
期
肚
會
主
義
資
料
』

　
　
　
　
　
　
　
　
－
牟
婁
新
報
抄
録
1

　
一
　
和
歌
山
縣
の
片
隅
、
田
邊
町
（
現
在
は
市
）
で
護
行
さ
れ
た
一
地
方
新

聞
『
牟
婁
新
報
』
が
近
代
日
本
史
研
究
の
上
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ

た
の
は
ご
く
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。

　
『
日
本
近
代
佛
教
史
研
究
』
（
吉
川
弘
丈
館
、
昭
和
三
＋
四
年
三
月
）
の
著
者

吉
田
久
一
助
教
授
は
そ
の
著
の
第
六
章
第
三
節
に
お
い
て
『
牟
婁
新
報
』
と
肚

會
主
義
者
グ
ル
ー
プ
と
の
關
係
を
論
じ
ら
れ
た
が
、
こ
れ
に
よ
り
一
躍
『
牟
婁

新
報
』
の
存
在
と
そ
れ
の
も
つ
重
要
性
が
世
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
吉
田
助
教

授
は
そ
の
書
の
な
か
で
「
『
牟
婁
新
報
』
の
記
者
で
、
吐
會
主
義
者
で
あ
つ
た

者
は
五
名
に
達
す
る
。
小
田
野
聲
・
豊
田
孤
寒
・
荒
畑
寒
村
・
管
野
幽
月
・
大

石
誠
之
助
で
あ
る
。
『
牟
婁
』
の
枇
會
主
義
論
読
に
つ
い
て
紹
介
さ
れ
た
こ
と

が
な
い
し
、
軍
民
肚
落
城
後
、
日
本
肚
會
主
義
蓮
動
史
に
一
つ
の
役
割
を
持
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六
　
　
　
（
八
二
四
）

て
い
る
と
思
う
か
ら
解
説
し
て
み
よ
う
」
（
五
一
六
頁
）
と
い
い
、
「
李
民
肚
落

城
後
の
吐
會
運
動
に
と
つ
て
、
『
牟
婁
』
が
か
す
か
な
希
望
の
一
つ
で
あ
つ
た

と
い
つ
て
も
よ
い
」
（
同
上
）
と
さ
れ
て
地
方
に
埋
も
れ
て
い
た
『
牟
婁
新
報
』

を
初
め
て
紹
介
さ
れ
た
。

吉
田
助
教
授
か
ら
『
牟
婁
新
報
』
の
所
在
と
そ
れ
に
關
係
し
た
人
々
、
そ
こ

で
主
張
さ
れ
て
い
る
吐
會
主
義
論
説
、
幸
徳
事
件
と
の
關
係
に
つ
い
て
明
ら
か

に
さ
れ
た
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
が
何
と
か
わ
れ
わ
れ
の
共
有
財
産
に
な
ら

な
い
も
の
か
と
切
望
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。
貴
重
な
『
牟
婁
新
報
』
は
和
歌
山

大
學
の
關
山
直
太
郎
教
授
の
手
で
、
同
大
學
経
濟
學
部
の
所
藏
に
飾
し
た
こ
と

も
吉
田
助
教
授
の
書
中
で
知
つ
た
。

　
わ
れ
わ
れ
の
希
望
は
意
外
に
早
く
か
な
え
ら
れ
る
日
が
き
た
。
關
山
教
授
は

『
初
期
壮
會
主
義
資
料
ー
牟
婁
新
報
抄
録
ー
』
を
公
刊
さ
れ
て
埋
も
れ
て

い
た
費
庫
を
わ
れ
わ
れ
の
前
に
公
開
し
て
下
さ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
二
　
本
書
は
明
治
三
十
四
年
か
ら
明
治
四
十
五
年
ま
で
に
『
牟
婁
新
報
』
に

掲
載
さ
れ
た
も
の
の
な
か
か
ら
、
と
く
に
肚
會
主
義
的
色
彩
の
濃
厚
な
も
の
を

探
録
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
籔
葉
の
口
櫓
、
索
引
、
不
探
録
主
要
項
目
、

解
読
ま
で
つ
け
加
え
ら
れ
て
あ
つ
て
わ
れ
わ
れ
の
研
究
に
一
暦
の
便
利
を
あ
た

え
て
く
れ
る
。

　
『
牟
婁
新
報
』
の
歴
史
と
そ
の
位
置
づ
け
お
よ
び
こ
こ
に
牧
録
さ
れ
た
も
の

の
意
義
に
つ
い
て
は
關
山
教
授
の
十
七
頁
に
お
よ
ぶ
「
解
読
」
の
な
か
に
す
ぺ



て
が
詳
述
さ
れ
て
い
て
こ
れ
に
つ
け
加
え
る
べ
き
も
の
は
何
一
つ
な
い
と
さ
え

思
え
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
筆
者
が
特
に
感
じ
た
馳
二
、
三
に
つ
い
て
書
き
留

め
る
こ
と
に
す
る
。

　
『
牟
婁
新
報
』
は
明
治
三
十
三
年
四
月
に
襲
刊
さ
れ
、
昭
和
六
年
三
月
ま
で

つ
づ
い
た
よ
う
で
あ
る
。
同
紙
が
何
ら
か
の
意
味
で
肚
會
主
義
と
の
關
係
を
も

つ
も
の
と
し
て
世
に
知
ら
れ
て
き
た
の
は
明
治
三
十
七
、
八
年
頃
か
ら
で
、
そ

の
前
後
歎
年
が
同
紙
の
肚
會
主
義
的
色
調
の
一
番
濃
い
時
代
で
あ
つ
た
と
い

う
。
本
書
は
、
さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ
5
に
こ
の
時
代
に
基
準
を
お
い
て
明
治
三

十
四
年
か
ら
同
四
十
五
年
ま
で
の
も
の
の
中
か
ら
牧
録
さ
れ
て
い
る
。
論
読
、

記
事
、
感
想
、
詩
文
、
漕
息
の
う
ち
多
少
と
も
肚
會
主
義
に
關
す
る
も
の
、
あ

る
い
は
肚
會
主
義
的
志
向
の
も
の
、
も
し
く
は
こ
れ
と
同
調
す
る
よ
う
な
、
い

わ
ば
當
時
と
し
て
は
進
歩
的
な
傾
向
を
示
す
も
の
を
主
と
し
て
探
録
し
、
ま
た

直
接
右
の
よ
5
な
傾
向
を
示
さ
な
く
と
も
、
肚
會
主
義
者
あ
る
い
は
そ
の
同
調

者
も
し
く
は
親
縁
者
の
論
文
や
随
筆
類
、
さ
ら
に
は
こ
れ
ら
の
人
々
の
傳
記
材

料
と
し
て
幾
分
で
も
寄
與
し
そ
う
な
も
の
を
牧
録
し
た
と
い
う
。

　
『
牟
婁
新
報
』
は
吐
會
主
義
を
宣
傳
普
及
す
る
の
が
目
的
で
な
く
、
あ
く
ま

で
も
一
地
方
紙
で
あ
り
商
業
新
聞
で
あ
つ
た
。
荒
畑
寒
村
が
「
退
吐
の
騨
」

（
一
五
九
頁
）
で
い
つ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
論
壇
に
お
い
て
．
肚
會
主
義
を
い

か
に
鼓
吹
し
て
も
、
三
面
記
事
に
お
い
て
は
姦
通
、
窃
盗
、
彊
盗
、
放
火
、
自

殺
等
々
の
筆
を
と
ら
な
く
て
は
な
ら
な
か
つ
た
。
肚
會
士
、
義
者
の
灘
關
誌
『
季

　
　
　
　
頼
介
と
批
欝

民
新
聞
』
、
『
直
言
』
、
『
光
』
に
は
同
系
の
友
紙
と
し
て
『
牟
婁
新
報
』
は
し
ば

し
ば
紹
介
さ
れ
た
が
、
肚
會
主
義
の
機
關
紙
そ
の
も
の
で
は
な
か
つ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
小
田
頼
造
、
豊
田
孤
塞
、
荒
畑
塞
村
、
管
野
須
賀
子
が
そ
の

記
者
と
し
て
吐
會
主
義
の
宣
傳
を
し
、
大
石
誠
之
助
、
成
石
李
四
郎
が
さ
か
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

に
寄
稿
し
、
堺
利
彦
、
幸
徳
秋
水
、
木
下
倫
江
の
名
前
も
見
え
る
同
紙
は
た
し

か
に
『
李
民
新
聞
』
そ
の
他
の
友
紙
で
あ
つ
た
。
小
田
、
荒
畑
、
管
野
が
同
紙

の
記
者
と
し
て
赴
任
し
え
た
の
も
堺
利
彦
の
紹
介
に
よ
る
の
で
あ
つ
た
。

　
小
田
は
明
治
三
十
七
年
三
月
に
田
邊
に
來
任
し
、
た
だ
ち
に
三
ヵ
月
に
わ
た

る
「
新
時
代
の
警
鐘
」
な
る
長
論
文
を
書
き
は
じ
め
た
が
、
李
民
吐
に
お
け
る

小
田
は
幸
徳
、
堺
、
木
下
、
安
部
ら
め
大
先
輩
の
陰
に
か
く
れ
て
そ
の
存
在
す

ら
か
す
ん
で
い
た
。
耶
民
吐
の
名
物
傳
道
行
商
を
は
じ
め
た
の
が
小
田
で
あ

り
、
彼
は
初
め
て
千
葉
縣
下
に
傳
道
行
商
を
こ
こ
ろ
み
て
ま
も
な
く
堺
に
よ
び

よ
せ
ら
れ
、
行
商
中
途
で
田
邊
へ
赴
任
し
た
の
で
あ
る
。
荒
畑
に
し
て
も
李
民

砒
時
代
は
小
田
と
ま
つ
た
く
同
じ
く
横
濱
曙
會
の
有
力
メ
ソ
バ
ー
と
し
て
、
ま

た
東
北
地
方
傳
道
行
商
を
試
み
た
者
と
し
て
は
し
ら
れ
て
い
た
が
、
中
央
で
筆

を
振
る
ほ
ど
で
は
な
か
つ
た
。
管
野
須
賀
子
に
い
た
つ
て
は
地
方
通
信
の
な
か

に
二
、
三
圃
み
え
る
程
度
で
そ
の
存
在
は
小
田
、
荒
畑
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ

ど
輕
い
存
在
で
あ
る
。

　
石
川
三
四
郎
、
西
川
光
二
郎
ら
の
耶
民
吐
入
肚
の
辮
と
比
較
し
て
小
田
の

『
牟
婁
新
報
』
へ
の
「
入
肚
の
騨
」
（
二
〇
頁
）
は
何
と
牡
大
な
ひ
び
き
を
も
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
　
　
　
（
八
二
五
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

て
い
る
こ
と
か
。
こ
ん
な
鮎
に
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
小
田
、
荒
畑
、
管
野
そ

し
て
豊
田
と
い
つ
た
青
年
就
會
主
義
者
に
は
『
牟
婁
新
報
』
は
未
熟
な
が
ら
も

自
己
の
力
を
十
二
分
に
護
揮
で
き
る
新
天
地
で
あ
つ
た
。
こ
う
し
た
若
い
主
義

者
の
練
成
の
場
で
あ
つ
た
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
。

　
こ
の
こ
と
と
關
蓮
し
て
こ
れ
ら
右
の
四
人
の
青
年
肚
會
主
義
者
、
さ
ら
に
大

石
、
成
石
ら
幸
徳
事
件
の
犠
牲
者
の
こ
の
期
の
活
動
と
思
想
が
か
な
り
あ
き
ら

か
に
さ
れ
た
こ
と
は
何
と
い
つ
て
も
喜
ば
し
い
。
さ
ら
に
私
見
を
さ
し
は
さ
む

こ
と
を
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
赤
旗
事
件
以
後
幸
徳
事
件
に
い
た
る
ま
で
の
砒
會

主
義
者
の
な
か
で
管
野
須
賀
子
の
占
め
る
位
置
が
低
く
評
便
さ
れ
て
い
す
ぎ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
や
が
て
幸
徳
事
件
五
十
周
年
を
む
か
え
、
各
種
の
出

版
や
ら
行
事
が
企
蚤
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
心
に
幸
徳
一
人
だ
け
が
お
か
れ

て
い
る
。
事
件
の
事
實
上
の
推
進
者
は
管
野
で
あ
つ
た
と
筆
者
は
信
ず
る
が
、

彼
女
の
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
管
野
に
た
い
す
る
詐
債
の
低
い

一
つ
の
理
由
は
資
料
の
乏
し
さ
に
も
よ
る
の
だ
と
思
う
。
そ
の
意
味
で
彼
女
の

『
牟
婁
新
報
』
時
代
の
資
料
が
か
く
も
大
量
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
本
格

的
な
管
野
研
究
へ
の
道
を
開
く
も
の
と
い
つ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
『
牟
婁
新
報
』
の
吐
會
主
義
的
主
張
と
中
央
の
肚
會
主
義
者
の
主
張
と
の
あ

い
だ
で
も
つ
と
も
大
き
い
、
ほ
と
ん
ど
唯
一
と
い
つ
て
よ
い
ほ
ど
の
相
違
鮎
は

職
雫
に
た
い
す
る
態
度
で
あ
る
。
主
筆
（
時
に
は
肚
長
で
も
あ
つ
た
）
の
柴
庵

毛
利
清
雅
は
新
佛
教
派
に
薦
し
、
か
な
ら
ず
し
も
、
肚
會
主
義
者
と
は
い
え
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
　
　
　
（
八
二
六
）

い
が
、
佛
教
の
極
致
は
肚
會
主
義
の
理
想
肚
會
と
一
致
す
る
と
考
え
て
い
た
。

そ
の
黙
で
彼
の
い
う
所
は
肚
會
主
義
者
の
考
え
と
多
く
共
通
し
、
關
山
教
授
の

言
葉
を
も
つ
て
す
れ
ば
柴
庵
の
思
想
は
「
佛
教
吐
會
主
義
」
と
も
い
え
る
も
の

で
あ
つ
た
。
こ
の
柴
庵
は
日
露
戦
雫
に
反
封
し
な
い
と
い
う
黙
で
、
い
や
積
極

的
に
こ
の
戦
雫
を
支
持
し
た
と
い
5
鮎
で
幸
徳
・
堺
ら
の
立
場
と
は
異
な
つ
て

い
た
。
「
牟
婁
新
報
の
先
生
方
は
先
き
に
は
提
燈
行
列
の
隊
長
と
な
り
、
今
は

祉
會
主
義
演
読
會
を
開
い
て
李
和
を
唱
へ
つ
X
あ
り
、
新
聞
記
者
も
中
か
く

多
忙
な
る
哉
」
と
い
う
讃
者
の
投
稿
に
た
い
し
て
「
征
露
職
争
は
我
國
の
穫
利

な
り
、
予
等
は
断
じ
て
此
職
箏
に
與
み
せ
ざ
る
能
は
ず
、
覗
捷
行
列
の
如
き
蓋

し
軍
國
民
の
感
情
を
表
出
す
べ
き
唯
一
の
方
法
な
る
べ
し
、
故
に
予
等
は
行
列

の
隊
長
た
る
を
酢
せ
ず
、
然
れ
ど
も
之
れ
と
同
時
に
吐
會
の
貧
者
弱
者
を
救
濟

す
べ
き
大
任
あ
る
を
思
ふ
。
肚
會
問
題
演
説
會
の
如
き
は
則
ち
之
れ
が
爲
め
に

開
か
る
べ
し
、
而
う
し
て
多
忙
は
人
間
の
義
務
な
り
と
予
は
思
惟
す
」
（
「
投
書

函
」
六
五
頁
）
と
肚
の
態
度
に
つ
い
て
答
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
柴
庵
の
筆
に

な
つ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
柴
庵
君
足
下
、
君
は
主
職
論
者
だ
と
言
は
れ
た
が

僕
も
決
し
て
非
職
論
者
で
は
な
い
よ
」
（
「
編
輯
局
へ
」
二
三
四
頁
）
と
い
う
大

石
誠
之
助
（
禄
亭
）
の
言
葉
や
「
牟
婁
新
報
記
者
に
は
肚
會
主
義
者
も
あ
り
、

然
れ
ど
も
新
報
の
主
張
は
日
露
職
雫
を
以
て
當
然
開
始
せ
ら
る
可
き
も
の
と
認

め
盛
ん
に
戦
孚
を
主
張
し
た
る
な
り
、
故
に
牟
婁
新
報
を
讃
ま
ば
批
會
主
義
を

學
び
得
可
し
、
軍
閥
の
批
烈
に
も
接
燭
し
得
可
し
、
非
職
論
者
も
職
雫
論
者
も



共
に
通
讃
せ
ら
る
べ
し
、
而
う
し
て
吾
吐
の
主
張
は
此
中
に
自
ら
一
道
の
清
流

と
な
つ
て
護
露
し
つ
つ
あ
る
と
認
め
得
可
し
」
（
「
投
書
函
」
二
五
八
頁
）
と
い

う
肚
の
態
度
の
表
明
の
中
に
も
肚
會
主
義
を
主
張
し
な
が
ら
李
民
肚
系
の
肚
會

主
義
者
と
異
な
り
反
職
で
は
な
か
つ
た
と
い
う
複
難
な
酷
が
わ
か
る
。

　
中
央
に
お
け
る
杜
會
主
義
者
の
活
動
と
思
想
は
こ
れ
ま
で
に
か
な
り
究
め
ら

れ
て
き
た
。
こ
れ
か
ら
の
課
題
は
中
央
と
地
方
と
の
つ
な
が
り
や
、
地
方
に
お

け
る
蓮
動
の
展
開
過
程
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
明
治
三
十
年
代
中
頃
か
ら
明
治
の

終
り
ま
で
に
亙
る
一
地
方
の
吐
會
主
義
者
の
活
動
と
そ
の
思
想
の
滲
透
の
度
合

を
研
究
す
る
上
に
敏
く
べ
か
ら
ざ
る
資
料
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
關
山
教

授
の
勢
に
深
甚
な
る
感
謝
を
す
る
次
第
で
あ
る
。
（
吉
川
弘
丈
館
　
六
三
〇
圓
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
村
勝
範
）

　
　
　
紹
介
と
批
評

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
　
　
　
（
八
二
七
）


