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新

刊

紹

介

..

山
崎

•
功
著

『

。ハ
.ル
.ミ

1.
ロ
.
 

•
ト
.リ

ア

ッ
テ
ィ

.

——

そ
の
生
涯
と
業
績

^—
』

.

現
在
、
国
際
共
産
主
義
運
動
は
そ
の
運
動
は
じ
ま 

っ
て
以
来
最
大
の
危
機
に
遭
遇
し
て
い
る
と
い
わ
れ
、
 

る
-°

中
国
と
ソ
ヴ
'

エ
ー
ト
速
邦
と
の
論
争
が
、
た
ん 

に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
論
^

.

の
.段
階
に
と
ど
ま
ら 

ず
、
両
国
の
国
家
的
な
利
害
の
対
立
に
ま
で
発
展
し 

つ
つ
あ
る
こ
と
は
蜇
大
で
あ
る
。
世
界
各
国
の
共
産 

党
は
こ
の
論
争
を
契
機
と
し
て
、
ニ
つ
に
分
裂
し
、
大 

体
に
お
い
て
西
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
共
産
党
は
、
ア
ル
バ 

ニ
ア
を
除
い
て
は
ソ
ヴH

丨
ト
を
支
持
し
、.
ア
ジ
ア 

諸
国
の
共
産
党
は
、
中
印
国
境
問
題
以
来
ソ
ヴH

丨 

ト
支
持
に
.

ま
わ
っ
た
イ
ン
ド
共
産
党
を
除
け
ば
、
大 

体
に
お
い
て
中
国
の
立
場
に
.

立
っ
て
い
る
。
日
本
共 

産
党
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
こ
の
間
に
あ
っ
て
基 

本
的
に
は
ソ
ヴ
X

丨
ト
を
支
持
し
な
が
ら
も

、

中
国 

共
産
党
を
理
解
し
、
論
争
を
通
じ
て
共
産
主
義
の
理 

論
の
'

発
展
を
深
め
、
そ
の
団
結
を
強
固
な
も
の
に
し
■ 

ょ
ぅ
と
い
ぅ
態
度
を
一
貫
し
て
保
持
し
つ
づ
け
た
の 

は
、
パ
ル
ミ
ー
卩
•
ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
の
ひ
き
い
る
イ 

タ
リ
ア
共
產
党
で
あ
.

つ
.

た
。

一
八
六
四
年
八
月
、
ト
.

リ
ア
.
.ッ
テ
ィ
は
、
中
ゾ
論
争
に
か
ん
す
る
.有
名
な
政 

治
的
遺
書
を
残
し
て
ヤ
ル
タ
に
お
い
て
客
死
し
た
こ 

.

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
'

る
が
、
こ
の
度
、
山
埯
氏
に
. 

よ
っ
て
、
ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
の
伝
記
が
完
成
さ
れ
た
こ 

.

と
は
ま
こ
と
に
意
義
深
い
も
の
が
あ
る
。

つ
ぎ
の
よ 

ぅ
な
内
容
か
ら
成
っ
て
い
る
。

I

最
高
の
思
想
家
•

文
化
人
、
n

新
し
い
変
革
の 

世
界
観
へ
、
冚
社
会
党
へ
の
参
加
、
17

工
場
協
議
会 

運
動
と『

オ
ル
.デ
ィ
ネ
.
ヌ
オ
ー
ヴ
才』

紙
、
.V

工
場 

占
領
と
イ
タ
リ
ア
共
産
党
の
創
立
、
VI

フ
ア
シ
ズ
ム 

の
暴
風
の
な
か
で
、
vn

共
産
主
義
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
:3 

.

ナ
ル
の
旗
の
も
と
に
'
观
反
フ
ア
シ
ズ
ム
統
一
人
民 

戦
線
と
反
戦
平
和
闘
争
、

IX

ス
ペ
イ
ン
内
戦
、
X

第 

一
一
次
世
界
大
戦
、
XI

統
一
政
府
実
現
と
社
会
主
義
文 

化
の
問
題
、
fflト
リ
ア
ッ
テ
ィ
盤
撃
事
件
、§

ソ
連 

.第
二
〇
回
党
大
会
と
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
、
XI
V

社
会
主
. 

義
へ
の
イ
タ
リ
ア
の
道
、
x\
情
勢
の
具
体
的
分
析
と 

新
た
な
多
数
派
、
.

g

平
和
と
統一

の
た
め
に
.。

目
次
を
み
れ
ば
明
ら
か
な
よ
■ラ

.

に
、.

こ
の
著
作 

は
、.

た
ん
な
る
指
導
者
の
伝
記
で
は
な
く
、
あ
く
ま 

で
も
イ
タ
リ
ア
共
産
主
義
運
動
を
通
じ
て
'

み
た
偉
大 

な
個
性
の
歴
史
で
あ
り
、
逆
に
ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
と
い 

ぅ
指
導
者
を
語
る
こ
と
は
ま
た
イ
タ
リ
ア
の
社
会
運 

動
を
語
る
こ
と
に
ほ
か
.な
ら
な
い
.こ
と
を
示
し
て
い 

る
。
.：

山
崎
氏
は
す
で
に
イ
タ
リ
ア
社
会
運
動
史
研
究
の

.一
〇
六
、(

1
〇
六)

権
威
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
こ
の
人
に
ょ
っ
て
、
ト
リ 

ア
ッ
.テ
ィ
の
伝
記
が
書
か
れ
た
こ
と
は
至
当
で
あ
る 

.

.

が
、
と
も
か
く
こ
の
書
を
読
み
終
っ
て
感
ず
る
こ
と 

は
、
イ
タ
リ
ア
人
民
が
、
い
か
に
す
ば
ら
し
い
指
導 

者
を
も
っ
て
い
た
か
を
し
み
じ
み
と
感
じ
さ
せ
る
こ 

と
で
あ
る
。
ア
ン
ト
ニ
オ
•
グ
ラ
ム
シ
と
な
ら
ん
で 

共
産
党
創
立
.

に
参
加
し
、

一
九
二
o

年
代
に
お
け
る 

ト
リ
ー
ノ
の
工
場
占
領
と
大
ス
ト
ラ
イ
キ
の
な
^

 

で
、
マ
ル
ク
ス
•

レ
ー
二
ン
主
義
を
体
得
し
、
や
が
て 

フ
ァ
シ
ズ
ム
の
嵐
の
な
か
で
全
民
主
戦
線
の
統
一
の 

た
め
に
全
力
を
つ
く
し
、
ニ
〇
年
代
に
お
い
て
は
フ 

ァ
シ
ス
ト
と
社
会
民
主
主
義
者
と
.

を
区
別
せ
ず
、
社 

会
フ
ァ
シ
ス
ト
と
し
て
同
列
視
し
攻
漀
す
る
と
い
ぅ 

誤
謬
を
お
か
し
た
に
し
て
も
、
や
が
て
三
〇
年
弋
匕 

お
い
て
は
、
-
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
新
し
い
攻
勢
に
た
い
し 

て
、
共
産
主
義
イ
ン
タ
！
ナ
シ
ョ
ナ
ル
第
七
回
大
会 

の
方
針
、

す
な
わ
ち
、「

労
働
者
階
級
、

勤
労
者
、
 

あ
ら
ゆ
る
民
主
的
•
進
歩
的
勢
力
の
統
二
の
た
め
の 

闘
争」

.
に
そ
っ
て
、
労
働
者
階
級
の
統
一
戦
線
、
そ 

れ
は
具
体
的
に
は
一
九
三
四
年
フ
ラ
ン
ス
で
実
現
さ 

れ
た
イ
タ
リ
ア
共
産
党
と
イ
タ
リ
ア
社
会
党
と
の
間 

の
行
動
統
一
協
定
と
な
っ
て
結
実
し
た
。

豊
富
な
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
詳
細
に
論
ず
る
余 

裕
は
な
い
が
、
ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
の
偉
大
さ
は
、
第
二 

次
世
界
大
戦
中
と
戦
後
の
共
産
党
の
政
策
の
な
か
に 

遺
憾
な
く

発
揮
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
と
く
に

戦
後
、
国
民
的
統
一
の
あ
と
で
、
国
民
の
要
望
と
共 

産
党
の
方
針
に
従
っ
て
、
ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
は
、
第
二
‘ 

次
バ
ト
リ
オ
内
閣
第
一
次
お
よ
び
第
一
ー
次
ボ
ノ
ー
ミ 

内
閣
、
フ
ヱ
ル
ル
プ
チ
ョ

*

パ
ル
リ
内
閣
、
第

一
次 

デ
.

ガ
ス
ペ
リ
内
閣
に
、
そ
れ
ぞ
れ
無
任
所
大
臣
、
 

副
首
相
、

司
.

法
大
臣
を
：
つ
と
め
、

こ
の
統
一
政
権 

は
、
デ

•

ガ
ス
。へ
リ
首
相
の
ア
メ
リ
力
の
援
助
受
け 

い
れ
、
左
翼
政
党
と
の
絶
縁
ま
で
つ
づ
け
ら
れ
た
の 

で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
.

な
点
に
.

、
わ
れ
わ
れ
は
、
い 

か
に
も
全
国
民
が
総
力
を
あ
げ
て
独
立
と
平
和
を
獲 

ち
と
っ
た
国
の
共
産
党
の
自
信
と
寛
#
を
み
る
こ
と 

が
で
き
る

.
の
で
あ
.
る
。

社
会
主
義
へ
の

r

イ
タ
リ
ア 

の
道」

，は
、
そ
の
よ
う
な
豊
か
な
歴
史
的
体
験
と
き 

び
し
い
実
践
と
理
論
と
の
統 

一
'

柔
軟
な
政
策
に
.よ 

っ
て
は
じ
め
て

構
想
さ
れ
う

る

所

以

で

あ

ろ

う

。

.

ト
リ
ア
ッ
.

テ
ィ
と
い
：う
す
ぐ
れ
た
人
間
、
，卓
越
し
. 

た
指
導
者
を
知
る
ば
か
り
で
な
く
、
'イ
タ
リ
ア
の
社 

会
主
義
運
動
を
研
究
し
、.
わ
が
国
の
共
産
主
義
運
動
■ 

を
裡
解
す
る
た
め
に
も
、
本
書
の
一
読
を
学
生
諸
君 

に
お
す
す
め
す
る
。
.(

合
同
出
版
社
.

一

九

六

五

：年 

八

月
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新

刊

紹

介

湯
村
武
人
著 

,

..

『

フ

ラ

ン

ス

封

建

制

の 

成

立

と

農

村

搆

造

』

封
建
制
成
立
の
指
標
は
何
か
0
著
者
の
関
心
の
第 

一
は
そ
こ
.

に
あ
る
。
こ
れ
と
関
連
し
最
近
の
フ
ラ
ン 

ス
学
界
は
：城
主
層
の
果
し
た
役
割
：を
強
調
し
た
。
著 

者
も
ま
た
こ
の
線
に
沿
い
.

、
考
察
を
進
.

め
る
。
そ
し 

て
封
建
制
の
成
立
を
"
荘
園
大
領
主
の
地
方
支
配
の 

組
織
が
下
僚
0.

城
主
層
に
移
り
、
そ
の
下
で
再
編
さ 

れ
た
結
果
と
み
た
。
時
期
的
.に
は
十
世
紀
末
の
こ
と 

で

、

こ

の

過

程

を

通

じ

支

配

は

極

度

に

狭

い

.
範

囲

を 

単
位
に
構
築
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。：
城
主
は
か
か 

る
支
配
単
位
の
頂
占1

に
立
ち
、
農
-̂

殳
配
の
実
員
㈣

.
 

な
担
当
者
と
し
て
権
勢
を
振
ぅ
こ
と
に
な
っ
た
。
著 

者
は
城
主
の
経
済
的
実
力
の
向
上
の
.

な
か
に
f

の 

分

散

が

：達

せ

ら

れ

た

.

と
説
く
。
従
っ
て
そ
れ
は
ま
た 

領
主
権
力
の
.

弱
体
化
の
過
程
で
も
.

あ
る
わ
け
だ
が
、
 

そ
ぅ
し
た
な
か
で
城
主
が
権
力
を
増
し
得
た
事
情
は 

と
も
か
く
、：：
問
題
.

は
そ
の
時
、.農
村
支
配
の
体
系
に 

封
建
制
と
し
て
自
由
な
契
約
を
基
礎
と
す
る
関
係
が 

打
ち
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
に
あ
っ
た
。
 

そ
れ
ょ
り
以
前
の
支
配
の
仕
組
み
を
め
ぐ
っ
て
著
者 

は
、：
奴
隸
制
を
強
調
す
る
立
場
を
批
判
し
な
が
ら
議 

論
を
進
め
る
。
.
.重
要
な
こ
と
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
，

荘
園
経
済
で
重
点
を
直
営
地
に
置
く
か
ど
う
か
に
あ 

っ
た
。
直
営
地
を
重
視
す
る
場
合
、
支
配
の
本
質
は 

奴
隸
制
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
逆
に
、
保
有 

■

農
支
配
の
面
か
ら
は
、
前
説
に
組
す
こ

と

は

で
き
な 

い
.

と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
荘
園
支
配 

の
本
質
は
に
わ
か
に
規
定
し
難
い
。
著
者
は
.フ
ラ
ン 

ス
学
界
.の
諸
成
果
が
領
主
経
済
と
の
関
連
で
夫
役
の 

持
つ
意
味
を
重
視
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
奴
隸
制 

に
傾
く
わ
け
で
あ
る
が
、
荘
園
経
済
で
そ
れ
ほ
ど
直 

営
地
依
存
度
を
絶
対
視
す
る
の
も
い
か
が
な
も
の 

か
。
保
有
農
に
対
し
金
銭
納
付
を
要
求
す
る
程
度
が 

高
ま
っ
て
来
た
事
実
を
思
う
時
、
そ
れ
で
も
な
お
直 

営
地
を
逭
視
し
、
奴
隸
制
支
配
を
強
調
し
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
の
か
。

.

今
や
支
配
組
織
の
変
化
は
明
白
.

で
あ
る
。
こ
の
時 

期
に
は
ま
た
：経
済
的
環
境
も
変
貌
.

を
続
け
た
。
変
貌 

は
農
村
の
繁
栄
の
な
か
で
起
っ
た
。
農
業
技
術
の
改 

善
は
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
-こ
う
し
た
な
か
で
三
圃 

制
輪
作
方
式
が
本
格
化
■

し
て
い
っ
た
。
著
者
の
関
心 

の
第
一
一
は
下
部
に
お
け
る
か
か
る
発
展
の
解
明
に
あ 

る
。
著
者
は
こ
れ
を
果
す
た
め
7

ラ
ン
ス
学
界
の
諸 

成
果
を
刻
明
に
追
う
。
記
述
ば
有
益
で
あ
る
。
結
局 

問
題
.

は
：'ま
た
、
そ
う
し
た
発
展
に
照
応
し
た
時
パ
支 

配
の
仕
組
み
が
自
由
な
契
約
を
基
調
と
す
.る
封
建
制 

の
そ
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
で
あ
ろ
う
。
こ 

れ
に
つ
い
て
著
者
は
保
有
農
の
経
済
を
把
握
す
る
こ

ー：
〇

七

(
i

Q

七)


