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今
回
は
『
共
産
党
宣
言
』
の
土
台
と
な
っ

て
い
る
思
想
と
は
何
か
探
っ
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。
１
月
号
で
「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
三

つ
の
源
泉
と
三
つ
の
構
成
部
分
」
に
つ
い
て

簡
単
に
触
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
レ
ー
ニ

ン
が
マ
ル
ク
ス
の
没
後
30
周
年
（
１
９
１

３
年
）
を
記
念
し
て
、『
啓
蒙
』
と
い
う
雑

誌
に
発
表
し
た
も
の
で
す
。
『
共
産
党
宣

言
』
に
貫
か
れ
て
い
る
根
本
的
な
思
想
に
つ

い
て
完
結
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

先
進
的
な
思
想
の
後
継
者 

 

司
会
＝
こ
こ
で
言
っ
て
い
る
三
つ
の
源
泉
と 

        

は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。 

Ａ
＝
19
世
紀
の
「
ド
イ
ツ
哲
学
」「
イ
ギ
リ

ス
経
済
学
」「
フ
ラ
ン
ス
社
会
主
義
」
で
す
。

当
時
の
先
進
的
な
思
想
を
代
表
し
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
ら
が
提
起
し
解
決
で
き
な
か
っ
た

問
題
に
回
答
を
与
え
た
と
こ
ろ
に
も
っ
と
も

優
れ
た
意
義
が
あ
る
と
レ
ー
ニ
ン
は
言
っ
て

い
ま
す
。 

司
会
＝
マ
ル
ク
ス
は
、
人
類
が
そ
れ
ま
で
に

到
達
し
た
先
進
的
思
想
の
成
果
を
継
承
し
発

展
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。 

Ｂ
＝
そ
う
で
す
。
レ
ー
ニ
ン
は
ま
た
、
マ
ル

ク
ス
の
理
論
の
道
に
そ
っ
て
い
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
い
よ
い
よ
ま
す
ま
す 

        

客
観
的
真
理
に
近
づ
く
で
あ
ろ
う
、
こ
れ
と

は
別
の
ど
の
よ
う
な
道
に
そ
っ
て
い
っ
て
も
、

わ
れ
わ
れ
は
、
混
乱
と
い
つ
わ
り
以
外
の
な

に
も
の
に
も
い
た
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。 

司
会
＝
哲
学
、
経
済
学
、
政
治
学
な
ど
に
と

ど
ま
ら
ず
、
自
然
や
社
会
に
か
か
わ
る
全
体

的
、
統
一
的
な
「
世
界
観
」
だ
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。 

 

唯
物
論
と
弁
証
法 

 

司
会
＝
三
つ
の
源
泉
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。
最

初
の
「
哲
学
」
に
つ
い
て
、
レ
ー
ニ
ン
は
、

みんなの学習講座 
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ま
ず
「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
哲
学
は
唯
物
論
で

あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
唯
物
論
と
は

な
に
か
説
明
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
。 

Ｅ
＝
私
た
ち
が
、
自
分
た
ち
を
と
り
ま
く
世

界
に
つ
い
て
考
え
た
と
き
、
い
ち
ば
ん
基
本

的
な
問
題
は
、
自
然
や
物
質
の
存
在
と
、
そ

れ
ら
に
つ
い
て
の
私
た
ち
の
意
識
（
思
考
、 

               

精
神
）
と
、
ど
ち
ら
が
よ
り
基
本
的
、
根
源

的
か
と
い
う
こ
と
で
分
か
れ
ま
す
。
自
然
や

物
質
の
存
在
を
根
源
的
な
も
の
と
み
な
し
、 

私
た
ち
の
意
識
を
そ
の
反
映
と
み
な
す
の
が
、

唯
物
論
の
立
場
で
す
。
逆
に
、
意
識
を
根
源

的
な
も
の
と
み
な
し
、
自
然
や
物
質
を
意
識

や
何
ら
か
の
「
精
神
」
か
ら
説
明
す
る
の
が

観
念
論
で
す
。 

司
会
＝
唯
物
論
が
正
し
い
こ
と
は
誰
が
見
て

も
明
ら
か
で
す
が
、
レ
ー
ニ
ン
は
、「
マ
ル

ク
ス
は
十
八
世
紀
の
唯
物
論
に
た
ち
ど
ま
ら

な
い
で
、
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
、
と
く
に
ヘ
ー

ゲ
ル
の
体
系
の
諸
成
果
に
よ
っ
て
哲
学
を
豊

か
に
し
た
」
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。 

Ｄ
＝
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
主
要
な
成
果
は
、
弁

証
法
で
す
。
こ
の
弁
証
法
を
取
り
い
れ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。 

司
会
＝
弁
証
法
と
は
な
に
か
説
明
し
て
く
だ

さ
い
。 

Ｂ
＝
自
然
で
あ
れ
、
社
会
で
あ
れ
、
人
間
の

意
識
・
認
識
で
あ
れ
、
事
物
を
固
定
し
た
、

個
々
ば
ら
ば
ら
な
不
変
な
も
の
と
み
る
の
で

な
く
、
相
互
に
関
連
し
、
た
え
ず
運
動
し
、

変
化
し
、
発
展
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る

こ
と
―
―
こ
れ
ら
が
弁
証
法
の
基
本
的
見
地

で
す
。 

Ｄ
＝
レ
ー
ニ
ン
が
強
調
し
て
い
る
の
は
、
第

一
に
、「
こ
れ
ま
で
の
歴
史
観
と
政
治
観
」

は
、
歴
史
や
政
治
の
変
化
の
根
本
的
な
理
由

を
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
第
二
に
、

「
生
産
力
の
発
展
の
結
果
」
と
し
て
、
封
建

社
会
か
ら
資
本
主
義
社
会
へ
と
い
う
よ
う
に

「
社
会
生
活
の
一
つ
の
制
度
か
ら
、
他
の
、

よ
り
高
度
の
制
度
が
発
展
し
て
く
る
こ
と
」

を
証
明
し
た
こ
と
に
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。 

司
会
＝
哲
学
の
章
を
ま
と
め
る
と
ど
う
な
り

ま
す
か
。 

Ｅ
＝
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
は
「
完
成
さ
れ
た
哲

学
的
唯
物
論
」
で
あ
り
、
人
類
社
会
が
い
つ

ま
で
も
資
本
主
義
社
会
に
と
ど
ま
る
の
で
は

な
く
、
そ
の
矛
盾
を
の
り
こ
え
て
よ
り
高
度

に
発
展
し
た
次
の
社
会
＝
社
会
主
義
社
会
に

す
す
ん
で
い
く
の
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て

労
働
者
階
級
に
人
類
史
的
な
歴
史
的
使
命
を

グスタフ・クルーツィス作《マルクス、エンゲルス、レーニン、スターリンの

旗をより高く！》1933年 

 

グスタフ・クルーツィス作《マルクス、エンゲルス、レーニン、スターリンの
旗をより高く！》1933年 

 

グスタフ・クルーツィス作《マルクス、エンゲルス、レーニン、スターリンの
旗をより高く！》1933年 

 

マルクス主義の巨匠たち 
レーニン、エンゲルス、マルクス 
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担
う
階
級
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
自
覚
す
る

「
偉
大
な
認
識
の
道
具
を
あ
た
え
た
」
と
い

う
の
で
す
。 

 

古
典
派
経
済
学
を
受
け
継
ぐ 

 

司
会
＝
二
つ
目
の
源
泉
は
経
済
学
で
す
。
マ

ル
ク
ス
は
経
済
的
構
造
（
下
部
構
造
）
が
政

治
的
構
造
（
上
部
構
造
）
を
規
定
す
る
こ
と

を
発
見
し
て
か
ら
、
も
っ
と
も
大
き
な
注
意

を
こ
の
経
済
的
構
造
の
研
究
に
費
や
し
ま
し

た
ね
。
当
時
活
躍
し
た
有
名
な
経
済
学
者
が

い
ま
し
た
が
。 

Ａ
＝
イ
ギ
リ
ス
の
古
典
派
経
済
学
者
、
ア
ダ

ム
・
ス
ミ
ス
や
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
リ
カ
ー
ド

な
ど
で
す
。
ス
ミ
ス
は
、
１
７
７
６
年
に

『
国
富
論
』
を
出
版
し
、「
労
働
が
富
の
唯

一
の
源
泉
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
な
ど
、

古
典
派
経
済
学
の
最
初
の
体
系
的
な
創
設
者

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
リ
カ
ー
ド
は
、『
経
済

学
お
よ
び
課
税
の
諸
原
理
』
（
１
８
１
７

年
）
を
著
わ
し
た
人
物
で
、
マ
ル
ク
ス
は
、

彼
の
こ
と
を
「
古
典
派
経
済
学
の
完
成
者
」

と
評
し
て
い
ま
す
。 

 

労
働
価
値
説
を
完
成 

 

司
会
＝
そ
れ
で
は
、
古
典
派
経
済
学
者
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
と
な
え
ら
れ
、
マ
ル
ク
ス
が

完
成
さ
せ
た
と
い
う
「
労
働
価
値
説
」
と
は
、

ど
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
か
。 

Ｂ
＝
商
品
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
価
格
が

上
下
し
ま
す
。
し
か
し
長
期
的
に
み
れ
ば
、

あ
る
一
定
水
準
の
価
格
を
中
心
に
し
て
上
下

し
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
平
均
的
な
価
格

の
水
準
は
な
に
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
し
ょ

う
か
。
そ
れ
を
決
め
る
の
が
商
品
の
価
値
で

す
。
労
働
価
値
説
は
、
商
品
の
価
値
が
、
そ

の
商
品
を
生
産
す
る
の
に
費
や
さ
れ
る
労
働

の
量
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
す
る
経
済
学
説
で
、

マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
「
社
会
的
必
要
労
働
時

間
」、
す
な
わ
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
標
準

的
な
生
産
の
や
り
方
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ

る
平
均
的
な
労
働
時
間
に
よ
っ
て
決
ま
る
こ

と
を
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。 

 

剰
余
価
値
の
発
見 

 

司
会
＝
そ
の
分
析
の
中
で
剰
余
価
値
を
発
見

し
た
の
は
大
き
い
で
す
よ
ね
。 

Ｅ
＝
資
本
は
、
人
間
の
労
働
力
が
商
品
と
な

る
と
き
に
成
立
し
ま
す
。
労
働
者
は
、
自
分

の
労
働
力
を
一
定
の
価
格
（
賃
金
）
で
資
本

家
に
売
り
渡
し
ま
す
。
資
本
家
は
、
こ
の
労

働
者
た
ち
を
、
自
分
の
所
有
す
る
「
土
地
、

工
場
」
で
、
資
本
家
の
所
有
す
る
「
労
働
用

具
」
を
使
っ
て
働
か
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

こ
う
や
っ
て
労
働
者
は
、
一
日
働
か
さ
れ
る

の
で
す
が
、
一
日
の
労
働
時
間
（
労
働
日
）

の
う
ち
、
あ
る
時
間
ま
で
は
、
労
働
者
が

「
自
分
と
家
族
と
の
生
活
費
」（
賃
金
）
に

相
当
す
る
価
値
を
生
み
出
す
た
め
に
費
や
さ

れ
ま
す
。
そ
れ
を
超
え
る
残
り
の
時
間
は
、

資
本
家
の
た
め
に
た
だ
働
き
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
こ
の
た
だ
働
き
の
部
分
が
「
資
本

家
の
た
め
に
剰
余
価
値
」
を
つ
く
り
だ
し
、
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資
本
家
の
利
潤
と
富
の
源
泉
と
な
り
ま
す
。 

こ
の
剰
余
価
値
の
解
明
に
よ
っ
て
、
は
じ
め

て
資
本
主
義
的
搾
取
の
秘
密
が
明
ら
か
に
な

っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

資
本
主
義
の
根
本
的
矛
盾 

 

司
会
＝
レ
ー
ニ
ン
は
、
資
本
主
義
の
発
展
が 

              

社
会
に
ど
の
よ
う
な
矛
盾
を
も
た
ら
す
か
と 

い
う
問
題
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
が
、
ま

と
め
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

Ｅ
＝
一
つ
は
資
本
主
義
の
発
展
が
、
資
本
主

義
社
会
に
お
け
る
階
級
矛
盾
を
ど
の
よ
う
に

激
化
さ
せ
る
か
と
い
う
側
面
で
す
。
資
本
主

義
の
発
展
が
労
働
者
に
た
い
す
る
「
圧
迫
」

を
強
め
る
こ
と
、
工
業
の
分
野
で
も
農
業
の

分
野
で
も
小
経
営
主
・
小
規
模
生
産
の
衰
退
、

破
滅
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
、「
生
産
の
無

政
府
性
」
が
拡
大
し
、
恐
慌
や
市
場
の
奪
い

あ
い
を
め
ぐ
る
異
常
な
競
争
が
強
ま
る
こ
と
、

「
大
衆
の
生
活
の
不
安
が
増
大
す
る
」
こ
と

を
あ
げ
て
い
ま
す
。
労
働
と
資
本
の
あ
い
だ

の
矛
盾
だ
け
に
視
野
を
か
ぎ
ら
ず
、
社
会
全

体
の
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
に
注
目
し
て
い
る
こ

と
は
、
い
ま
私
た
ち
が
日
本
と
世
界
の
経
済

問
題
や
国
民
生
活
を
と
ら
え
る
う
え
で
も
、

大
切
な
視
点
だ
と
思
い
ま
す
。 

Ｄ
＝
そ
し
て
、
資
本
主
義
の
発
展
は
「
労
働

者
の
資
本
へ
の
隷
属
を
増
大
」
さ
せ
、
同
時

に
、
そ
う
し
た
資
本
の
圧
迫
に
た
い
す
る

「
結
合
さ
れ
た
労
働
の
偉
大
な
力
」
―
―
階

級
的
に
自
覚
し
団
結
し
た
労
働
者
階
級
を
つ

く
り
だ
し
ま
す
。
階
級
矛
盾
の
激
化
と
と
も

に
、
そ
れ
を
う
ち
や
ぶ
る
主
体
的
条
件
も
ひ

ろ
が
る
こ
と
を
見
抜
き
ま
す
。 

Ａ
＝
も
う
一
つ
は
、
資
本
主
義
の
発
展
に
と

も
な
っ
て
「
生
産
の
社
会
化
」
が
す
す
む
と

い
う
側
面
で
す
。
レ
ー
ニ
ン
は
、
資
本
主
義

の
発
展
が
、
一
方
で
は
「
巨
大
資
本
家
た
ち

の
連
合
の
独
占
的
地
位
」
を
生
み
出
す
と
と

も
に
、「
生
産
そ
の
も
の
は
ま
す
ま
す
社
会

的
に
な
っ
て
い
き
、
―
―
い
く
十
万
、
い
く

百
万
の
労
働
者
が
計
画
的
な
経
済
有
機
体
に

む
す
び
つ
け
ら
れ
て
ゆ
く
」
と
指
摘
し
、
資

本
主
義
の
も
と
で
の
生
産
の
社
会
化
に
着
目

し
ま
す
。
生
産
が
ま
す
ま
す
社
会
的
に
な
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
生
産
物
は
あ
い
か

わ
ら
ず
「
ひ
と
握
り
の
資
本
家
た
ち
」
に
よ

っ
て
取
得
さ
れ
る
こ
と
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
こ

れ
を
「
社
会
的
生
産
と
資
本
主
義
的
取
得
の

矛
盾
」
と
し
て
、
資
本
主
義
の
「
根
本
矛

盾
」
と
呼
び
ま
し
た
。 

剰余価値の生産には絶対的剰余価値と相対的剰余価

値がある 
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空
想
的
社
会
主
義
か
ら 

科
学
的
社
会
主
義
へ 

 

司
会
＝
三
つ
目
の
源
泉
は
フ
ラ
ン
ス
社
会
主

義
で
す
。
な
ぜ
フ
ラ
ン
ス
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

Ｂ
＝
「
自
由
、
平
等
、
友
愛
」
を
か
か
げ
て

絶
対
王
政
を
倒
し
た
の
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
で

す
。
資
本
主
義
は
「
自
由
」
の
旗
を
か
か
げ

て
誕
生
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
新
し
い

資
本
主
義
社
会
は
、
労
働
者
に
「
自
由
」
を

保
障
す
る
ど
こ
ろ
か
、「
労
働
者
の
抑
圧
と

搾
取
の
新
し
い
制
度
」
で
あ
る
こ
と
が
、
た

ち
ど
こ
ろ
に
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
社
会

主
義
学
説
は
、
こ
の
抑
圧
と
搾
取
の
「
反

映
」
と
し
て
登
場
し
た
の
で
す
。
こ
れ
ら

「
初
期
の
社
会
主
義
」
は
、
の
ち
に
「
空
想

的
社
会
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
代
表
的
な
人
物
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の

サ
ン
・
シ
モ
ン
（
１
７
６
０
～
１
８
２
５

年
）
と
フ
ー
リ
エ
（
１
７
７
２
～
１
８
３
７

年
）、
そ
れ
に
イ
ギ
リ
ス
の
オ
ー
エ
ン
（
１

７
７
１
～
１
８
５
８
年
）
の
三
人
が
あ
げ
ら

れ
ま
す
。
サ
ン
・
シ
モ
ン
、
フ
ー
リ
エ
は
資

本
主
義
の
矛
盾
を
す
る
ど
く
告
発
し
ま
し
た
。

オ
ー
エ
ン
は
、「
共
産
主
義
的
集
落
」
の
計

画
書
と
い
う
べ
き
著
書
を
提
出
し
て
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
各
国
の
政
府
や
支
配
層
に
支
持
を
訴

え
、
彼
ら
の
協
力
で
「
共
産
主
義
」
を
実
現

し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
こ

か
ら
学
び
発
展
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

司
会
＝
彼
ら
の
社
会
主
義
は
「
空
想
的
社
会

主
義
」
だ
っ
た
と
レ
ー
ニ
ン
は
指
摘
し
て
い

ま
す
が
、
な
ぜ
「
空
想
的
」
と
い
わ
れ
る
の

で
し
ょ
う
か
。 

Ｃ
＝
資
本
主
義
を
批
判
す
る
最
初
の
社
会
主

義
思
想
で
し
た
が
、
資
本
主
義
社
会
を
の
り

こ
え
る
道
筋
、「
じ
っ
さ
い
の
活
路
」
を
示

す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
資
本

主
義
の
害
悪
が
な
ぜ
生
ま
れ
て
く
る
の
か
と

い
う
し
く
み
―
―
「
資
本
主
義
の
も
と
で
の

賃
金
奴
隷
制
の
本
質
」
を
説
明
す
る
こ
と
も

「
資
本
主
義
の
発
展
法
則
」
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
社
会
主
義

の
実
現
を
め
ざ
し
て
資
本
主
義
の
害
悪
と
た

た
か
う
実
際
の
勢
力
―
―
「
新
し
い
社
会
の

創
造
者
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
的
勢

力
」
―
―
、
す
な
わ
ち
労
働
者
階
級
の
役
割

を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。 

 

階
級
闘
争
が
社
会
発
展
の
推
進
力 

 

司
会
＝
階
級
闘
争
そ
れ
自
体
は
、
マ
ル
ク
ス

が
は
じ
め
て
発
見
し
た
と
い
う
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
よ
ね
。 

Ｄ
＝
は
い
、
中
世
か
ら
近
代
へ
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
歴
史
は
、
ド
イ
ツ
農
民
戦
争
（
１
５
２

４
～
25
年
）、
イ
ギ
リ
ス
清
教
徒
革
命
（
１

６
４
２
～
49
年
）、
フ
ラ
ン
ス
革
命
（
１
７

８
９
～
93
年
）、
フ
ラ
ン
ス
二
月
革
命
と
ド

イ
ツ
三
月
革
命
（
１
８
４
８
～
49
年
）
な

ど
、
数
多
く
の
革
命
の
記
録
に
よ
っ
て
埋
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
近
代
の
自
由
と
民
主
主
義
、

あ
る
い
は
資
本
主
義
の
経
済
活
動
の
自
由
は
、

こ
う
し
た
人
民
の
た
た
か
い
に
よ
っ
て
か
ち

と
ら
れ
た
も
の
で
す
。 

司
会
＝
マ
ル
ク
ス
の
も
っ
と
も
優
れ
た
点
と
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は
な
ん
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

Ｅ
＝
「
階
級
闘
争
が
あ
ら
ゆ
る
発
展
の
基
礎

で
あ
り
推
進
力
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
を

「
だ
れ
よ
り
も
は
や
く
こ
こ
か
ら
ひ
き
だ
し
、

こ
の
結
論
を
終
始
一
貫
し
、
こ
の
階
級
闘
争

の
学
説
を
、
社
会
主
義
の
理
論
の
柱
に
し

た
」
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
『
共
産
党
宣

言
』
は
、「
こ
れ
ま
で
の
す
べ
て
の
社
会
の 

              

歴
史
は
、
階
級
闘
争
の
歴
史
で
あ
る
」
と
い

う
有
名
な
文
言
で
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

が
『
共
産
党
宣
言
』
を
つ
ら
ぬ
く
「
根
本
思

想
」
で
す
。 

司
会
＝
社
会
主
義
の
理
論
の
柱
に
す
る
と
は

ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。 

Ｄ
＝
一
つ
に
は
、
社
会
や
政
治
を
階
級
闘
争

の
視
点
か
ら
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。 

Ｅ
＝
そ
し
て
見
え
て
く
る
も
の
は
、
す
べ
て

の
古
い
制
度
と
い
う
も
の
は
、
時
代
お
く
れ

で
腐
朽
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
て
も
、
い
ろ

い
ろ
の
支
配
階
級
の
力
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
資
本
主
義
制

度
が
ど
ん
な
に
矛
盾
に
み
ち
て
、
時
代
遅
れ

で
不
合
理
な
制
度
の
よ
う
に
み
え
た
と
し
て

も
、
そ
れ
は
支
配
階
級
の
力
に
よ
っ
て
維
持

さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
資
本
主
義
制
度
の

害
悪
を
な
く
し
、
よ
り
高
度
な
新
し
い
社
会

を
築
く
た
め
に
は
、
そ
の
た
め
の
社
会
変
革

の
「
力
」
と
な
る
階
級
を
、
私
た
ち
の
こ
の

社
会
の
な
か
に
見
い
だ
し
、
こ
れ
を
実
際
の

社
会
変
革
の
勢
力
と
し
て
組
織
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
が
見
え
て
き
ま
す
。 

司
会
＝
階
級
闘
争
の
見
地
は
、
マ
ル
ク
ス
の

哲
学
、
経
済
学
、
そ
し
て
階
級
闘
争
の
学
説

が
労
働
者
階
級
の
解
放
の
理
論
と
し
て
ど
ん

な
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
を
あ
ら
た
め
て
明

ら
か
に
し
た
も
の
と
い
え
ま
す
。 

レ
ー
ニ
ン
は
、
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
的
唯
物

論
だ
け
が
、
労
働
者
階
級
に
、
支
配
階
級
の

さ
ま
ざ
ま
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
支
配
（
精
神

的
奴
隷
状
態
）
か
ら
抜
け
だ
す
道
を
し
め
し

た
こ
と
、
マ
ル
ク
ス
の
経
済
理
論
だ
け
が
、

資
本
主
義
の
現
状
に
甘
ん
じ
る
こ
と
な
く
社

会
進
歩
を
き
り
ひ
ら
い
て
い
く
労
働
者
階
級

の
「
ほ
ん
と
う
の
地
位
」
を
明
ら
か
に
し
た

こ
と
を
強
調
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
こ
の

こ
と
を
忘
れ
ず
に
日
頃
の
資
本
家
階
級
と
の

闘
い
に
邁
進
し
ま
し
ょ
う
。 

 

次
回
は
、
１
９
１
７
年
ロ
シ
ア
革
命
後
の

現
代
社
会
主
義
の
隆
盛
、
崩
壊
、
そ
し
て
新

た
な
21
世
紀
の
社
会
主
義
へ
の
試
み
の
分

析
で
す
。 

三池闘争は総資本対総労働の階級闘争として闘われた 


