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私
た
ち
が
生
き
て
い
る
社
会

は
資
本
主
義
社
会
で
あ
る
。
こ
の

社
会
は
、
働
く
人
の
大
半
は
企
業

等
に
雇
わ
れ
て
働
く
賃
金
労
働

者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

労
働
者
は
企
業
主
に
労
働
力
を

販
売
し
て
、
対
価
と
し
て
受
け
取

る
賃
金
で
暮
ら
し
を
営
む
こ
と

を
当
然
の
こ
と
と
さ
れ
る
（
生
活

自
己
責
任
の
原
則
）
が
、
経
済
恐

慌
が
し
ば
し
ば
発
生
し
、
企
業
倒

産
や
リ
ス
ト
ラ
な
ど
に
よ
り
失

業
す
る
こ
と
や
、
ま
た
失
業
ま
で

至
ら
な
く
て
も
賃
金
が
下
落
し
、

生
活
が
営
め
な
く
な
る
こ
と
が

起
こ
る
社
会
で
も
あ
る
。 

 貧
困
は
自
己
責
任
か
？ 

 

こ
う
し
た
事
態
は
、
当
時
世
界

の
工
場
と
呼
ば
れ
、
資
本
主
義
が

最
も
発
達
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス

で
、
19
世
紀
の
後
半
に
大
規
模

で
深
刻
な
形
で
起
こ
っ
た
。
そ
れ

ま
で
は
、
貧
困
は
労
働
を
嫌
悪
す

る
一
部
の
怠
惰
な
人
の
問
題
と

し
て
、
個
人
的
な
責
任
で
生
じ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
労
働
意

欲
も
労
働
能
力
も
あ
り
、
真
面
目

に
働
い
て
き
た
労
働
者
た
ち
に

失
業
と
賃
金
切
下
げ
の
危
機
が

襲
っ
た
の
で
あ
る
。
労
働
者
た

ち
は
貧
困
の
増
大
に
対
し
て
労

働
組
合
を
結
成
し
て
抵
抗
し
、

資
本
主
義
の
体
制
変
革
を
目
的

と
す
る
社
会
主
義
勢
力
が
急
速

に
世
論
の
支
持
を
得
て
い
く
。

政
府
は
こ
れ
ら
社
会
運
動
に
対

す
る
譲
歩
策
と
し
て
、
20
世
紀

に
入
る
と
「
社
会
改
良
」
と
呼

ば
れ
る
一
連
の
労
働
立
法
（
最

低
賃
金
法
、
労
働
時
間
規
制
法
）

や
労
災
保
険
・
失
業
保
険
・
年

金
保
険
な
ど
の
社
会
保
険
立
法

を
成
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。 

 貧
困
観
の
転
換
ー
ー  

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ブ
ー
ス
の
貢
献 

 
       

貧
困
観
の
転
換
に
寄
与
し
た

の
は
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ブ
ー
ス
で

あ
る
。
彼
は
19
世
紀
末
の
ロ
ン

ド
ン
民
衆
の
貧
困
を
「
発
見
」

し
た
実
業
家
で
あ
り
、
統
計
学

者
で
も
あ
る
。
ブ
ー
ス
は
、
資

本
主
義
の
下
で
は
社
会
の
生
産

性
が
上
が
る
こ
と
が
結
果
と
し

て
市
民
の
生
活
水
準
の
向
上
を

も
た
ら
す
は
ず
だ
と
い
う
考
え

を
も
っ
て
い
た
。
当
時
、
社
会

民
主
連
盟
が
発
表
し
た
ロ
ン
ド

ン
市
民
の
25
％
が
貧
困
層
で
あ

る
と
い
う
調
査
結
果
は
過
大
で

は
な
い
か
と
考
え
、
そ
の
真
偽

を
確
か
め
る
た
め
私
財
を
投
じ

て
調
査
を
行
っ
た
。 

ロ
ン
ド
ン
・
ハ
ッ
ク
ニ
ー
地

区
の
調
査
（
１
８
８
７
年
）
で

は
、「
規
則
的
稼
得
者
で
、
質
素

だ
が
他
人
に
頼
ら
な
く
て
済
む

暮
ら
し
」
を
標
準
と
み
な
し
、

こ
れ
以
下
を
「
貧
困
」「
極
貧
層
」

と
規
定
し
た
が
、
そ
れ
ら
が
全

体
の
35
・
２
％
を
占
め
る
結
果

に
な
っ
た
。
し
か
も
貧
困
原
因

は
、
個
人
の
「
道
徳
的
堕
落
」（
調

査
項
目
で
は
「
飲
酒
癖
の
夫
婦
」

と
「
浪
費
癖
の
妻
」）
は
13
％
で

あ
り
、
残
り
は
不
安
定
な
雇
用

と
低
賃
金
が
68
％
、
病
気
・
多

子
が
19
％
で
あ
っ
た
。
ブ
ー
ス

の
当
初
の
仮
説
と
は
異
な
り
、

大
量
の
貧
困
層
の
存
在
を
「
発

見
」
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
ブ

ー
ス
に
よ
る
一
連
の
ロ
ン
ド
ン

調
査
の
結
果
は
、
貧
困
の
個
人

責
任
説
か
ら
社
会
責
任
説
へ
の

認
識
転
換
に
貢
献
し
、
社
会
改

良
立
法
の
制
定
を
促
す
原
動
力

と
な
っ
た
。 

 社
会
改
良
立
法
成
立
の
背
景 

 

社
会
改
良
立
法
は
、周
期
的
に

襲
う
恐
慌
に
よ
る
失
業
と
貧
困

の
広
が
り
に
よ
っ
て
資
本
主
義

社
会
の
生
活
原
理
で
あ
る
「
生

活
自
己
責
任
＝
自
助
（self 

help

）」
の
前
提
と
な
る
２
つ
の

条
件
で
あ
る
雇
用
と
賃
金
の
確

保
が
で
き
な
く
な
っ
た
段
階

で
、
生
活
自
己
責
任
原
則
の
「
部

分
的
修
正
」
と
し
て
登
場
し
た

と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
資
本
主

義
は
個
人
の
生
活
に
つ
い
て

は
、
そ
の
個
人
の
責
任
に
お
い

て
営
む
こ
と
を
前
提
と
し
て
き

た
の
で
あ
る
が
、
資
本
主
義
の

発
展
の
過
程
で
、
生
活
維
持
の

物
的
な
根
拠
と
な
る
雇
用
と
賃

金
を
脅
か
す
恐
慌
が
循
環
的
に

発
生
し
た
の
で
、
生
活
の
一
部

に
つ
い
て
は
社
会
が
責
任
を
負

う
と
い
う
社
会
改
良
立
法
が
成

立
し
た
の
で
あ
る
。 

こ
こ
で
確
認
で
き
る
こ
と
は
、

貧
困
は
個
人
の
資
質
に
問
題
が

あ
っ
て
起
こ
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
原
因
は
社
会
＝
資
本
主
義

経
済
の
側
に
あ
る
と
い
う
点
、

す
な
わ
ち
貧
困
は
自
己
責
任
で

は
な
く
、
社
会
の
責
任
と
し
て

捉
え
る
べ
き
で
あ
る
、
と
認
識

が
大
き
く
転
換
し
た
点
で
あ

る
。
職
を
失
う
か
低
賃
金
で
「
自

助
（self 

help

）
」
が
貫
け
な

く
な
っ
た
段
階
で
、
自
助
の
前

提
と
し
て
社
会
改
良
立
法
が
成

立
し
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

労
働
者
保
護
立
法
や
社
会
保
障

制
度
の
支
え
に
よ
っ
て
、
は
じ

め
て
生
活
に
お
け
る
自
己
責
任

が
果
た
せ
る
の
で
あ
っ
て
、
社

会
的
支
え
が
な
い
ま
ま
自
助
・

自
立
を
強
調
す
る
の
は
、
理
不

尽
と
い
え
る
。 

 「
自
助
・
共
助
・
公
助
」
論
の

ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム 

 

そ
の
点
で
は
、
安
倍
政
権
の

「
本
人
・
家
族
の
自
助
」
を
最

優
先
し
て
、「
共
助
」(

社
会
保

険)

で
補
完
し
、
最
終
的
に
は
貧

困
者
を
自
助
不
能
者
と
し
て
抑

圧
的
に
「
公
助
」（
生
活
保
護
・

社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
）
が
発
動

さ
れ
る
と
い
う
社
会
保
障
政
策

の
枠
組
み
は
、
歴
史
の
発
展
に

逆
行
す
る
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
と

言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

 

〈
訂
正
〉 

 

前
号
の
写
真
説
明
が
間

違
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

佐
々
木
→
鈴
木 

 

鈴
木
先
生
に
は
ご
迷
惑

を
お
か
け
し
ま
し
た
。 

 


