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9　序章　ポスト・コロンタイの新しい地平に向けて

序
章　

ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ン
タ
イ
の
新
し
い
地
平
に
向
け
て

ソ
ヴ
ェ
ー
ト
政
権
期
に
お
け
る
女
性
の
お
か
れ
た
問
題
点
は
、
ソ
ヴ
ェ
ー
ト
憲
法
で
保
障
さ
れ
て
い
る
形
式
的
男
女

平
等
と
実
社
会
で
認
知
さ
れ
て
い
る
状
況
と
の
間
の
乖
離
を
い
か
に
埋
め
る
か
で
あ
っ
た
。
社
会
主
義
革
命
の
草
創
期

に
ソ
ヴ
ェ
ー
ト
政
権
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ラ
・
コ
ロ
ン
タ
イ
と
い
う
才
能
あ
る
女
性
が
彗
星
の
如
く
現
れ
た
。
彼
女
自
身

の
念
頭
に
は
常
に
「
女
性
は
国
家
に
対
し
て
男
性
と
等
し
く
働
き
、
国
家
に
ま
た
新
し
い
成
員
を
与
え
る
と
い
う
二
重

の
意
味
で
の
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
国
家
も
女
性
の
そ
の
義
務
を
女
性
が
遂
行
で
き
る
よ
う
に
十
分

配
慮
す
べ
き
だ
」
と
い
う
の
が
彼
女
の
根
本
的
持
論
が
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
に
立
脚
し
た
持
論
は
現

実
生
活
で
は
数
々
の
葛
藤
と
矛
盾
に
悩
ま
さ
れ
た
。
コ
ロ
ン
タ
イ
の
数
少
な
い
文
学
的
・
自
伝
的
作
品
と
も
言
う
べ
き

『
ヴ
ァ
シ
リ
ー
サ
・
マ
ル
イ
ギ
ナ
』
の
中
に
も
次
の
よ
う
に
出
て
く
る（

１
）。

ヴ
ァ
シ
リ
ー
サ
は
女
性
の
経
済
的
自
立
と
政
治
的
自
由
の
獲
得
、
女
性
労
働
者
の
母
性
の
保
護
を
め
ざ
し
て
常
に
女

性
た
ち
の
味
方
で
あ
り
、
彼
女
等
の
利
益
を
守
る
代
弁
者
と
し
て
日
夜
励
む
。
彼
女
は
か
つ
て
市
会
議
員
選
挙
の
候
補

者
に
選
ば
れ
る
な
ど
工
場
の
女
性
た
ち
か
ら
も
大
き
な
支
持
を
得
て
い
た
。
彼
女
自
身
、
子
ど
も
時
代
か
ら
工
場
で
働

い
て
い
る
の
で
、
い
つ
で
も
彼
ら
の
言
い
分
も
分
か
る
し
、
要
求
も
よ
く
分
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
あ
る
時
男
の

同
志
た
ち
は
こ
う
非
難
し
た
の
で
あ
る
。
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｢

女
た
ち
の
問
題
は
後
回
し
に
し
た
ら
ど
う
か
な
？　

今
は
緊
急
な
る
問
題
が
山
ほ
ど
あ
る
で
は
な
い
で
す
か
！｣

ヴ
ァ
シ
リ
ー
サ
は
こ
の
同
志
た
ち
の
意
見
に
い
き
り
た
っ
て
、
く
っ
て
か
か
り
な
が
ら
言
っ
た
。

｢
《
女
た
ち
の
問
題
》
が
、
ど
う
し
て
ほ
か
の
問
題
よ
り
小
さ
い
の
で
す
か
？　

み
ん
な
が
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
が
ち

だ
か
ら
、『
時
代
遅
れ
の
女
』
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。
も
し
女
性
が
い
な
か
っ
た
ら
革
命
は
で
き
ま
せ
ん
。
女
こ
そ
す

べ
て
で
す
。
女
が
く
よ
く
よ
考
え
た
り
し
て
、
夫
に
ぐ
ず
ぐ
ず
言
っ
て
い
る
か
ら
男
も
人
生
を
無
益
に
す
ご
す
の
で
す
。

『
女
を
獲
得
す
る
こ
と
は
、
事
を
半
ば
成
し
遂
げ
る
』
こ
と
な
の
で
す｣

と
ヴ
ァ
シ
リ
ー
サ
は
堂
々
と
自
己
の
見
解
を
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

コ
ロ
ン
タ
イ
は｢
新
し
い
女
性
と
は
、
第
一
に
自
立
し
た
労
働
単
位
で
あ
り
、
そ
の
人
の
労
働
が
私
的
な
家
族
経
営

へ
の
奉
仕
で
は
な
く
、
社
会
に
役
だ
ち
、
か
つ
必
要
と
さ
れ
る
労
働
に
む
け
ら
れ
る
の
で
あ
る（

２
）｣

と
定
義
づ
け
て
い
る

が
、
当
時
の
現
実
と
の
落
差
が
い
か
ば
か
り
大
き
か
っ
た
か
は
『
ヴ
ァ
シ
リ
ー
サ
・
マ
ル
イ
ギ
ナ
』
の
な
か
の
男
女
役

割
分
担
の
葛
藤
を
鋭
く
暴
く
こ
と
に
よ
っ
て
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。

ヴ
ァ
シ
リ
ー
サ
の
夫
が
党
の
な
か
で
重
要
な
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
妻
で
あ
る
ヴ
ァ
シ
リ
ー
サ
の
肩
に
客
の

接
待
や
主
婦
と
し
て
の
仕
事
が
ど
っ
と
押
し
寄
せ
る
。
ヴ
ァ
シ
リ
ー
サ
は
家
庭
の
外
で
は
家
事
の
軽
減
の
た
め
の
共
同

の
炊
事
場
や
食
堂
や
託
児
所
を
建
設
し
て
も
ら
う
た
め
に
駆
け
ず
り
ま
わ
り
な
が
ら
、
家
庭
に
戻
る
と
、
相
変
わ
ら
ず

昔
か
ら
続
い
て
い
る
古
い
夫
と
妻
の
役
割
分
担
を
批
判
な
く
背
負
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
夫
に｢

腹
が
減
っ
た
。
メ

シ
は
ま
だ
か
？
」
な
ど
と
い
わ
し
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
当
時
の
革
命
の
も
つ
リ
ア
リ
テ
ィ
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。

こ
の
二
人
の
夫
婦
の
関
係
は
革
命
後
七
〇
有
余
年
を
過
ぎ
た
当
時
の
ソ
連
に
お
け
る
男
女
の
あ
り
よ
う
を
検
証
す
る

場
合
、
き
わ
め
て
示
唆
に
富
ん
だ
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
か
つ
て
社
会
主
義
政
権
末
期
に
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
や
グ
ラ
ー
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ス
ノ
ス
チ
な
ど
い
く
つ
か
の
変
革
の
た
め
の
波
が
押
し
寄
せ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
女
性
独
自
の
自
立
的
な
解
放

運
動
は
残
念
な
が
ら
起
き
な
か
っ
た（

３
）。

従
来
ベ
ー
ベ
ル
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
女
性
の
解
放
は
社
会
制
度
の
変
革
の
あ
と
で
達
成
さ
れ
る
と
主
張
し
、
女
性
独

自
の
解
放
の
た
め
の
闘
い
は
単
な
る｢

ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
も
く
ろ
み（

４
）｣

に
す
ぎ
な
い
と
論
述
し
、
こ
の
こ
と
は
コ
ロ

ン
タ
イ
も
も
ち
ろ
ん
肯
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、
権
力
が
労
働
者
の
手
に
わ
た
っ
て
も
、
女
性
と
男
性
の
意
識
変
革
と

新
し
い
制
度
や
政
策
が
き
ち
ん
と
遂
行
さ
れ
な
け
れ
ば
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
両
性
の
真
の
解
放
は
得
ら
れ
な
い
の
は

自
明
の
理
な
の
で
あ
る
。

ベ
ー
ベ
ル
は
当
時
賢
明
に
も
こ
の
こ
と
を
洞
察
し
得
た
稀
有
な
存
在
で
あ
っ
た
。
彼
は
『
女
性
と
社
会
主
義（

５
）』

の
中

で
注
意
を
促
し
て
い
る
。
女
性
の
立
場
が
、
本
来
の
階
級
の
枠
内
で
も
同
じ
階
級
の
枠
内
の
男
性
と
立
場
が
同
一
で
な

い
こ
と
、

「
女
性
と
労
働
者
の
立
場
の
類
似
点
は
多
く
あ
る
が
あ
る
一
つ
の
点
で
は
女
性
は
男
性
の
先
を
行
っ
て
い
る
、
つ
ま

り
、
女
性
は
奴
隷
制
度
に
置
か
れ
た
最
初
の
人
間
的
生
き
物
で
あ
る
。
奴
隷
が
存
在
す
る
以
前
に
女
性
は
奴
隷
と
さ
れ

て
し
ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
自
己
の
要
求
を
階
級
的
同
志
に
注
意
を
促
し
、
党
を
女
性
の
利
益
を
目
指
す
闘
争
に

参
加
さ
せ
る
、
女
性
の
社
会
的
運
動
を
引
き
出
す
特
別
な
課
題
が
生
じ
る
」
と
女
性
解
放
の
本
質
を
炯
眼
に
も
見
抜
い

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
根
本
的
観
点
が
な
い
と
、
例
え
男
女
平
等
の
が
日
夜
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
た
い
て

い
男
性
た
ち
の
闘
争
の
主
目
的
を
第
一
の
共
通
の
課
題
と
し
て
そ
れ
に
向
き
合
い
、
女
性
に
と
っ
て
最
も
先
行
さ
せ
る

べ
き
課
題
は
後
回
し
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
そ
の
後
の
歴
史
が
証
明
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

コ
ロ
ン
タ
イ
は
家
事
の
社
会
化
な
ど
に
対
し
て
十
分
な
注
意
を
払
お
う
と
し
な
か
っ
た
同
志
た
ち
に
憤
激
し
な
が
ら
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も
、
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
社
会
民
主
労
働
党
内
に
踏
み
と
ど
ま
り
、
革
命
の
女
性
解
放
に
及
ぼ
し
た
積
極
的
な
意
義

を
次
の
よ
う
に
擁
護
す
ら
し
て
い
る
。
概
し
て
産
業
革
命
や
世
界
戦
争
の
影
響
で
、
女
性
労
働
者
の
急
速
な
増
加
は

家
族
生
活
や
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
国
家
の
女
性
た
ち
の
一
般
的
な
生
活
の
様
式
と
し
き
た
り
に
未
曾
有
の
変
化
を
も
た
ら
し

た
が
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
、｢

十
月
革
命
が
、
然
る
べ
き
重
み
の
あ
る
言
葉
を
発
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
そ

れ
以
上
に
女
性
解
放
の
過
程
は
進
ま
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
十
月
革
命
は
女
性
を
新
た
に
評
価
す
る
こ
と
に
役
立
ち
、

社
会
的
な
有
効
な
単
位
と
し
て
の
女
性
に
対
す
る
見
解
を
確
固
た
る
も
の
と
し
、
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
…
…
と

こ
ろ
が
、
こ
の
現
象
を
さ
け
が
た
い
歴
史
的
事
実
と
し
て
認
め
る
こ
と
、
新
し
い
女
性
の
タ
イ
プ
の
形
成
は
新
し
い
労

働
社
会
の
形
成
を
め
ざ
す
全
般
的
な
進
歩
と
関
連
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
そ
れ

を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
や
り
た
く
な
い
の
で
あ
る
。
十
月
革
命
が
な
か
っ
た
な
ら
、
自
分
で
稼
ぐ
女
性
は

一
時
的
な
現
象
で
あ
り
、
女
性
の
場
所
は
家
族
の
な
か
に
あ
り
、
生
活
の
糧
を
得
る
夫
の
陰
に
あ
る
と
い
う
見
解
が
今

ま
で
支
配
し
て
い
た
で
あ
ろ
う（

６
）｣

と
十
月
革
命
を
高
く
評
価
し
な
が
ら
も
、
常
に
革
命
理
論
の
後
塵
を
拝
む
女
性
の

解
放
を
意
識
的
に
幾
つ
か
の
著
作
で
カ
バ
ー
し
よ
う
と
努
力
し
た
。
上
述
の
ヴ
ァ
シ
リ
ー
サ
の
見
解
も
し
か
り
、
女
の

問
題
を
後
回
し
に
緊
急
な
問
題
を
片
づ
け
よ
う
と
す
る
の
は
何
事
だ
と
ヴ
ァ
シ
リ
ー
サ
に
怒
鳴
ら
し
め
て
い
る
。
時
折

し
も
臨
時
政
権
ケ
レ
ン
ス
キ
ー
か
ら
革
命
政
権
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
時
で
あ
り
、
ヴ
ァ
シ
リ
ー
サ
す
な
わ
ち
コ
ロ
ン
タ

イ
の
こ
の
見
解
は
当
を
得
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
女
性
解
放
の
大
綱
で
は
マ
ル
ク
ス
や
エ

ン
ゲ
ル
ス
の
考
え
と
は
違
い
な
い
も
の
の
、
男
性
の
レ
ー
ニ
ン
も
種
々
に
心
を
砕
き
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

｢

社
会
主
義
社
会
の
建
設
そ
の
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
、
女
性
の
完
全
な
労
働
を
か
ち
と
っ
て
、
細
々
し
た
人
を
愚

鈍
に
す
る
、
非
生
産
的
な
﹇
家
事
﹈
労
働
か
ら
解
放
さ
れ
た
女
性
と
一
緒
に
新
し
い
仕
事
に
と
り
か
か
る
と
き
は
じ
め
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て
は
じ
ま
る
で
あ
ろ
う（

７
）｣

ソ
ヴ
ェ
ー
ト
政
権
時
代
の
社
会
主
義
建
設
の
揺
藍
期
の
一
九
一
七
年
一
一
月
四
日
、
国
家
保
護
人
民
委
員
部
が
設
立

さ
れ
、
主
と
し
て
家
族
政
策
を
扱
う
こ
と
と
な
っ
た
。
す
で
に
コ
ロ
ン
タ
イ
は
一
九
一
七
年
一
〇
月
二
九
日
に
は
人
民

委
員
す
な
わ
ち
今
日
で
言
う
大
臣
に
任
命
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
時
期
コ
ロ
ン
タ
イ
は
堕
胎
の
横
行
を
防
ぎ
、
母
子
を
保

護
す
る
目
的
で
「
母
子
宮
殿
」
の
設
立
を
呼
び
か
け
、
家
族
政
策
の
一
環
と
し
て
そ
の
設
立
に
奮
闘
し
た
。
残
念
な
が

ら
コ
ロ
ン
タ
イ
の
国
家
保
護
人
民
委
員
と
し
て
の
期
間
は
一
九
一
八
年
の
三
月
一
九
日
ま
で
の
短
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、

一
九
一
七
年
一
一
月
一
九
日
に
は
、
婚
姻
と
離
婚
に
関
す
る
婚
姻
制
度
を
抜
本
的
に
変
化
さ
せ
る
法
令
が
で
き
た
。
す

な
わ
ち
、「
市
民
婚
、
子
お
よ
び
身
分
登
録
保
護
の
家
族
に
関
す
る
法
令
」
が
発
表
さ
れ
、
婚
姻
と
離
婚
が
教
会
を
経

ず
に
お
こ
な
わ
れ
る
自
由
が
保
障
さ
れ
、
ま
た
庶
子
と
嫡
子
の
同
権
や
、
堕
胎
の
横
行
に
対
し
て
出
産
は
女
性
の
社

会
的
権
利
と
義
務
で
あ
る
こ
と
が
高
ら
か
に
宣
言
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ロ
シ
ア
史
上
初
め
て
、「
母
子
保
護

課
」
が
コ
ロ
ン
タ
イ
の
手
で
設
立
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
わ
ず
か
、
数
カ
月
の
間
に
輝
か
し
い
実
績
を
コ
ロ
ン
タ
イ
は

造
っ
た
が
、
惜
し
く
も
そ
の
後
海
外
に
出
奔
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
初
期
社
会
主
義
政
権
に
お
い
て
の
自
由

な
婚
姻
形
態
は
様
々
な
曲
折
を
経
な
が
ら
、
実
質
一
九
三
六
年
ま
で
続
行
さ
れ
た
。
し
か
し
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
専
制
的

政
治
に
よ
り
家
族
を
国
家
の
単
位
と
し
て
生
産
と
人
口
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
の
強
化
策
に
よ
り
、
女
性
は
再
び
性
別
役

割
分
業
と
い
う
頸
木
に
繋
が
れ
る
羽
目
に
な
っ
た
。

現
代
ロ
シ
ア
人
女
性
の
延
々
と
背
負
っ
て
い
る
社
会
労
働
と
家
庭
内
労
働
と
い
う
二
重
負
担
の
構
造
を
間
接
的
に
評

し
て
、 ｢

脱
社
会
主
義
化
の
時
代
に
は
、
当
該
社
会
の
持
つ
家
父
長
制
規
範
が
露
呈
し
て
く
る（

８
）｣

と
主
張
す
る
論
者
も
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あ
る
が
、
要
は
ソ
ヴ
ェ
ー
ト
政
権
が
崩
壊
し
た
か
ら
家
父
長
制
規
範
が
露
呈
さ
れ
た
の
で
は
な
く
て
、
ロ
シ
ア
で
は
革

命
以
前
か
ら
家
父
長
制
的
な
規
範
が
延
々
と
温
存
さ
れ
て
き
た
と
い
う
の
が
偽
ら
ざ
る
実
情
で
あ
ろ
う
。

さ
て
現
代
に
お
け
る
ロ
シ
ア
人
女
性
の
状
況
は
ど
う
な
の
か
と
言
え
ば
、
体
制
転
換
の
ひ
ず
み
を
一
身
に
受
け
て
い

る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
か
つ
て
ソ
連
時
代
に
ロ
シ
ア
の
女
性
が
お
か
れ
て

い
る
立
場
を
正
直
に
語
り
、
社
会
を
批
判
す
る
こ
と
は
反
体
制
の
烙
印
を
押
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
タ
ブ
ー
で
あ
っ
た
。

そ
の
状
況
は
サ
ミ
ズ
ダ
ー
ト
（
地
下
出
版
）
で
の
み
可
能
で
あ
っ
た
時
代
か
ら
見
る
と
隔
世
の
感
が
あ
る
。
一
部
と
は

言
え
、
才
能
の
あ
る
女
性
た
ち
は
小
規
模
な
が
ら
起
業
家
と
し
て
ど
ん
ど
ん
活
躍
し
て
お
り
、
評
論
、
哲
学
・
文
学
の

領
域
で
は
、
ニ
ー
ナ
・
サ
ド
ゥ
ー
ル
（
一
九
五
〇
〜
）、
ワ
レ
ー
リ
ヤ
・
ナ
ー
ル
ビ
コ
ワ
（
一
九
五
八
〜
）、
リ
ュ
ド
ミ
ー

ラ
・
ペ
ト
ル
ー
シ
ェ
フ
ス
カ
ヤ
（
一
九
三
九
〜
）、
オ
リ
ガ･

セ
ダ
コ
ー
ワ
（
一
九
四
九
〜
）
な
ど
が
注
目
の
作
品
を
世

に
送
り
出
し
て
お
り
、
さ
な
が
ら
女
性
作
家
の
時
代
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
人
々
は
あ
く
ま
で
選

ば
れ
た
女
性
た
ち
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
一
九
九
七
年
七
月
一
〇
日
付
の
「
独
立
新
聞（

９
）」

に
よ
れ
ば
、
ロ
シ
ア
に
お
け
る
現
代
の
女
性
は
国
民
経
済
の
半
分
を
担
い
、
平
均
的
教
育
程
度
は
男
性
を
上
回
っ
て
い

る
に
も
関
わ
ら
ず
、

（
１
）
失
業
率
の
割
合
が
男
性
に
比
較
し
て
き
わ
め
て
高
い
こ
と

（
２
）
女
性
の
平
均
賃
金
は
男
性
の
三
分
の
二
に
し
か
な
ら
な
い
（
非
公
式
で
は
三
分
の
一
と
言
わ
れ
て
い
る
）

（
３
）
女
性
は
新
し
く
進
出
し
て
き
た
小
規
模
の
ビ
ジ
ネ
ス
に
は
き
わ
め
て
活
動
的
で
あ
る
が
、
大
企
業
や
大
生
産
部
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門
に
お
い
て
は
決
定
権
を
も
っ
て
い
な
い
こ
と

（
４
）
育
児
や
家
事
の
負
担
は
依
然
と
し
て
昔
と
変
わ
り
な
い
こ
と

（
５
）
女
性
の
数
は
選
挙
人
の
な
か
で
は
優
勢
で
、
選
挙
に
お
い
て
は
男
性
に
比
べ
て
は
る
か
に
積
極
的
で
あ
る
に
も

関
わ
ら
ず
、
政
権
機
構
の
な
か
で
の
女
性
の
参
加
は
き
わ
め
て
少
な
い
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
列
挙
し
て
、
女
性
差
別
は
ま
す
ま
す
増
大
す
る
ば
か
り
で
あ
ろ
う
と
予
測
し
、
現
在
女
性
が
お
か

れ
て
い
る
広
範
な
諸
状
況
は
ほ
と
ん
ど
八
〇
年
近
く
の
間
、
独
立
し
た
女
性
自
身
の
運
動
が
欠
落
し
て
き
た
こ
と
に
部

分
的
に
は
起
因
し
て
い
る
と
し
、
女
性
の
利
益
の
た
め
の
女
性
の
代
表
部
が
国
家
機
構
に
半
ば
統
制
さ
れ
て
き
た
と
結

論
づ
け
て
い
る
。

新
聞
は
さ
ら
に
女
性
の
利
益
を
守
り
、
民
主
主
義
的
原
理
の
継
承
の
た
め
に
第
二
回
全
ロ
シ
ア
女
性
大
会
の
開
催
を

報
じ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
第
一
回
の
大
会
は
一
九
〇
八
年
に
開
か
れ
、
こ
の
大
会
で
脱
階
級
的
な
女
性
セ
ン

タ
ー
の
設
立
が
提
案
さ
れ
た
た
め
、
コ
ロ
ン
タ
イ
と
そ
の
同
調
者
た
ち
は
自
立
し
た
別
グ
ル
ー
プ
を
組
織
し
よ
う
と
し

た
。
し
か
し
そ
の
目
論
見
は
頓
挫
し
た
。
一
方
、
ロ
シ
ア
社
会
民
主
労
働
党
の
内
部
で
は
コ
ロ
ン
タ
イ
と
そ
の
同
調
者

た
ち
を
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
で
あ
る
と
決
め
つ
け
、
コ
ロ
ン
タ
イ
が
女
性
の
問
題
に
比
重
を
お
き
す
ぎ
る
と
告
発
し
た
も
の

も
い
た
。
そ
の
後
九
〇
年
余
り
の
時
を
経
て
、
体
制
転
換
の
怒
濤
に
流
さ
れ
な
が
ら
現
在
の
カ
オ
ス
の
中
で
、
今
や
女

性
の
意
識
も
大
き
な
変
換
を
迫
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
本
書
で
は
、
世
界
で
初
め
て
社
会
主
義
政
権
を

樹
立
し
、
貧
富
の
差
を
な
く
し
、
輝
か
し
い
男
女
同
権
を
約
束
し
た
ソ
ヴ
ェ
ー
ト
政
権
の
初
期
に
あ
っ
て
、
コ
ロ
ン
タ

イ
が
如
何
な
る
論
理
に
よ
っ
て
母
性
と
子
ど
も
の
権
利
を
守
り
、
輝
か
し
い
初
期
ソ
ヴ
ェ
ー
ト
政
権
の
特
性
で
あ
る
男
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女
平
等
を
唱
道
し
た
か
、
ま
た
そ
の
後
如
何
な
る
事
情
に
よ
っ
て
そ
の
実
績
が
歪
曲
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
具
体
的
事
例

に
よ
る
事
実
婚
か
ら
登
録
婚
へ
の
推
移
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
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