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テ
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第
一
章　
「
資
本
主
義
社
会
は
も
は
や
異
性
愛
主
義
を
必
要
と
し
て
い
な
い
」
の
か

　

―
　

「
同ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

一
性
の
原
理
」
を
め
ぐ
っ
て
バ
ト
ラ
ー
と
フ
レ
イ
ザ
ー
が
言
わ
な
か
っ
た
こ
と
　

―
　

も
し
も
わ
た
し
が
ク
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
の
世
界
か
ゲ
イ
解
放
の
世
界
、
あ
る
い
は
『
ア
ン

ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
の
世
界
か
ブ
ラ
ッ
ク
・
パ
ワ
ー
か
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
し
た
ら
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
後
者
を
選
ぶ
だ
ろ
う
。
で
も
わ
た
し
は
、
ど

ち
ら
か
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
好
き
で
は
な
い
。
わ
た
し
は
べ
つ

の
選
択
肢
が
欲
し
い
の
だ
。�

　

―
　

Ｋ
・
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ア
ッ
ピ
ア

　

一
九
九
〇
年
代
に
な
っ
て
社
会
構
築
主
義
が
批
評
シ
ー
ン
に
頻
繁
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
文
化

研
究（
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
）の
あ
た
ら
し
い
隆
盛
と
拡
大
、
あ
る
い
は
多
文
化
主
義（
マ
ル
チ
カ
ル
チ
ュ
ラ
リ

ズ
ム
）の
主
張
と
伝
播
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
二
つ
の
流
れ
は
、
政
治
と
表
象
を
交
差
さ
せ
つ
つ
、
人
種
・
民
族
・

ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
・
宗
教
・
言
語
・
メ
デ
ィ
ア
・
教
育
・
芸
術
活
動
等
々
に
み
ら
れ
る
統
合
的
な

知
の
編
成
や
、
単
一
性
の
政
治
を
問
題
化
し
、
多
元
性
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

統
合
的
で
単
一
な
「
真
理
の
体
制
」
に
対
す
る
抵
抗
は
、
脱
構
築
が
一
九
七
〇
年
代
よ
り
お
こ
な
っ
て
き
た
こ
と

だ
っ
た
。
社
会
構
築
主
義
は
脱
構
築
の
何
を
受
け
継
ぎ
、
何
を
発
展
さ
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
多
元
性
の
議
論
は
、
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築
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初
期
の
文
化
研
究
の
担
い
手
が
階
級
を
焦
点
化
し
た
英
国
の
レ
イ
モ
ン
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
と
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ホ
ガ

ー
ト
だ
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
多
元
性
を
抑
圧
し
て
、
た
だ
一
つ
の
階
級
の
利
益
と
倫
理
を
追
求
す
る

制
度
が
生
み
だ
す
経
済
的
・
物
質
的
・
言
説
的
な
不
平
等
と
不
公
正
を
弾
劾
す
る
も
の
だ
っ
た
。
で
は
社
会
構
築
主

義
は
マ
ル
ク
ス
主
義
と
、
現
在
ど
う
切
り
結
ん
で
い
る
の
か
。
新
保
守
派
文
化
研
究
と
急
進
派
文
化
研
究
、
あ
る
い

は
社
会
的
左
翼
と
文
化
的
左
翼
の
あ
い
だ
で
高
ま
っ
て
き
て
い
る
不
協
和
音
を
脱
構
築
す
る
道
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
も
そ
も
一
九
九
〇
年
代
に
社
会
構
築
主
義
が
前
景
化
さ
れ
て
き
た
の
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
み
な
ら
ず
セ
ク
シ
ュ

ア
リ
テ
ィ
や
セ
ッ
ク
ス（
生
物
学
的
な
性
差
）の
規
範
的
な
解
釈
に
お
い
て
、
い
か
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
本
質
主
義
が

跋
扈
し
て
い
る
か
を
徹
底
的
に
暴
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
だ
っ
た
。
だ
が
他
方
で
、
ま
さ
に
そ
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ

に
お
い
て
周
縁
化
さ
れ
て
き
た
人
々
が
み
ず
か
ら
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
公
的
権
利
と
承
認
を
求
め
て
展
開
し
は

じ
め
て
い
る
運
動
の
な
か
で
、
戦
略
化
あ
る
い
は
自
明
化
さ
れ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
政
治（
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
）に
、
社
会
構
築
主
義
は
ど
の
よ
う
に
接
合
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
こ
と
は
セ
ク
シ
ュ

ア
リ
テ
ィ
の
み
で
は
な
い
。
多
文
化
主
義
は
人
種
・
民
族
・
宗
教
な
ど
の
分
野
で
、
み
ず
か
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
を
ま
も
る
言
語
や
習
俗
を
公
的
「
制
度
」
と
し
て
確
立
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
、
差
異
を
個
別
化
し
、
戦
略
的
に

本
質
化
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
社
会
構
築
主
義
は
、
民
主
主
義
を
め
ぐ
っ
て
ど
の
よ
う
に
折
り
合
い
を
つ
け

れ
ば
よ
い
の
か
。

　

お
そ
ら
く
社
会
構
築
主
義
は
、
本
質
主
義
と
マ
ル
ク
ス
主
義
と
脱
構
築
の
あ
わ
い
に
た
た
ず
む
理
論
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
本
論
で
は
社
会
構
築
主
義
を
、
と
き
に
こ
の
三
者
と
重
な
り
合
い
、
と
き
に
三
者
と
齟
齬
を
き
た
し
、
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そ
の
折
衝
の
な
か
で
／
そ
の
折
衝
自
体
が
、
批
判
的
現
在
を
紡
ぎ
だ
す
理
論
だ
と
と
ら
え
て
、
社
会
構
築
主
義
の
可

能
性
と
危
険
性
を
探
っ
て
い
こ
う
と
思
う
。
社
会
構
築
的
な
考
え
方
は
、
単
な
る
思
弁
的
、
抽
象
的
な
概
念
操
作
で

は
な
く
、
現
実
社
会
を
構
成
し
て
い
る
具
体
的
な
文
脈
の
な
か
で
語
ら
れ
る
現
実
的
で
政
治
的
な
批
評
営
為
で
あ
る
。

本
論
で
あ
つ
か
う
文
脈
は
異
性
愛
主
義
に
限
定
し
、
異
性
愛
主
義
へ
の
批
判
的
考
察
を
試
み
て
い
く
な
か
で
、
社
会

構
築
的
な
見
方
が
ど
の
よ
う
に
貢
献
で
き
る
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
に
危
険
な
も
の
に
な
り
う
る
か
を
具
体
的
に

検
討
し
た
い
。
そ
の
足
が
か
り
に
使
う
の
は
、
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
と
ナ
ン
シ
ー
・
フ
レ
イ
ザ
ー
が
資
本
主
義

社
会
と
異
性
愛
主
義（
ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ズ
ム
）の
関
わ
り
に
つ
い
て
交
わ
し
た
議
論
で
あ
（
1
（

る
。

1　

社
会
構
築
主
義
と
本
質
主
義
の
皮
肉
な
共
犯
関
係

　

ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
と
ナ
ン
シ
ー
・
フ
レ
イ
ザ
ー
の
論
争
の
大
き
な
争
点
は
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
規
制
が

生
産
様
式
な
の
か
、
そ
れ
と
も
承
認
の
事
柄
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
連
動
し
て
、
現
在
の
資
本
主
義

社
会
が
異
性
愛
主
義
を
必
要
と
し
て
い
る
の
か
否
か
、
し
た
が
っ
て
異
性
愛
主
義
に
対
す
る
抵
抗
を
、
物
質
的
・
経

済
的
分
配
と
不
可
分
の
社
会
関
係
の
再
意
味
づ
け
と
し
て
と
ら
え
る
の
か
、
そ
れ
と
も
文
化
的
な
誤
認
の
是
正
を
ま

ず
求
め
る
べ
き
で
、
経
済
的
不
平
等
は
そ
れ
の
派
生
物
と
し
て
と
ら
え
る
の
か
と
い
う
、
二
人
の
立
場
の
相
違
が
導

き
出
さ
れ
る（
フ
レ
イ
ザ
ー
は
こ
こ
で
は
詳
述
し
て
い
な
い
が
、
物
質
的
事
柄
と
経
済
的
事
柄
を
さ
ら
に
分
け
て
考

え
よ
う
と
す
る
）。



6

　

バ
ト
ラ
ー
の
議
論
は
こ
う
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、「「
生
産
様
式
」
は
社

会
関
係
の
諸
形
態
を
必
然
的
に
含
む
も
の
」
で
あ
り
、「「
人メ

ン間
は
日
々
の
生
活
の
な
か
で
自
分
の
生
活
を
再
生
産
し

つ
つ
、
人
間
そ
の
も
の
を
も
新
た
に
再
生
産
し
、
そ
う
し
て
自
分
と
同
じ
よ
う
な
人
間
を
増
や
し
て
い
く
。
つ
ま
り

同
じ
よ
う
な
男
女
関
係
、
親
子
関
係
、
家
族
関
係

0

0

0

0

を
広
め
て
い
く
も
の
」」（Butler,�e�39�

強
調
バ
ト
ラ
ー
）な
の
で
、

「
性
別
分
業
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
労
働
者
の
再
生
産
の
し
く
み
を
解
明
す
る
に
は
、
と
く
に
社
会
的
見
地
か
ら

の
家
族
の
分
析
が
不
可
欠
で
あ
り
」（39�

）、「
い
か
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
人パ
ー
ソ
ン間

―
「
男
」
と
「
女
」
―
の
再

生
産
が
、
家
族
に
対
す
る
社
会
規
制
に
、
つ
ま
り
は
…
…
異
性
愛
の
人
間
を
再
生
産
す
る
場
と
し
て
の
異
性
愛
的
な

家
族
の
再
生
産
に
、
依
存
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
」（39�

）。
そ
し
て
「
法
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ

る
「
人パ
ー
ソ
ン
フ
ッ
ド格

」
が
、
物
質
的
結
果
と
は
切
り
離
せ
な
い
文
化
規
範
に
よ
っ
て
厳
密
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、

た
と
え
分
析
上
で
あ
っ
て
も
、
文
化
的
承
認
と
物
質
的
抑
圧
を
区
別
す
る
こ
と
は
可
能
」（41

）で
は
な
く
、
ゲ
イ
男

性
や
レ
ズ
ビ
ア
ン
に
対
す
る
抑
圧
は
「
単
に
文
化
的
な
」
も
の
で
は
な
く
、
生
産
様
式
に
か
か
わ
る
経
済
的
・
物
質

的
な
も
の
で
あ
る
と
結
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
議
論
は
、
バ
ト
ラ
ー
自
身
が
「
一
九
七
〇
年
代
、
八
〇
年
代
の
社
会
主
義
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
や
マ
ル
ク
ス
主
義

的
精
神
分
析
家
の
指
摘
」（39�

）と
共
有
す
る
点
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
唯
物
主
義
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
か
な

り
近
接
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
・
デ
ル
フ
ィ
は
「
唯
物
主
義
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
た
め

に
」
の
論
文
の
な
か
で
、
現
在
の
状
況
は
「
女
性
性
の
条
件
」
と
し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、「
女
に
対
す
る
抑
圧
」

（D
elphy,�211

）と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
り
、「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
科
学

―
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
科
学

―
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の
目
的
は
、
抑
圧
構
造
の
解
明
に
あ
る
」（212

）と
語
っ
た
。
ま
た
唯
物
論
者
の
モ
ニ
ク
・
ウ
ィ
テ
ィ
ッ
グ
は
「
ひ
と

は
女
に
生
ま
れ
な
い
」（
一
九
七
九
年
）と
題
さ
れ
た
講
演
の
な
か
で
、「「
女
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
政
治
的
、
経
済

的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
」（W

ittig,�15�

）と
述
べ
、「
個
人
的
な
問
題
は
階
級

0

0

の
問
題
で
あ
る
」（16�

強
調
引
用
者
）と
理

解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。

　

こ
こ
で
言
う
「
個
人
的
な
問
題
」
は
、
個
人
を
規
定
し
て
い
る
文
化
慣
習
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
唯
物
主
義
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
主
張
は
、
む
ろ
ん
伝
統
的
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
言
う
よ
う
に
上
部
構
造
と
下

部
構
造（
基
盤
）を
分
離
し
て
、
下
部
構
造
か
ら
の
解
放
の
み
を
求
め
る
も
の
で
は
な
く
、
両
者
の
不
可
分
性
が
い
か

に
内
面
的
、
身
体
的
な
抑
圧
構
造
を
生
む
か
と
い
う
、
文
化
唯
物
論
の
立
場
と
通
底
す
る
も
の
で
あ
る
。
ル
イ
・
ア

ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
言
葉
を
使
え
ば
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
て
い
る
事
柄
は
、
個
人
の
存
在
を
規
定
し

て
い
る
現
実
の
制
度
的
な
社
会
関
係
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
現
実
の
社
会
関
係
と
個
人
と
の
あ
い
だ
に
結
ば
れ
て

い
る
「
想
像
上
の
関
係
」
で
あ
る
。
こ
の
物
質
的
な
も
の
と
文
化
的
な
も
の
の
不
可
分
性
を
も
っ
と
も
明
瞭
に
あ
ら

わ
し
て
い
る
も
の
の
一
つ
が
、
現
在
の〔
ヘ
テ
ロ
〕セ
ク
シ
ス
ト
な
次
代
再
生
産
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
次リ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン

代
再
生
産
は
、

じ
つ
は
公
的
な（
性
差
別
的
な
）「
階
級
」
の
再
生
産
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
き
わ
め
て
私
的
な
欲
望
の
結
果
か
、

あ
る
い
は
分
析
不
要
の
客
観
的
な
生
命
の
再
生
産
に
す
り
替
え
ら
れ
て
、「
女
」
の
本
質
的
属
性
に
還
元
さ
れ
て
解

釈
さ
れ
、
そ
の
結
果
「
女
」
と
い
う
「
階
級
」
が
、
自
然
化
、
隠
蔽
化
さ
れ
て
き
（
2
（

た
。

　

バ
ト
ラ
ー
は
こ
の
再
生
産
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
強
力
な
疑
義
を
は
さ
み
、
異
性
愛
主
義
の
再
生
産
シ
ス
テ
ム
―

そ
し
て
そ
れ
が
理
念
的
に
実
践
さ
れ
る
異
性
愛
の
家
族
関
係
―
に
お
い
て
沈
黙
さ
せ
ら
れ
、
抑
圧
さ
れ
て
い
る
の
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は
非
異
性
愛
者
た
ち
で
あ
り
、
彼
／
女
た
ち
は
「
文
化
的
な
中
傷
」
を
被
る
の
み
な
ら
ず
、
現
実
的
な
経
済
的
・
物

質
的
な
不
平
等
を
被
っ
て
い
る
と
述
べ
る
。
現
在
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
現
状
を
説
明
す
る
う
え
で
、
ま
た

同ホ
モ
フ
ォ
ビ
ア

性
愛
嫌
悪
の
憎ヘ
イ
ト
・
ク
ラ
イ
ム

悪
犯
罪
に
よ
る
殺
害
を
単
に
「
お
や
じ
狩
り
」
と
し
て
の
み
報
道
す
る
現
在
の
日
本
の
状
況
に
照

ら
し
て
み
て
も
、
彼
女
の
「
現
状
の
説
明
」
に
は
な
ん
ら
批
判
す
べ
き
と
こ
ろ
は
な
い
。
だ
が
問
題
は
、「
異
性
愛

の
人
間
」
を
構
築
す
る
性
の
「（
再
）生
産
様
式
」
が
ど
の
よ
う
な
種
類
の
権
力
関
係
を
発
生
さ
せ
て
い
る
の
か
、
そ

こ
で
奪
取
さ
れ
、
隠
蔽
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
、
さ
ら
に
立
ち
入
っ
た
考
察
が
な
さ
れ

て
い
な
い
点
で
あ
る
。

　　

バ
ト
ラ
ー
は
「
マ
ル
ク
ス
主
義
が
文
化
研
究
に
矮
小
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
批
判
に
抗
議
す
る
た
め
に
、

「
新
し
い
社
会
運
動〔
の
〕文
化
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
」
―
と
く
に
ク
ィ
ア
・
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス

―
が
扱
う
セ
ク
シ

ュ
ア
リ
テ
ィ
は
「
生
産
と
分
配
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
位
置
を
し
め
る
」
と
主
張
し（Butler,�e�33

）、
そ

の
現
実
的
例
証
と
し
て
、
非
異
性
愛
者0

が
被
っ
て
い
る
差
別
的
待
遇
を
「
事
例
」
と
し
て
列
挙
し
て
い
っ
た
。
曰
く

「
レ
ズ
ビ
ア
ン
や
ゲ
イ
は
国
家
が
認
可
し
て
い
る
家
族
概
念
か
ら
は
排
除
さ
れ
て
い
る
」、
曰
く
「
死
に
か
け
て
い
る

恋
人
の
た
め
に
緊
急
医
療
の
処
置
を
決
断
す
る
権
利
も
、
死
ん
だ
恋
人
の
持
ち
物
を
引
き
取
る
権
利
も
、
恋
人
の
遺

体
を
病
院
か
ら
引
き
受
け
る
権
利
も
、
法
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
て
い
る
」、
曰
く
「
レ
ズ
ビ
ア
ン
た
ち
の
貧
困
率
の
高

さ
」
等
々
で
あ
る（41

）。

　

だ
が
異
性
愛
的
な
家
族
関
係
の
「（
再
）生
産
様
式
」
が
そ
も
そ
も
奪
取
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
非
異
性
愛
者0



第 1章　「資本主義社会はもはや……

9

の
権
利
で
は
な
い
。
歴
史
的
に
見
て
も
、
非
異
性
愛
者0

（
レ
ズ
ビ
ア
ン
、
ゲ
イ
男
性
、
バ
イ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
、
ト
ラ

ン
ス
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
等
）は
、
異
性
愛
を
お
こ
な
う
者
を
異
性
愛
者0

に
同
一
化
す
る
た
め
に
呼
び
出
さ
れ
た
反
面
教

師
的
な
否
定
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
―
い
わ
ば
存
在
し
て
は
な
ら
な
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
―
で
あ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
設
定

し
た
権
利
や
富
の
差
別
的
分
配
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
非
異
性
愛
者
が
被
る
権
利
や
富
の
差
別
的
分
配
は
、

た
と
え
そ
れ
と
異
性
愛
主
義
と
の
あ
い
だ
に
ど
ん
な
に
必
然
的
な
関
係
が
観
察
さ
れ
よ
う
と
も
、
あ
く
ま
で
異
性
愛

主
義
の
「
結
果
」
と
し
て
生
じ
た
出
来
事
で
あ
っ
て
、
そ
の
「
目
的
」
で
は
な
い
。
こ
の
「
結
果
」
を
「
目
的
」
と

み
な
す
こ
と
の
問
題
点
は
、
非
異
性
愛
者
を
「
階
級
」
と
し
て
、「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
し
て
、
と
き
に
「
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
」
と
し
て
基
盤
づ
け
る
と
い
う
、
バ
ト
ラ
ー
が
も
っ
と
も
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
循
環
論
法
に
み
ず
か
ら

落
ち
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
バ
ト
ラ
ー
は
、
異
性
愛
主
義
の
経
済
的
・
物
質
的
側
面
を
過
小
評
価

す
る
フ
レ
イ
ザ
ー
に
反
駁
す
る
た
め
に
、
差
別
的
な
分
配
の
対
象
と
な
る
集
団
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
強
調
す
る
こ

と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
バ
ト
ラ
ー
が
こ
こ
で
「
レ
ズ
ビ
ア
ン
」「
ゲ
イ
」「
ク
ィ
ア
た
ち
」
と
い
う
単
語
を
使

用
し
て
、
そ
れ
を
社
会
的
な
被
抑
圧
者
と
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
し
、「
社
会
関
係
の
概
念
化
と
制
度
化
に
関
し
て
彼

ら〔
ク
ィ
ア
た
ち
〕が
求
め
て
い
る
根
本
的
な
変
革
」（44
）の
必
要
性
を
語
る
こ
と
は
、『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ト
ラ
ブ
ル
』

で
バ
ト
ラ
ー
自
身
が
、「
レ
ズ
ビ
ア
ン
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
、「
セ
ッ
ク
ス
」
と
か
「
女
」
と
か
「
自
然
な
身

体
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
異
を
唱
え
る
だ
け
で
は
な
く
、「
レ
ズ
ビ
ア
ン
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
し
て
も
異

を
唱
え
る
も
の
と
理
解
し
」（Butler,�a�127-28

）な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
、
レ
ズ
ビ
ア
ン
の
性
位
置
を
解
放
の

契
機
と
す
る
モ
ニ
ク
・
ウ
ィ
テ
ィ
ッ
グ
を
語
気
強
く
批
判
し
た
こ
と
と
、
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
。
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た
し
か
に
異
性
愛
的
な
家
族
関
係
の
再
生
産
は
、「
異
性
愛
の
人
間
」
を
再
生
産
す
る
「
生
産
様
式
」
で
あ
り
、

「
異
性
愛
の
人
間
」
の
物
質
的
条
件
を
規
定
し
、「
異
性
愛
の
人
間
」
の
経
済
的
環
境
を
保
証
す
る
「
法
的
制
度
」
で

あ
っ
て
、「
単
な
る
文
化
的
な
」
承
認
の
次
元
の
事
柄
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
「
生
産

様
式
」
で
あ
る
。
だ
が
そ
こ
で（
再
）生
産
さ
れ
て
い
る
「
異
性
愛
の
人
間
」
は
、
社
会
的
利
便
と
経
済
的
特
権
を
獲

得
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
「
異
性
愛
主
義
」
と
い
う
枠
内
で
の
出
来
事
に
す
ぎ
な
い
。
逆
に

「
異
性
愛
の
人
間
」
は
、
み
ず
か
ら
の
非
異
性
愛
の
可
能
性
か
ら
は
首
尾
一
貫
し
て
遮
断
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
異

性
愛
主
義
の
価
値
を
、
自
分
の
存
在
に
よ
っ
て
生
産
し
つ
づ
け
る
こ
と
と
な
る
。
ち
ょ
う
ど
「
労
働
者
が
、
た
え
ず

物
質
的
で
客
体
的
な
富
を
、
資
本
の
形
態
と
し
て
、
つ
ま
り
自
分
の
外
部
に
あ
っ
て
自
分
を
支
配
し
搾
取
す
る
力
と

し
て
、
生
産
し
つ
づ
け
て
い
る
」
よ
う
に（M

arx,�vol.�1
5�71

）。
他
方
、「
資
本
家
も
た
え
ず
労
働
を
、
富
の
主
体
的

な
源
泉
と
い
う
形
態
で
生
産
し
て
い
る
。
つ
ま
り
労
働
者
を
賃
金
労
働
者
と
し
て
生
産
し
て
い
る
」（5�71

）が
、
異
性

愛
主
義
の（
再
）生
産
様
式
に
お
い
て
は
、
こ
の
意
味
で
の
「
資
本
家
」
は
存
在
し
な
い
。「
異
性
愛
の
人
間
」
を
、

自
分
の
利
益
の
た
め
に
「
生
産
」
し
「
搾
取
」
す
る
「
異
性
愛
以
外
の
人
間
」
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
異
性

愛
主
義
は
、
非
異
性
愛
の
可
能
性
か
ら
疎
外
さ
れ
て
、
異
性
愛
主
義
の
価
値
を（
再
）生
産
し
て
い
る
労
働
者（
異
性

愛
者
）が
、
異
性
愛
主
義
の
価
値
を
内
面
化
・
身
体
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
価
値
を
享
受
す
る
資
本
家（
異
性

愛
者
）へ
と
自
己
を
誤
読
し
て
い
く
循
環
シ
ス
テ
ム
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

し
た
が
っ
て
異
性
愛
の（
再
）生
産
様
式
は
、
資
本
家=

労
働
者
と
い
う
階
級
闘
争
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
適
応
し
え
な

い
抑
圧
体
制
で
あ
（
3
（
る
。
そ
し
て
こ
の
体
制
が
み
ず
か
ら
の
存
続
の
た
め
に
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
非
異
性
愛


