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v 
げ
は
、
た
い
て
い
の
人
が
字
を
読
め
な
か
っ
た
。

下
が
ぷ
め
る
人
は
、
税
金
を
取
る
な
ど
回
の
仕
事
し
ゃ
、

川
教
に
防
わ
る
、
ほ
ん
の
一
路
り
の
人
た
ち
に
限
ら

れ
て
い
た
ん
だ
ョ
あ
と
の
人
は
、
し
ゃ
べ
る
だ
け
で

|
ノげ
に
作
ら
せ
て
い
た

3

州民
間
や
狩
猟
が
主
な
産
業

ど
っ
た
川
代
に
は
‘
み
ん
な
に
字
が
必
愛
で
は
な
か

っ
人-
，

ア
が
い
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
国
語
が
い
ら
な
い

と
い
う
こ
と
，
も
ち
ろ
ん
正
し
い
言
葉
遣
い
と
い
う

の
は
必
咲
だ
っ
た
け
ど
、
そ
れ
は
淑
な
ど
に
習
え
ば

い
い
こ
と
で
.
別
に
学
校
で
習
わ
な
く
て
い
い
。

と
こ
ろ
が
今
か
ら
約

2
0
0
年
前
、
義
務
教
育
が

始
ま
り
‘
大
手
や
高
校
や
中
学
が
ど
ん
ど
ん
で
き
て

い

'
J

校
教
行
の
制
度
が
生
ま
れ
て
き
た
ん
だ
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
係
業
革
命
が
起
き
て
工
業
が
時
代
の
主
役
に

出
り
山
た
か
ら
だ
。

み
ん
な
が
就
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
職
業
を
あ
げ

て
み
よ
う
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
、
街
活
婦
さ
ん
、
パ
イ
ロ

J

卜
、
以
内
、
光
生
、、
保
母
さ
ん
、
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ペ
ン
キ
ョ
I
の
意
味
を
知
っ
て

，au 

み
ん
な
は
「
何
の
た
め
に
勉
強
す
る
ん
だ
ろ
う
」
っ
て
思
っ
た
こ
と
な
い
?

そ
ん
な
モ
ヤ
モ
ヤ
し
た
疑
問
を
ス

ッ
キ
リ
解
消
し
て
、

こ
れ
か
ら
始
ま
る
高
校
で
の

3
年
間
を
、
元
気
に
勉
強
し
よ
う
!

監
修
・
橋
爪
大
三
郎
・
東
京
工
業
大
学
教
授
(
社
会
学
}

中
学
で
は
高
校
受
験
の
た
め
に
勉
強
し
た
。

高
校
で
は
大
学
受
験
の
た
め
に
勉
強
す
る
の
か
な
あ
?

い
ま
は
当
た
り
前
み
た
い
に
学
校
に
行
っ
て
る
け

ど
、
昔
は
学
校
な
ん
て
な
か
っ
た
。
な
ぜ
だ
と
思
う

?

そ
れ
は
、
生
ま
れ
た
と
ル
乏
か
ら
何
の
仕
事
を
す
る

の
か
決
ま
っ
て
い
た
か
ら
。
た
と
え
ば
、
蛇
使
い
の

子
は
蛇
使
い
、
動
駐
骨
の
子
は
鍛
冶
屋
と
い
う
よ
う

に
み
ん
な
家
の
仕
事
を
継
い
で
い
た
ん
だ
。
だ
っ
た

ら
学
校
に
な
ん
か
行
か
な
い
で
、
お
父
さ
ん
の
仕
事

を
見
て
覚
え
れ
ば
い
い
。
と
い
う
わ
け
で
、
学
校
は

い
ら
な
か
っ
た
。

み
ん
な
は
、
ど
ん
な
職
業
に
就
く
か
決
ま
っ
て
る
?

ま
だ
だ
よ
ね
。
ど
う
い
う
仕
事
を
す
る
の
か
わ
か
ら

な
い
か
ら
、
将
来
に
備
え
て
学
校
で
勉
強
し
て
お
く

と
考
え
て
み
た
ら
ど
う
内
た
ろ
う
?
こ
ん
な
こ
と
が

で
き
る
、
あ
ん
な
こ
と
も
で
き
る
と
学
力
を
つ
け
て

行
け
る
?

持
っ
て
行
け
る
の
は
英
語
が
で
き
る
と
か

、
数

学
の
方
程
式
は
ま
か
せ
て
お
い
て
と
か
、
そ
う
い

う
能
力
。
単
語
を
覚
え
る
の
は
、
来
週
の
試
験
の
た

め
じ
ゃ
な
く
て
、
初
年
後
の
自
分
の
た
め
に
覚
え
る
。

な
か
っ
た
職
業
が
多
い
よ
ね
。
こ
う
い
う
近
代
的
な

職
業
は
、
本
を
読
ん
で
、
ど
う
い
う
仕
事
を
す
る
の

か
勉
強
す
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
を
使
っ
て
仕
事
を

す
る
ん
だ
ね
。

つ
ま
り
国
語
が
必
要
。
簡
単
な
こ
と
を
正
確
に
読

む
!
こ
れ
が
国
語
の
一
番
の
目
的
な
ん
だ
。
そ
う

な
る
た
め
に
は
、
だ
い
た
い
ど
れ
く
ら
い
か
か
る
と

思
う
?
新
聞
は
、
中
学
ま
で
に
習
う
漢
字
で
普
通

に
読
め
る
よ
う
に
な
る
。
で
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
ち

ょ
っ
と
足
り
な
く
て
、
こ
う
い
う
う
ま
い
言
い
方
が

あ
る
ん
だ
け
ど
な
あ
っ
て
い
う
よ
う
な
表
現
は
、
高

校
で
初
め
て
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
る
ん
だ
。
つ

ま
り
、
ち
ゃ
ん
と
自
分
の
国
の
言
葉
を
マ
ス
タ
ー
し

て
自
由
に
読
ん
だ
り
書
い
た
り
で
き
る
よ
う
に
な
る

に
は
、
高
校
の
国
語
が
必
要
っ
て
こ
と
な
ん
だ
ね
。

高
校
生
に
な
っ
た
ら
、
大
人
が
読
む
本
、
た
と
え

ば
自
然
科
学
や
評
論
、
新
聞
を
正
確
に
き
ち
ん
と
読

も
う
。
そ
の
う
え
で
自
分
の
意
見
を
も
て
る
よ
う
に

な
る
。
こ
れ
が
高
校
の
国
語
の
目
的
だ
。

なるんじゃない?

お
け
ば
、
将
来
自
分
の
就
け
る
仕
事
の
可
能
性
も
広

が
っ
て
く
る
も
の
ね
。
つ
ま
り
「
職
業
選
択
の
自
由
」

が
あ
れ
ば
、
必
ず
学
校
と
い
う
・
も
の
が
あ
る
ん
だ
。

で
も
、
あ
ん
ま
り
長
い
間
学
校
に
行
っ
て
い
る
と
、

こ
の
勉
強
が
ど
う
い
う
仕
事
に
関
係
が
あ
る
の
か
わ

か
ら
な
く
な
る
。
こ
れ
は
大
き
な
問
題
だ
よ
ね
。

そ
こ
で
、
長
い
学
校
生
活
の
中
だ
る
み
を
正
す
た

め
に
試
験
が
あ
る
。
学
校
の
先
生
が

「今
度
の
期
末

試
験
ま
で
に
覚
え
て
こ
い
よ
、
じ
ゃ
な
い
と
点
が
惑

い
か
ら
な
」
と
か
、
「
こ
れ
や
っ
と
か
な
い
と
入
学
試

験
に
合
格
で
き
な
い
ぞ
」
と
か
一
言
う
け
れ
ど
、
試
験

と
い
う
の
は
学
校
の
中
だ
け
の
問
題
。
本
当
は
そ
ん

な
こ
と
、
ど
う
で
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
?

だ
っ
て
さ
、
試
験
の
成
績
な
ん
て
社
会
に
持
っ
て

そ
の
と
b

さ
ま
で
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
っ
か
り
覚
え

て
お
こ
う
っ
て
や
ら
な
き
ゃ
、
意
味
が
な
い
ん
だ
っ

勉
強
は
試
験
の
た
め
に
や
る
ん
じ
ゃ
く
て
、
自

分
の
た
め
に
や
る
。
そ
れ
が
勉
強
の
本
当
の
姿
な

ん
だ
。爵郁

中学までの勉強で

す分じゃないかなあ?

エンジニアになるつもり
国語はあんまり
ないよおっ

京"''Z・t宅Z看守at イラスト・，司音素巴
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政
品「
は
、
何
で
こ
ん
な
も
の
を
勉
強
す
る
の
か
わ

か
ら
な
い
と
思
う
ピ
カ
イ
チ
の
科
目
だ
。
将
来
、
何

の
役
に
立
つ
の
か
わ
か
ら
な
い
し
、
特
に
文
系
に
進

む
人
は
、
自
分
に
は
関
係
の
な
い
よ
う
な
気
，
か
す
る

よ
ね

3
と
こ
ろ
が
文
系
の
学
問
も
、
実
は
数
学
の
か
た
ま

り
み
た
い
な
も
の
が
多
い
ん
だ
。
心
理
学
や
経
済
学

な
ん
で
い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
数
学
。
社
会
学
も
半
分

く
ら
い
数
学
だ
よ
。
と
い
う
わ
け
で
、
い
た
る
と
こ

ろ
の
常
川
に
数
学
が
活
か
さ
れ
て
い
る
。
少
な
く
と

も
そ
の
考
え
方
が
賢
か
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
心
理
学
と
い
う
の
は
心
を
級
う
学
問

だ
け
ど
、
回
っ
た
こ
と
に
心
は
自
に
見
え
な
い
し
、

触
れ
な
い

3

そ
こ
で
ネ
ズ
ミ
や
人
間
が
ど
う
い
う
状

態
に
な
る
と
、
ど
ん
な
行
動
を
す
る
の
だ
ろ
う
か
つ

て
与
え
る
s

「
ど
う
い
う
状
態
に
あ

っ
た
と
き
に
」
、

こ
れ
が
原
因
。
「
ど
う
い
う
行
動
を
す
る
」
、
こ
れ
が

結
川
で

原
因
が
決
ま
れ
ば
結
果
が
決
ま
る
。
こ
れ
は

閃
殺
の
考
え
方
な
ん
だ
。

「H
H
L
「
へ
と
」
と
い
う
の
を

叩白
う
け
ど
、

原
因
が

x
の
と
き
に
、
そ
れ
が
グ
ル
グ

ル
っ
て

f
と
い
う
関
数
に
よ
っ
て
、
ポ
ン
と

y
と
い

う
結
浪
に
な
っ
て
出
て
く
る
。
ね
っ
、
考
え
方
と
し

て
心
川
学
は
放
学
と
同
じ
だ
よ
ね
。
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そ
れ
か
ら
、
私
に
は
数
学
な
ん
て
関
係
な
い
っ
て

思
っ
て
い
る
大
也
、
実
は
数
学
の
恩
恵
を
受
け
て
生

活
し
て
い
る
ん
だ
よ
。

現
在
の
科
学
技
術
の
重
要
な
部
分
は
、
ほ
と
ん
ど

数
学
で
で
き
て
い
る
。
数
学
が
な
か
っ
た
ら
、
テ
レ

ビ
も
な
い
し
ピ
ル
も
建
た
な
い
。
発
電
も
で
き
な
い

し
'
自
動
車
も
走
ら
な
い
し
、
な
ん
に
も
な
い
。
江
戸

時
代
に
逆
戻
り
だ
。

数
学
・も
科
学
も
な
け
れ
ば
、
人
力
で
や
る
し
か
な

い
か
ら
、
お
盆
と
正
月
以
外
は

3
6
5
目
、
朝
早
く

か
ら
起
き
て
遅
く
ま
で
働
く
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
。
こ
れ
が
科
学
が
な
い
と
い
う
こ
と
。
科
学

が
あ
れ
ば
、
労
働
を
機
械
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
つ
ま
り
近
代
社
会
に
な
る
。
こ
れ
は
数
学
が

も
た
ら
し
た
最
大
の
恩
恵
な
ん
だ
ね
。

い
ま
、
私
た
ち
の
社
会
が
持
っ
て
い
る
重
要
な
知

識
の

一
番
だ
い
じ
な
、
一
番
優
れ
た
部
分
を
理
解
し

よ
う
と
思
っ
た
ら
、
最
低
限
度
の
数
学
の
知
識
が
必

要
な
ん
だ
。
ど
れ
く
ら
い
か
と
い
う
と
、
こ
れ
が
高

校

3
年
で
卒
業
す
る
ま
で
の
数
学
の
知
識
。
し
っ
か

り
勉
強
し
て
お
け
ば
、
将
来
ど
ん
な
職
業
に
就
い
た

と
し
て
も
き
っ
と
役
立
つ
は
ず
だ
よ
。

~" 
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ア
メ
リ
カ
人
は
、
ほ
と
ん
ど
外
国
語

を
勉
強
し
な
い
。
世
界
の
共
通
語
が
英

語
だ
か
ら
世
界
中
の
人
が
自
国
語
を
話
し

て
く
れ
る
わ
け
。

い
つ
の
時
代
で
も
、
強
い
国
の
言
葉
を
そ
れ
以
外

の
国
の
人
た
ち
が
勉
強
す
る
の
が
歴
史
の
定
め
だ
。

自
分
の
国
の
力
を
強
く
し
よ
う
と
思
っ
た
ら
、
世
界

の
共
通
語
で
あ
る
英
語
を
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
ん
だ
ね
。
英
語
が
で
き
る
人
が
少
な
け
れ
ば
少
な

い
ほ
ど
、
経
済
や
教
育
・
文
化
・
も
う
ま
く
い
か
な
い

し
、
科
学
技
術
も
先
細
り
。
結
果
的
に
国
が
発
展
し

な
い
で
さ
び
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
。

い
ま
、
世
界
の
国
際
化
が
と
て
も
急
速
に
進
ん
で

い
る
。
将
来
、
み
ん
な
の
ほ
と
ん
ど
が
仕
事
の
な
か

で、

何
ら
か
の
形
で
英
語
を
し
ゃ
べ
っ
た
り
、
使
っ

た
り
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
ん
じ

ゃ
な
い
か
な
っ
て

10 

実~1.ご進む)}l丘
数学は関係ないE

思うんだけど?

思
う
よ
。
い
ま
の
何
倍
も
ね
。

た
と
え
ば、

パ
ソ
コ
ン
で
世
界
中
と
通
信
で
き
る

イ
ン
タ
ー
ネ
y

卜
を
知
っ
て
る
?
と
の
イ
ン
タ

ー

ネ
ッ
ト
の
情
報
は
何
語
で
書
い
て
あ
る
か
と
い
う
と
、

こ
れ
が
英
語
。
だ
か
ら
一
番
新
し
い
情
報
は
、
英
語

が
わ
か
ら
な
い
と
使
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
誰
か
が

そ
れ
を
日
本
語
に
翻
訳
し
て
く
れ
た
場
合
だ
け
、
日

本
語
で
読
め
る
よ
う
に
な
る
。
で
も
、
翻
訳
す
る
の

に
は
、
お
金
も
時
間
も
か
か
る
。
な
に
よ
り
日
本
語

に
な

っ
た
こ
ろ
に
は
、
も
う
そ
の
情
報
は
古
く
な
っ

て
し
ま

っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
わ
け
で
英
語
が

で
き
な
い
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ
y
ト
の
な
か
で
自
由
に

泳
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
ん
だ
。

英
語
が
お
も
し
ろ
く
な
る
方
法
を
教
え
よ
う

9

答

え
は
簡
単
!
外
国
の
人
と
話
す
こ
と
。
日
本
人
同

士
で
英
話
の
練
習
を
し
よ
う
と
し
て
'も
ダ
メ
。
だ
っ

て
、
日
本
語
が
通
じ
る
相
手
だ
っ
た
ら
、
日
本
語
で

話
し
た
方
が
早
い
も
ん
ね
。

最
近
は
、
地
方
都
市
で
も
外
国
人
が
増
え
て
い
る
。

話
す
チ
ャ
ン
ス
を
積
極
的
に
探
し
て
み
よ
う
l
・

な

け
れ
ば
つ
く
ろ
う
1

た
と
え
ば
、
デ

ィ
ズ
ニ
ー
ラ

ン
ド
に
行
け
ば
、
外
国
か
ら
遊
び
に
来
た
人
た
ち
が

い
っ
ぱ
い
い
る
。

そ
れ
か
ら
、
英
会
話
の
テ

l
プ
や

C
D
'
R
O
M
な

ど
を
利
用
す
る
の
も
い
い
と
思
う
よ
。

11 
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理
科
は
、
自
然
を
観
察
し
て
自
然
現
象
に
つ
い
て

い
ろ
い
ろ
知
る
た
め
の
学
問
だ
。
理
科
の
一
番
い
い

と
こ
ろ
は
数
学
と
同
じ
で
、
答
え
が
世
界
共
通
だ
と

い
う
こ
と
。
い
や
、
世
界
な
ん
て
ケ
チ
な
こ
と
言
わ

な
い

3

月
で
も
火
星
で
る
宇
宙
の
果
て
で
も
同
じ
法

則
に
従
っ
て
同
じ
現
象
が
起
き
る
ん
だ
。

た
だ
、
い
ま
自
然
科
学
の
最
先
端
で
は
、
自
に
完

え
な
い
も
の
を
相
手
に
し
て
い
る
。
電
気
や
磁
力
、

原
子
も
素
粒
子
も
自
に
見
え
な
い
。
そ
こ
で
高
校
の

理
科
で
は
、
そ
ん
な
最
先
端
の
自
然
科
学
に
行
く
前

の
準
備
の
準
備
み
た
い
な
こ
と
を
勉
強
す
る
。
た

e

と

え
ば
、

1
0
0
年
前
に
当
時
の
最
先
端
の
自
然
科
学

者
が
研
究
し
た
こ
と
を
勉
強
す
る
ん
だ
ね
。

そ
う
す
る
と
ひ
と
つ
問
題
が
起
こ
っ
て
く
る
。
あ

ら
か
じ
め
答
え
が
わ
か
っ
て
い
る
か
ら
、
つ
ま
ら
な

い
ー
だ
っ
て
自
然
科
学
の
一
番
の
醍
醐
味
は
、
今

ま
で
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
と
い
う
こ
と
。

わ
か
ら
な
い
か
ら
実
験
し
て
み
る
。
こ
こ
に
自
然
科

学
の
一
番
の
お
も
し
ろ
さ
も
存
在
理
由
も
あ
る
ん
だ
。

そ
こ
で
ひ
と
つ
の
や
り
方
と
し
て
、
教
科
書
に
書

い
て
あ
る
こ
と
は
知
ら
な
い
こ
と
に
す
る
方
法
が
あ

-・・・
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橋爪大三郎
「言語ケ'ームと
社会理論」
劫草書房・ 1985年

南慌の制3

ゲンシュタインの唱誇ゲー

ム」の発想に依拠しつつ、さ

らにはハートやjレーマンの法

理論を緩用することで、法や

催ブ7といった佐討甥象の言

語的成り立ちを明ら制こする。

いわゆる「言語論的転回」の

成果をいち早<i&り入れたも

のとして必銃σト寸EでLある.

われわれを取り巻〈世界は

r~言書ケ・ーム」の巨大な渦巻の
ようならのとして存在してい

る。世界の中心をなすはずの

主体の形象もその中でのみ生

み出芯れる.したがって主体

が言語を掌握するのでなない。

むしろ逆に言語こそが三体を

事星するのだ。本容はヴィト

る
。
こ
れ
は
予
習
し
て
こ
な
い
っ
て
い
う
意
味
じ
ゃ

な
い
よ
。
教
科
書
に
書
い
で
あ
る
け
ど
、
そ
れ
は
暖

か
も
し
れ
な
い
、
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
と
思
う
ん
だ
。

そ
う
す
る
と
実
験
し
た
と
き
に
、
あ
っ
、
わ
か
っ
た

と
い
う
・
ぉ
・
も
し
ろ
さ
が
生
ま
れ
て
、
確
実
な
知
識
と

し
て
身
に
つ
く
よ
う
に
な
る
ん
だ
。

自
然
科
学
に
興
味
の
あ
る
人
は
、
学
校
で
教
わ
る

ぺ
l
ス
に
関
係
な
く
、
現
在
の
自
然
科
学
に
関
す
る

本
を
読
ん
で
、
ぉ
，
も
し
ろ
が
っ
て
ほ
し
い
な

3

そ
の

う
え
で
、
物
事
の
順
序
と
し
て
、
学
校
の
勉
強
は
す

べ
て
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
ほ

し
い
。社

会
科
(
地
歴
科

・
公
民
科
)
は
、
日
常
生
き
て

い
く
う
え
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
さ
ま
ざ
ま
な

知
識
を
、
系
統
的
に
ま
と
め
て
教
え
て
く
れ
る
学
問

だ
。
数
学
な
ど
に
比
べ
て
、
な
ぜ
こ
の
勉
強
が
必
要

な
の
か
が
わ
か
り
や
す
い
と
思
う
な
。

た
と
え
ば
、
家
族
の
誰
か
が
病
気
に
な
っ
た
と
き
、

健
康
保
険
や
医
療
費
の
知
議
が
必
要
に
な
る
。
そ
れ

か
ら
、
学
校
を
卒
業
し
て
社
会
人
に
な
っ
て
働
く
と

し
た
ら
、
会
社
の
こ
と
は
知
っ
て
お
い
た
ほ
う
が
い

- ・...・・ーー ・・・ーー・・・ー・・ーー白白 一一一一一一一一一一ーーーーー. ー-ー一ー一 一一一一一ャー ーーー..............ーー・・・ ・ーー一一一一一一一一一一一ー ーーー......

橋爪大三郎
「性愛論J

岩波書底・ 1995竿
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1つ

ぃ
。
社
員
と
し
て
の
役
割
だ
と
か
、
ど
う
し
た
ら

社
長
に
な
れ
る
と
か
ね
。
旅
行
に
行
く
と
し
た
ら

地
理
に
つ
い
て
も
知
っ
て
お
い
た
ほ
う
・
か
い
い
。

そ
れ
か
ら
加
歳
に
な
っ
た
ら
選
挙
権
が
得
ら
れ

る
。
選
挙
と
い
う
の
は
、
自
分
の
選
挙
権
を
行
使

し
て
国
の
運
営
に
参
加
す
る
こ
と
。
そ
の
と
き
に

国
の
仕
組
み
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
本
当
の
意
味
で

の
参
加
が
で
き
な
い

3

そ
れ
に
国
の
仕
組
み
に
つ

い
て
わ
か
っ
て
い
な
い
人
が
大
勢
出
て
き
て
、
め

ち
ゃ
く
ち
ゃ
な
投
票
を
す
る
と
、
国
自
体
が
と
ん

で
も
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
ロ
最
低
限
自
分

の
行
動
に
責
任
を
持
つ
と
い
う
意
味
か
ら
、
国
に

つ
い
て
十
分
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
ん
だ
。

た
だ
、
社
会
と
い
う
の
は
生
き
物
だ
か
ら
刻
々
と

変
化
す
る
。
学
校
で
教
わ
っ
た
知
識
が
一
生
有
効
だ

と
は
限
ら
な
い
。
ま
ず
は
学
校
で
教
わ
る
も
の
を
頭

に
整
理
し
て
入
れ
て
お
こ
う
。
そ
の
あ
と
は
、
新
聞

や
雑
誌
を
見
て
自
分
で
修
正
し
て
い
け
ば
い
い
。

そ
れ
か
ら
高
校
生
に
な
っ
た
ら
、
教
科
書
以
外

の
い
ろ
ん
な
本
を
読
ん
で
社
会
に
つ
い
て
の
見
聞

を
広
め
て
い
っ
て
ほ
し
い
な
。

オロギーであり、家族内部の

介者きさえ出寺されれば原則的

に不要なものであること、「近

親摂動3禁止」は介灘5勤《

罰納宮古に写像されたことの

効果であることなどが冨月ちか

にされる。さらにはフェミ ニ

ズムの動きに言及する中で、

性愛倫理の彼岸への方向性が

模索される。「性愛そのものべ

の切実なfきち心に引き寄せられ

た人たち」におすすめσト冊。

性愛とは自介が他者の身体

を欲する現象であり、人間は

他の動物よりも高度てγ盟主な

愛のかたちを持つ。本容は、

この性愛をめぐる謎に社会科

学的な方法で迫ろうとする試

みである。そこでは「性愛の

分業公理J(=性愛領命デ他の

社会事震動小ら扇てられている

こと)を舗に、猿奈か現象す

るのは当該社会カ守主愛吉露或を

公自領海おう、ら分斉きしたことの

帰結であること、協IJはイデ
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