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ギ

デ

ン

ズ

の

セ

ク

シ

ュ

ア

リ

テ

ィ

論

(、
v

i
ー

社
会
理
論

の
再
ジ

ェ
ン
ダ
ー
化
と

い
う
視
点
か
ら

ー

時
安

邦
治

〈
要
旨
〉
.

本
稿

は
ギ

デ

ン
ズ

の
セ

ク
シ

ュ
ア
リ
テ

ィ
論
を

「
社
会

理
論

の
再
ジ

ェ
ン
ダ

ー
化
」

と

い
う

視

点
か

ら
読

む
試

み

で
あ

る
。

本
稿

で
は

、
ま
ず

ギ

デ
ン
ズ

の

「
反
省

能
力

(再
帰
性

)」

と

い
う
鍵

概
念

に

つ
い
て
検
討
す

る
。

そ
れ
か
ら

、
ギ
デ

ン
ズ

の
フ
ー

コ

ー
批
判

の
論
点
を
整

理
し
、
ギ
デ
ン
ズ

の
理
論

の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た

い
。

ギ

デ
ン
ズ

の

『
親
密
性

の
変
容
』

に
よ
れ
ば
、
反
省
能
力

の
高
ま
り
は
、

一
方

で
性

の
知
識

の
社
会

へ
の
浸
透

を
促

し
、
生
殖
か
ら
自
律

し
た

「柔
軟
な

セ
ク
シ

ュ
ア
リ

テ

ィ
」

の
可
能

性
を
切
り

開

い
て

い
く
。

そ
れ
は
他
方

で
、
人
間

関
係

に

「親

密
性

の
変

容
」

を
生
じ

さ
せ
る
。

カ

ッ
プ

ル
の
関
係
は
、
従
来

の

ロ
マ
ン
テ
ィ

ッ
ク

・
ラ
ブ
を
理

想
と
す

る
異
性
愛
関
係
か

ら
、
「
溶
け
合
う
愛
」
に
よ
る

「純
粋
な
付
き
合

い
」

へ
と
変

わ

っ
て
い
く
。
純

粋
な
付

き
合

い
は

パ
ー
ト
ナ

ー
同
士

の
対
等
な
関
係

で
あ

り
、
そ

の

意
味

で
民
主

的
な
関
係

で
あ

る
。

こ
の
よ
う

な
民
主
的

な
関
係

の
可
能
性
を

フ
ー

コ
ー

は
見
落
し

て
い
る
と
ギ

デ
ン
ズ
は
言
う
。

ギ
デ

ン
ズ

の
セ
ク
シ

ュ
ア
リ
テ

ィ
論

に
は
、
反
省
能
力
を
通

じ
て
ジ

ェ
ン
ダ

i
関
係

を
民
主
化

す

る
戦

略
が
読

み
取
れ

る
。

反
省

能
力
が
ど
う
作

用
し

て
、
ど
う
社
会

が
変

容

し

て
い
く

か
は
常

に
不
確
定
性
を
も

つ
と

い
う
意
味

で
は
、
ギ

デ
ン
ズ

の
戦
略

が
う

ま
く
ゆ
く
保
証
は

な

い
が
、
私
は
彼

の
意

図
を
イ

デ
オ

ロ
ギ

、1
批
判
と

し

て
評
価

し
た

い
と
思
う
。

キ

ー

ワ

ー

ド

ギ

デ

ン
ズ

、

セ

ク

シ

ュ
ア

リ

テ

ィ
、

ジ

ェ
ン

ダ

ー
、

モ
ダ

ニ
.テ

ィ
、

再

帰

性
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本
稿
は
ア
ン
ソ
ニ
ー

・
ギ
デ
ン
ズ
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
論
を
読
む
試
み
で

あ
る
。
現
代
を
代
表
す
る
こ
の
博
学
な
社
会
理
論
家
は
、
従
来
の
社
会
学
の
成

果
を
総
合
し
つ
つ
、
モ
ダ
ニ
テ
ィ
と

ハ
イ

・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
に
つ
い
て
独
創
的
な

研
究
を
次
々
と
発
表
し
て
い
る
。

し
か
し
、
残
念
な
が
ら
日
本
で
は
、
彼
の
モ

ダ
ニ
テ
ィ
論
が
詳
細
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
彼
の
モ
ダ

ニ
テ
ィ
論
の

中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
論
に
し
て
も
、
そ
の
刺

激
的
な
内
容
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
れ
ま
で
議
論
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
。

な
ぜ
彼
の
セ
ク
シ

ュ
ア
リ
テ
ィ
論
が
さ
ほ
ど
注
目
を
集
め
な
い
の
か
に
つ
い

て
は
、
確
固
と
し
た
こ
と
が
言
え
な

い
。
た
だ
、

一
つ
想
像
さ
れ
る
理
由
と
し

て
、
社
会
理
論
の
領
域
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
論
が
、
数

少
な
い
特
定
の
視
点
か
ら
研
究
さ
れ
て
き
た
と

い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ

う
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
フ
ロ
イ
ト
主
義
の
精
神
分
析
に
依
拠
し
つ
つ
展

開
さ
れ
た
性
欲
研
究
や
、
セ
ク
シ

ュ
ア
リ
テ
ィ
の
言
説
と
身
体

へ
作
用
す
る
権

力
と
の
協
動
を
批
判
す
る
ポ
ス
ト
構
造
主
義
的
研
究
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
ギ
デ
ン
ズ

の
セ
ク
シ

ュ
ア
リ

テ
ィ
論
は
、
こ
れ
ら
の
観
点
の
い
ず
れ
か
ら
.

も
距
離
を
取
り
、
セ
ク
シ

ュ
ア
リ
テ
ィ
を
モ
ダ

ニ
テ
ィ
の
生
活
環
境
に
生
じ
た

さ
ま
ざ
ま
な
変
容
と
関
連
づ
け
な
が
ら
、
そ
れ
ら
が
結
び
つ
い
た
大
き
な
変
容

の

一
部
と
し
て
論
じ
よ
う
と
す
る
。

そ
こ
で
、
発
想
を
逆
転
さ
せ
れ
ば
、
ギ
デ
ン
ズ
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
論

の

検
討
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
ギ
デ
ン
ズ
の
モ
ダ
ニ
テ
ィ
論
を
ー

そ
の
全
体
像
と

は
言
わ
な
い
ま
で
も
1

理
解
す

る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な

い
か
。
そ
の
よ

う
な
関
心
か
ら
、
私
は
本
稿
に
お

い
て
、
ギ
デ
ン
ズ
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
論

を
通
じ
て
彼
の
モ
ダ
ニ
テ
ィ
論
を
素
描
し
た

い
。
同
時
に
、
.彼
の
セ
ク
シ
ュ
ア

リ
テ
ィ
論
を
ジ

ェ
ン
ダ
i
的
観
点
か
ら
の
モ
ダ
ニ
テ
ィ
論
の
再
解
釈
、
再
提
示

だ
と
捉
え
、
そ
こ
に
批
判
的
社
会
理
論
の
可
能
性
を
読
み
取
り
た
い
と
思
う
。

一
.

社
会
理
論

の
再

ジ

エ
ン
ダ

ー
化

こ
れ
ま
で
の
社
会
理
論
が
描
い
て
き
た
社
会
的
存
在
と
し
て
の

「人
間
」
は
、

多
く
の
場
合
、
性
別
を
抽
象
さ
れ
た
人
間
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
社
会
の
現
実

に
目
を
向
け
れ
ば
、
社
会
に
は

「男
性
/
女
性
」

の
区
別
が
厳
然
と
し
て
存
在

し
、
社
会
は
そ
の
よ
う
な
ジ

ェ
ン
ダ
ー
の
区
別
な
い
し
は
差
別
を
前
提
と
す
る

秩
序
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
ジ

ェ
ン

ダ
i
関
与
的
な
社
会
秩
序
の
中
で
立
ち
上
が
る
社
会
理
論
は
、
そ
の
社
会
秩
序

を
覆

い
隠
す
か
の
よ
う
に
、
ジ

ェ
ン
ダ
ー
に
つ
い
て
中
立
的
な
も

の
と
な

っ
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の

「中
立
性
」
は

「見
か
け
」
で
あ
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化

さ
れ
た
も
の
の
脱
ジ

ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
表
象
ー

そ
こ
に
潜
む
問
題
性
を
ギ

デ
ン
ズ
が
見
逃
す
こ
と
は
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
、
彼
が
追
究
し
て
き
た
モ
ダ
ニ

テ
ィ
の
分
析
に
ジ

ェ
ン
ダ
ー
の
観
点
を
採
り
入
れ
る
と

い
う
構
想
が
生
ま
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
私
は
こ
の
ギ
デ
ン
ズ
の
構
想
を

「社
会
理
論
の
再
ジ
ェ
ン
ダ
i

化

(『Φ-Φ鐔
Φ巳

Φ甑
轟

o
富

ω8
一巴
9
Φ
o蔓
)」
と
い
う
用
語
で
捉
え
た
い
。
『親

密
性
の
変
容
『
、
}は
、
ギ
デ
ン
ズ
自
身
に
よ
る
ジ

ェ
ン
ダ
ー
的
観
点
か
ら
の
ギ

デ
ン
ズ
理
論
の
書
き
直
し
の
試
み
で
あ
り
、
理
論
の
再
ジ

ェ
ン
ダ
ー
化
に
よ

っ

て
現
在
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
関
係
を
顕
わ
に
描
き
出
し
、
再
帰
的
に
影
響
を
及
ぼ
そ

う
と
す
る
政
治
的
挑
戦
で
あ
る
。
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で
は
、
な
ぜ
ギ
デ
ン
ズ
は
ジ

ェ
ン
ダ
ー
そ
れ
自
体
よ
り
も
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ

ィ
を
分
析
対
象
に
選
ん
だ
の
か
。
私
が
こ
こ
で

「社
会
理
論
の
再
ジ

ェ
ン
ダ
ー

化
」
と
呼
ん
で
い
る
プ

ロ
セ
ス
は
、
社
会
に
つ
い
て
の
脱
ジ

ェ
ン
ダ
i
化
さ
れ

た
理
論
を
、
ジ

ェ
ン
ダ
ー
の
観
点
を
組
み
込
み
つ
つ
脱
構
築
す
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
社
会
理
論
の
再
ジ

ェ
ン
ダ
i
化
に
と

っ
て
は
、
理

論
が
直
接
ジ

ェ
ン
ダ
ー
を
研
究
対
象
と
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
。
む
し
ろ
、

理
論
を
再
ジ

ェ
ン
ダ
ー
化
す
る
者
は
、
ジ

ェ
ン
ダ
ー
以
外
の
対
象
を
分
析
す
る

こ
と
を
通
じ
て
、
反
省
的
に
理
論
に
内
在
す
る
ジ

ェ
ン
ダ
i
性
を
捉
え
直
そ
う

と
す
る
の
で
あ
る
。

ギ
デ
ン
ズ
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
論
を
そ
の
よ
う
な
試
み
と
し
て
位
置
づ
け

た
上
で
、
本
稿
で
は
こ
の
後
、
ギ
デ
ン
ズ
が
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
モ
ダ

ニ
テ

ィ
の
特
性
と
ど
の
よ
う
に
結
び

つ
け
な
が
ら
論
じ
て
い
る
か
を
確
認
し
、
彼
の

分
析
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
現
在

の
男
性
異
性
愛
者
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が

ど
の
よ
う
な
問
題
を
抱
え
込
む
こ
と

に
な

っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
見
て
い
き
た

い

。

二
.

モ
ダ

ニ
テ

ィ
の
反
省

能
力

セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
ギ
デ
ン
ズ

の
モ
ダ
ニ
テ
ィ
論
の
応
用
問
題
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
る
と
言

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ギ
デ
ン
ズ

に
よ
れ
ば
、
モ
ダ
ニ
テ
ィ

(あ
る
い
は
ハ
イ

・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
)
と
は
、
「制
度
的
反
省
能
力

(ぎ
。・捧
⊆
ま

p
巴
.

冨
塗
Φ
×
一鼠
q
)」
〔,
)が
社
会
的
事
象

に
徹
底
し
て
働
く
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、

社
会
的
事
象
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進

み
、
伝
統

の
妥
当
性
が
揺
ら
い
で
い
る
時

代
の
社
会
生
活
お
よ
び
社
会
環
境
の
あ
り
方
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
名
前
で
あ

る
。
セ
ク
シ

ュ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
圏
は
、
制
度
的
反
省
能
力
が
作
用
し
て
い
る

様
子
を
最
も
わ
か
り
や
す
く
見
て
取
れ
る
領
域
の

一
つ
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
ギ

デ
ン
ズ

の
反
省
能
力

(お
山
Φ
×
一く
畧
《
)
の
概
念
に
つ
い
て
、
少
し
詳
し
く
見
て
お

こ
う
。

ギ
デ
ン
ズ
は
現
代
社
会
を
「ポ
ス
ト
伝
統
社
会
(b
oω
冖宀
蕁
臼
江
o
⇒
巴
ωo
o一曾
邑

と
見
て
い
る
。
伝
統
と
は

「行
為
の
反
省
的
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
共
同
体
の
時
間

-

空
間
組
織
に
組
み
込
ん
で
い
く
様
式
」
で
あ
る
。
そ
れ
は

「時
間
と
空
間
を

操
作
す
る
手
段
で
あ
り
、
個
々
の
活
動
や
経
験
を
過
去
、
現
在
、
未
来
と
い
う

連
続
性
の
中
に
挿
入
し
て
い
く
。
そ
し
て
逆
に
、
過
去
、
現
在
、
未
来
は
規
則

的
な
社
会
的
実
践
に
よ

っ
て
構
造
化
さ
れ
て
い
く
。」
(、〉現
代
社
会
に
限
ら
ず
、

ど
の
文
化
に
お
い
て
も
、
生
活
は
絶
え
ず
新
た
な
発
見
に
よ
っ
て
手
直
し
さ
れ

て
い
く
。
い
わ
ゆ
る

「伝
統
社
会
」
で
あ

っ
て
も
、
伝
統
は
新
し
い
世
代
に
伝

え
ら
れ
る
た
び
に
再
解
釈

・
再
構
成
が
必
要
に
な
る
以
上
、
決
し
て
変
化
を
伴

わ
な
い
は
ず
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
伝
統
的
文
化
で
は
、
変
化
を
変
化
と
し
て

意
味
づ
け
る
よ
う
な
独
立
し
た
時
間
的

・
空
間
的
標
識
が
ほ
と
ん
ど
な
い
ま
ま
、

伝
統
は
再
解
釈
さ
れ
、
明
確
化
さ
れ
な
が
ら
、
日
常
の
習
慣
的
行
為
に
影
響
を

与
え
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
、
反
省
能
力
が
高
ま

っ
て
徹
底
的
に
働
く
よ
う
に

な

っ
た
モ
ダ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
は
、
知
識
は
反
省
的
に
獲
得
さ
れ
る
よ
う

に
な

る
。
伝
統
は
も
は
や
そ
れ
自
体

の
権
威
に
よ

っ
て
は
通
用
し
な
く
な
り
、
伝
統

で
あ
る
こ
と
以
外
の
妥
当
性
を
も

つ
知
識
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
外
側
か
ら
正
当

化
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

「社
会
的
実
践
が
、
ま
さ
に
そ
の
実
践
に
関
し
て
生
じ
て
く
る
情
報
に
照
ら

ギデ ンズのセ クシュア リテ ィ論81



し
て
絶
え
ず
吟
味
、
修
正
さ
れ
て
、
そ
の
結
果
、
そ
の
実
践
の
特
性
を
本
質
的

に
変
え
て
い
く
と

い
う
事
実
」
(,
〕
こ
そ
、
ギ
デ
ン
ズ
が
モ
ダ

ニ
デ
ィ
の
反
省
能

力
に
関
し
て
最
も
重
視
す
る
事
実

で
あ
る
。
そ
れ
は
思
考
と
行
為
と
の
継
続
的

な
相
互
反
照
と
相
互
変
容
の
過
程

で
あ
る
。
モ
ダ

ニ
テ
ィ
に
お
い
て
人
々
が
暮

ら
す
環
境
は
、
反
省
的
に
適
用
さ
れ
た
知
識
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
な
が
ら
、
同

時
に
そ
う
し
た
知
識
そ
れ
自
体
も
常
に
修
正
さ
れ
て
い
く
可
能
性
を
含
ん
で
い

る
。ギ

デ
ン
ズ
は
、
た
と
え
ば

『キ

ン
ゼ
イ

・
レ
ポ
ー
ト
』
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

な
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
実
態
調
査
を
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。

『キ
ン
ゼ

イ

・
レ
ポ
ー
ト
』
は
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と

い
ヶ
社
会
の
特
定
の
領
域

(
の

諸
事
象
)
に
つ
い
て
の
調
査

・
分
析
を
目
的
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
レ

ポ
ー
ト
が
公
表
さ
れ
る
と
、
そ
の
内
容
が
新
た
な
論
争
を
巻
き
起
こ
し
、
新
た

な
調
査
が
再
び
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
が
再
度
論
争
を
巻
き
起
こ
し
て
い
く
と
い

う
連
鎖
が
生
じ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
ま
た
、
他
方
で
、
公
共
圏
で
行
わ
れ
る
こ

う
し
た
論
争
は

㎜
般
の
人
々
の
生
活
に
根
づ
き
、
人
々
の
性
生
活
を
変
え
て
い

く
働
き
も
し
た
。
し
か
も
、
そ
れ
が
ま
と

っ
て
い
る
科
学
で
あ
る
と
い
う
権
威

が
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
不
道
徳
か
も
し
れ
な

い
性
行
為
に
つ
い
て
の
人
々
の
道

徳
的
不
安
を
拭
い
去
る
役
割
を
も
果
た
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
何

よ
り
重
要
な
こ
と
に
、
こ
う
し
た
調
査
研
究
の
増
加
は
、
日
常
の
性
生
活
に
お

け
る
人
々
の
反
省
能
力
が
加
速
的

に
増
大
し
て
い
く
事
態
の
表
現
で
あ
る
と
と

も
に
、
そ
の
推
進
力
と
し
て
も
機
能

し
た
の
で
あ
る

(、)。

ま
た
別
の
例
で
言
え
ば
、
今
日
の
先
進
国
に
お
い
て
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ

離
婚
率
が
高
い
。
政
府
な
ど
が
発
表
す
る
統
計
に
よ

っ
て
、

一
般
の
人
々
は
そ

の
事
実
を
す
で
に
知

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
結

婚
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
人
々
が
家
族
制
度
や
男
女
関
係
、
性
道
徳
な
ど
に
生

じ
た
い
く
つ
か
の
変
化
を
す
で
に
何
ら
か
の
形
で
認
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
結
婚
を
考
え
直
す
人
も

い
る
だ
ろ
う
し
、
離
婚
後
の
生
活
を
考
え
て

仕
事
を
や
め
な
い
で
お
こ
う
と
す
る
女
性
も
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
離
婚
率
の
認

識
は
彼
ら

・
彼
女
ら
の
結
婚
生
活
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
今
度
は
彼
ら

・
彼
女
ら

の
婚
姻
関
係
に
お
け
る
行
為
の
あ
り
方
が
再
び
社
会

へ
と
反
照
し
て
、
社
会
全

体
と
し
て
婚
姻
関
係
の
あ
り
方
が
変
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

ギ
デ
ン
ズ
は
、
こ
の
よ
う
な
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
反
省
能
力
を
、
制
度
的
反
省
能

力
と
呼
ぶ
。
そ
れ
は
現
代
的
な
環
境
で
の
社
会
活
動
を
構
成
し
て
い
く
基
本
要

素
で
あ
る
点
で

「制
度
的
」
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
社
会
生
活
を
記
述
す
る

た
め
に
導
入
さ
れ
た
用
語
が
、
個
人
や
集
団
の
行
為
の
枠
組
み
と
し
て
繰
り
返

し
社
会
生
活
に
入
り
込
み
、
そ
れ
を
変
容
さ
せ
る
と

い
う
意
味

で

「反
省
的
」

で
あ
る

(7>。

と
り
わ
け
社
会
科
学
の
知
は
制
度
的
反
省
能
力
と
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て

い
る
。
社
会
科
学
の
知
は
人
々
の
生
活
の
中
に
教
育
や
メ
デ
ィ
ア
な
ど
を
通
じ

て
絶
え
ず
浸
透
し
て
い
く
た
め
、
社
会
科
学
の
知
が
対
象
と
す
る
人
々
は
、
す

で
に
社
会
科
学
的
に
物
事
を
考
え
る
こ
と
を
学
ん
で
し
ま

っ
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
社
会
科
学
の
知
は
、
対
象
の
反
省
能
力
を
引
き
出
し
な
が
ら
対
象
を
再
構

築
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
人
々
は
社
会
科
学
の
知
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
に
拠

っ
て
自
ら
の
生
活
を
調
整
し
て
い
く
。
こ
う
し
て
、
社
会
科
学
の
知
は
、
そ
れ

が
普
及
す
る
に
し
た
が

っ
て
、
社
会
と
人
々
の
生
活
を
変
容
さ
せ
て
い
く
。

十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
発
達
し
た
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
の
言
説
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は
、
ま
さ
し
く
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
制
度
的
反
省
能
力
に
よ

っ
て
、
社
会
生
活
に
浸

透
し
、
そ
れ
を
変
容
さ
せ
て
い
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
科

学
の
展
開
を
応
用
問
題
と
し
て
、

ギ
デ
ン
ズ
は
自
分
の
理
論
の
有
効
性
と
可
能

性
を
示
そ
う
と
す
る
。

三

.

フ

ー

コ

ー

批

判

ミ
シ

ェ
ル

・
フ
ー
コ
ー
は
、
十
九
世
紀
以
来
の
セ
ク
ソ
ロ
ジ
ー
が
含
む
問
題

点
を
最
も
鋭
敏
な
形
で
批
判
し
よ
う
と
し
た
思
想
家
で
あ
る
。
セ
ク
シ
ュ
ア
リ

テ
ィ
が
社
会
理
論

の
最
も
重
要
な

テ
ー

マ
の

一
つ
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た

フ
ー
コ
ー
の
理
論
は
、
彼
以
後

の
多
く
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
研
究
者
に
広

く
受
容
さ
れ
て
い
く
。
け
れ
ど
も

、
ギ
デ
ン
ズ
は
フ
ー
コ
ー
に
対
し
て
批
判
的

に
距
離
を
取
ろ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
ギ
デ
ン
ズ
の
フ
ー
コ
ー

へ
の
批
判
を

確
認
し
て
お
き
た
い
。
フ
ー
コ
ー

へ
の
批
判
の
中
か
ら
出
て
く
る
論
点
こ
そ
が
、

ギ
デ
ン
ズ
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
論
を
際
立
た
せ
る
要
素
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

フ
ー
コ
ー
の
議
論
で
は
、
こ
の

一
世
紀
の
間
に
生
じ
た
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ

の
領
域
で
の
変
化
を
う
ま
く
説
明

で
き
な

い
と
、
ギ
デ
ン
ズ
は
考
え
て
い
る
。

ギ
デ
ン
ズ

の
指
摘
す
る
フ
ー

コ
ー

の
問
題
点
は
、
お
お
よ
そ
次
の
四
点
に
集
約

さ
れ
る
。
(
一
)

フ
ー

コ
ー
は
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
強
調
し
す
ぎ
て
い
て
、
ジ

ェ
ン
ダ
ー
を
犠
牲
に
し
て
い
る
。
(
二
)
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
本
質
に
関
す
る

フ
ー
コ
ー
の
議
論
は
ほ
と
ん
ど
言
説
ー

し
か
も
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
特
定
の

形
の
言
説
ー

の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。
(三
)
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク

・
ラ

ブ
は
家
族
に
お
け
る
変
化
と
密
接

に
結
び

つ
い
て
い
る
現
象
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
フ
ー
コ
ー
は
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク

・
ラ
ブ
と
の

結
び
つ
き
に
つ
い
て
何
も
語

っ
て
い
な
い
。
(四
)
フ
ー
コ
ー
の
、
モ
ダ
ニ
テ
ィ
・

と
関
連
し
た
自
己
の
概
念
は
疑
い
を
差
し
挟
ま
ね
ば
な
ら
な

い
(8)。

第

一
の
点
に
つ
い
て
は
、
ま
た
後
ほ
ど
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。
先
に
第
二

の
、
フ
ー
コ
ー
の
議
論
が
特
定
の
形
の
言
説
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
と
い
う
批
判

点
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。
フ
ー
コ
ー
の
考
え
に
従
え
ば
、
ビ
ク
ト
リ
ァ
朝

時
代
に
は
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が

「秘
め
事
」
で
あ

っ
た
と
は
い
っ
て
も
、
さ

ま
ざ
ま
な
文
献
や
医
学
情
報
が
公
開
さ
れ
た
た
め
、
公
然
の
秘
密
と
な

っ
て
い

た
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
ギ
デ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、

一
般
の
人
々
に

入
手
可
能
な
情
報
源
に
性
が
幅
広
く
記
述
さ
れ
た
り
、
分
析
、
研
究
さ
れ
て
い

た
と
想
定
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
当
時
、
医
学
雑
誌
な
ど
は
ご
く
少
数
の

人
々
し
か
利
用
で
き
な
か
っ
た
し
、
そ
も
そ
も
識
字
能
力
さ
え
な

い
人
々
が
多

か

っ
た
。
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を

一
部
の
専
門
家
の
議
論
に
だ
け
閉
じ
込
め
る

こ
と
は
事
実
上
の

「検
閲
」
で
あ
り
、
教
育
を
受
け
た
層
を
も
含
め
て
大
部
分

の
人
々
は
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
の
文
献
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
検
閲
は
男
性
よ
り
も
女
性

に
強
く
影
響
を

及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。
実
際
当
時
の
夊
性
は
ほ
と
ん
ど
性

の
知
識
を
も
た
ず
に

結
婚
を
向
か
え
て
い
た
。
け
れ
ど
も
現
代
で
は
、
性
規
範

の
ダ
ブ
ル

・
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
等
の
障
害
は
あ
る
に
せ
よ
、
す
で
に
女
性
は
性
に
関
す
る
知
識
も
手
に

入
れ
、
あ
る
程
度
自
由
に
セ
ッ
ク
ス
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て

い
る
。
こ
の
変
化
は
フ
ー
コ
ー
の
単
純
な
枠
組
み
で
は
説
明
で
き
な

い
。
そ
こ

で
、
性
に
つ
い
て
の
言
説
の
働
き
を
過
度
に
強
調
す
る
立
場
を
離
れ
て
、
フ
ー

コ
ー
の
分
析
が
ほ
と
ん
ど
目
を
向
け
て
い
な
い
要
因
を
見
て
い
く
必
要
が
あ
る

ギデ ンズのセ クシュアリテ ィ論
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と
ギ
デ
ン
ズ
は
言
う
。
そ
れ
は
第

三
の
批
判
点

へ
と
結
び

つ
く
。

第
三
の
批
判
点
は
、

フ
ー

コ
ー
が
セ
ク
シ

ュ
ア
リ
テ
ィ
と

ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ

ク

.
ラ
ブ
と

の
関
連
に
目
を
向
け
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
批
判

は
、
ギ
デ
ン
ズ
が

「純
粋
な
付
き
合

い

(b
霞
Φ
居Φ聾

δ
づ
ω三
ロ
)」
(9)
な
ら
び
に

「柔
軟
な
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ

(営
器
江
o
ωΦ
差
四
=
什く
)」
と
呼
ぶ
も
の
と
本
質
的

に
関
わ

っ
て
い
る
。

ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク

・
ラ
ブ
と
い
う
考
え
は
、
当
初
は
中
産

階
級
を
中
心
に
、
そ
の
後
は
ほ
と
ん
ど
の
階
層

へ
と
広
が

っ
て
い
っ
た
。
ロ
マ

ン
テ
ィ
ッ
ク

・
ラ
ブ
と

い
う
理
想

の
普
及
に
よ

っ
て
、
婚
姻
は
経
済
以
外
の
動

機
に
基
づ
く
も
の
と
な
り
、
夫
婦

の
絆
は
親
族
関
係
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
新
し

い
意
味
合

い
を
も

つ
よ
う
に
な

っ
た
。
「家
庭

(『
oヨ
Φ)」
が
労
働
と
は
別
の
独

自
の
生
活
環
境
と
し
て
出
現
し
、
職
場
の
道
具
的
性
格
と
対
照
的
に
、

、少
な
く

と
も
原
理
的
に
は
個
々
人
が
情
緒
的
な
支
え
を
期
待
で
き
る
場
と
な

っ
て
い
っ

た
。
こ
の
こ
と
は
、
後
に
論
じ
る

「純
粋
な
付
き
合

い
」
が
婚
姻
に
浸
透
し
て

い
る
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
。

ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク

・
ラ
ブ
に
よ

っ
て
生
じ
た
家
族
の
情
緒
的
紐
帯
を
重
視
す

る
傾
向
は
、
子
だ
く
さ
ん
を
推
奨
す
る
圧
力
を
お
さ
え
、
家
族
規
模
を
縮
小
す

る
方
向

へ
進
ん
で
い
っ
た
。
こ
う
し
て
、
大
多
数
の
女
性
に
と

っ
て
、
セ
ク
シ

ュ
ア
リ
テ
ィ
を
妊
娠
と
出
産
の
反
復
か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
初
め
て
可
能
に
な

っ
た
。
ま
た
、
家
族
規
模
の
縮
小
は
、
歴
史
的
に
は
、
有
効
な
避
妊
法
が
開
発
、

導
入
さ
れ
た
こ
と
と
深
く
関
わ

っ
て
い
る
。
現
代
的
な
避
妊
法
は
生
殖
の
コ
ン

ト

ロ
ー
ル
を
可
能
に
し
た
。
セ

ッ
ク
ス
が
生
殖
か
ら
分
化
し
て
い
く
過
程
の
中

か
ら
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
生
じ
た
。
妊
娠
を
抑
制
す
る
と
と
も
に
、
人
工
的

に
受
胎
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な

っ
た
時
点
で
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
ほ
ぼ

完
全
に
自
律
性
を
獲
得
す
る
。
進
ん
だ
生
殖
技
術
に
よ
っ
て
生
殖
が
自
然
の
支

配
か
ら
脱
し
て
人
為
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
に
入
る
こ
と
を
ギ
デ
ン
ズ
は

「生
殖
の
社
会
化

(普
Φ
ω09
9。一一紹
甑
o
p
o
P
Φ
買
o画
⊆
oけδ
β
)」
と
呼
ぶ
。
生
殖
の

社
会
化
に
よ

っ
て
、
生
殖
、
親
族
関
係
な
ら
び
に
世
代
と
の
結
び

つ
き
を
断

っ

た

「柔
軟
な
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
が
成
立
す
る
。

柔
軟
な
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
、
こ
こ
何
十
年
か
の
間
に
生
じ
た

「性
革
命
」

の
前
提
条
件
で
も
あ

っ
た
。
こ
の
性
革
命
は
、
た
だ
ジ

ェ
ン
ダ
ー
の
区
別
な
く

性
に
対
す
る
寛
容
な
態
度
I
I
・い
わ
ゆ
る
フ
リ
ー
セ
ッ
ク
ス
ー

を
広
め
て
い

く
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
は
な

い
。
性
革
命
に
は
二
つ
の
基
本
要
素
が
含
ま
れ

て
い
る
。

一
つ
は
女
性
の
性
的
自
律
性
の
革
命
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
男
女
に

か
か
わ
ら
ず
同
性
愛
の
隆
盛
で
あ
る
。

セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
理
解
す
る
知
が
生
み
出
さ
れ
、
そ
の
知
が
社
会
生
活

に
浸
透
し
、
社
会
生
活
を
再
構
築
し
て
い
く
と
い
う
点
で
は
、
性
に
関
す
る
言

説
が
そ
れ
の
描
写
す
る
社
会
的
現
実
の
構
成
要
素
と
な

っ
て
い
く
と
す
る
フ
ー

コ
ー
の
主
張
を
、
ギ
デ
ン
ズ
は
認
め
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
ギ
デ
ン
ズ
は
、
フ

ー
コ
ー
が
そ
の
よ
う
な
過
程
を
、
権
力
と
し
て
の
知
が
社
会
生
活

へ
と

一
方
的

に
侵
入
し
て
い
く
現
象
と
捉
え
た
こ
と
を
批
判
す
る
。
「我
々
は
、
そ
の
現
象
が

権
力
と
結
び

つ
い
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
現
象
を
む
し
ろ

〈
制
度
的
反
省
能
力
〉
の

一
つ
と
し
て
、
し
か
も
常
に
変
化
し
て
い
く
も
の
と
し

て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
」
と
ギ
デ
ン
ズ
は
言
う

⑭
。

第
四
の
、
フ
ー
コ
ー
の
自
己
概
念
に
対
す
る
批
判
点
に
つ
い
て
。
ギ
デ
ン
ズ

は
、
現
代
社
会
に
お
け
る
自
己

(ωΦ5

の
発
達
に
つ
い
て
の
フ
ー
コ
ー
の
解
釈
に

疑
問
を
呈
し
、
自
己
を
特
定

の

「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
i
」
が
構
成
す
る
も
の
と
見
な



す
こ
と
に
反
対
す
る
。
現
代
社
会

に
お
い
て
は
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
か

な
り
不
確
実
に
な

っ
て
い
る
。
「今

日
の
自
己
は
誰
に
と

っ
て
も
反
省
的
な
プ

ロ

ジ

ェ
ク
ト
で
あ

っ
て
、
過
去
、
現
在
、
未
来
に
つ
い
て
の
多
か
れ
少
な
か
れ
継

続
的
な
審
問
で
あ
る
。
自
己
と
は
、
セ
ラ
ピ
ー
や
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
自
助

マ
ニ

ュ
ア
ル
、
テ
レ
ビ
番
組
、
雑
誌
記
事
な
ど
の
お
び
た
だ
し
い
量
の
反
省
材
料
の

中
で
継
続
さ
れ
る
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
な
の
で
あ
る
。」
〔、)ま
た
、
自
己
と
並
ん
で

身
体
も
今
や
反
省
能
力
が
浸
透
七
た
領
域
で
あ
る

〔、
)。
自
己
に
せ
よ
、
身
体
に

せ
よ
、
生
活
ス
タ
イ
ル
を
あ
る
特
定
の
形
式

へ
と
形
作
ろ
う
と
す
る
権
力
が

一

方
的
に
侵
入
し
て
い
く
領
域
で
は
な
い
。
そ
の
ど
ち
ら
も
が
、
モ
ダ

ニ
テ
ィ
の

不
確
実
な
社
会
状
況
の
中
で
、
反
省
的
に
獲
得
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
ギ
デ

ン
ズ
は
フ
ー
コ
ー
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
論

を
否
定
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
ギ
デ
ン
ズ
は
、

フ
ー
コ
ー
の
描
き
出
し
た
モ
ダ

ニ
テ
ィ
の
暗

い
面
を
乗
り
超
え
て
い
く
た
め
に
、

フ
ー
コ
ー
の
理
論
を
批
判
的
に
摂
取
し
な
が
ら
、
個
人
の
自
律
を
よ
り
い
っ
そ

う
促
進
す
る
よ
う
な
政
治
と
理
論

の
可
能
性
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の
が

「純
粋
な
付
き
合
い
」
で
あ
る
。

四
.
純
粋
な
付
き
合

い
と
溶
け
合
う
愛

「純
粋
な
付
き
合
い

(它

NΦ
「Φ
薯

6
磊
三
ロ)
と
は
、
関
係
そ
れ
自
体
の
た
め

に
、
さ
ら
に
は
、
相
手
と
の
持
続
的
な
結
び

つ
き
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
引
き

出
し
う
る
も
の
の
た
め
に
、
あ
る
社
会
関
係
が
結
ば
れ
る
情
況
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
純
粋
な
付
き
合
い
が
維
持
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
中
に
い
る
個
人
そ
れ

そ
れ
に
と

っ
て
十
分
に
満
足
の
い
く
も
の
が
与
え
ら
れ
る
と
両
者
が
考
え
る
場

合
に
限
ら
れ
る
。㌧
B
)伝
統
的
な

「近
し
い
人
格
的
結
び
つ
き

(∩
一〇
ωΦ
勹
興
ωo
ロ
巴

二
①
ω)」
と
対
照
的
に
、
純
粋
な
付
き
合
い
は
社
会
的
ま
た
は
経
済
的
な
生
活
と

い
う
外
的
な
条
件

に
よ

っ
て
つ
な
ぎ
止
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
と
え
ば
、

か

つ
て
結
婚
は
契
約
で
あ
り
、
当
人
同
士
よ
り
も
む
し
ろ
親
や
親
戚
が
経
済
を

考
慮
し
て
取
り
結
ぶ
も
の
で
あ

っ
た
。
家
庭
内
分
業
が
夫
婦
を
物
質
的
に
つ
な

い
で
い
た
。
現
代
で
も
そ
う
い
う
面
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
概
し
て
、

か

つ
て
存
在
し
た
よ
う
な
、
婚
姻
関
係
の
維
持
を
外
側
か
ら
支
え
る
要
素
は
消

え
つ
つ
あ
り
、
結
婚
は
他
人
と
の
近
し
い
付
き
合
い
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
感
情

的
満
足
を
提
供
す
る
が
ゆ
え
に
取
り
結
ば
れ
る
も
の
と
な
っ
た
。

ど
ん
な
人
格
的
関
係
で
あ
れ
、
そ
れ
を
維
持
す
る
た
め
に
は
相
応

の
努
力
が

必
要
で
あ
る
が
、
関
係
そ
れ
自
体
の
た
め
だ
け
に
存
続
す
る
関
係
に
お
い
て
は
、

パ
ー
ト
ナ
ー
問
で
都
合
が
悪
く
な

っ
た
こ
と
は
す
べ
て
、
本
質
的
に
関
係
そ
れ

自
体
を
脅
か
す
も
の
と
な
る
コ
し
た
が

っ
て
、
関
係
に
依
存
し
な
い
外
的
な
互

酬
性
に
よ
っ
て
つ
な
ぎ
止
め
ら
れ
な
い
純
粋
な
付
き
合

い
で
は
、
「波
風
た
て
ず

に
や
っ
て
い
く
」
の
は
非
常
に
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
来
的
に
不

安
定
な
関
係
で
あ
る
純
粋
な
付
き
合

い
に
お
い
て
、
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す

の
は

「自
己
投
入

(OO
ヨ
ヨ
詳
言
Φ
5
け)」
で
あ
る
。
自
己
投
入
は
、
か
つ
て
近
し

い
人
格
的
結
び
つ
き
が
も

っ
て
い
た
外
的
ア
ン
カ
ー
に
代
わ

っ
て
、
純
粋
な
関

係
性
を
つ
な
ぎ
と
め
る
働
き
を
す
る
。
け
れ
ど
も
、
外
的
な
ア
ン
カ
ー
を
も
た

な
い
純
粋
な
付
き
合

い
は
、
い
つ
の
時
点
で
あ
れ
、
そ
の

一
方
が
自
分
の
思
う

ま
ま
に
関
係
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
純
粋
な
付
き
合

い
は
常
に

「と

り
あ
え
ず
」
続

い
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
純
粋
な
付
き
合
い
に
お

ギデ ンズのセ クシュア リティ論85



い
て
は
、
関
係
が
常
に
不
確
実
な
も
の
で
あ
る
点
を
認
識
し
な
が
ら
も
、
な
お

危
険
を
冒
し
て
そ
の
関
係
を
保
ち
続
け
よ
う
と
自
己
投
入
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
。
そ
う
し
て
、
自
己
投
入
の
度

合
い
が
高
ま
れ
ば
高
ま
る
だ
け
、
関
係
が
解

消
し
た
と
き
の
精
神
的
な
打
撃
も
大
き
く
な
る
と
い
う
リ
ス
ク
が
常
に
つ
き
ま

と
う
こ
と
に
な
る
。

純
粋
な
付
き
合

い
が
生
じ
て
き

た
こ
と
は
、
親
密
性
が
包
括
的
に
再
構
築
さ

れ
て
い
く
過
程
の

一
部
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
純
粋
な
付
き
合

い
は
異
性
愛
以

外
の
文
脈
で
も
生
じ
て
い
る
。
友
情
は
純
粋
な
付
き
合

い
で
あ
る
。
同
性
愛
者

は
異
性
愛
者
に
先
ん
じ
て
、
純
粋
な
付
き
合
い
に
生
き
る
実
験
を
し
て
き
た
。

純
粋
な
付
き
合
い
は
、
柔
軟
な
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
発
達
と
平
行
し
て
、
そ

れ
と
因
果
関
係
を
保
ち
な
が
ら
生
じ
て
き
た
の
で
あ
る
。

純
粋
な
付
き
合
い
の
発
生
と
対
応
し
て
、
愛
情
の
あ
り
方
に
関
し
て
は
、

ロ

マ
ン
テ
ィ
ッ
ク

・
ラ
ブ
に
代
わ

っ
て

「溶
け
合
う
愛

(oo
巳
⊆
Φ暮

δ
<
Φと

が
生

じ
て
く
る
。
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク

・
ラ
ブ
に
お

い
て
は
、
将
来
パ
ー
ト
ナ
ー
と
な

る
者
同
士
が
心
を
惹
か
れ
合

い
、
強
く
結
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
を
支
え

る
決
定
的
な
要
素
は

「情
熱
的
な
愛

(9bPO
⊆
吋
b
9
ωω一〇
P
)」
で
あ
る
。
情
熱
的
な

愛
は
相
手

へ
の
自
己
投
影
的
な
同

一
化
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
カ
ッ
プ

ル
は
強

い

一
体
感
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

一
体
感
は
、
既
成
の
男
性

性
と
女
性
性

の
差
異
に
よ

っ
て
強
化
さ
れ
る
。
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク

・
ラ
ブ
を
う

ま
く
い
か
せ
る
の
は
、
「男
」
ら
し

い
男
と

「女
」
ら
し
い
女
と
の
組
み
合
わ
せ

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク

・
ラ
ブ
は
、
.表
面
的
に
は
平
等
主

義
的
な
闖
係
で
あ
る
よ
う
に
見
え

な
が
ら
、
実
は
ジ

ェ
ン
ダ
ー
の
不
均
衡
を
内

包
し
て
い
る
。

ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク

・
ラ
ブ
と
い
う
夢
は
、
現
実
に
は
多
く
の
場

合
、
女
性
の
家
庭
生
活

へ
の
隷
属
と
結
び

つ
い
て
い
た
。

そ
れ
に
対
し
、
溶
け
合
う
愛
は
情
緒
的
な
ギ
ブ

・
ア
ン
ド

・
テ
イ
ク
の
対
等

な
関
係
を
前
提
と
す
る
。
関
係
が
対
等
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
愛
は
純
粋
な
付

き
合

い
に
近
づ
い
て
い
く
。
こ
の
場
合
、
親
密
性
が
育

つ
度
合

い
に
応
じ
て
愛

も
育

っ
て
い
く
。
そ
れ
ゆ
え
、
ど
れ
だ
け
相
手
に
対
し
て
心
配
事
や
要
求
を
素

直
に
打
ち
明
け
、
自
分
を
さ
ら
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
が
、
溶
け
合
う
愛
が

成
立
す
る
鍵
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
溶
け
合
う
愛
は
モ
ノ
ガ
ミ
ー
的
な
関

係
を
前
提
と
し
な
い
。
純
粋
な
付
き
合

い
は
、
関
係
そ
れ
自
体
か
ら
く
る
利
益

を
お
互
い
が
と
り
あ
え
ず
認
め
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
。
パ
ー
ト

ナ
ー
以
外
と
性
的
関
係
を
も
た
な

い
と

い
う
性
的
排
他
性
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
間

で
望
ま
し
い
こ
と
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
さ
し
た
る
意
味
を
も
た
な

い
。
そ

し
て
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク

・
ラ
ブ
が
異
性
愛
に
特
徴
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
溶

け
合
う
愛
は
異
性
愛
に
固
有
の
も
の
で
は
な

い
。
溶
け
合
う
愛
は
必
ず
し
も
ア

ン
ド
ロ
ジ
ナ
ス
的
で
は
な
く
、
や
は
り
差
異
を
中
心
に
構
築
さ
れ
て
い
る
。
と

は
い
え
、
溶
け
合
う
愛
は
純
粋
な
付
き
合
い
を
モ
デ
ル
と
し
て
想
定
し
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
溶
け
合
う
愛
に
お

い
て
は
、
付
き
合
い
の

一
部
と
し
て
セ
ク
シ
ュ

ア
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
の
交
渉
を
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う

な
溶
け
合
う
愛
は
、
カ

ッ
プ
ル
と
し
て
の
純
粋
な
付
き
合
い
が
成
立
す
る
た
め

の
条
件
で
も
.あ
り
、
そ
の
結
果
で
も
あ
る
。

五
.
男
性
性
の
困
難
ー

一
つ
の
問
題
と
し
て

パ
ー
ト
ナ
i
間
の
関
係
が
、
近
し
い
個
人
的
な

つ
な
が
り
か
ら
純
粋
な
付
き
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合

い
へ
と
移
行
し
、
溶
け
合
う
愛
が
愛
情
の
中
心
形
態
に
な

っ
て
い
く
こ
と
l

l
そ
れ
が
ギ
デ
ン
ズ

の
言
う

「親
密
性
の
変
容
」
の
核
心
で
あ
る
。
純
粋
な
付

き
合

い
は
パ
ー
ト
ナ
ー
同
士
の
対
等
な
関
係
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
民
主
的
な

関
係
で
あ
る
。
親
密
性
が
変
容
し

て
い
く
に
つ
れ
て
、
男
性
は
男
性
性
特
有
の

問
題
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な
る
と
ギ
デ
ン
ズ
は
見
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
ギ
デ
ン

ズ
は
女
性
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
私

の
関
心
に
し
た
が

っ
て
、
男
性
性
の
困
難
だ
け
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た

い
。

チ
ョ
ド
ロ
ウ
の
理
論

〔皿
〕
に
し
た
が
う
形
で
、
ギ
デ
ン
ズ
は
次
の
よ
う
に
議
論

す
る
。
母
親
が
子
育
て
を
中
心
的

に
行
う
こ
と
が
定
着
し
て
い
る
現
代
の
我
々

の
社
会
は
、
乳
幼
児
に
対
し
て
誰

よ
り
も
母
親
が
強

い
影
響
力
を
も

つ
社
会
と

な

っ
て
い
る
。
こ
の
社
会
で
、
男
性
は
ま
さ
し
く
男
性
と
し
て
育
て
ら
れ
る
た

め
に
、
幼
児
期
に
最
愛
の
存
在
で
あ

る
母
親
と

の
同

一
化
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
。

そ
の
た
め
男
性
に
お

い
て
は
、
生
き
る
た
め
に
必
要
な
安
心
感
の
源
泉
で
あ
る

「基
本
的
信
頼

(一)9◎ω帥O
け『
一」ωけ)」
韋

ー

そ
れ
は
乳
幼
児
期
に
自
分
の
世
話
を
し

て
く
れ
る
人
物
と
の
間
に
築
か
れ

る
も
の
で
あ
る
ー

が
損
な
わ
れ
て
し
ま

っ

て
い
る
。
ペ
ニ
ス
の
想
像
上
の
表
象
で
あ
る
男
根

(フ
ァ
ロ
ス
)
は
、
男
性
に

と

っ
て
も
女
性
に
と

っ
て
も
反
抗
心
や
自
由
の
象
徴
と
な
る
が
、
男
根
は
そ
れ

自
身
の
意
味
を
女
性

の
支
配
と

い
う
幻
想
か
ら
引
き
出
し
て
き
た
。
現
代
で
は
、

母
親
の
愛
情
を
喪
失
す
る
た
め
に
、
男
性
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
男
根
が
有

す
る
権
力
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
、
ま
す
ま
す
性
器
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
集

中
し
て
い
く
。
親
密
性
の
変
容
が
進
み
つ
つ
あ
る
現
在
、
そ
の
変
容
に
対
応
で

き
な
い
男
性
、
男
根
に
よ
る
女
性

の
支
配
と
い
う
幻
想
に
と
ら
わ
れ
た
ま
ま
の

男
性
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
込
ま
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

従
来
も
、
男
性
は
女
性
に
感
情
的
に
依
存
し
て
き
た
。
し
か
し
、
ジ
ェ
ン
ダ

ー
が
不
平
等
に
区
別
さ
れ
て
い
た
時
期
に
は
、
そ
の
感
情
的
依
存
は
さ
ま
ざ
ま

な
道
旦
ハ立
て
に
よ

っ
て
隠
蔽
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
道
具
立
て
と
は
、
(
一
)
男
性

が
公
的
領
域
を
支
配
す
る
こ
と
、
(二
)
性
道
徳
の
ダ
ブ
ル

・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
、

(三
)
結
婚
に
値
す
る
純
潔
な
女
性
と

(売
春
婦
や
妾
と
い
っ
た
)
結
婚
に
値
し

な

い
汚
れ
た
女
性
を
区
別
す
る
こ
と
、

(四
)
性
差
を
神
や
自
然
、
生
物
学
的
真

理
に
よ
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
、

(五
)
女
性
を
愚
か
で
非
合
理
な
存
在
と
み

な
し
て
問
題
視
す
る
こ
と
、

(六
)
性
別
役
割
分
業
、
の
6
つ
で
あ
る

へ峪
)。
反

省
能
力
の
高
ま
り
と
親
密
性
の
変
容
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
が
崩
壊
し
て
い
っ
た

と
き
、
男
性
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
衝
動
強
迫
的
な
も
の
と
な
る
。
女
性
が

溶
け
合
う
愛
を
求
め
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
ま
で
隠
蔽
さ
れ
て
き
た
男
性
の
感

情
的
依
存

へ
の
共
犯
を
拒
否
し
始
め
る
と
、
男
性
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
ま

す
ま
す
衝
動
強
迫
的
に
な

っ
て
い
く
。
男
根
と
い
う
誇
張
さ
れ
た
ペ
ニ
ス
の
表

象
が
そ
の
意
味
を
剥
奪
さ
れ
、
男
根
が
た
だ
の
ペ
ニ
ス
に
戻
る
ま
で
、
男
性
の

セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
、

一
方
で
暴
力
を
含
め
た
性
的
支
配
と
、
他
方
で
性
的

能
力
に
つ
い
て
の
絶
え
間
な
い
不
安
と
の
板
挟
み
に
な
り
続
け
る
。

男
性
性
の
困
難
の
旦
ハ体
的
な
例
を
見
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
ギ
デ
ン
ズ
に
よ

れ
ば
、
異
性
愛
の
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
は
、
現
実

の
社
会
で
は
男
性

の
感
情
的
依

存
に
対
す
る
女
性
の
共
犯
関
係
が
も
は
や
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
女
性
の
共
犯
関
係
を
繰
り
返
し
明
示
し
て
い
る
。
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ

に
お
い
て
は
、
女
性
は
男
性
を
刺
激
し
興
奮
さ
せ
る
よ
う
に
様
式
化
さ
れ
て
描

.

か
れ
る
。
よ
く
あ
る
筋
立
て
は
、
男
性
が
性
的
快
楽
を
得
て
い
る
と

い
う
も
の

で
は
な
く
、
女
性
が
男
根
に
よ

っ
て
性
的
快
楽
を
得
、
最
後
に
は
オ
ー
ガ
ズ
ム
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に
達
す
る
と

い
う
も

の
で
あ
る
。
こ
う

い
う
筋
立
て
は
、
女
性
の
性
的
快
楽
に

つ
い
て
理
解
し
よ
う
と

い
う
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
女
性
の
性
的
快
楽
を
飼

い
慣
ら
そ
う
と
す
る
意
図
に
貫
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
男
性
の
女
性
に
対
す
る

性
暴
力
は
、
家
父
長
制
支
配
の
存
続
で
は
な
く
、
む
し
ろ
男
性
の
不
安
感
や
無

力
感
に
起
因
す
る
も
の
と
し
て
ギ
デ
ン
ズ
は
解
釈
す
る
軌
暴
力
は
女
性
の
共
犯

関
係
か
ら
の
撤
退
に
対
す
る
破
壊
的
反
応
な
の
で
あ
る
。

六
.

性
の
解
放

.
純
粋
な
付
き
合
い
と
溶
け
合
う
愛
は
、
ギ
デ
ン
ズ
に
お
い
て
は
、
ラ
デ
ィ
カ

ル
な
民
主
主
義

へ
と

つ
な
が
っ
て

い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、
純

粋
な
付
き
合

い
と
溶
け
合
う
愛
は
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
民
主
主
義
と
ど
の
よ
う
に
つ

な
が

っ
て
い
る
の
か
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
上
で
、
ひ
と
ま
ず
、
先
ほ
ど
取
り

上
げ
た
ギ
デ
ン
ズ
の
フ
ー
コ
ー
批
判
の
第

一
点
目
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
改
め
て

論
じ
た
い
。
そ
れ
は
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
重
視
す
る
フ
ー
コ
ー
の
理
論
に

は
ジ

ェ
ン
ダ
ー
の
観
点
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
批
判
で
あ
る
。

ギ
デ
ン
ズ
は
フ
ー
コ
ー
を
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。
フ
ー
コ
ー
は
西
欧

社
会
の
セ
ッ
ク
ス
へ
の
没
頭
を
出
発
点
と
し
、
い
わ
ゆ
る

「抑
圧
仮
説
」
に
疑

問
を
投
げ
か
け
て
い
っ
た
。
「
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
と
い
う
概
念
の
創
造
も
含

め
て
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
へ
の
関
心
は
、
権
力
を
生
み
出
す
手
段
と
し
て
の

監
視
が
広
ま

っ
た
結
果
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
権
力
は
、
ま
ず
は
身
体
に
、
そ

の
後
に
は
生
殖
な
ど
を
含
め
た
生
物
学
的
過
程
に
、
集
中
し
て
い
く
。
権
力
は

.

人

々
の
生
を
あ
る
特
定
の
形

へ
と
発
展
さ
せ
て
い
く
。
身
体
の
生

(昏
Φ
ま
Φ
9

窪
Φ
ぴ
o
身
)
と
種
の
生

(臣
Φ
一幕

o囲
普
Φ
のロ
Φ
o一Φω)
が
交
差
す
る
領
域
で
あ
る
セ

ッ
ク
ス
は
、
大
い
に
人
々
の
関
心
を
集
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
う

い
う
理

由
で
、
人
々
は
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
た
だ
な
ら
ぬ
関
心
を
示
し
、
事
細
か
に

追
求
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
権
力
が
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
し
て
展
開
し
て
い

く
こ
と
に
よ

っ
て
、
セ
ッ
ク
ス
は
人
々
に
と

っ
て
何
か
望
ま
し
い
も
の
と
な
り
、

そ
の
た
め
に
我
々
は
、
主
体
性
を
確
立
す
る
た
め
に
セ
ッ
ク
ス
と
熱
心
に
関
わ

る
破
目
に
な

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
フ
ー
コ
ー
の
権
力
論
を
ま
と
め
た
上
で
、
ギ
デ
ン
ズ
は
フ
ー

コ

ー
が
権
力
と
呼
ぶ
も
の
が
実
は
不
平
等
に
ジ

ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
権
力
で
あ

っ

た
と
言
う
。
権
力
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
か
か
わ
り
な
く
人
間
す
べ
て
を
同
じ
程
度

で
抑
圧
し
た
わ
け
で
は
な

い
。
ま
さ
し
く
そ
の
権
力
に
よ

っ
て
、
女
性
は
モ
ダ

ニ
テ
ィ
の
中
核
領
域
か
ら
排
除
さ
れ
、
性
的
快
楽
を
享
受
す
る
可
能
性
を
否
定

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
我
々
が
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
魅
了
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

認
め
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
を
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
抑
圧
的
な
権
力
と

し
て
社
会
に
隈
な
く
浸
透
し
て
い
る
事
態
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
に
ギ
デ
ン
ズ

は
異
議
を
唱
え
る
。

モ
ダ

ニ
テ
ィ
の
発
展
と
と
も
に
監
視
が
よ
り
強
化
さ
れ
、

そ
れ
だ
け
抑
圧
的
な
権
力
が
強
ま

っ
て
い
く
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
応
じ
て

我
々
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
も

っ
と
歪
め
ら
れ
た
、
画

一
的
な
も
の
に
な
る

は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
々
は
、
と
り
わ
け
女
性
た
ち
は
、
ま
だ
ま
だ
決
し

て
満
足
の
で
き
る
形
で
は
な
い
に
せ
よ
、
長
年
に
わ
た
る
闘
争
の
結
果
と
し
て
、

以
前
よ
り
も
は
る
か
に
自
由
な
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
獲
得
し
た
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ジ

ェ
ン
ダ
ー
に
よ
る
排
除
の
圧
迫
の
下
で
、
女
性
た
ち

は
着
々
と
社
会
的
基
盤
の
変
革
を
企
て
て
き
た
の
で
あ
る
。
「セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
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イ
は

〈
権
力
〉
に
よ

っ
て
創
り
出

さ
れ
た
の
で
も
な
い
し
、
ま
た
、
セ
ク
シ

ュ

ア
リ
テ
ィ
が
浸
透
し
て
い
く
こ
と
は
…
…
そ
の
よ
う
な

〈
権
力
〉
に
と
っ
て
セ
グ

シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
中
心
的
な
重
要
性
を
も

っ
て
い
た
こ
と
の
結
果
で
は
な
い
」
璽

と
ギ
デ
ン
ズ
は
言
う
。
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
権
力
シ
ス
テ
ム
の
拡
大
に
よ

っ

て
再
構
築
さ
れ
て
き
た
点
に
つ
い
て
は
、
ギ
デ
ン
ズ
は
フ
ー

コ
ー
の
見
解
に
同

意
す
る
。
国
家
を
含
め
て
、
現
代

の
社
会
組
織
は
ど
の
よ
う
な
ロ
ー
カ
ル
な
活

動
に
も
浸
透
し
て
き
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
モ
ダ
ニ

テ
ィ
の
制
度
的
反
省
能
力
の
お
か
げ
で
、
社
会
の
特
定
の
領
域
を
実
質
的
に
変

容
さ
せ
て
い
く
よ
う
な
、
個
人
的
、
集
合
的
な
積
極
的
政
治
参
加
の
可
能
性
も

開
け
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

ギ
デ
ン
ズ
が
フ
ー
コ
ー
批
判
を
展
開
す
る
理
論
戦
略
か
ら
、
柔
軟
な
セ
ク
シ

ュ
ア
リ
テ
ィ
に
抑
圧
か
ら
の
解
放
の
潜
勢
力
を
見
い
出
そ
う
と
す
る
彼
の
意
図

を
、
我
々
は
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
。
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
、
生
殖
の
社

会
化
に
よ

っ
て
、
生
殖
と
結
び

つ
い
て
き
た
諸
々
の
倫
理
か
ら
自
律
し
て
、
柔

軟
な
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
な
る
。
柔
軟
な
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
個
々
人
の

特
性
11
所
有
物

(O
「
O】UΦ
肘けく
)
と
な
り
、
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

一
部
を
な

す
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
柔
軟
な

セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
、
純
粋
な
付
き
合

い
に
基
づ
い
た
他
者
と
の
関
係
を
築
く
た
め
の
手
段
の

一
つ
と
な
る
。
理
念
的

に
は
、
純
粋
な
付
き
合
い
に
基
づ
く

パ
ー
ト
ナ
ー
は
、
溶
け
合
う
愛
に
自
己
投

入
し
て
、
互

い
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ

テ
ィ
に
つ
い
て
交
渉
を
重
ね
、
認
め
合
う
。

そ
の
よ
う
に
し
て
成
立
す
る
関
係
は
、
相
互
の
信
頼
と
誠
実
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
基
づ
く
き
わ
め
て
民
主
的
な
人
間
関
係
の
は
ず
で
あ
る
。

七
.

生

の
政
治

モ
ダ

ニ
テ
ィ
の
社
会
環
境
の
中
で
、
自
己
は
さ
ま
ざ
ま
な
オ
プ
シ
ョ
ン
の
中

か
ら
反
省
的
に
選
び
取
ら
れ
、

一
つ
の
物
語

(⇒
母
蠢
け一く
Φ
)
と
し
て
形
作
ら
れ
ね

ば
な
ら
な
い
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
ギ
デ
ン
ズ
は
そ
の
こ
と
を

「自
己
の
反
省

的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

(普
Φ
「巴
①邑
く
①
崗
9
Φ9

9

ωΦ5
」
と
呼
ぶ
。
セ
ク
シ
ュ
ア

リ
テ
ィ
は
、
と
り
わ
け
ジ

ェ
ン
ダ
ー
と
の
関
連
に
お
い
て
、
個
人
的
な
も
の
の

政
治

(昏
Φ
b
o
一三
〇
ω
oh
島
①
娼
興
ω
o鬘
一)
を
生
じ
さ
せ
て
き
た
。
ギ
デ
ン
ズ
は
そ

れ
を
自
己
の
反
省
的
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト

へ
と
引
き

つ
け
て
、
「生

の
政
治

(=
冷

O
o盃

oω)」
と
表
現
す
る
。
そ
れ
は
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の

政
治
で
あ
り
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
決
定
を

「再
道
徳
化
す
る

(お
日
o
蠢
房
Φ
と

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

モ
ダ

ニ
テ
ィ
に
特
徴
的
な
の
は
、
個
人
の
人
生
に
と

っ
て
重
要
な
意
味
を
も

つ
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
が
個
人
の
日
常
生
活
か
ら
隔
離
さ
れ
、
社
会
化
さ
れ
て
し

ま

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
も
は
や
日
常
的
に
人
が
生
ま
れ
た
り
死
ん

だ
り
す
る
の
を
見
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な

っ
た
。
セ

ッ
ク
ス
は
き
わ
め
て

個
人
的
な
時
空
間
に
お

い
て
の
み
行
わ
れ
る
行
為
と
な

っ
て
い
る
。
ピ
ー
タ

ー

・
ウ
ィ
ン
チ
が

「限
界
観
念

(嵩
a

ユ
p

伽q
5
0
口
8
ω)」
(B
一と
呼
ん
だ
も
の
が
関

わ
る
経
験
、
特
に
誕
生
、
死
、
性
な
ど
は
、
自
然
や
絶
対
者
と
い
っ
た
社
会
の

外
に
存
在
す
る
も
の
と
の
関
連
に
よ

っ
て
意
味
を
理
解
さ
れ
、
そ
の
意
味
が
倫

・

理
と
道
徳
の
枠
組
み
を
支
え
て
い
た
。
し
か
し
、
現
代
社
会
で
は
そ
の
よ
う
な

経
験
が
日
常
生
活
か
ら
隔
離
さ
れ
た
結
果
、
我

々
の
倫
理
ま
た
は
道
徳
は
あ
る
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意
味
で
宙
に
浮
い
た
形
に
な

っ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
人
間
は

「
い
か

に
生
き
る
か
」
と
い
う
問

い
か
け
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
以
上
、
我
々
は
宙
に
浮

い
た
倫
理
や
道
徳
を
再
び
価
値
づ
け
て
、
自
ら
の
生
活
ス
タ
イ
ル
を
選
び
取
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
自
分
は

い
か
に
生
き
る
か
、
そ
し
て
、
自
分
の
生
き
方

を
ど
の
よ
う
な
倫
理
ま
た
は
道
徳

に
よ

っ
て
意
味
づ
け
る
か
。
モ
ダ

ニ
テ
ィ
の

社
会
生
活
に
お
い
て
は
、
ま
す
ま
す
そ
れ
ら
が
政
治
的
な
争
点
と
な

っ
て
く
る

の
で
あ
る
。

セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
自
己

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

一
部
を
な
し
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
現
代
で
は
、
セ
ク
シ

ュ
ア
リ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
自
己
理
解
、
つ
ま
り

性
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
は
、
「
い
か
に
生
き
る
か
」
と
い
う
問
い
か
け

と
結
び

つ
い
た
倫
理
的
な
問
題
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
な

い
。
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
、
親
密
性
の
変
容
の
た
め
に
、
「パ
ー
ト
ナ
ー
と
し

て
の
他
者
と
と
も
に

い
か
に
生
き
る
か
」
と

い
う
問
い
か
け
を
も
引
き
出
す
。

つ
ま
り
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
イ

に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
者
関
係
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
そ
の

意
味
で
二
重

の
倫
理
性
を
も
つ
問
題

で
あ
る
と
言
え
る
。

八
.

結
び

と
し

て

セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
の
社
会
理
論
を
再
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
何
が
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
権
力
は
決
し
て
誰
に
対
し
て
も
平
等

に
抑
圧
を
加
え
て
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
常
に
よ
り
多
く
の
抑
圧
を
被

っ
て
き

た
の
は
男
性

で
は
な
く
女
性
で
あ

っ
た
。
と
は
い
え
、
女
性
は
そ
の
抑
圧
に
対

す
る
闘
争
の
結
果
と
し
て
、
以
前
よ
り
も
は
る
か
に
自
由
な
性
と
生
の
可
能
性

を
切
り
開
い
て
き
た
。
現
代
で
は
、
純
粋
な
付
き
合
い
と
溶
け
合
う
愛
に
よ

っ

て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
パ
ー
ト
ナ
i
関
係
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
は

き
わ
め
て
民
主
的
な
関
係
に
な
る
可
能
性
を
蔵
し
て
い
る
。
し
か
し
、
男
性
の

感
情
的
依
存
を
受
け
入
れ
る
の
を
拒
否
し
、
純
粋
な
付
き
合
い
を
求
め
る
よ
う

に
な

っ
て
い
る
女
性
に
対
し
て
、
男
性
は
そ
の
拒
否
に
よ

っ
て
ま
す
ま
す
セ
ク

シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
衝
動
強
迫
性
を
増
し
て
い
く
。
親
密
性
の
変
容
に
よ

っ
て
も

た
ら
さ
れ
た
民
主
的
な
関
係
の
可
能
性
と
は
裏
腹
に
、
男
性
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ

テ
ィ
は
大
き
な
困
難
に
ぶ
つ
か

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
す
で
に
異
性

愛
関
係
が
性
愛
関
係
の
唯

一
の
形
態
で
は
な
く
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ

る
。
性
愛
関
係
が
純
粋
な
付
き
合

い
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
異
性

愛
関
係
が
特
別
扱

い
さ
れ
て
き
た
最
大
の
理
由
が
も
は
や
通
用
し
な
く
な
る
と

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
生
殖
か
ら
自
律
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
そ
れ
自
体
に
は
生
殖
が
ま

っ
た
く
重
要
性
を
も

た
な
い
と

い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
お
い
て
、
現
在
、
異
性

愛
関
係
は
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
異
性
愛
者
が
自
ら
の
ジ

ェ
ン

ダ
ー
と
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
反
省
的
に
問
い
直
す
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
、
異

性
愛
関
係
は
問
題
含
み
の
危
う

い
関
係
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

『親
密
性
の
変
容
』
に
お
い
て
は
、
ギ
デ
ン
ズ
は
い
く

つ
か
の
セ
ラ
ピ
ー
の

マ
ニ
ュ
ア
ル
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
自
律

(P
⊆
け0
5FO
ヨ
《
)
の
重
要
性
を
説
く
だ

け
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
は
確
か
に
、
反
省
能
力
が
高
ま
れ
ば
、
男
性
は
男

根
に
つ
き
ま
と
う
不
条
理
な
イ
メ
ー
ジ
を
反
省
的
に
捉
え
、
自
分
た
ち
で
誇
張

さ
れ
た
男
性
性
を
解
体
し
て
、
自
律
的
に
純
粋
な
付
き
合

い
に
自
己
投
入
で
き
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る
よ
う

に
な
る
か
も
し
れ
な

い
と

い
う
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
、
そ
れ
が
い
つ
実
現
す
る
の
か
は
は

っ
き
ゅ
し
な
い
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
ギ

デ
ン
ズ
も
認
め
て
い
る
通
り
、
モ
ダ

ニ
テ
ィ
の
反
省
能
力
が
ど
の
よ
う
に
作
用

し
て
、
ど

の
よ
う
な
結
果
を
生
む

の
か
を
計
る
の
は
き
わ
め
て
困
難
な
作
業
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
反
省
能
力
が
作
用
す
る
限
り
、
社
会
は
な
か
な
か
思
惑
通
り

に
動
か
な

い
と
言
う
こ
と
も
で
き

る
。
ギ
デ
ン
ズ
に
は
、
彼

の
研
究
成
果
を
公

表
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
反
省
能
力
を
通
じ
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー

の
平
等
化
、
ジ
ェ
ン
ダ
i
関
係
の
民
主
化
を
よ
り
い
っ
そ
う
推
進
す
る
意
図
が

あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
私
は
そ
の
意

図
を
積
極
的
に
評
価
し
た
い
と
思
う
。

重
要
な
の
は
社
会
理
論
を
読
み
直
し
、
書
き
直
す
こ
と
で
あ
る
。
権
力
論
と

し
て
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
論
を

再
ジ

ェ
ン
ダ
ー
化
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、

性
と
生
の
抑
圧
構
造
の
全
体
像
も
、
さ
ら
に
は
抑
圧
を
乗
り
超
え
て
い
く
解
放

の
可
能
性
も
見
え
て
は
こ
な
い
で
あ

ろ
う
。
社
会
理
論
の
再
ジ
ェ
ン
ダ
i
化
は
、

社
会
理
論
の
批
判
的
解
釈
学
の
必
須
部
分
で
あ
る
。
社
会
理
論
の
批
判
的
解
釈

学
と
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
の

一
形
態
で
あ
る
。

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、

近
代
の
合
理
化
過
程
が
進
行
し
、
真
理
、
規
範
的
正
当
性
、
主
観
的
誠
実
さ
と

い
っ
た
諸
々
の
妥
当
性
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
が
分
化
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
よ
う
や

く
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
が
可
能
と
な
る
。

ハ
ー
バ
ー

マ
ス
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
批

判
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
「批
判
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
批
判
に
な
る
の
は
、

理
論
の
妥
当
性
が
成
立
の
連
関
か
ら
十
分
に
切
り
離
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
》
理

論

の
背
後
に
承
認

で
き
な

い
権
力

と
妥
当
性
の
混
同
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

そ
し
て
、
こ
の
理
論
は
そ
の
混
同

の
お
か
げ
で
評
判
を
得
て
い
る
こ
と
を
、
批

判
が
示
そ
う
と
す
る
と
き
で
あ
る
。

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
が
示
そ
う
と
す
る
の

は
、
意
味
の
連
関
と
事
柄
の
連
関
の
き

っ
ち
り
し
た
区
別
が
構
成
さ
れ
る
よ
う

な
水
準
に
あ
り
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
内
的
諸
関
係
と
外
的
諸
関
係

の
混
乱
が
生
じ
る
の
か
と
い
う
こ
と
ー

そ
し
て
、
そ
う
し
た
混
乱
が
生
じ
る

の
は
、
妥
当
性
請
求
が
権
力
関
係
に
よ

つ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
た
め
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
」
套

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
は
、
理
論

へ
の
批
判
が
反
省
能
力
を

通
じ
て
社
会
の
編
成
を
変
容
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
す
、
モ
ダ
ニ
テ
ィ
に
特
有

の

解
釈
学
的
営
為
で
あ
る
。

ジ

ェ
ン
ダ
ー
と
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
領
域
で
は
、
従
来
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

i
批
判
は

「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
」
が
代
表
的
で
あ

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
社
会
理

論
を
再
ジ

ェ
ン
ダ
ー
化
す
る
解
釈
学
は

「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」
で
あ
る
必
要
は
な

い
。
女
性
で
あ
る
こ
と
に
立
脚
し
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
が

成
立
す
る
の
と
同
じ
意
味
で
、
被
抑
圧
者
と
し
て
の
男
性
と
い
う
立
場
か
ら
の

バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ

へ2。
)、
同
性
愛
者
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
を

目
指
す
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ

藝
、
ト
ラ
ン
ス
ジ

ェ
ン
ダ
ー

(ト
ラ
ン
ス
セ
ク
シ

ュ
ア
リ
テ
ィ
)
の
人
々
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
な
ど
、
複
数
の
多

様
な
パ
ー
ス

ペ
ク
テ
ィ
ヴ
が
あ
り
う
る
。
異
性
愛
男
性
と
い
う
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
も
当
然

な
が
ら
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
が
社
会
理
論

の
再
ジ

ェ
ン
ダ
ー
化
に
有
効
で
あ
り
、
不
可
欠
で
も
あ
る
。

社
会
理
論
の
再
ジ

ェ
ン
ダ
ー
化
は
社
会
理
論
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
性

と
生
を
意
味
づ
け
る
政
治
で
あ
る
。
自
ら
の
性
と
生
の
充
実
し
た
意
味
を
求
め

て
、
現
状
の
実
定
的
な
表
象
と
意
味
づ
け
の
編
成
を
読
み
換
え
よ
う
と
す
る
抵

抗
で
あ
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
モ
ダ

ニ
テ
ィ
に
お
け
る
男
性
異
性
愛
者
の
困

難
と
い
う
問
題
に
し
て
も
、
近
年
よ
う
や
く
立
て
ら
れ
始
め
た
ば
か
り
の
問
題
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で
あ
り
、
い
ま
だ
ま

っ
た
く
出
口
が
見
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
出
口

は
、

一
つ

一
つ
社
会
理
論
を
再
ジ

ェ
ン
ダ
ー
化
し
て
い
く
営
為
の
果
て
に
見
え

て
く
る
も
の
で
あ
る
に
ち
が
い
な

い
。

注(1
)
本
稿

は
、

一
九
九

八
年

一
〇
月

一
八
日
に
社
会

思
想
史
学
会

第

;

二
回
大

会

(埼
玉
大
学
)

に
お

い
て
口
頭

で
発
表

し
た
自
由
論
題
報
告
を

論
文

化
し

た
も

の
で
あ

る
。
報

告

の
原
題
は

「
モ
ダ

ニ
テ
ィ
と

セ
ク
シ

ュ
ア
リ
テ

ィ
ー

ー

ア
ン
ソ

ニ
ー

・
ギ

デ
ン
ズ

の
セ
ク
シ

ュ
ア
リ
テ
ィ
訟塵

で
あ

っ
た
。

(
2
)
9

a

穹

ω
(ぢ
O
b。
).

(
3
)
お
鬯
①
首
≦
蔓
に
対
す

る
訳
語

と
し

て
は

「再
帰

性
」
が
比
較
的

よ
く
用

い
ら

れ
、
他

に

「反
省
性
」

「反
照
性
」
な
ど

の
語
も
使
わ
れ
て

い
る
よ
う

で
あ
る
。

「再
帰
性
」
と

い
う
訳
語

は
、
個

人
の
外
部

に
生
じ

る
社
会
的
な
事
象
に
関
す

る
表

現
と

し

て
は
ま
だ

し
も
、
個
人

の
内

面
の
事

柄
を
表
す
用
語

と
し
て
は

適
当

で
な

い
。
何
よ
り
も

、
そ

の
用
語

が
意
味

す
る
と

こ
ろ
が
直
感
的

に
理

解

で
き

な

い
。

「反
照
性
」

も
同
じ
理
由

か
ら
こ
こ

で
は
使
用

し
な

い
。
.「
反

省
性
」

で
は
、
ギ

デ
ン
ズ

が
意
図
し

て

い
る
よ
う

な

モ
ダ

ニ
テ
ィ
の
力
動

的

な

側

面

が
う

ま

く

言

い
表

せ

な

い
と

思

わ

れ

る
。

そ

こ

で
、
本

稿

で

は

話
自
①
首
≦
蔓

に
対

し

て
お
お

よ
そ

「
反
省
能
力
」

と

い
う
訳
語
を
あ

て
て

い

る
。

ギ
デ

ン
ズ

の
お

自
Φ
己
三
蔓
に
対
す
る
訳
語

に

つ
い
て
は
中
西

(
一
九

九

八
)
を
参
照
。

(
4
)

O
蒄

①
磊

(6

⑩
O
)も

.
ω
刈
●

(5

)

旨

島
.う

。。
。。
'

(6

)

た

と

え

ば

、

オ

ー

ラ

ル

。
セ

ッ
ク

ス
や

同

性

愛

を

具
体

例

と

し

て
考

え

て

み

れ
ば

よ

い
。

ま
た
、
セ

ッ
ク
ス
の

「
初
体

験
」

の
年
齢

が
ま
す

ま
す
低

下
し

て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
説
明

で
理
解
で
き
る
。

(7
)
O
匿

①
房

(6
0
卜。
)も

,
N
。。
山
P

(8
)
守
一9
も

』

宀

こ
こ
で
は
議
論

の
都
合
上
、
も
と
も
と
ギ
デ
ン
ズ

が
示
し
た
順

序
を
入
れ
換
え

て
あ

る
。

(9
)
話

一
簿

一〇
p
ω
7
膏

は

通
常

「
関

係

性
」

と

訳

さ

れ

て

い
る
。

こ

こ

で

は
、

「
Φ
一〇
け一8

路

ぢ
が

日
常
語
と
し

て
使
わ
れ
て

い
る
点
を
強
調

し
て

い
る
こ
と
を

ふ
ま
え
、
訳

語
に
も

日
常
語
と
し

て
使
わ

れ
て

い
る

「付
き
合

い
」

を
使
用

し

て
い
る
。
実
際

に
は

「
関
係
」
と

い
う
訳

語
が
最
も
相
応

し

い
よ
う

に
思

わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
同
Φ
一田
ま

巨
と

の
区
別
が
失
わ

れ
て
し
ま
う

の
で
採
用

し

な
か

っ
た
。

(10
)
守
荅

も
b

鉾

(
11
)
ま
荅

も
.
Q。ρ

(
12
)
人

々
が
熱
を
上
げ

て

い
る
ダ
イ

エ
ッ
ト

や
フ
ィ

ッ
ト
ネ

ス
な
ど
を

例
に
考
え

れ
ば
よ

い
。
人

々
は
自
分

が
イ

メ
ー
ジ
す

る
.自

己

の
身
体
を
獲
得

し
よ
う
と

努
力
し

て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
単

に
権
力

の

一
方

的
な
侵
入
と
捉
え

る
だ
け

で
は
説
明
が

つ
か
な

い
だ

ろ
う

。
人

々
は
自
分

の
思

い
描

い
た
自

己
イ

メ
ー

ジ
に
身
体
を
近
づ
け

よ
う
と

、
積
極
的

に
ダ

イ

エ
ッ
.ト
や

フ
ィ

ッ
ト
ネ

ス
に

取
り
組
ん

で
い
る
と
言
え

る
か
ら
で
あ
る
。
身
体

に
権
力
が
働

い
て

い
な

い

と
言
う
こ
と
は
決
し

て
で
き

な

い
が
、
権
力
だ
け

で
す

べ
て
の
説
明

が

つ
く

わ
け
で
も
な

い
。

(13
)
鈩
荅

も
』
◎。
・

(14
)
O
h
O
ぴ
&

0
8
≦

(一㊤
刈
o。
)・

(15
)
ギ
デ
ン
ズ

の
こ
.の
用
語
は
国
.
即

エ
リ
ク

ソ
ン
か
ら

の
借
用

で
あ

る
。

(16
)
〇
三
α
Φ
房

(一
⑩
㊤
b。
)"
戸

一
=
・

(17
)
豈

臼
も

」
お

.

(18
)
Ω
.
芝
5
0げ
(6
認
)・
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(19
)
出
暮

興
ヨ
負。
ω
(6
◎。
㎝
)も
O
。
犀
O
山
禽

・

(20
)
近
年
、
「男
性
学

(ヨ
Φ
p
.ω
ω
ε
9
Φ
ω
ヒ
や

「
メ
ン
ズ

・リ
ブ

(ヨ
Φ
p
.ω
=
σ
①
蠢
けδ
5
と

と

い
う
言
葉
が
登
場
し
、

い
く

つ
か
の
男
性
解
放
団
体
が
発
足
し
て

い
る
。

(21
)
代
表
的
な
も

の
と
し

て
は
、
動
く
ゲ
イ
と

レ
ズ

ビ

ア
ン
の
会

(通
称
ア
カ
ー
)

が
取
り
組
ん
で

い
る
ゲ
イ

・
ス
タ
デ
ィ
…
ズ
が
あ

る
。

《
参

照
文
献

・
参
考

文
献
》

O
び
0
9

8
牽

Z
g
g
ざ

§

Φ
陶
8
丶
o
儀
髯

畦
§

o丶
§

昏
Φ
眠
旨
隣
.
窘

ぴ
o
§

恥
言

δ

碧

魁

S

Φ
⑦
o
亀
o丶§

O
丶
Q
Φ
口
魁
Φ
き

¢
コ
一く
興

蝕
蔓

o
h
O
卸
嵩
8

『巳

9⊃
℃
お

ω
ω

℃
切
Φ
蒔

ユ
①
ざ

一
Φ
刈
◎o
・

国
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     Giddens' Theory of Sexuality: From the Viewpoint of 

            Re-engendering of a Social Theory 

                      Kuniharu TOKIYASU 

   This essay analyzes Giddens' theory of sexuality from the viewpoint of re-engendering of a social 

theory. First, I examine his key concept of 'reflexivity. Next, I sort out the points of his criticism 

toward Foucault and then make clear the features of Giddens' theory. 
   According to Giddens' book, The Transformation of Intimacy, reflexivity in modern settings 

promotes the penetration of knowledge of sexuality into a society and makes possible what Giddens 
calls 'plastic sexuality', which is independent of reproduction. On the other hand, it gives rise to 'the 
transformation of intimacy' in the arena of human relations. 'Pure relationships' and 'confluent love' 

have taken the place of traditional heterosexual relations and romantic love. Pure relationships are 
democratic in the sense that they are based on the equality between partners . Giddens says that 
Foucault failed to notice the possibility of arising democratic relationships. 

   From Giddens' theory of sexuality we can interpret his theoretical strategy of democratizing 

gender relations through modern institutional reflexivity. We are not sure whether the strategy will 
be successful, because we cannot anticipate precisely how reflexivity will work in a society and how the 

society will change or transform. Even so, I evaluate this work of his as an ideology criticis. 

Key Words 
   Giddens, sexuality, gender, modernity, reflexivity.
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