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　　　　　　　　　緒　　言

　性医学 とは何を指すの か ． こ れを定義づ ける こ

と は 極 め て 困 難で ある．言い 得 る こ とは 今 日ま で

医学 の 研究対象 とし て 陽の 目を み なか つ た 分野で

あ る こ と， した が つ て学 問 とし て 体系化 され る ま

で に は 至 つ て な い と い うこ と で あ る，医学 で 採 り

上 げ られ る性は ，こ れま で は reproductive 　medi ・

cine に 集 約 さ れ る も の で あ つ た ．医 学 が re ・

production を離れ て ，
ヒ トの 性を正視す る こ と に

偏見があつ た し ， 今 日尚そ の 偏見は 存在す る．学

問体系 と し て 性器 と直接係わ りを もつ 産婦人科学

や泌尿器科学を学 習すれ ば ， 既に 性 に つ い て も学

習 し得た ， と い う理 解は錯覚の 典型 と言 え る だ ろ

う．誤解や錯覚 は偏見 と同様に学 問の 遂行に は 邪

魔で ある ．わ が 国で は reproduction を離れて ヒ ト

の 性を論ず る こ と に は大抵の もの は 躊躇する ．人

間 と ヒ トの 性は
， 何も再生産性 の み に よ つ て 存在

意義があ る の で は な く，人間の 実存 と不 分離で あ

る．例 えば医師は不 妊の 患者と性 器解剖や 内分泌

の 話 は 容易 に 出来て も， 治療上最 も基盤 とな る性

行動に つ い て 会話す る こ とは，医師も患者も躊躇

し ， 時 に は 忌避的で さえあ る
1）
、ヒ ト の 性は

， 言 う

ま で もな く肉体 と精神の 両 面行動に よつ て 形成 さ

れ る
7）24）。い ずれ の 面 に 不 都合を 来た し て も，円滑

に 性が作勤す る こ と は ない ．また 道徳や 倫理 の 介

在 は ヒ トの 性の 本質を暴 け出 させ る どこ ろ か 却 つ

て 本音の 部 分を覆 い 隠 し て し ま うで あろ うm ， こ

れ ま で の 生物学 や医学 に 於 け る性 ， そ れ は学 問 の

対 象で あ り， しか も reproductive 　 biologyや re −

productive　medicine に 方 向づ け られ た 性 で さ

え ， 研究従事者 自身が 倫理 や道徳 の 規範支配を受

けな か つ た で あろ うか ，性 に対す る学 問的偏 見や

倫理 規範は
，

ヒ トとし て の 生物集 団で あ り人 と し

て の 集 りで ある社会 を乱 さない 範囲に 於い て 除去

しな い 限 り，
こ の よ うな無形の 支配を 将来 に 亙 つ

て 存 続 さ せ る 可能性 を 残 す で あ ろ う．ま た re ・

production に結び つ か な い ヒ トの 性 は 何 故卑 し

い と見傚 され る の だ ろ うか ，それ を説明す る に 足

る 根拠 は 社会秩序 と倫理 と い う無形 の 支配以外 に

何物 も人に は 備わ つ て い な い 。倫理は 作 られた意

図で ある．

　 医学 は学問 として ，表 も裏 もな い 真理 を求め る

もの で ある．性医学が医学の
一

分野 を占め る なら

ぽ，学問の 対象で あ る ヒ トの 性 に表 と裏 とを差別

す る こ とは許 され な い 筈で あ る．た だ今 日の 段階

で は
， 性 医学 は 上 述の 如 く，理 念 ・概念 とし て は

存在 し得て も，学問上 の 方法論ある い は それを体

系化す る方策も明 らか で な く， 加 えて 倫理 ・道徳

的規制を免かれ得 な い 状態で ある。わ れわ れ も模

索中で ある が本篇 で は ヒ トの 集団 と個体 の 性 ， 性

教育へ の 道 ，性教 育と性医学 ， と い う観 点か ら，

わ れわ れが本学 で行つ て い る性 医学講義の 一端 を

被露し て み よ うと思 う．性医学の 体系化に
一

助 と

もなれば望外 の 幸せ で ある．

1． ヒ ト，そ の 集団 ど個体の 性

　 ヒ ト の 性 に どの よ うな 位置づ けを し， どの よ う

な価値判断をす るか は，本来完金 に ヒ ト それ ぞれ

の 個性 に 帰属す る もの で あ る。個体 の 性は そ の個

体 に の み従属的で あ る筈の もの が，生物で ある個

体が集団 を形成 す る ， と い う生物学的特性が ある
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限 り， 性 も個体 に 対す る と同様 に そ の 個体が属す

る 集団 に も帰属す る よ うに な る ．集団 の 数が増 し
，

集団 自体 の 多様化 は 個体従属的で ある筈 の 性に も

必然的 に 多様化現 象を惹起す る こ と に な る．性 の

個体へ の 従属は 理念 と行動を共に した もの で ある

か ら，集団に 従属す る 性 に も理 念 と行動 の 多様化

を伴 な う．多様化が激 し くな れ ば ， 集団 の 維持 は

著し く不 都合に な る．集団 の 維持 の た め に は
， 性

を contro1 す る こ とが 最 も都合 の よ い 乎段 で あ

る 。なぜ な ら ヒ トの 集団維持ある い は集団 の 分裂

増殖現象 と性 は 不 分離 の 関係 に ある か らで ある。

し か し集 団が群 集で あ る か 公衆 で あ る か に よ つ

て
， 性 の もつ 重要 性 は異 な つ て くる 。し た が つ て

集団 の 多様化を 防 ぐた め に 最も手近か で 効果的 な

こ とは
， 群集を相手に性 を制御す る こ とで ある 。

他方戦い は 集団の 分裂増殖を防 ぐも う
一

つ の 手段

で あるが，戦 い を始め る に 当つ て は ， どの 集団 で

も殆 ど例外な く性を統御 して きた ．逆 に 戦い が終

結す る と
，

い ち早 く多様化 を示 すの も性で ある。

こ の よ うな際に み ら れ る 性 の 多様化は
，

一
つ は 集

団内 の 個体ご と に み られ る．集団特異的多様化 と
，

他 の
一つ は 集 団間の 疎通性 に よ つ て 惹起され る多

様 化で ある。 ヒ トは 多様化 の た び ご とに 知識 を集

積 し て きた．そ の 結果 ヒ ト は ， ヒ ト以外 の 霊長 類

との 間に 格段 の 知識差を つ げる こ とが で ぎた 。こ

の 知識の 集積が ヒ トの性 の 多様化 ， 殊 に 理念 と行

動 に 多様性を もた らせ た
4）．し か し反面 ，

ヒ ト に は

ヒ トの 性 の 多様化を 個体 に 合 つ た よ うに 制御 で ぎ

る だけ の ， よ り高度 な知識が まだ 十分備わ つ た と

は 言 えな い ．し か も性 の 多様化 とい う認識 さえ，

所謂欧米先進諸 国で 生ま れた の は まだ半世紀に も

な らな い 過去の こ とで ある ．西欧諸国で は 宗教的

な背景もあつ て ， 殊 に 性に 対す る偏見が強か つ た ．

例 えば
， 今日で は 目新 しい も の で もな い H ．Ellis

の 「性的倒錯」 は 1901年，猥褻 で ある と の 理 由で

発禁に な り， また 1938年に は ， New 　York で 妊娠

性病 ， 避 妊 ， 堕胎， 私生児 ， 売春 ， 黒人 と白人間

の 性交，離婚を 扱 う映画を
一

切上 映禁止処分 に す

る措置が と られ るな ど，例 は枚挙 に 遑が な い 程で

あ る t 飜 つ て
，

わ が 国 に お け る ヒ ト の 性 に つ い て

の 理 念は ，素朴か つ 鷹揚で あつ た ．し か し少 な く

と も明治以降は 急速 に 性 の 個 性化は 阻げ られ る よ

うに な り，生物学ある い は 医学 の 分野 と雖 ど もそ

の 難を免か れ る こ と は な か つ た 。謂わ ば ヒ ト の 性

の表 の 部分 ， 即 ち ヒ トの 生物学 的   aintenance の

み が強調 された の で ある． しか し，上 述の 如 く米

国 で み られ た よ うな，性 の 個性 化は 相 当早 い 時期

か らわ が 国で も起 つ て い る 。例 えば
， 小倉清三 郎

が主 宰 し た 相対会が
， 会員組織を通 じて 流布 した

「相対会研究報告，全 34巻」を通覧する と ，
ヒ トの

性 の 個体 に よ る差異が明暸に 浮 き彫 りに され て い

る こ とが わ か る e っ ま り，わが国に お ける 性 の 個

性化 に 対す る意識は 決 し て 乏 しか つ たわ けで は な

い
3 ）．そ れ ど こ ろ か 欧米諸 国に優る と も劣ら ざる

個性化 の 種は 播か れ て い た と い え る． し か も発芽

に適す る土壤は 十 分肥 えた も の で あつ た ．し か し

こ うし た 個性化 の 芽 は発芽 と同時に摘み と られ，

剰れ 肥沃 な土壤ま で 砂漠化 さ れ よ う と し た 。し か

し戦後今 まさ に 不 毛の 土 地 と化す直前，異 な る祉

会構造様式を もつ 集団 との 疎通性が み られ，その

社会集団で は ，既に 性 は個体 に 帰すもの で あ る，

との 理解が高ま つ て い る の を 知 つ た の で ある。W ．

Reichは 「性革命」を世 に 出 し て，性 の 個性化を促

す
一

方
22 ｝

，
Kinsey 　 et　 al ．「2）「3）

，
　 Master　 and

Johson15）｝17 ｝
，
　 Money 　et　 al ．19｝

，
　 Dickinson5 ），

Pietropinto　and 　Simenauer20），そ れに Lief に よ

つ て
14 ）

， 着実 に ヒ トの 性 を科学的 に解析 し て い る

こ とを知 らされた A 医学 の 領域で ，
こ れ ほ どま で

に彼我 の 較差がある こ と に 更め て 驚愕し
， 社会を

疎外 したわ が国の 医学教育の 在 り方 に 疑問を抱か

せ られ た の で ある e 遅 ればせ なが ら， 極 く最近 に

な つ て わが 国の 医学教育 の 中 で も ， や つ と 「性 の

個体帰属性」を認識 した 動 きがみ られ る よ うに な

つ た 。今後更に ヒ トの 集団，即ち社会か ら
一

時的

に せ よ 隔絶 され る よ うな ， 例 えぽ入 院加療を要す

る患者の 性を
， そ の 個体に 応 じ た 適切な医学的指

導が可 能な ら しめ られ る よ う．医学的知 見の 集積

が望 まれ る と こ ろ で ある．

　　　　 　　　2．性医学 へ の 道

　 ヒ トの 性行動 に は 理念ある い は理 性 と呼ばれ る

もの が 随伴す る． これが ヒ トの 性 行動 の 無形 の 原

点 で ある．ま た こ れ ら理 念や理 性が， ヒ ト集団に
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対 して 適合 性 を有す る か 否 か は 別 と し て も
6＞lfi）

，
ヒ

トの 性行動 は
， 大脳 活性 の 結果生ず る こ れ ら無形

の 産物 に よ つ て 何が し か の 糊御を受け て い る もの

で あ る
4）le）

。しか し時 に は こ の 無形 の 産物を 見失 つ

た り，実際に 産生 し な くなつ た りす る こ とがある。

そ の 時 の ヒ トの 性行動 は ， ヒ ト以外 の 動物の 性 の

目的 と同 じ よ うに 両 性 の 性器 の 結合 し か 残 らな

い
27｝2S ）

。大脳活性 の 無形の 産物 を有 す る ヒ トの 性

を ，
ヒ ト以外の 動物の それ と区別す るた め に ， 最

近で は Human 　sexuality と い う表現が用 い られ

て い る
7v24）．既述 の 如 く，性 は個 人 に 帰属す る もの

で あ る， との 認識 が高ま る に つ れ て
， 個 々 の 人間

に よ る性の 捉え方 の 多様 性が益 々 表面化す る傾向

がみ られ る よ うに な つ て きた
8）9）

．多様化す る ヒ F

の 性を分析す る と，現段 階で は 大略次 の よ うに 区

分す る こ とが出来 るだろ う．即 ち，1． ヒ ト以外 の

動物 に 共通す る性行動様式を もた らす性 ．2。特定

の 集団に 拘束 される 性 と他集団に も疎通性 を もつ

性。3．人種，所属す る社会構造様式 （政治的 ， 経

済的 ， 宗教的 ， 文化的 ， 歴史的等 々 ）か ら超越 し

た行動 patternsを 示す性 と，こ れ ら個 々 の 要因に

よ つ て 影響 された行動 patterns を受諾す る性．4．

教育ある い は調教 に よつ て変貌す る可 能性 の ある

性 と然 らざる性。5．Mass 　media に 適合性を示 す

性 とそれを拒絶す る性，で ある。 ヒ トの 性 は
， 性

学 （ある い は性科学）sexology と して ， 人類学的，

社会学的 ， 生物学的更に は 医学的に 広 い 範囲の 学

問体系の 接点と し て の 性 と
，

ヒ ト以外 に は 考 え ら

れ な い 性 の 存在 目的を追究す る，二 つ の 大きな方

法論上の 違 い に よつ て ， 帰結す る処 が二 つ に 別れ

る。
…・

つ は populat沁n　maintenanCe の み に 係わ

る性 で あ る．こ れは ，子 々 孫 々 に 引ぎ継 がれ る性

質の もの で あつ て ，時間的，空間 的な影響を 受け

な い 性で ある。こ うした個 々 の reproductlon を通

し て 語 られ る ヒ ト の 性 の 原点は
，

ま ず再生産性を

ど の よ うに 方 向づ ける か ， とい う点 に絞 られ て く

る。自然科学的に は ，
ヒ ト の τeproductive 　biology

の 問題 で あ る A し か し 他方，わ れわ れ が human

sexuality お よ び human 　sexual 　behaviorを考 え

る 際に ，reproduction 　behavior以外 の 共通 の 性が

あ る の か どうか ，あ る とすれぽ どの よ うな性 な の

か ， と い う点が最 も関心 を呼ぶ と こ ろ で あ る。既

述 の 如 く ，
ヒ ト の 性 の うち 集団特 異的 な 醸 は

，

Kinsey　et　aL 以降欧米諸国で は可 成 り詳細 に研究

　されて い る
S］2U ｝2S）。しか し現時点 で は 既 に ヒ トの 性

に 対す る視点 は 個体 の 性 に移 され よ うとし て い

　る，
一

方わ が 国で は 今な お ヒ ト集団 とし て の 性が

研究対象で あ り， しか もそ の 大部分は 西欧諸国で

用い られ た方法や 成績が直 ち に 日本人集団に 当て

　は まる とい う理解が先行 し て い る．わ れわ れ 医学

　の 領域 に携わ る もの ，就中産婦人科学を 主領域 と

す る もの に は，ヒ トの 性は reproductive 　medidne

　に よ つ て 大部 分が対応可 能で あ る ， と い う謂わ ば

古典的な発想があ る．そ れ は 今 日的な性 へ の 対応

　策 に は 邪魔 に な りこ そすれ決 して prospective な

　もの とは言 い 難 い ．仮 え reproductive 　rnedicine

　の 知見が進展 し よ うと も，
ヒ トの 性 へ の 対応 と し

　て は reprospective で あ る と 言 わ ざ る を 得 な

　い
3）。他の 一つ は mass 　media との 対応 と い う点で

　あ る。 ヒ 1・の 性は 疑 うべ くもな くヒ トの 興味の 対

　象で ある ，しか もそ の 興 味に は幾段 階に も分け ら

　れ る ， 謂わば
”

grading
”

が ある 。換言す る と単 に

　外性器 の 性 差に 対す る primitiveな 興味か ら ， 集

　団 へ handicappedな る が 故 に 適合性 を もち得 な

　い ヒ ト に 対する ， 精神的 ， 肉体的援助 と い う形 で

　の 性知識 の 集績 ま で
18）23）

， その 内容 は 千差万別 で

　ある．し か し知識の 集績 とは い うもの の ， それ ら

　の 殆 どは今 尚乗知の 部 分が多 く， しか も ， も と も

　 と 「自己 の 性経験」 と断片的な性知識 の もち合わ

　せ しか な い
一一ma大衆を対象 に 情報 を交換す る の で

　ある か ら， 系統的 な情報分析能力や手法に は 限界

　が ある ．結果的 に は情報 が科学的に 妥当か否 か 未

　知の ま ま に ， 得られた 成績 は 無意識 の うち に 固定

　化 し
， そ の あげ く性に 対す る 疎外感を抱 か せ た り，，

　「他人 と同 じで なければ な らな い 」と い う自己強迫

　的 概 念 を 植 え つ け て し ま つ た りす る．Mass

　 media に よ る 性 は 決 し て 個 々 の ヒ ト の 性 を対 象

　 に した もの で もな く，採用す る に 足 る 「ヒ トの 集

　団の 性」か ら得 られた 情報 で もな い
， とい うの が

，

，巷間 に 見受 ける性清報 を分析 し た 結果，著者 らが

　得た 認識 で ある．し か し外国殊 に 米国で は こ の よ

　 う な mass 　 media に よ る 性 分析 が 盛 ん で あ
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る
21 ）25 ）。 し か もそれ ら の 成績 は 間髪 を入 れず に わ

が国に 持 ち込 まれ る。必然的 に わ れ わ れ の 母 国語

に は 馴み の 薄 い 性用語が 国中に 蔓延す る よ うに な

つ た。そ の 結果われ わ れ同業者 の 中で も混乱 を来

た し
，

ま た 同業者 とそれ以外の 老 との 間 の 意志疎

通性 は益 々 阻害 され る よ うに な つ て ぎた 。そ の 正

否 は別 と して ，性知識 ぱ 医師 と医師以外の 者 に対

し て 同格的な存在で ある ．性用語は 両者 を 同じ よ

うに 混乱 させ る可 能性 を もつ て い る ．こ れ は わ れ

わ れに とつ て 脅威 で あ り， 見方に よつ て は不率 な

こ と で あ る e ま た 性情報に接する機会や そ の 時期

は
， 概し て 性を研究対象 とす るわ れわ れ の 同業者

を除 い て
， 彼 らの 方が 多 く且 つ 早 い よ うで ある 。

し か も巷間 の 性情報に 医学的見地 に 立 っ 見解や 解

説が 加え られ る こ とが少 な い 。仮 りに 加 え られ る

と し て も human 　sexuality を専 門 と す る 者に よ

る よ りも， 従来 の reproductive 　medicine だ け の

専門家で あ る場合 が大部分で あ る． ヒ トの 場合，

前述 の popu ］ation 　maintenance だ け が 医学で 取

扱わ れ る べ き性 で な い こ と は 今日の 世 の 趨勢 か ら

み て 明 ら か で ある．当然 の こ と なが ら reproduc ・

tion　mechanisms が明 らか に され る こ とは ，逆 に

それ を避 ける方法 も明 らか に な る こ とで ある ． ヒ

ト 以 外 の 動物の reproduction は ヒ ト th：　control

す る こ とが で きるが，ヒ トが ヒ トの reproduction

を 自分 の 手で control す る に は それ な りの 理由付

けとそれ を確実な らし め る 理 性 とが要 求 され る．

単 に mechanism と し て reproduction や

contraception とい つ た human 　sexual 　behavior

に つ い て 語 る だ け で は
，

ヒ ト の 現実生 活に とつ て

は机上 の 空論 に等 し い 。 こ れ らをどの よ うに 指導

す るか と い う問題，あ る い は また ヒ トの精神的 ，

肉体的な性 に 対す る理 由 づ けを，個体別に ある い

は 亦集団 と し て 検討す る と こ ろ に 医学の 介入 すべ

き大きな意義が ある と い え よ う．また
，

わ が国 の

置 か れ て い る資本主 義社会で は ， mass 　Inedia に

適 合す る 性 は 恰 も commercial 　message と 同様

に ， ヒ トの 集 団に appeal す る もの で な けれ ぽ な

らな い と い う大前提があ る． しか も対象が公 衆で

ある よ りも群集で ある こ と の 方が よ り効 果的 で あ

り好都合で ある e 医学が採 り ．とげる ヒ ト の 性 の 研

究成果が如何に 高邁な もの で あつ て も，そ れ を ヒ

ト に 還元で きる か ど うか は そ の 手段 ， 目的に 依 る

もの で あ り ， それ ら に 目を瞑 る よ うで は
， そ の 成

果の 価値は 薯 し く低減する とい わ ざ る を得 な い 。

誤解を招 ぎか ね ない ヒ トの 性ある い は性行動の 側

面は
， 資本主 義的合理性 に 依 る部分が大 きい ．こ

の 事 は 医学 が群衆 に も公衆に も等 し く果実を分け

与えなけれ ばな らな い ， とい う理念 に もそむ くこ

と に な る。

　　　　　　　3。　tl生Ut育と t性医学

　 性を通 し て ， 両者は 共 に ヒ トの 集団，即ち入間

社会へ の 係わ り， ある い は また個体間お よ び個体

と集団 との 適合性の 問題 に視点を置 く， とい う点

で 共通 の 理 念に 立 脚 し て い る η 11 ）。し か し性教 育

は ，謂わぱ性意識の 発達途 上 段階に お ける ヒ ト個

体 ある い は そ の 集団に 「教 育」 と い う理念 と手段

に よ つ て ，適合性を 与 え ， ある種 の 規範 の 中で そ

れ が正 常に 作動す る よ うに 働 ぎか け る意図 的な も

の で あ る．こ れ に対 して 性 医学 は ，学 問 として不

変の 知見を以つ て ，
ヒ ト個体間ある い は 個体 と集

団の 間に 生ずる 良好 な精神的 ， 肉体的関係を保持

し
， ある い は 改善す る た め に必要な性 お よ び 医学

的知識 を交換す る も の で ある
14）19｝26）。 し か も対象

とな る個体 お よ び 集団 は 必 ずしも性意識 の 発展段

階に 捉わ れ な い ．
一

方性教育で は
， 歴史的 ・文化

的 ・宗教的基盤 に 立 つ て ，倫理 的，道徳的抑止力

と し て 存在価値 の 位置づ けがみ られ る
11｝。わ が国

の よ うに
，

一
般的 に 法治国 で は 社会秩序 の維持 は

定め られ た 法に 基づ く．法 に 従わ な い 行為は 「不

法行為」 と呼ばれ るが ， 社会規範や，教育理念に

背 く行為 は非行 と 呼 ばれ る．厳密に は 法律行為 の

対象 とな る年齢 あ る い は 個体 の 諸条件 に よ つ て

「非行」 か 「不 法行為」 か は 区分される もの で あ る

が
27｝2s）

，
「非 行」が 「不法行為」 よ りも優先且 つ 広

い 概念を 有す る．従来 の 性教育は
， 解剖学的な性

差を教え，そ れ を基盤 とす る reproductive 　 biel−

ogy を ヒ トの それ に置 き替えた も の で あ つ た ． ヒ

ト の 性 と ヒ ト以外 の 生物 の reproduction 　 me −

chanism を 同 時に 扱 い な が らそ の 中か ら ヒ ト に

係わ る点 を明 らか に し ， 如何に し て個人な らび に

そ の 個人が 属す る社会を 「正常」 に維持す るか を
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指導 し て きた ． こ の 点性教 育は 繍人 よ りも集団 の

維持に 力 が注がれた とも言え る．また そ こ で 為 さ

れ る精神面 の 教育は 集団 の た め の 規律 に他 な ら な

い ．観点を変え て 性教育を受け る で あろ う年齢層

に つ い て 眺め る と，わ が国 で は 集団に 対 し て 個入

が 係わ る こ と の 出来 る （法的責任の 発生）年齢を

満 20歳 と定め て い る．同じよ うに 未婚状態で あつ

て も満 20歳に 達 し て な けれ ば性非行 と呼ば れる も

の で も，満20歳に達 し て お れぽ不 法行為で もな く

勿論性非行 とも呼 ばれ な い ．こ れは 法の 定め る成

人 の 意味が 大 きい こ と を示す も の で あ る．し か し

今仮 りに 16歳の 未婚女性 が妊娠 した 場合 ， そ の ま

ま未婚で おれ ば直ち に非 行の レ ッ テ ル を貼 られ る

が ， 結婚すれ ば逆 に 民法 753条 に よ つ て 成人 に達 し

た もの と見做 さ れ ， 非行で ある ど こ ろ か 世聞で は

「幸せ な女性」とい うよ うな見方 さ えされ る．医師

の 目か らみ て 幸せ か ど うか
， 単に 非行の レ

ッ テ ル

を免か れ る こ と が そ の 女性の 長い 将来に とつ て 利

益 に な る の か ど うか，な ど精神的 ・肉体的 ・社会

科学 的に 考 え．て み る必 要性 は な い だ ろ うか
2）、別

の 観点 か ら ， 性教 育 は ヒ ト の sex −span の lunior
な部分を 担当す る と い え る よ うで ある．Juniorと
は何 も年齢が低 い こ とや未熟で ある，と い うの で

はな く，或 る物に 将来は引継がれ て い く段 階， と

い う意味 で あ る．所謂性教育 の 理念か ら逸 脱 し た

もの ，性教育で は 及ばな い と こ ろ に ある もの ， 教

育 と法 とで 代表 され る社会学的 ， 人 類学的 な問題

な どは全 て senior な もの と解す る こ とが 出来 る．

更に
， 上述 の 如 く民法で は 年齢区分ある い は 自己

を含め た男女両性 に よ る最小単位の 集団を作る こ

と に よ つ て 社会へ の 適合性 を 判断 して い る． しか

し ヒ ト 集団へ の 適合性 の 有無 は法律で 定め られた

もの の 他 に ，精神 的あ る い は ま た 肉体的 な欠 落

（Handicapped）に よつ て も規定され る
2）le）17）

．適合

性を欠 く原 因が医学 と深 い 係わ りを もち ， しか も

適合性 の 欠 落 の 側面が 性で ある な らば，医学 は そ

れ を通 し て そ の 個体が集団適合性 を獲得で きる よ

うに 援助す る責務が ある．そ の た め に 知識を集積

し
， 最 も効果的 に援助 し うる方策を 覓 出 そ うとす

る の が性 医学 の 根幹で あ り， 性 医 学は 医学を基盤

とし て 広 く ヒ トの 性を考 え， ヒ ト個体 な らび に そ

の 個体 の 集団適合性を論ず る分野で ある ， と言 い

換 える こ ともで きる。また 件 医学は 性学 sexology

だ けで もな い
n 常に 医学 に 立脚 し た もの で あ り，

ヒ ト の 性を対 象 と した人間科学 で あ る，とわ れわ

れは 考 えて い る．性医学 に は Sexual　 Medicine，

Medical　Sexologyある い は Medical　Aspects　of

Human 　Sexualityな どと呼ぽれて い る が
， 母国語

で ない 用語を敢えて 用 い るな らぽ Human 　 Medi −

cal 　 Sexualityある い は Medical　 Sexuality　 of

Human 　Scienceと呼びた い と こ ろ で ある。

　　　　　　　　　 ま　と め

　 ヒ ト と ヒ ト以外の 生物 と の 最 も大 きな相違点の

1つ は個体 と集団 と の 係わ り方 に あ る。 ヒ トは個

体 同志 の ，あ る い は 個体 と集団 との 係わ りの 中で
，

益 々 個性化す る性 の もつ 意義を考 え，精神的 ・肉

体的に勗 揚 （Aufheber1）す る．性医学 の 対象は ヒ

トで ある ． ヒ トの 性を通 し て ， 個体 間ある い は 個

体 と集 団 との 適合性を維持 しある い は 適合性を得

さ し め るた め に ， 医学的視野に 立 つ て 研究，応用

を 目的 と し た 人間科学 の
一一

分野で あ る。人間科学

に は 自然科学 の み な らず社会科学 ， 人文科学 の 知

見 も重要 な学 問基盤 で あ る。肉体的 life・span が個

人特性 で ある よ うに精 神的 life−span も個人特 異

的で あ り，両者 は また 集 団特性 とも密接 に 係わ る．

ヒ トは 精神病理環境 と不 分離で ある．性 医学を扱

うに は 産婦人科学 が他 の い ずれ の 学 問領域 よ りも

手近か で あ る。し か し最 も優れて い る か ど うか は

疑問で あ る．本篇 で は 性医学 の 対象 と 目的を総論

的に 述べ て み た ．人間科学の 重要な
一

分野 と して

今後体系化が望 まれ る と こ ろ で ある．
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