
水
島

朝
穂

著

『
ベ

ル
リ

ン

・
ヒ

ロ
シ

マ
通

り
』

(中
国
新
聞
社

・
一
九
九
四
年
)

森

英

樹

一
 
本
書
を
開
く
と
、
ま
ず
六
頁
に
わ
た
っ
て
グ
ラ
ビ
ア
写
真
が

あ
る
。
そ
の
中
に

「旧
東
ベ
ル
リ
ン
側
か
ら
見
た
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル

ク
門
」
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
著
者
も
写

っ
て
い
る
。

一
九
七
九
年

一
一
月
撮
影
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
収
録
写
真
の
中
で
は
一
番
古
い
。

こ
の
写
真
を
見
て
、
評
者
に
は
思
い
出
す
こ
と
が
あ

っ
た
。
こ
の
ベ

ル
リ
ン
へ
の
旅
の
前
か
後
か
は
忘
れ
た
が
、
著
者
が
、
当
時
フ
ン
ボ

ル
ト
奨
学
研
究
員
と
し
て
ド
イ
ツ
に
滞
在
中
の
私
を
突
然
訪
ね
て
く

れ
た
こ
と
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
私
の
受
入
れ
先
で
あ

っ
た
ハ
イ

デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
法
学
部
に
ふ
ら
り
と
あ
ら
わ
れ
、
不
在
と
わ
か
る

と
受
付
の
職
員
か
ら
私
の
住
所
と
電
話
番
号
を
聞
き
だ
し
、
夕
刻
に

私
の
宿
舎
に
や
っ
て
き
て
、

一
宿

一
飯
の
客
と
な
っ
た
の
が
、
若
き

日
の
著
者
で
あ
っ
た
。
た
し
か
博
士
課
程
二
年
で
論
文

「西
ド
イ
ツ

緊
急
事
態
法
制
の
展
開
」
(法
時
五

一
巻

一
〇
号

・
一
九
七
九
年
)

を
発
表
し
て
後
、
そ
の
続
編
を
ま
と
め
る
た
め
の
資
料
を
求
め
て
の

訪
独
だ

っ
た
と
思
う
。
元
気
の
よ
い
、
も
の
お
じ
し
な
い
、
貪
欲
で

好
奇

心

い

っ
ぱ

い
で
、

忙

し
く
現

れ

て
は
消
え

て

い
く
と

い
う
、

い

か
に
も
彼

ら

し

い
訪
問

で
あ

っ
た
。

私

の
と

こ
ろ

か
ら
、

当
時

ギ

ー

セ

ン
大

学
教
授

で
あ

っ
た

ヘ
ル
ム
ー

ト

・
リ

ッ
ダ

ー
教

授

の
自

宅

に
、

こ
れ
ま

た
突

然

の
電
話

を
入

れ
、

か
な

り
ブ

ロ
ー

ク

ン
な
ド

イ

ツ
語

で
ア
ポ

イ

ン
ト
を

と

っ
て

い
た
場

面
が
、

い
ま

で
も
記

憶

に
あ

る
。

多

少

ド

イ

ツ
語

会

話

に
慣

れ

て

も
、

電

話

で
話

す

の
は

い
さ

さ

か

や

っ
か

い
だ

と

思

っ
て

い

た

私

に

は
、

こ

れ

は

ひ

と

つ
の

カ

ル

チ

ャ
ー

・
シ

ョ

ッ
ク

で
あ

っ
た
。

本
書

に

は
帯

が

つ

い

て

い

て
、

「
“
旅す

る
学

者
”
の

平

和
憲

法

論

」

と
題

し
た
山

田
洋

次
監

督

の

一
筆

が
あ

る
。

ド

イ

ツ
で
、

と

い

え

ば
、

こ
の
監
督

の

「
寅

さ
ん
」

映
画

を
ド

イ
ツ
語

ふ
き

か
え

で
見

た

こ

と
が
あ

っ
た
。

何

作
目

だ

っ
た

の
か
も
、

そ

の
内

容
も

す

っ
か

り

忘

れ
た
が
、

例

の

「
私
、

フ
ー
テ

ン

の
寅

と
発

し
ま
す
」

と

い
う

決

ま

り
文

句

の

「
フ
ー
テ

ン
 
(
瘋
癲
)
」
を
、

Z
ig
e
u
n
e
r
 と

ふ
き

か

え

て

い
た

の

に
は
、

最

初

は
笑

っ
て

し
ま

っ
た
が
、

あ
と

で
考

え
さ

せ
ら

れ
た

の

で
、

よ

く
覚

え

て

い
る
。

周
知

の
と

お
り

ツ
ィ
ゴ

イ
ナ

ー
と

は

「
ジ
プ

シ
ー
」

の
ド
イ

ツ
語

だ

が
、

ジ

プ

シ
ー
が
 E
g
y
p
t
ia
n
 
(
エ
ジ

プ

ト

人
)
 を
語

源

と

し

た

「
エ
ギ

プ

ト

か
ら

来

た
 
(
ら
し

い
得

体

の
知

れ

な

い
)
 人

」

の
意

味

で
あ

る

の
に
対

し
、

ツ

ィ
ゴ
イ

ナ
ー

は
、

イ

タ
リ

ア
語

の
ツ

ィ
ン
ガ

ロ
と

と
も

に
、

古

代

ギ
リ

シ

ャ
の

「
異
教
徒
」

を
意

味
す

る
ア

ツ

ィ

229



書 評

ン
ガ

ニ
に
由

来
し

て
お
り
、

少
数

者

蔑
視

的

ニ

ュ
ア

ン
ス
が

よ
り
強

く
し

の
び

こ
ん

で

い
る
。

ジ
プ

シ

ー

の
人

々

は
自

身

を
、

彼

ら

の
言

葉

で

は

「
人
間

」

を
意

味

す

る
 r
o
m
 と

か
 r
o
m
a
 と
呼

び
、

ジ

プ

シ
ー
と
も

ツ

ィ
ゴ
イ

ナ

ー
と
も

ボ

ヘ
ミ

ア

ン
と
も
言

わ

な

い
。

自

ら

を

「
ツ

ィ
ゴ
イ

ナ

ー
」

と
ふ
き

か

え
ら

れ
た
寅

さ

ん

に
は
、

少

数
者

と
し

て

の
哀

愁

を
伝

え

る
役

ま

わ

り
が
あ

っ
た

の
か
も

し
れ

な

い
。

こ

の
ツ

ィ
ゴ
イ

ナ

ー
が

ナ
チ

ス

の
手

で
絶

滅
政

策

の
対
象

に
さ
れ
、

五
〇

万
人

も
処
刑

さ

れ

た
歴
史

を

も

つ
ド
イ

ツ

で
、

寅

さ
ん

が
切

っ

た

ド
イ

ツ
語

の
口
上

は
、

観
客

の
笑

い
の
対
象

に
は
な

り

に
く

か

っ

た

ろ
う
。

と
も
あ

れ
、

国
境

を
問

わ
な

い

「
人
間

」

と
し

て

の
う
め

き

に
敏

感

な
著
者

が
、

そ

の
感
性

を

ア

ン
テ
ナ

に
し

て
、

と
も

す
れ
ば

政
治

の
奔

流

の
影

で
見
え

に
く
く
な

り

が
ち

な
市
井

の
人

々
の
心

に
自

ら

の
心

を
重

ね

つ
つ
、

歩

い
た
先

々
で

「平

和

」
を
考

え

て
き

た
小
論

を

ま
と

め
た

の
が
、

本
書

で
あ

る
。

タ

イ

ト

ル
は

メ
イ

ン

の
話

題

か

ら

つ
け

ら
れ

て

い
る
が
、

旅

し
た
先

は

ベ
ル
リ

ン
だ
け

で

は
な

い
。

「
平

和
」

を
考

え

行

動

す

る
人

々

の

い
る
と

こ

ろ
、

ド
イ

ツ

の
各

地

か
ら
日
本

の
各

地

に
及

ぶ
。

旅

を

し
な

が
ら
、

社
会

や
政

治

の
表

層
部

に
目
立

つ
形

で
浮

か
び

上

が

っ
て
き

た
憲
法

事
象

を
素

材

に
ま
と

め
た
著
作

は
、

こ
れ
ま

で

も

あ
ま

た
あ

っ
た
。

そ

う

で
は
な

く

て
、

あ

ま
り

目
立

ち

は
し
な

い

が
、

平

和
憲

法

の
精
神

と
そ

の
息

づ

か

い
を

同

じ
く

す
る
人

々

の
、

多

く

は
さ

さ

い
な

政
治

や
社
会

や
裁

判

の
動

き

を
敏
感

に
キ

ャ

ッ
チ

し
、

そ
う
し

た
動

き
を
担

う
-
永

六
輔

ふ
う

に
言

え
ば
-
無

名

人

・
普

通
人

た

ち

の
中

に
わ

け
入

っ
て
、

そ

の
空

気

の
中

で
呼
吸

し

な
が

ら
書

か
れ

て

い
る
点

が
、

本
書

を

生

き
生

き
と

き
わ
だ

た

せ
て

い
る
。

ま

こ
と

に
 (憲
)
 法
社
会

学
的

ル
ポ

ル
タ

ー
ジ

ュ
と
呼

ぶ

に
ふ

さ
わ

し

い
。

二
 

本
書

は
全

五
章

か
ら

な

る
が
、

タ

イ
ト

ル
と
も

な

っ
た

「第

一
章
 

ベ
ル
リ

ン

・
ヒ

ロ
シ

マ
通

り
」

が

や
は

り
格
段

に
お
も

し
ろ

い
。
話

し

は
、

旧

日
本

大

使

館
 
(現

・
日

独

セ

ン
タ

ー
)
 前

の
グ

ラ
ー

フ

・
シ

ュ
ペ
ー
通

り

が

一
九

九

〇

年

九

月

に

「
ヒ

ロ
シ

マ
通

り
」

に
、

翌

月

に
は

こ
の
通

り

に

つ
な

が

る
グ

ラ
ー

フ

・
シ

ュ
ペ
ー

橋

も

「
ヒ

ロ
シ

マ
橋
」

に
改
名

さ

れ
た

と

い
う
、

ド

イ
ツ

で
も
日
本

で
も

そ

の
事

実
だ

け
が

さ

さ
や

か
に
報
道

さ
れ

た
で

き
ご

と
を
、

そ

の
背
景

に
わ
け
入

る
と

こ

ろ
か
ら
始

ま

る
。

九
〇
年

夏

と

い
え
ば
評

者

も

ド
イ

ツ

に

い
た
が
、

ベ

ル
リ

ン
の
壁
崩

壊

か
ら
統

一
に
至

る
激

流

の
さ
な

か

に
あ

っ
て
政
治

の
表
層

部

を
追

う

の

に
忙

し
く
、

こ
の

で

き
ご

と
は

知

ら
な

か

っ
た
。

だ

が
著

者

は
、

「
な
ぜ
、

こ

の
時
期

に
、

ま
た

ド
イ

ツ

の
ベ

ル
リ

ン
に

『
ヒ

ロ
シ

マ
』

を
冠

し

た
通
り

や

橋

が
生

ま

れ
た

の
だ

ろ
う

か
」
と
自

問

し
足

を
運

ぶ
。

そ
し

て
、

一

九

八

五
年

に

ベ

ル
リ

ン

・
テ

ィ
ア

ガ

ル

テ

ン

区

の

「
オ

ッ
ト

ー
公
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園
」

で
市
民
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
平
和
祭
典
が
開
か
れ
、
そ
の
時
に
こ

の
公
園
を

「ヒ
ロ
シ
マ
公
園
」
に
改
名
す
る
よ
う
提
案
し
た
の
が
起

点
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
つ
き
と
め
る
。

こ
の
要
求
は
、
「広
島

・
長
崎
平
和
都
市
連
合
」
へ
の
区
の
加
盟

を
求
め
る
運
動
と
も
な
っ
た
が
、
区
議
会
は
、
こ
の
都
市
連
合

へ
の

加
盟
を

一
票
差
で
可
決
し
た
け
れ
ど
も
、
改
名
は
可
決
で
き
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
こ
の
市
民
運
動
は
、
「
ヒ
ロ
シ
マ
通
り
」
と

「
ヒ
ロ
シ

マ
橋
」
実
現
に
の
り
だ
す
。
改
名
実
現
に
ま
で
五
年
を
要
す
る
そ
の

プ

ロ
セ
ス
の
解
明
は
、
区
議
会
議
事
録
や
関
係
者
の
演
説
草
稿
に
ま

で
目
を
通
し
て
お
り
圧
巻
で
あ
る
。
な
に
よ
り
も
ね
ば
り
強
い
市
民

運
動
が
実
現
の
担
い
手
で
あ

っ
た
。
問
題
の
通
り
や
橋
は
、
旧
枢
軸

諸
国
の
大
使
館
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
グ
ラ
ー
フ

・
シ
ュ
ペ
ー

と
い
う
第

一
次
大
戦
期
の
海
軍
中
将
の
名
を
冠
し
た
の
が

一
九
三
三

年

の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
第
二
次
大
戦
後
変
更
で
き
な
か
っ
た
だ

け
に
、
こ
の
改
名
要
求
に
込
め
ら
れ
た
市
民
の
歴
史
的
責
務

へ
の
思

い
が
う
か
が
え
る
。

「な
ぜ
こ
の
時
期
に
」
と
い
う
著
者
の
自
問
に
は
、
市
民
運
動
の

リ
ー
ダ
ー
に
対
す
る
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
や
、
統

一
前
後
か
ら
勃
興
し
て

き
た
極
右

・
共
和
党
と
改
名
推
進
勢
力
と
の
区
議
会
に
お
け
る
激
し

い
論
争
な
ど
を
通
し
て
、

一
九
八
九
年
一
一
月
か
ら
の
ド
イ
ツ
の
激

流
を
め
ぐ
る
抗
争
が
、
か
え
っ
て
こ
の
改
名
問
題
の
本
質
を
あ
ぶ
り

だ
し

た

こ
と
が
、

堀

り
起

こ
し

た
事
実

を
紹

介
す

る
中

で
、

さ
り
げ

な
く
語

ら

れ
る
。

こ
の
さ

り
げ

な
さ
が
、

こ

こ
ろ

に
く

い
。

こ
う

し

て
話

し
は
、

旧
東

独

の
改
名

問
題

に
移

る
。

旧
ソ
連

・
東

欧

圏

の
地
名
変

更

は
、

と

も
す

れ
ば
体

制
転

換

に
よ

る

「東

」

か
ら

の
決
別

の
、

時

に
は

ヒ

ス
テ
リ

ッ
ク

な
あ

ら
わ

れ
と
受

け
と
ら

れ
や

す

い
が
、

著

者

の
視
線

は
そ
う

で

は
な

い
。

地
名

と

は
本

来

「
長

い

間

に
形
成

さ
れ

て
き

た
そ

の
地
域

の
文

化

の

一
つ
」

で
あ
る

か
ら
、

そ
れ

を
無
視

し

た
政
治

家

の
名

を
、

し

か
も
上

か
ら
定

め
た

こ
と
が

問

わ
れ
た

の
だ

と
見

る
。

そ
う

言
え
ば

確

か

に
、

旧
東

独
都
市

な
ら

ど

こ

に
で
も
あ

っ
た

「
カ
ー

ル

・
マ
ル
ク
ス
通

り
」

は
、

次

々
と
旧

名
な

ど

に
改
名

さ

れ
た
が
、

た
と
え
ば

ト
ゥ
リ

ア
ー

に
あ
る

マ
ル
ク

ス
の
生
家
前

の

「
カ
ー

ル

・
マ
ル
ク

ス
通

り
」

を
改
名

し
よ
う

と

す

る
地

域

の
人

々

の
声

は
な

い
。

マ
ル
ク

ス
は

こ

の
町

が
生
ん

だ
誇

る

べ
き
巨
人

と

し

て
、

今

も
市
刊

行

の
案
内

パ

ン

フ
レ

ッ
ト

に
登

場

し

つ
づ

け

て

い
る
。

人

々
が
暮

ら
す

日
常

の
息

づ
か

い
の
中

か
ら

政
治

と
憲
法

を
観
察

す

る

と

い
う

著

者

の

こ

の
視

線

は
、

統

一
直

後

の

ベ

ル
リ

ン

・
レ

ポ

ー
ト

で
も

ゆ
る

が
な

い
。
あ

え

て
生
活

に
は
不
便

な
東

ベ

ル
リ

ン

側

に
住

み

「定

点
観

測

」
を
挑

ん

だ
著
者

は
、

市
民

生
活

の
さ
ま
ざ

ま

な
風

景

に
に
じ

む

「統

一
の
光

と
影
」

を

と
ら

え

つ
つ
、

そ

の
視

線

の
ま
ま

で
、

司

法
改
革
、

シ

ュ
タ
ー
ジ

問
題
、

国

防
軍
再

編
、

首
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都
移

転
、

憲
法

改
正

等

々
と

い

っ
た
政

治
的
表

層

に

お
け

る
光
と
影

を
も

射
貫

く
。

「第

二
章
 

ド

イ

ツ

に

お
け

る

『
核

』

と
平

和
」

は
、

例

の
電

話

相
手

で
あ

っ
た
H
・
リ

ッ
ダ

ー
教
授

と

の
出
会

い
が
機
縁

で
、

そ

の

後

コ
ン
タ
ク

ト
を
と

る

よ
う

に
な

っ
た

旧
西
独

反
核

運
動

の

レ
ポ

ー

ト

で
あ

る
。

一
九

八
〇

年

の
ク

レ
ー

フ

ェ
ル
ト

・
フ

ォ
ー
ラ

ム
、

お

よ
び

八

八
年

の

「
日

独
平

和

フ

ォ
ー
ラ

ム
」

と

「平

和

の
た

め

の
裁

判

官

・
検
察

官

フ
ォ
ー

ラ
ム
」

の
こ
と

が
そ

の
中
心

で
あ

る

が
、

周

辺

に
赴
く

こ

と
も
忘

れ

て
は

い
な

い
。

八
〇

年

代

の
西
独

反
核

運
動

が
、

七
九
年

に
N
A
T
O
閣

僚

理
事

会

が
新
型

戦
域

核

ミ
サ

イ

ル
を

中

部

ヨ
ー

ロ
ッ
パ

に
配
備

す

る
旨
決

定

し
た

こ
と

に
端

を
発

し
、

ク

レ
ー

フ

ェ
ル
ト

・
フ

ォ
ー
ラ

ム
が
未

曽
有

の
反

核
運

動

の

「
最
初

の

一
突

き
」

に
な

っ
た

こ

と
は
よ

く
知

ら

れ
て

い
る
。

ま

た
再
度

の
高

揚

の
契
機

が
、

八
六
年

の
チ

ェ
ル
ノ
ブ

イ
リ
原

発
事

故

で
あ

っ
た

こ

と
も

記
憶

に
新

し

い
。

著
者

が

そ
う

し

た
節
目

を
的
確

に

レ
ポ

ー
ト

素

材

に
選

ん

で

い
る

の
は
、

さ

す
が

で
あ

る
。

そ

の
視

線

は

こ
こ

で

も
、

そ
う

し
た
運

動

の
現
場

に
う
ご

め
く
無

名

人

・
普

通

人

の
そ
れ

と
重

な

る
。

こ
う
し

て
徐

々

に

「
平
和

」
問

題

に

フ
ィ

ー

ル
ド

を
し

ぼ

っ
て
き

て

お

い
て
、

場
面

を

日
本

に
移

す
。

第

三
章

も
第

四
章

も
、

と

も

に

「
平
和
憲

法

を
考

え

る
」
を

主
標

題

と
す

る
が
、

前
者

は

「
『
原
点

』

か
ら

『湾
岸
』

へ
」
、後
者
は

「『国
際
貢
献
』
と
国
際
協
力
」
と
の

副
標
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
憲
法

の
平
和
主
義
を
と
り
ま

く
様
相
が
大
き
く
変
わ
っ
た
か
に
見
え
る
湾
岸
危
機

・
戦
争
が
、
い

ち
お
う
の
境
目
に
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
著
者
の
見
方
は
、
安
直
な

「時
代
は
変
わ
っ
た
」
論
に
与
し
な
い
。
著
者
と
の
共
同
労
作

『戦

争
と
た
た
か
う
』
(
一
九
八
七
年

・
日
本
評
論
社
)
 で
あ
ら
た
め
て

汲
み
だ
さ
れ
た
故

・
久
田
栄
正
教
授
の
反
戦

・
護
憲

へ
の
思
い
や
、

そ
の
久
田
理
論
に
学
ん
で
恵
庭
事
件
の
被
告
人
と
し
て
闘
い
、
そ
の

闘
い
を
通
し
て
今
は

「比
較
生
態
学
的
発
想
」
で
酪
農
業
を
営
む
野

崎
健
美
氏
と
の
対
話
な
ど
を
通
し
て
、
「生
活
権
と
し
て
の
平
和
」

と
い
う
憲
法
の

「原
点
」
を
注
視
し
た
上
で
、
人
々
の

「生
活
」
が

あ
る
か
ぎ
り
、
東
西

「冷
戦
」
が
終
わ
ろ
う

と
国
連
が
軍
事
的
に

「活
性
化
」
し
よ
う
と
、
こ
の
原
点
は
ゆ
ら
こ
う
は
ず
が
な
い
、
と

い
う
の
が
著
者
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
の
だ
ろ
う
。
『き
み
は
サ
ン
ダ
ー

バ
ー
ド
を
知

っ
て
い
る
か
』
(
一
九
九
二
年

・
日
本
評
論
社
)
 を
編

み

「
ニ
ッ
ポ
ン
国
際
救
援
隊
法
案
」
を
提
唱
し
て
話
題
を
呼
ん
だ
、

一
見
軽
や
か
な
足
ど
り
の
著
者
で
は
あ
る
が
、
そ
の
底
に
は
、
こ
う

し
た

「原
点
」

へ
の
熱
い
こ
だ
わ
り
が
あ
る
。

「第
五
章
 
平
和
憲
法
の

『現
場
』」
は
、
広
島
に
住
む
著
者
が
、

そ
こ
か
ら
各
地
の
地
方
紙
に
寄
せ
た
小
論
と
、
著
者
の
企
画
に
基
づ

き
広
島
大
学
の
学
生
が
訪
れ
た
沖
縄
の
旅
の
記
録
を
収
め
る
。
ド
イ
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ツ
か
ら
始
ま
っ
た

「平
和
憲
法
の
こ
こ
ろ
」
を
訪
ね
る
著
者
の
旅
は
、

こ
の
終
章
で
、
自
身
の

「生
活
」
現
場
に
た
ど
り
つ
く
、
と
い
う
構

成

で
あ
ろ
う
。

三
 
見
て
の
通
り
、
旅
す
る
著
者
の
赴
い
た
先
は
、
ド
イ
ツ
の
各

地
か
ら
北
海
道

・
広
島

・
沖
縄
の
各
地
に
及
ぶ
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
、

著
者
が
、
札
幌
学
院
大
学
か
ら
広
島
大
学
に
職
場
を
移
し
な
が
ら
ド

イ
ツ
研
究
と
平
和
主
義
研
究
に
取
り
組
ん
で
き
た
副
産
物
で
は
あ
る
。

し
か
し
、
赴
い
た
先
々
で
貪
欲
に
調
べ
、
自
己
の
研
究
に
と
り
こ
ん

で
し
ま
う
能
力
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
並
大
抵
で
は
な
い
。

「ま
こ
と
に
 (憲
)
 法
社
会
学
的
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ

ュ
と
呼
ぶ
に
ふ
さ

わ
し
い
」
と
述
べ
た
。
現
実
の
社
会
の
中
で
生
き
て
い
る
、
こ
う
し

た
平
和
憲
法
の
息
づ
か
い
を
ヴ
ィ
ヴ
イ
ッ
ド
に
伝
え
る
仕
事
は
、
時

代
が
時
代
だ
け
に
貴
重
で
あ
る
。
同
時
に
、
そ
う
し
た
社
会
的
生
態

を
ど
う
法
的
規
律
の
場
面
の
も
の
と
す
る
の
か
と
い
う
、
い
わ
ば
理

論
化
の
課
題
は
な
お
残
る
。
こ
の
点
は
、
「生
け
る
法
」
は
法
か
と

い
う
法
社
会
学
の
古
典
的
論
題
に
即
し
て
言
え
ば
、
法
の
同
意
性
の

契
機
と
権
力
性
の
契
機
の
統

一
の
問
題
に
も
つ
な
が
る
。
著
者
が

「あ

と
が
き
」
で
予
告
し
て
い
る
学
術
論
文
集
が
期
待
さ
れ
て
な
ら

な

い
。

(も
り

・
ひ
で
き
 
名
古
屋
大
学
法
学
部
教
授
)
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