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教
育
旅
行
に
お
け
る
平
和
学
習
を
考
え
る

公
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財
団
法
人
全
国
修
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旅
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協
会
　
理
事
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中
学
校
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会
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岩
瀨
　
正
司

東
京
大
空
襲

３
ヵ
月
間
で
市
街
地
の

半
分
が
焼
失
し
た
首
都

無
差
別
爆
撃

身近な視点から
「平和」を捉える

恒
久
平
和
と
核
廃
絶
祈
る

繰
り
返
さ
れ
た
原
爆
　

　
　

長
崎

年を振り返る
人
類
史
初
の
原
爆
投
下
　

　
　

広
島

「負の世界遺産」で戒め

都
市
焼
き
尽
く
し
た
焼
夷
弾
の
脅
威

戦
後

年

修
学
旅
行
の
始
ま
り

東
京
師
範
学
校
の「
長
途
遠
足
」

戦
前
・
戦
時
下
の
修
学
旅
行

戦
争
の
被
害
と
加
害

平
和
学
習
＝
平
和
の
心
を

持
っ
た
生
徒
を
育
て
る

修
学
旅
行
と
平
和
学
習

平
和
学
習
の
資
料
、史
跡
の

発
掘
、保
存
、啓
発
を
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本
年
は
第
２
次
世
界
大
戦
が
終

結
し
て

年
、
節
目
の
年
に
当
た

る
。
未
曽
有
の
戦
争
に
よ
る
惨
禍

を
経
験
し
た
私
た
ち
の
先
輩
は
、

二
度
と
戦
争
を
起
こ
し
て
は
い
け

な
い
と
い
う
強
い
決
意
の
も
と
、

平
和
国
家
日
本
の
建
設
に
邁
進
し

て
き
た
。

　
そ
の
結
果
、
今
や
世
界
有
数
の

経
済
大
国
に
成
長
し
、

年
前
の

日
本
か
ら
は
、
想
像
も
で
き
な
い

ほ
ど
の
平
和
で
豊
か
な
経
済
生
活

を
満
喫
し
て
い
る
。

　

年
に
も
わ
た
っ
て
平
和
な
状

態
が
続
い
て
い
る
こ
と
は
、
我
が

国
に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
、
世
界

的
に
も
稀
有
な
出
来
事
で
あ
る
。


年
間
一
度
も
戦
争
を
し
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
は
、
戦
争
に
よ
る

戦
死
者
が
一
人
も
お
ら
ず
、
外
国

の
人
を
戦
争
で
一
人
も
殺
し
て
い

な
い
こ
と
で
も
あ
り
、
こ
の
こ
と

は
広
く
日
本
国
民
が
誇
り
と
し
て

良
い
こ
と
で
も
あ
る
。

　

年
も
の
長
き
に
わ
た
っ
て
平

和
な
時
代
が
続
い
た
の
は
、
戦
争

の
惨
禍
と
平
和
の
尊
さ
を
す
べ
て

の
国
民
が
身
を
も
っ
て
体
験
し
、

望
ん
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
、
学
校
教
育
を
始
め
と
し
て
、

日
本
の
社
会
全
体
に
、
戦
争
の
惨

禍
を
繰
り
返
し
て
は
い
け
な
い
、

平
和
な
社
会
を
永
続
さ
せ
よ
う
、

と
い
う
大
き
な
流
れ
が
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
修
学
旅
行
の
歴
史
を
簡

単
に
紐
解
い
て
み
る
。

年
前
ま

で
は
学
校
教
育
は
国
策
推
進
の
基

盤
で
あ
り
、
「
人
格
の
完
成
を
目

指
す
」
と
い
う
現
在
の
日
本
の
学

校
教
育
と
は
異
質
の
修
学
旅
行
の

姿
が
あ
る
。

　
明
治

（
１
８
８
６
）
年
、
東

京
師
範
学
校
（
現
在
の
筑
波
大
学

の
前
身
）が
行
っ
た「
長
途
遠
足
」

と
呼
ば
れ
る
も
の
が
今
日
の
修
学

旅
行
の
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
る
。

生
徒
１
０
０
人
が
鉄
砲
を
携
帯
し

て
、
東
京
か
ら
銚
子
ま
で

日
間

に
わ
た
っ
て
徒
歩
遠
足
を
し
た
そ

う
で
あ
る
。
時
あ
た
か
も
明
治
政

府
は
「
富
国
強
兵
」
を
国
策
と
し

て
、
欧
米
列
強
に
負
け
な
い
近
代

国
家
つ
く
り
に
邁
進
し
て
い
る
時

期
で
あ
っ
た
。

　
学
校
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
心
身
の

鍛
錬
が
重
要
視
さ
れ
、
さ
ら
に
見

聞
を
広
め
る
こ
と
、
教
員
と
生
徒

間
の
人
間
的
交
流
を
深
め
る
と
い

っ
た
よ
う
な
、
宿
泊
を
伴
う
校
外

学
習
の
形
態
は
、
当
時
の
各
学
校

に
瞬
く
間
に
普
及
し
て
い
っ
た
。

や
が
て
「
修
学
旅
行
」
と
い
う
名

称
も
法
制
化
さ
れ
、
文
部
大
臣
訓

令
で
修
学
旅
行
の
奨
励
も
行
わ
れ

て
い
く
。

　
明
治
時
代
の
後
半
に
は
、
日
清

・
日
露
両
戦
役
の
戦
跡
を
訪
ね
る

満
州
・
朝
鮮
へ
の
修
学
旅
行
も
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、

大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
は
、
国

家
主
義
的
な
社
会
思
潮
の
影
響
を

受
け
て
、
国
防
意
識
、
敬
神
思
想

が
修
学
旅
行
に
も
色
濃
く
反
映
し

て
い
く
。
伊
勢
神
宮
や
明
治
神
宮

な
ど
の
神
社
仏
閣
参
拝
が
増
え
、

戦
跡
訪
問
や
軍
施
設
見
学
が
盛
ん

に
行
わ
れ
、
国
防
意
識
普
及
の
た

め
、
軍
も
学
校
に
協
力
し
た
。

　
そ
し
て
太
平
洋
戦
争
に
突
入
す

る
と
、
食
料
や
交
通
事
情
な
ど
の

悪
化
と
共
に
修
学
旅
行
を
実
施
す

る
余
裕
を
な
く
し
て
い
っ
た
。

　
平
和
の
た
め
の
戦
跡
訪
問
と
い

う
現
在
の
修
学
旅
行
と
は
全
く
異

な
っ
て
お
り
、
そ
の
対
極
に
あ
る

戦
争
の
準
備
や
遂
行
の
た
め
の
修

学
旅
行
が
、
戦
前
の
修
学
旅
行
で

あ
っ
た
。

　
戦
争
の
惨
禍
に
は
二
面
あ
る
と

考
え
る
。
一
つ
は
言
う
ま
で
も
な

く
そ
の
被
害
者
と
し
て
の
苦
し
み

と
悲
し
み
で
あ
る
。
先
の
大
戦
で

は
軍
人
と
民
間
人
を
合
わ
せ
て
３

１
０
万
人
が
亡
く
な
っ
た
と
言
わ

れ
て
い
る
。
近
代
の
戦
争
は
、
国

を
挙
げ
て
の
総
力
戦
に
そ
の
特
徴

が
あ
る
。
そ
の
た
め
非
戦
闘
員
と

さ
れ
て
き
た
一
般
の
民
間
人
も
例

外
な
く
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
、
多

大
な
犠
牲
を
払
う
こ
と
に
な
る
。

東
京
大
空
襲
を
始
め
と
す
る
無
差

別
爆
撃
、
広
島
と
長
崎
に
投
下
さ

れ
た
世
界
で
初
め
て
の
原
子
爆

弾
、
日
本
国
内
で
唯
一
地
上
戦
が

行
わ
れ
た
沖
縄
…
。

　
ま
た
戦
争
は
人
間
を
狂
気
に
駆

り
立
て
る
。
家
で
は
よ
き
息
子
・

夫
・
父
で
あ
っ
た
人
間
が
、
戦
場

で
は
正
気
で
は
あ
り
え
な
い
行
動

を
平
然
と
行
う
。

　
日
本
は
戦
争
に
よ
っ
て
多
大
な

被
害
が
生
じ
た
が
、
同
時
に
中
国

や
朝
鮮
を
始
め
と
す
る
ア
ジ
ア
の

国
々
と
、
米
国
を
中
心
と
し
た
連

合
国
の
人
や
国
、
地
域
に
計
り
知

れ
な
い
被
害
を
与
え
た
。

　
昭
和
６
（
１
９
３
１
）
年
の
満

州
事
変
か
ら
始
ま
る
中
国
と
の
戦

争
は
、
昭
和

（
１
９
４
５
）
年

の
日
本
の
敗
戦
ま
で
、
実
に
足
掛

け

年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
行
わ

れ
た
。
中
国
で
は
未
曾
有
の
犠
牲

者
が
出
て
い
て
正
確
な
数
字
が
未

だ
に
解
明
で
き
て
い
な
い
が
、
中

国
共
産
党
は
軍
人
と
民
間
人
を
合

わ
せ
て
２
１
０
０
万
人
以
上
が
犠

牲
に
な
っ
た
と
発
表
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
植
民
地
と
し
て
支
配
し

た
朝
鮮
の
人
々
に
対
し
て
は
、
そ

の
民
族
の
誇
り
を
奪
う
「
皇
民
化

政
策
」を
行
っ
て
き
た
。さ
ら
に
は

労
働
力
不
足
を
補
う
た
め
に
日
本

国
内
の
鉱
山
な
ど
の
危
険
な
場
所

で
働
か
せ
る
こ
と
も
し
て
き
た
。

　
戦
争
に
は
被
害
と
加
害
の
両
面

が
あ
り
、
平
和
学
習
に
は
そ
の
両

面
か
ら
の
指
導
が
必
須
で
あ
る
。

　
戦
争
の
惨
禍
と
平
和
の
尊
さ
を

伝
え
る
時
、
こ
れ
ら
加
害
者
と
し

て
の
日
本
国
お
よ
び
日
本
国
民
の

立
場
も
、
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
一
時
期
戦
争
へ
の
反
省
か
ら
日

本
の
加
害
の
面
を
強
調
し
過
ぎ

た
、
い
わ
ゆ
る
「
自
虐
史
観
」
が

論
議
を
呼
ん
だ
。
過
去
の
日
本
の

歴
史
す
べ
て
を
否
定
す
る
態
度
は

論
外
で
あ
る
が
、
一
方
で
日
本
が

犯
し
て
し
ま
っ
た
歴
史
的
過
ち
に

つ
い
て
は
、
生
徒
た
ち
に
正
し
く

理
解
さ
せ
た
い
。
ま
た
「
嫌
日
・

反
日
」
の
歴
史
的
背
景
や
原
因
に

つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　
そ
れ
こ
そ
が
真
の「
平
和
学
習
」

で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は

「
平
和
の
心
を
持
っ
た
生
徒
を
育

て
る
」
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　
公
立
中
学
校
の
修
学
旅
行
は
、

教
育
課
程
に
位
置
付
け
ら
れ
た

（
授
業
と
し
て
の
）
正
規
の
教
育

活
動
で
あ
り
、
管
轄
す
る
教
育
委

員
会
に
は「
修
学
旅
行
実
施
基
準
」

が
あ
る
。

　
全
員
参
加
、

時
間
（
２
泊
３

日
）以
内
、費
用
は
５
万
円
程
度
、

と
い
う
の
が
平
均
的
で
あ
る
。
そ

の
範
囲
内
で
、
学
習
内
容
や
目
的

地
、
実
施
期
日
な
ど
は
学
校
裁
量

と
な
る
が
、
昨
今
は
保
護
者
の
意

向
も
尊
重
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ

る
こ
と
も
多
い
。
東
日
本
大
震
災

の
被
災
地
を
訪
ね
た
い
と
い
う
学

校
側
に
対
し
、
原
発
な
ど
の
課
題

が
あ
っ
て
保
護
者
の
賛
同
が
得
ら

れ
な
い
と
い
う
悩
み
を
学
校
か
ら

聞
く
こ
と
も
あ
る
。

　
限
ら
れ
た
時
間
や
場
所
そ
し
て

費
用
の
中
で
実
施
さ
れ
る
修
学
旅

行
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
目
的
や
内

容
は
限
定
さ
れ
る
。
平
和
学
習
の

大
切
さ
は
誰
も
が
理
解
し
て
い
る

が
、
そ
の
こ
と
の
み
に
集
中
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、

「
ど
こ
で
、何
を
学
ん
で
く
る
か
」

と
い
う
こ
と
が
修
学
旅
行
実
施
の

原
点
と
な
る
。
そ
こ
で
「
い
つ
で

も
、
ど
こ
で
も
、
だ
れ
で
も
」
平

和
学
習
が
で
き
る
修
学
旅
行
の
実

施
が
理
想
と
な
る
。

　
修
学
旅
行
に
お
け
る
平
和
学
習

と
言
え
ば
広
島
や
長
崎
そ
し
て
沖

縄
が
代
表
で
あ
る
。
現
地
を
直
接

訪
問
し
て
、
史
跡
を
見
学
し
た
り

語
り
部
の
お
話
を
聞
い
た
り
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
生
徒
の
心
に
は

大
き
な
変
化
が
起
こ
る
。
体
験
学

習
の
効
果
は
偉
大
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
交
通
事
情
や
費
用
な

ど
か
ら
、
訪
れ
る
こ
と
が
難
し
い

修
学
旅
行
生
が
日
本
全
国
に
た
く

さ
ん
い
る
。
そ
こ
で
各
自
治
体
や

旅
行
・
観
光
に
関
係
す
る
方
々
に

強
く
望
み
た
い
の
は
、
わ
が
街
や

故
郷
の
平
和
学
習
に
関
す
る
資
料

や
史
跡
の
発
掘
、
保
存
、
啓
発
で

あ
る
。
そ
れ
を
、
訪
れ
る
修
学
旅

行
生
の
平
和
学
習
に
活
用
さ
せ
て

い
た
だ
き
た
い
。

　
戦
後

年
、
日
本
社
会
の
進
展

は
目
覚
ま
し
く
、
貴
重
な
歴
史
的

遺
跡
や
遺
物
、
資
料
な
ど
が
失
わ

れ
て
い
く
現
状
が
あ
る
。
わ
ず
か


年
前
の
戦
争
遺
跡
や
資
料
さ
え

例
外
で
は
な
い
。
幸
い
、
各
地
で

戦
争
遺
跡
の
発
掘
や
保
存
に
取
り

組
む
自
治
体
や
郷
土
史
家
、
有
志

の
方
々
の
活
動
が
増
加
し
て
い
る

と
い
う
。

　
九
州
の
知
覧
特
攻
平
和
祈
念
館

の
礎
は
、
鳥
濱
ト
メ
さ
ん
と
い
う

篤
志
家
が
築
い
た
も
の
で
あ
る

し
、
松
代
大
本
営
跡
も
地
元
の
高

校
生
の
郷
土
研
究
グ
ル
ー
プ
の
調

査
研
究
の
功
績
が
大
き
い
。

　
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
だ
れ

で
も
平
和
学
習
が
で
き
る
、
そ
う

い
う
場
所
を
日
本
全
国
に
設
け
て

い
た
だ
け
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
強

く
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
東
京
で
は
数
少
な
い
戦
争

遺
構
の
一
つ
旧
日
立
航
空
機

の
変
電
所
は
、
弾
痕
を
生
々

し
く
現
代
に
残
し
て
い
る

　関東大震災による
遭難者や東京大空襲
などによる犠牲者の
遺骨を納める東京都
慰霊堂

氏名不詳の戦没者を祀る千鳥ヶ淵戦没者墓苑

再
建
さ
れ
た
か
つ
て
の
浦
上
天
主
堂

修
学
旅
行
生
が
訪
れ
る
平
和
祈
念
像

平和記念公園の原爆死没者慰霊碑

　
１
発
の
原
子
爆
弾
で
広
島

が
壊
滅
し
た
３
日
後
の
８
月

９
日
、
小
倉
市
中
心
部
を
投

下
目
標
に
Ｂ

が
テ
ニ
ア
ン

島
を
発
っ
た
。
だ
が
、
天
候

の
悪
化
で
第
２
目
標
の
長
崎

市
中
心
部
へ
と
目
標
地
点
が

急
き
ょ
変
更
に
な
っ
た
。

　
午
前

時
２
分
、
市
の
中

心
部
か
ら
約
３
㌔
㍍
離
れ
た

浦
上
地
区
、
松
山
町
の
上
空

５
０
０
㍍
で
、
史
上
２
発
目

の
原
子
爆
弾
が
炸
裂
し
た
。

爆
発
に
よ
っ
て
、
お
よ
そ
７

万
４
千
人
が
亡
く
な
っ
た
と

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は

広
島
で
被
爆
し
、
長
崎
へ
疎

開
し
て
い
た
人
々
が
二
度
の

被
爆
を
し
た
ケ
ー
ス
も
あ
っ

た
と
い
う
。

　
爆
心
地
の
浦
上
地
区
は
、

山
が
遮
蔽
の
役
割
を
果
た
す

よ
う
な
地
勢
か
ら
、
爆
心
地

周
辺
の
惨
状
は
激
甚
だ
っ
た

が
、
県
や
市
の
行
政
機
能
の

中
枢
を
壊
滅
さ
れ
る
こ
と
は

辛
う
じ
て
免
れ
た
。
そ
れ
が

戦
後
復
興
の
早
期
着
手
に
も

つ
な
が
っ
た
と
す
る
リ
ポ
ー

ト
も
あ
る
。

　
言
い
換
え
れ
ば
、
忌
ま
わ

し
い
被
爆
の
遺
構
は
、
復
興

と
と
も
に
多
く
が
姿
を
消
す

こ
と
に
な
っ
た
よ
う
だ
。

　
だ
が
、
原
爆
の
惨
状
を
は

じ
め
、
日
本
が
被
爆
国
に
至

る
経
緯
、
核
兵
器
開
発
の
歴

史
、
そ
し
て
被
爆
地
か
ら
平

和
を
希
求
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ

な
ど
に
つ
い
て
は
、
「
長
崎

原
爆
資
料
館
」
が
詳
細
に
伝

え
て
い
る
。
周
辺
は
、
原
爆

犠
牲
者
の
冥
福
と
平
和
を
願

う
祈
り
の
空
間
と
し
て
「
長

崎
平
和
公
園
」
が
整
備
さ
れ

て
い
る
。

　
修
学
旅
行
の
平
和
学
習
で

必
ず
訪
れ
る「
平
和
祈
念
像
」

は
、
天
を
指
し
た
右
手
が
原

爆
の
脅
威
、
水
平
に
伸
ば
し

た
左
手
が
平
和
を
象
徴
し
、

軽
く
閉
じ
た
瞼
が
原
爆
犠
牲

者
の
冥
福
を
祈
っ
て
い
る
と

の
こ
と
。
ま
た
、
公
園
内
の

「
平
和
の
泉
」
は
、
水
を
求

め
な
が
ら
亡
く
な
っ
た
被
爆

者
の
霊
を
慰
め
、
世
界
の
恒

久
平
和
と
核
兵
器
廃
絶
の
願

い
を
込
め
て
建
設
さ
れ
た
。

　
爆
心
地
付
近
の
長
崎
市
立

城
山
小
学
校
で
は
、
被
爆
遺

構
と
し
て
当
時
の
建
物
の
一

部
を
保
存
し
て
い
る
（
見
学

可
能
）
。
ま
た
、
長
崎
市
立

山
里
小
学
校
に
は
防
空
壕
、

山
王
神
社
に
は
一
本
柱
鳥
居

や
被
爆
ク
ス
ノ
キ
な
ど
が
残

っ
て
い
る
。

　
太
平
洋
戦
争
の
終
戦
か
ら

年
の
節
目
を
迎
え
た
。
こ
の
間
、
日
本
は
戦
争

を
放
棄
し
た
平
和
国
家
と
し
て
繁
栄
す
る
と
と
も
に
、
世
界
の
国
々
に
も
さ
ま

ざ
ま
な
貢
献
を
し
て
き
た
。
だ
が
、
世
界
に
は
今
な
お
戦
争
や
紛
争
が
絶
え
て

い
な
い
。
平
和
は
コ
イ
ン
の
表
裏
の
よ
う
に
戦
争
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
成
り

立
た
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
恒
久
の
平
和
を
人
間
は
勝
ち
得
る
の
か
。
原
爆
を

は
じ
め
戦
争
の
辛
苦
を
舐
め
た
日
本
だ
か
ら
こ
そ
、
平
和
の
意
義
を
語
る
こ
と

が
で
き
る
。
平
和
学
習
の
地
を
訪
ね
、
改
め
て
平
和
を
考
え
て
み
た
。

被爆建造物として世界遺産の原爆ドーム

　
標
的
は
全
国
１
８
０
都
市

　
日
本
が
敗
戦
に
至
る
過
程

で
、
都
市
へ
の
無
差
別
爆
撃

が
繰
り
返
さ
れ
た
。
狙
い
は

戦
争
関
連
施
設
を
破
壊
す
る

だ
け
で
な
く
、
一
般
市
民
に

恐
怖
心
を
与
え
て
厭
戦
感
を

抱
か
せ
る
こ
と
も
大
き
い
。

　
原
爆
を
投
下
す
る
前
の
７

月
に
は
、
日
本
の
中
小
都
市

に
対
す
る
空
襲
が
連
合
国
軍

に
企
図
さ
れ
て
い
た
。
リ
ス

ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た
都
市
は
、

首
都
圏
や
中
部
、
近
畿
、
北

九
州
の
な
ど
の
大
規
模
な
工

業
地
帯
だ
け
で
な
く
、
北
海

道
池
田
町
、青
森
県
川
内
町
、

静
岡
県
熱
海
市
な
ど
、
実
に

１
８
０
都
市
に
及
ぶ
。

　
こ
う
し
た
都
市
空
襲
は
、

民
間
人
に
対
す
る
戦
争
犯
罪

と
み
な
さ
れ
る
。
だ
が
、
実

際
に
は
戦
勝
国
と
敗
戦
国
で

は
、
戦
争
責
任
の
捉
え
方
が

明
確
で
な
く
、
そ
れ
を
問
う

こ
と
自
体
が
難
し
い
。
何
よ

り
も
、
戦
争
を
行
う
こ
と
自

体
が
国
や
民
族
の
「
狂
気
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
戦
時
中

の
国
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
も

言
え
る
「
鬼
畜
米
英
」
や

「
進
め
一
億
火
の
玉
だ
」
な

ど
の
レ
ト
リ
ッ
ク
が
正
気
を

失
わ
せ
て
い
た
よ
う
だ
。
戦

争
と
は
、
国
家
や
民
族
間
な

ど
に
生
じ
た
外
交
問
題

目
的
は
利
益
確
保
や
自
衛
な

ど
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
そ
れ
を

武
力
で
解
決
し
よ
う
と
す
る

手
段
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
対
極
の
平
和
と
は
、
争
い

ご
と
が
な
い
状
態
を
一
般
に

は
指
す
が
、
欧
米
で
は
「
戦

争
と
戦
争
の
合
間
」
と
解
す

る
の
が
普
通
で
、
さ
ら
に

「
次
の
戦
争
に
備
え
る
期

間
」
と
の
論
さ
え
あ
る
。
戦

後
の
日
本
は
恒
久
平
和
を
求

め
て
い
る
が
、
そ
の
道
は
決

し
て
平
た
ん
で
は
な
い
。

　
現
在
、
戦
争
の
も
た
ら
す

悲
惨
さ
か
ら
「
平
和
の
あ
り

が
た
み
」
を
訴
え
る
こ
と
が

少
な
く
な
い
。
だ
が
、
万
人

単
位
の
被
災
と
た
っ
た
１
人

の
被
災
で
あ
っ
て
も
「
命
の

尊
さ
は
同
じ
」
と
捉
え
、
一

人
一
人
の
命
を
大
切
に
す
る

平
和
教
育
が
本
旨
だ
ろ
う
。

平
和
は
、
口
で
唱
え
る
だ
け

で
は
維
持
で
き
な
い
。
不
断

の
思
い
こ
そ
大
切
だ
。

　
全
国
各
地
に
戦
争
の
遺
構

は
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら

を
探
し
出
し
、
平
和
学
習
を

日
々
に
根
付
か
せ
る
の
も
、

戦
後

年
の
意
義
だ
ろ
う
。

　
太
平
洋
戦
争
の
末
期
、
日

本
本
土
は
、
連
合
国
軍
（
ア

メ
リ
カ
軍
と
イ
ギ
リ
ス
軍
）

に
よ
る
空
襲
で
２
０
０
以
上

の
都
市
が
被
災
し
、
死
傷
者

は
１
０
０
万
人
と
も
言
わ
れ

て
い
る
。
と
り
わ
け
焼
夷
弾

に
よ
る
無
差
別
爆
撃
は
、
燃

え
や
す
い
日
本
家
屋
の
特
性

と
あ
い
ま
っ
て
、
一
般
市
民

を
恐
怖
の
ど
ん
底
に
落
と
し

込
ん
だ
。
中
で
も
首
都
の
東

京
は
、
１
９
４
４
年

月
か

ら
戦
争
の
終
わ
る
翌
年
８
月


日
ま
で
に
、
１
０
０
回
を

超
す
空
襲
に
見
舞
わ
れ
た
。

　
３
月

日
午
前
０
時

　
一
般
に
東
京
大
空
襲
と
い

っ
た
場
合
、
３
月

日
の
下

町
大
空
襲
を
指
す
。
午
前
０

時
過
ぎ
に
深
川
区
（
現
在
の

江
東
区
）
を
は
じ
め
本
所
区

（
同
墨
田
区
）、浅
草
区（
同
台

東
区
）日
本
橋
区（
同
中
央

区
）
な
ど
下
町
一
帯
へ
焼
夷

弾
の
投
下
が
始
ま
っ
た
。

　
折
か
ら
、
冬
型
気
圧
配
置

に
よ
る
季
節
風
に
よ
っ
て
火

が
煽
ら
れ
、
炎
を
伴
う
火
災

旋
風
も
発
生
。
想
像
を
絶
し

た
火
災
の
前
で
消
火
も
ま
ま

な
ら
な
か
っ
た
。
空
襲
は
２

時
間
半
ほ
ど
で
終
わ
っ
た

（
空
襲
警
報
の
解
除
）
。
だ

が
、
火
災
は
そ
の
日
の
夜
半

ま
で
続
い
た
。

　
一
日
に
し
て
東
京
は
市
街

地
の
東
側
半
分
が
焦
土
と
化

し
た
。
死
者
の
正
確
な
数
字

は
把
握
さ
れ
て
い
な
い
が
８

～

万
人
、
あ
る
い
は
さ
ら

に
数
万
人
上
回
る
と
も
言
わ

れ
て
い
る
。
在
住
の
外
国
人

数
な
ど
の
詳
細
が
不
明
な
こ

と
も
関
連
す
る
。

　
東
京
で
は
３
月

日
の
大

空
襲
の
後
、
３
月
に
４
回
、

４
月

回
、
５
月

回
、
６

月
５
回
、
７
月

回
、
８
月

８
回
な
ど
３
日
と
空
け
ず
に

爆
撃
を
受
け
た
。
中
で
も
４

月

日
の
城
北
大
空
襲
、
翌


～

日
の
城
南
京
浜
大
空

襲
、
５
月

日
、

日
の
山

の
手
大
空
襲
は
、
そ
れ
ぞ
れ

数
千
人
の
死
者
を
出
し
て
い

る
。
３
～
５
月
の
３
カ
月
で

市
街
地
の
半
分
は
灰
燼
に
き

し
た
。
東
京
を

焼
き
尽
く
し
た

空
襲
の
矛
先

は
、
地
方
の
都

市
へ
向
け
ら
れ

て
い
っ
た
。

　
都
内
で
戦
争

の
遺
構
そ
の
も
の
は
あ
ま
り

多
く
な
い
。
調
布
史
跡
と
し

て
旧
陸
軍
調
布
不
幸
上
白
糸

台
掩
体
壕
、
武
蔵
野
の
森
公

園（
三
鷹
市
）内
の
掩
体
壕
、

東
大
和
市
文
化
財
と
し
て
戦

災
遺
構
旧
日
立
航
空
機
変
電

所
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
都
内
に
は
、
墨
田

区
横
網
町
公
園
内
の
東
京
都

慰
霊
堂
に
東
京
大
空
襲
の
身

元
不
明
の
遺
骨
を
納
め
て
い

る
。
文
京
区
春
日
に
は
「
東

京
都
戦
没
者
霊
苑
」が
あ
る
。

さ
ら
に
都
内
の
社
寺
仏
閣
で

は
、
空
襲
の
被
害
を
受
け
た

石
仏
や
鳥
居
、
あ
る
い
は
空

襲
で
一
家
全
滅
し
た
無
縁
仏

の
慰
霊
を
続
け
て
い
る
ケ
ー

ス
な
ど
も
あ
る
。

　
広
島
に
人
類
史
上
最
初
の

原
子
爆
弾
が
投
下
さ
れ
た
の

は
、
１
９
４
５
（
昭
和

）

年
８
月
６
日
午
前
８
時


分
。
地
上
６
０
０
㍍
の
上
空

で
炸
裂
し
、
強
烈
な
爆
風
と

熱
線
は
、
爆
心
地
か
ら
２
㌔

㍍
圏
内
の
建
物
を
破
壊
し
焼

き
尽
く
し
た
。人
的
被
害
は
、

同
年

月
時
点
で
お
よ
そ


～

万
人
と
さ
れ
て
い
る

が
、
放
射
線
が
年
月
を
経
て

引
き
起
こ
す
影
響
は
、
い
ま

だ
十
分
に
解
明
さ
れ
て
お
ら

ず
、
現
在
も
調
査
や
研
究
が

続
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が

原
爆
に
よ
る
壊
滅
的
被
害
の

恐
ろ
し
い
実
体
だ
。

　
原
爆
の
投
下
目
標
は
、
市

内
を
流
れ
る
太
田
川
に
架
け

ら
れ
た
Ｔ
字
型

の
相
生
橋
。
そ

の
東
詰
に
広
島

県
産
業
奨
励
館

と
呼
ば
れ
る
建

物
が
あ
っ
た
。

そ
れ
が
「
原
爆

ド
ー
ム
」
の
名

で
知
ら
れ
る
ユ

ネ
ス
コ
世
界
遺

産
登
録
（
文
化

遺
産
）
の
「
広

島
平
和
記
念
碑

（
被
爆
建
造

物
）」だ
。「
二
度

と
同
じ
よ
う
な

悲
劇
が
起
こ
ら

な
い
よ
う
に
」

と
の
戒
め
や
願

い
を
込
め
て
、
ア
ウ
シ
ュ
ビ

ッ
ツ
強
制
収
容
所
や
ビ
キ
ニ

環
礁
ほ
か
と
と
も
に
「
負
の

世
界
遺
産
」
と
呼
ば
れ
る
。

　
原
爆
ド
ー
ム
周
辺
の
平
和

記
念
公
園
に
は
、
平
和
学
習

に
欠
か
せ
な
い
資
料
展
示
や

被
爆
体
験
講
話
な
ど
の
「
広

島
平
和
記
念
資
料
館
」
を
は

じ
め
、
「
平
和
の
灯
」
「
平

和
の
鐘
」「
原
爆
の
子
の
像
」

ほ
か
多
数
の
関
連
施
設
、
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト
が
集
積
し
て
い

る
。
ま
た
、
被
爆
し
た
校
舎

の
一
部
を
保
存
し
、
資
料
館

と
し
て
公
開
し
て
い
る
「
本

川
小
学
校
平
和
資
料
館
」
な

ど
も
近
く
に
あ
る
。


