
　

人
類
は
古
来
争
い
を
繰
り
返
し
な

が
ら
、「
平
和
」
を
望
ん
で
来
た
。

そ
し
て
80
年
前
、
戦
争
を
完
全
に
禁

止
す
る
国
際
連
合
が
で
き
た
と
き
、

誰
も
が
つ
い
に
理
性
の
力
に
よ
っ
て

戦
争
は
こ
の
地
球
上
か
ら
消
え
、
永

遠
の
平
和
が
く
る
と
信
じ
た
。
し
か

し
今
の
世
界
は
、
国
連
が
想
定
し
て

い
た
も
の
と
は
程
遠
い
。
人
類
は
神

に
禁
じ
ら
れ
た
木
の
実
を
食
べ
て
得

た
「
知
恵
」
に
よ
っ
て
道
具
や
言
葉
、

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
発
明
し
、
高
度
な

文
明
を
築
い
た
が
、
そ
れ
ら
は
大
き

な
マ
イ
ナ
ス
の
結
果
も
も
た
ら
し
て

い
る
。
自
然
の
生
態

系
の
破
壊
、
自
ら
の

社
会
の
分
断
と
殺
し

合
い
…
…
。

　
『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』
を
書
い

た
18
世
紀
の
哲
学
者
カ
ン
ト
は
、
人

間
は
「
利
己
的
な
」
本
性
に
よ
っ
て

争
い
を
繰
り
返
す
が
、
い
ず
れ
自
然

の
摂
理
が
、
平
和
に
向
か
う
人
間
の

本
性
に
作
用
し
て
「
永
遠
平
和
」
を

保
証
す
る
と
述
べ
る
。
し
か
し
そ
の

後
文
明
が
進
化
し
て
も
、
人
の
こ
こ

ろ
の
奥
に
あ
る
支
配
と
富
を
求
め
る

欲
望
は
進
化
す
る
ど
こ
ろ
か
、
最
新

の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
利
用
し
て
果
て

し
な
く
拡
大
し
、
そ
れ
が
愚
行
を
生

ん
で
い
る
。
民
主
主
義
と
い
う
美
し

い
理
念
体
系
を
つ
く
っ
た
理
性
も
、

感
情
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
。

禁
断
の
木
の
実
を
食
べ
る
と
人
間
は

「
死
ぬ
で
あ
ろ
う
」
と
の
神
の
予
言

は
実
現
す
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

国
連
が
で
き
た
１
９
４
５
年
、
そ

れ
を
予
見
し
た
ひ
と
た
ち
が
い
た
。

ユ
ネ
ス
コ
（
国
際
連
合
教
育
科
学
文

化
機
関
）
の
創
始
者
だ
。
ユ
ネ
ス
コ

憲
章
に
は
次
の
よ
う
な
下
り
が
あ
る
。

　

政
府
の
政
治
的
及
び
経
済
的
取
極

の
み
に
基
く
平
和
は
…
…
永
続
す
る

誠
実
な
支
持
を
確
保
で
き
る
平
和
で

は
な
い
。
よ
っ
て
平
和
は
、
…
…
人

類
の
知
的
及
び
精
神
的
連
帯
の
上
に

築
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　

政
治
的
・
経
済
的
合
意
は
、
加
盟

国
の
利
害
が
一
致
す
る
と
き
に
し
か

機
能
し
な
い
の
だ
。
だ
か
ら
ユ
ネ
ス

コ
の
創
始
者
た
ち
は
、
文
化
や
教
育

に
お
け
る
強
い
連
帯
の
仕
組
み
を
つ

く
る
こ
と
を
提
唱
し
た
。
こ
れ
は
人

類
の
長
い
歴
史
を
振
り
返
れ
ば
当
た

り
前
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
に
気
づ

く
。
７
０
０
万
年
前
に
生
ま
れ
た
人

類
は
、
草
原
で
肉
食
獣
の
攻
撃
や
食

料
不
足
に
よ
り
生
き
残
る

こ
と
は
困
難
だ
っ
た
。
し

か
し
ゴ
リ
ラ
と
違
っ
て
家

族
単
位
を
超
え
て
、
群
れ

の
規
模
を
拡
大
す
る
こ
と

で
生
き
残
る
こ
と
が
で
き

た
。
そ
し
て
そ
の
力
と
な

っ
た
の
が
文
化
芸
術
だ
。

言
葉
を
発
明
す
る
前
か

ら
、
美
術
や
祭
り
に
よ
っ

て
お
互
い
を
知
り
、
共
感
力
と
連
帯

力
を
育
ん
だ
の
だ
。

　

こ
れ
は
現
代
に
も
通
じ
る
人
類
の

普
遍
的
な
力
だ
。
政
治
や
経
済
が
目

先
の
利
害
に
左
右
さ
れ
て
揺
れ
動
く

と
き
、
言
葉
や
国
境
を
越
え
て
、
美

と
い
う
共
通
の
価
値
を
掲
げ
て
こ
こ

ろ
と
こ
こ
ろ
を
つ
な
げ
る
文
化
芸
術

の
力
は
、
い
ま
ま
で
以
上
に
重
要
に

な
る
。

　

文
化
芸
術
は
一
部
の
ひ
と
た
ち
の

趣
味
や
娯
楽
で
は
な
い
。
自
分
が
人

間
で
あ
り
、
自
然
の
一
部
で
あ
る
こ

と
、
そ
し
て
そ
れ
は

国
境
や
文
化
を
超
え

て
す
べ
て
の
ひ
と
を

繋
げ
、
目
先
の
利
害
を
超
え
た
連
帯

へ
と
向
か
わ
せ
る
仕
組
み
な
の
だ
。

そ
れ
は
我
々
の
祖
先
の
生
き
残
り
の

知
恵
な
の
だ
。

　

こ
う
し
た
力
を
育
む
美
術
展
や
文

化
交
流
は
、
何
と
し
て
も
継
続
さ
せ

ね
ば
な
ら
な
い
。
筆
者
が
理
事
長
を

し
て
い
る
横
浜
市
芸
術
文
化
振
興
財

団
が
昨
年
行
っ
た
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ

が
、
中
国
人
の
カ
ッ
プ
ル
の
総
合
デ

ィ
レ
ク
タ
ー
の
下
で
、
何
の
ト
ラ
ブ

ル
も
な
く
大
き
な
成
功
を
収
め
た
こ

と
は
、
そ
の
身
近
な
例
で
あ
る
。

　

今
年
は
乙き

の
と
み巳

の
年
。
蛇
が
脱
皮
し

て
大
き
く
成
長
す
る
よ
う
に
、
国
際

関
係
の
痛
み
を
乗
り
越
え
て
新
た
な

前
進
を
目
指
す
年
だ
。
そ
し
て
そ
の

目
的
が
「
平
和
」
で
あ
る
こ
と
は
疑

う
余
地
が
な
い
。
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第
二
次
世
界
大
戦
終
結
よ
り
80
年
。
戦
争
を
直
接
体
験
し
た

世
代
が
少
な
く
な
る
な
か
、
い
ま
だ
不
穏
な
時
代
は
続
き
、
世

界
各
所
で
の
紛
争
や
軍
事
衝
突
が
絶
え
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の

よ
う
な
現
代
に
お
い
て
文
化
芸
術
の
果
た
す
べ
き
役
割
と
は
い

か
な
る
も
の
な
の
か
？
元
文
化
庁
長
官
で
あ
り
現
在
近
藤
文

化
・
外
交
研
究
所
代
表
を
務
め
る
近
藤
誠
一
氏
に
特
別
寄
稿
を

寄
せ
て
頂
い
た
。

◆特別寄稿◆　―戦後80年の今を見つめて―

文化芸術の力を再考する

平
和
は
い
つ
来
る
の
か
？
　
近
藤
誠
一
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