
新
沖
縄
県平
和
祈
念
資
料
館
設
立
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
荒
川
章
二

昌
6
国
●
富
げ
目
㊤
巨
O
旨
侍
O
『
自
　
0
2
2
0
§
§
¶
邑
市
6
言
『
巴
¶
O
①
6
0
者
O
日
O
ユ
巴
］
≦
田
㊤
O
臣
目

は
じ
め
に

0設立
経
緯

②基
本
構
想
・
基
本
計
画
の
策
定

③
監
修
委
員
会

④
展
示
変
更
問
題

お
わり
に

［論
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］

　
一
九
九
〇
年
代
半
ば
以
降
、
全
国
の
戦
争
博
物
館
・
平
和
資
料
館
の
展
示
が
、
「
政
治
的
」
（
広
義
　
　
　
　
を
め
ぐ
っ
て
以
下
の
二
つ
の
価
値
観
が
衝
突
し
、
沖
縄
の
人
々
が
目
指
す
「
平
和
」
と
は
何
か
が
広

の
）
注
目
を
浴
び
た
。
一
方
で
、
ア
ジ
ア
の
平
和
・
協
同
体
制
を
積
極
的
に
ど
う
進
め
る
べ
き
か
、
　
　
　
く
問
わ
れ
た
。

そ
の
た
め
の
障
害
を
ど
う
克
服
し
て
い
く
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
他
方
で
、
国
際
的
安
全
保
障
体
制
　
　
　
　
　
本
稿
は
、
こ
の
問
題
に
関
し
、
第
一
に
、
一
九
七
〇
年
代
に
旧
沖
縄
県
平
和
祈
念
資
料
館
が
設
立

へ
の日
本
の
関
与
の
あ
り
方
、
派
兵
問
題
、
憲
法
改
正
課
題
な
ど
と
の
関
わ
り
か
ら
、
日
本
人
の
戦
　
　
　
　
さ
れ
た
時
期
の
設
立
理
念
、
そ
れ
を
具
体
化
し
た
展
示
の
確
定
過
程
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
先
ず
沖
縄

中
・
戦
後
体
験
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
た
国
民
の
平
和
観
・
戦
争
観
と
ど
う
向
き
合
い
、
対
応
す
る
か
　
　
　
　
の
平
和
資
料
展
示
が
達
成
し
た
地
平
を
確
認
し
た
う
え
で
、
展
示
の
基
本
構
想
．
基
本
計
画
．
監
修

が焦
点
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
従
来
、
国
民
の
平
和
観
・
戦
争
観
の
領
域
で
は
、
中
学
校
・
高
校
　
　
　
　
委
員
会
で
の
議
論
を
積
み
重
ね
な
が
ら
、
沖
縄
戦
体
験
と
戦
後
占
領
体
験
を
背
景
に
形
成
さ
れ
た

の

教
科書
の
内
容
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
た
の
だ
が
、
よ
り
広
く
、
当
時
各
地
に
普
及
し
つ
つ
あ
っ
　
　
　
「
沖
縄
の
こ
こ
ろ
」
を
世
界
に
発
信
す
る
こ
と
で
平
和
創
造
を
目
指
す
展
示
案
を
紹
介
す
る
。
第
二

た
戦
争
・
平
和
資
料
館
に
も
視
野
が
及
び
つ
つ
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、
こ
の
展
示
案
に
対
す
る
、
「
も
う
一
つ
」
の
戦
争
観
・
平
和
観
の
立
場
か
ら
の
対
抗
を
、
具
体

　ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
に
、
新
沖
縄
平
和
祈
念
資
料
館
の
建
設
が
進
ん
で
お
り
、
最
終
的
な
展
示
案
　
　
　
　
的
な
展
示
変
更
案
の
現
れ
、
と
い
う
レ
ベ
ル
か
ら
見
て
い
く
。
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は
じ
め
に

　
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
共
同
研
究
「
近
現
代
の
兵
士
に
関
す
る
諸
問
題
」
で
は
、

近

現
代
の
戦
争
展
示
の
あ
り
方
を
考
え
る
一
つ
の
前
提
と
し
て
、
全
国
の
平
和
・
戦

争
関
係
資
料
館
の
現
地
調
査
を
活
動
の
一
方
の
柱
と
し
た
。
本
稿
で
取
り
あ
げ
る
新

「沖
縄
県
平
和
祈
念
資
料
館
」
も
共
同
研
究
の
調
査
対
象
で
あ
っ
た
。

　
沖
縄
県
平
和
祈
念
資
料
館
は
、
二
〇
〇
〇
年
四
月
、
一
九
七
五
年
に
開
館
し
た
旧

「沖
縄
県
立
平
和
祈
念
資
料
館
」
を
移
転
改
築
す
る
形
で
開
館
し
た
。
常
設
展
示
室

五
室
、
企
画
展
示
室
、
子
供
・
プ
ロ
セ
ス
展
示
室
、
情
報
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
平
和
祈

念

ホ
ー
ル
な
ど
の
施
設
を
有
し
、
年
間
約
四
〇
万
人
の
入
館
者
が
訪
れ
る
。
こ
の
入

館
者
の
う
ち
、
約
三
〇
万
人
は
沖
縄
県
外
・
外
国
か
ら
の
観
覧
者
で
あ
り
、
か
つ
国

内
の
観
覧
者
は
、
全
国
的
な
広
が
り
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、
沖
縄
県
平
和
祈
念
資

料
館

は
、
「
悲
惨
な
沖
縄
戦
の
実
相
を
後
世
へ
正
し
く
継
承
す
る
と
と
も
に
、
二
一

世
紀
の
平
和
創
造
へ
の
貢
献
を
目
指
し
、
全
て
の
戦
没
者
の
名
前
を
刻
ん
だ
『
平
和

の

礎
』
と
一
体
と
な
っ
て
、
平
和
を
何
よ
り
も
大
切
に
す
る
『
沖
縄
の
こ
こ
ろ
』
を

世
界

に
発
信
し
、
人
類
の
恒
久
平
和
に
寄
与
す
る
拠
点
施
設
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て

い

る
よ
う
に
、
沖
縄
戦
の
教
訓
の
継
承
と
平
和
の
創
造
と
い
う
明
確
な
目
的
意
識
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

持
っ
て
設
立
さ
れ
て
い
る
平
和
資
料
館
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
目
的
は
、
開
館
二
年

間
に
お
け
る
五
万
八
〇
〇
〇
余
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
整
理
し
た
結
果
が
示
す
、
五
つ
の

展
示
室
と
も
「
よ
く
理
解
で
き
た
」
・
「
興
味
を
も
っ
た
」
の
合
計
が
七
割
前
後
か
ら

八
割
に
達
し
て
い
る
こ
と
、
戦
争
の
悲
惨
さ
や
平
和
の
尊
さ
を
「
非
常
に
感
じ
た
」

が
八
割
に
達
し
て
い
る
こ
と
（
感
じ
な
い
・
分
か
ら
な
い
合
計
で
七
％
）
等
が
示
す

よ
う
に
か
な
り
の
程
度
達
成
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

沖
縄
県
平
和
祈
念
資
料
館
は
入
館
者
数
の
数
と
広
が
り
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
の
強
さ
・

そ
の
受
容
度
と
い
う
両
面
か
ら
見
て
、
広
島
平
和
記
念
資
料
館
等
と
並
ぶ
国
内
有
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
平
和
資
料
館
と
言
え
よ
う
。

　
本
稿

は
こ
の
よ
う
な
点
に
注
目
し
て
調
査
対
象
と
な
っ
た
い
く
つ
か
の
平
和
・
戦

争
資
料
館
の
う
ち
か
ら
沖
縄
県
平
和
祈
念
資
料
館
を
特
に
取
り
あ
げ
た
が
、
そ
の
主

た
る
考
察
対
象
は
、
設
立
理
念
と
展
示
構
想
が
最
も
明
確
に
浮
き
出
る
、
設
立
前
史

を
含
む
設
立
過
程
に
限
定
し
た
。
そ
の
際
、
同
資
料
館
の
分
館
で
あ
る
「
沖
縄
県
八

重

山
平
和
祈
念
館
」
も
併
せ
て
考
察
の
対
象
と
し
た
。

　
設
立
過
程

を
中
心
と
す
る
具
体
的
な
考
察
の
内
容
は
大
別
し
て
以
下
の
四
つ
の
側

面
で
あ
り
、
本
稿
中
の
各
章
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
。

　
第
一
は
、
新
資
料
館
が
引
き
継
い
だ
旧
資
料
館
の
発
足
経
緯
、
お
よ
び
八
重
山
平

和
祈
念
館
設
置
の
背
景
で
あ
る
。

　
新
資
料
館
は
一
九
七
五
年
開
館
の
旧
資
料
館
理
念
の
継
承
と
発
展
と
い
う
形
で
建

設

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
旧
資
料
館
の
設
置
当
初
、
展
示
の
あ
り
方
に
つ
き
批
判
が

起

こ
っ
た
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
平
和
資
料
館
の
位
置
付
け
・
目
的
、
あ
る
い
は
そ
の

目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
展
示
方
法
に
つ
き
議
論
・
調
査
が
重
ね
ら
れ
、
そ
れ
を
通

じ
て
上
記
の
「
沖
縄
の
こ
こ
ろ
」
が
設
立
理
念
と
し
て
明
文
化
さ
れ
る
所
ま
で
行
き

着
い
た
。
そ
の
結
果
、
平
和
資
料
館
の
展
示
は
、
地
域
の
「
こ
こ
ろ
」
・
精
神
を
表

す
も
の
と
明
確
に
自
覚
さ
れ
た
上
で
再
構
築
さ
れ
、
か
つ
そ
の
設
立
理
念
が
設
定
後

三
〇

年
近
い
今
も
新
資
料
館
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
ま
た
、

時
に
、
沖
縄
の
議
会
で
も
平
和
政
策
を
め
ぐ
っ
て
「
沖
縄
の
こ
こ
ろ
」
が
取
り
あ
げ

　
　
　
　
　
（
3
）

ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
明
文
化
さ
れ
た
「
沖
縄
の
こ
こ
ろ
」
は
、
地
域
の
人
々
の

精
神
の
中
に
深
く
し
み
入
っ
て
い
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
広
島
や
長
崎
の
平
和

資
料
館
も
、
人
類
は
核
兵
器
と
共
存
で
き
な
い
と
言
う
明
確
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信

し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
“
広
島
（
ヒ
ロ
シ
マ
）
・
長
崎
の
こ
こ
ろ
”
、
あ
る
い
は
“
ヒ

バ

ク
シ
ャ
の
こ
こ
ろ
”
が
館
の
設
立
理
念
と
し
て
明
文
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
そ
れ
に
対
し
、
館
の
設
立
理
念
を
め
ぐ
る
議
論
を
く
ぐ
っ
て
一
九
七
八
年
に
再

出
発
し
た
沖
縄
の
平
和
資
料
館
は
、
平
和
資
料
館
は
な
ぜ
必
要
な
の
か
、
そ
の
意

義
・
役
割
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
平
和
資
料
館
設
立
の
根
本
ま
で
さ
か
の

ぼ
っ

て

改
め
て
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
事
例
な
の
で
あ
る
。
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一
方
の
八
重
山
平
和
祈
念
館
は
、
戦
争
マ
ラ
リ
ア
犠
牲
者
補
償
運
動
の
一
つ
の
成

果

と
し
て
今
回
新
た
な
設
立
の
日
程
に
あ
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
同
補
償
運
動
の
経

緯

を
見
る
こ
と
で
、
な
ぜ
八
重
山
地
域
に
「
戦
争
マ
ラ
リ
ア
」
を
中
心
テ
ー
マ
と
す

る
平
和
祈
念
館
が
設
置
さ
れ
た
の
か
を
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
八
重
山
平
和
祈
念
館

に
つ
い
て
は
、
補
償
運
動
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
八
重
山
に
お
け
る
も
う

一
つ
の

沖
縄
戦
（
地
上
戦
に
巻
き
込
ま
れ
な
か
っ
た
地
域
で
の
沖
縄
戦
）
、
そ
の
象

徴

と
し
て
の
「
戦
争
マ
ラ
リ
ア
」
の
実
相
が
、
こ
の
平
和
祈
念
館
の
展
示
と
し
て
ど

の

よ
う
に
具
体
化
さ
れ
よ
う
と
し
た
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を

持
っ
て
い
た
の
か
、
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
よ
う
。

　
第
二
は
、
新
資
料
館
の
構
想
か
ら
展
示
の
具
体
化
に
い
た
る
設
立
の
経
緯
で
あ
る
。

こ
の
設
立
経
緯
を
示
す
資
料
と
し
て
は
、
基
本
構
想
・
基
本
計
画
・
資
料
館
の
建
物

建
設
の
経
緯
な
ど
の
資
料
は
も
と
よ
り
、
展
示
変
更
問
題
の
結
果
と
し
て
公
開
さ
れ

た
監
修
委
員
会
の
議
事
録
と
展
示
説
明
資
料
、
あ
る
い
は
展
示
を
請
け
負
っ
た
業
者

の

側
の

資
料
な
ど
か
ら
、
基
本
計
画
に
沿
い
つ
っ
展
示
を
ど
う
具
体
化
す
る
か
、
に

関
す
る
検
討
過
程
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
限
ら
れ
た
展
示
室
ス
ペ
ー
ス
や
展
示
と

言
う
表
現
方
法
の
限
定
の
中
で
、
歴
史
研
究
者
・
博
物
館
の
展
示
や
運
営
に
か
か
わ

る
諸
分
野
の
専
門
家
た
ち
、
さ
ら
に
展
示
業
者
た
ち
の
間
で
ど
の
よ
う
な
議
論
あ
る

い
は

調
査
が
重
ね
ら
れ
た
の
か
を
知
り
う
る
興
味
深
い
事
例
と
い
え
る
。
そ
の
議
論

の
内
容
は
、
戦
争
展
示
の
基
本
設
計
、
資
料
館
・
博
物
館
が
現
在
と
ど
う
向
き
合
う

の

か
、
あ
る
い
は
展
示
の
技
術
的
問
題
に
い
た
る
ま
で
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ

る
も
の
で
あ
る
。
八
重
山
平
和
祈
念
館
設
立
経
緯
に
か
か
わ
る
資
料
は
そ
う
多
く
な

い

が
、
監
修
委
員
会
で
の
議
論
の
大
要
は
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
た
だ
し
、
沖
縄
の
外
に
住
む
筆
者
が
収
集
で
き
た
資
料
は
、
公
開
資
料
の
限
定
性

も
加
わ
っ
て
、
設
立
過
程
に
か
か
わ
る
資
料
の
一
部
で
あ
り
、
主
な
資
料
だ
け
で
も
、

基
本
構
想
策
定
過
程
の
資
料
、
基
本
計
画
策
定
委
員
会
の
議
事
録
、
最
後
の
半
年
間

の
監
修
委
員
会
議
事
録
（
一
九
九
九
年
↓
○
月
以
降
）
な
ど
は
見
る
事
が
で
き
な
か
っ

た
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
資
料
収
集
の
限
界
の
中
で
の
作
業
で
あ
る
事
を
お
断
り

し
て
お
き
た
い
。

　

第
三
に
、
同
資
料
館
の
設
立
過
程
は
、
平
和
・
戦
争
資
料
館
や
展
示
を
め
ぐ
る
政

治
的
対
抗
、
そ
し
て
政
治
介
入
の
問
題
を
表
面
化
さ
せ
た
。

　

両
施
設
と
も
に
、
監
修
委
員
会
の
作
業
が
大
詰
め
に
近
づ
い
て
い
た
時
点
で
、
沖

縄
県
幹
部
が
監
修
委
員
会
に
無
断
で
展
示
を
改
変
・
改
鼠
す
る
と
い
う
（
あ
る
い
は

「改
窺
し
た
」
）
政
治
的
介
入
事
件
が
お
こ
り
、
そ
れ
が
地
元
紙
の
取
材
を
通
じ
て
表

沙
汰
に
な
る
と
県
政
を
揺
る
が
す
問
題
に
発
展
し
た
。
改
変
し
よ
う
と
し
た
内
容
や

そ
の
意
図
は
、
地
元
紙
の
精
力
的
な
追
及
と
県
議
会
で
の
論
戦
を
通
じ
て
あ
る
程
度

明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、
平
和
博
物
館
展
示
（
戦
争
の
記
憶
、
平
和
認
識
の
具
象
化
）

と
政
治
（
「
国
益
」
）
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
監
修
委
員
会
の
展
示
構
想
に
対
し
県

幹
部
が
ど
の
よ
う
な
展
示
を
対
置
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
と
言
う
地
域
の
具
体
的
な

レ
ベ
ル
か
ら
考
え
さ
せ
る
事
例
を
提
供
し
て
い
る
。

　
第
四
に
、
上
記
の
事
情
か
ら
、
最
終
盤
で
の
監
修
時
間
の
不
足
が
生
じ
、
新
資
料

館
は
、
監
修
委
員
会
に
よ
る
展
示
指
導
の
不
足
、
あ
る
い
は
最
後
の
ツ
メ
を
欠
い
た

部
分
を
残
し
見
切
り
発
車
的
に
開
館
し
た
。
監
修
委
員
の
一
人
の
大
城
将
保
に
よ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ば
、
「
時
間
が
な
く
七
割
程
度
の
仕
上
げ
で
開
館
と
な
っ
た
」
と
い
う
。
そ
の
よ
う

な
事
情
も
あ
り
、
開
館
後
、
展
示
内
容
へ
の
部
分
的
批
判
も
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ

ら
も
参
考
に
し
て
、
本
稿
で
も
展
示
内
容
の
問
題
点
や
課
題
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

　
な
お
、
沖
縄
県
平
和
祈
念
資
料
館
・
八
重
山
平
和
祈
念
館
設
立
に
つ
い
て
は
、
既

に
註
（
5
）
の
よ
う
に
、
監
修
委
員
な
ど
沖
縄
県
内
の
当
事
者
を
中
心
に
多
く
の
論
考

　
　
（
5
）

が
あ
り
、
特
に
共
同
研
究
『
争
点
・
沖
縄
戦
の
記
憶
』
は
当
事
者
と
し
て
の
記
録
性

と
考
察
の
両
面
で
優
れ
た
仕
事
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
れ
ら
の
先
行
す
る
成
果
を
参
照

し
つ
つ
、
沖
縄
平
和
祈
念
資
料
館
の
設
立
経
緯
か
ら
考
え
る
べ
き
い
く
つ
か
の
間
題

を
考
察
し
て
み
た
い
。
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設
立
経
緯

1

旧
資
料
館
に
お
け
る
展
示
の
見
直
し

　
旧
平
和
祈
念
資
料
館
は
、
一
九
七
五
年
六
月
、
復
帰
記
念
三
大
事
業
の
最
大
イ
ベ

ン

ト
と
し
て
の
海
洋
博
（
名
誉
総
裁
皇
太
子
）
に
間
に
合
わ
せ
て
オ
ー
プ
ン
し
た
。

資
料
館
設
立
の
直
接
の
動
機
は
、
佐
藤
内
閣
当
時
の
復
帰
問
題
対
策
担
当
大
臣
山
中

貞
則
総
務
長
官
（
初
代
沖
縄
開
発
庁
長
官
）
の
意
向
で
あ
っ
た
と
い
う
。
沖
縄
戦
資

料
館
の
設
立
運
動
は
民
間
サ
イ
ド
で
一
〇
年
前
か
ら
進
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
ら
の
運
動
と
は
無
関
係
に
、
「
学
識
経
験
者
の
参
画
も
な
く
、
県
の
関
係
機
関

と
の
連
絡
調
整
も
な
さ
れ
ず
、
企
画
委
員
会
、
運
営
委
員
会
も
設
置
さ
れ
ぬ
ま
ま
に
、

生
活
福
祉
部
の
援
護
課
を
主
管
と
し
て
館
の
建
設
工
事
か
ら
展
示
に
い
た
る
ま
で
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

べ
て

閉
鎖
的
な
行
政
ペ
ー
ス
で
推
進
さ
れ
た
」
。

　

ま
た
、
資
料
館
の
管
理
運
営
は
、
財
団
法
人
沖
縄
県
戦
没
者
慰
霊
奉
賛
会
に
委
託

さ
れ
た
。
「
資
料
館
設
置
条
例
」
に
は
、
運
営
委
員
会
の
設
置
も
学
芸
員
の
配
置
も

定
め

ら
れ
て
お
ら
ず
、
戦
跡
霊
域
の
管
理
団
体
に
資
料
館
の
運
営
を
白
紙
委
任
す
る

結
果
と
な
っ
た
。

　

こ
の
た
め
、
出
来
上
が
っ
た
資
料
館
は
「
旧
陸
軍
の
記
念
館
」
と
な
っ
た
。
「
入

口

を
入
る
と
、
正
面
に
大
き
な
日
の
丸
が
掲
げ
て
あ
り
、
牛
島
将
軍
ゆ
か
り
の
遺
品

や
軍
服
、
軍
刀
、
辞
世
の
歌
な
ど
が
導
入
部
に
な
り
、
そ
の
奥
に
は
、
銃
器
、
刀
剣
、

鉄

カ
ブ
ト
、
弾
薬
、
軍
装
品
な
ど
、
お
び
た
だ
し
い
旧
軍
関
係
の
遺
品
が
ガ
ラ
ス

ケ
ー
ス
の
中
に
う
や
う
や
し
く
陳
列
」
さ
れ
て
い
た
。
「
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
一
般

住
民
の

戦
場
体
験
に
関
す
る
展
示
品
は
一
点
も
み
あ
た
ら
な
い
し
、
解
説
さ
え
さ
れ

て

い
な
」
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
展
示
と
な
っ
た
理
由
を
、
沖
縄
県
史
や
那
覇
市
史
に
携
わ
っ
て
い
た

研
究

者
た
ち
は
、
「
こ
う
い
う
軍
隊
中
心
の
展
示
は
、
こ
と
さ
ら
そ
う
い
う
意
図
が

あ
っ
て
そ
う
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
遺
骨
収
集
の
際
に
埋
没
壕
か
ら
発
掘

さ
れ
た
遺
品
は
援
護
課
を
通
じ
て
奉
賛
会
に
寄
託
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
を
開
陳
し
た
ら
こ
う
い
う
結
果
に
な
っ
た
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
」
、
「
つ
ま

り
、
沖
縄
戦
と
は
何
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
ど
う
展
示
す
れ
ば
良
い
の
か
と
い
う
明

確
な
展
示
理
念
を
も
た
な
い
ま
ま
に
物
を
羅
列
し
た
結
果
が
こ
れ
で
あ
っ
た
」
と
考

　
（
7
）

え
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
研
究
者
た
ち
は
「
沖
縄
戦
を
考
え
る
会
」
（
準
備
会
）

を
結
成
し
、
六
月
二
〇
日
付
け
で
屋
良
知
事
と
県
議
会
に
対
し
展
示
内
容
の
問
題
点

を
指
摘
し
（
旧
日
本
軍
を
記
念
し
顕
彰
す
る
展
示
、
県
民
の
戦
争
体
験
を
物
語
る
物

の

な
い
県
民
不
在
の
展
示
、
研
究
成
果
と
専
門
的
技
術
を
反
映
し
て
い
な
い
、
な

ど
）
、
展
示
改
善
を
求
め
る
意
見
書
を
提
出
し
た
。
そ
し
て
こ
の
意
見
書
を
契
機
に
、

他
の
研
究
団
体
、
教
育
団
体
、
平
和
団
体
か
ら
の
展
示
改
善
要
望
が
相
次
ぎ
、
地
元

マ
ス

コ

ミ
の
注
目
も
集
め
た
。

　

こ
れ
ら
の
改
善
要
求
の
高
ま
り
に
対
し
県
は
「
県
立
平
和
祈
念
資
料
館
運
営
協
議

会
設
置
要
綱
」
を
制
定
し
、
一
九
七
六
年
六
月
、
学
識
経
験
者
と
県
の
関
係
機
関
職

員
か
ら
な
る
運
営
協
議
会
（
委
員
長
中
山
良
彦
）
が
発
足
し
た
。

　
委
員
会
の
最
初
の
仕
事
は
、
先
の
理
念
な
き
展
示
と
い
う
批
判
を
反
映
す
れ
ば
、

資
料
館
設
立
の
基
本
理
念
を
策
定
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
委
員
会
は
三
回
の
会
議
を
重

ね
、
一
九
七
六
年
九
月
二
五
日
、
県
知
事
に
設
立
理
念
を
答
申
し
た
。
そ
の
結
果
、

資
料
館
の
入
口
に
掲
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
設
立
理
念
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
短

い

文
章
の
中
に
、
沖
縄
戦
の
位
置
付
け
、
特
徴
、
沖
縄
戦
体
験
か
ら
生
ま
れ
、
占
領

体
験
を
通
じ
て
育
て
ら
れ
た
「
沖
縄
の
こ
こ
ろ
」
、
そ
し
て
そ
の
沖
縄
の
こ
こ
ろ
を

「県
民
個
々
の
戦
争
体
験
を
結
集
し
て
」
ア
ピ
ー
ル
す
る
と
言
う
展
示
の
基
本
姿
勢

が
凝
縮
さ
れ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
定
式
化
さ
れ
た
「
沖
縄
の
こ

こ
ろ
」
は
、
以
後
三
〇
年
間
に
わ
た
り
繰
り
返
し
確
認
さ
れ
続
け
沖
縄
県
民
の
認
識

に
定
着
し
、
若
干
の
修
正
が
さ
れ
た
上
で
新
資
料
館
の
設
立
理
念
と
し
て
受
け
継
が

れ
た
。

　
　

　
一
九
四
五
年
三
月
末
、
史
上
ま
れ
に
見
る
激
烈
な
戦
火
が
こ
の
島
々
に
襲
っ
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て

き
ま
し
た
。
九
〇
日
に
お
よ
ぶ
鉄
の
暴
風
は
島
々
の
山
容
を
変
え
、
文
化
遺

　
　
産
の
ほ
と
ん
ど
を
破
壊
し
、
二
〇
万
余
【
二
〇
数
万
】
の
尊
い
人
命
を
奪
い
去

　
　
り
ま
し
た
。
沖
縄
戦
は
日
本
に
於
け
る
唯
一
の
【
挿
入
‥
県
民
を
総
動
員
し
た
】

　
　
地
上
戦
で

あ
り
、
太
平
洋
戦
争
【
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
】
で
最
大
規
模
の
戦

　
　
闘
で
あ
り
ま
し
た
。

　
　
　
沖
縄
戦
の
何
よ
り
の
特
徴
は
、
軍
人
よ
り
も
一
般
住
民
の
戦
死
者
が
は
る
か

　
　

に
上
ま
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
数
は
十
万
余
【
一
〇
数
万
】
に
お
よ

　
　
び

ま
し
た
。
あ
る
者
は
砲
弾
で
吹
き
と
【
飛
】
ば
さ
れ
、
あ
る
者
は
追
い
つ
め

　
　

ら
れ
て
自
ら
命
を
断
ち
【
断
た
さ
れ
】
、
あ
る
者
は
飢
え
と
マ
ラ
リ
ア
で
倒
れ
、

　
　

ま
た
、
敗
走
す
る
自
国
軍
隊
の
犠
牲
に
さ
れ
る
者
も
あ
り
ま
し
た
。
私
達
沖
縄

　
　
県
民

は
、
想
像
を
絶
す
る
極
限
状
態
の
中
で
戦
争
の
不
条
理
と
残
酷
さ
を
身
を

　
　
も
っ
て
体
験
し
ま
し
た
。

　
　
　

こ
の
戦
争
の
体
験
こ
そ
、
と
り
も
な
お
さ
ず
戦
後
沖
縄
の
人
々
が
米
国
の
軍

　
　
事
支
配
の
重
圧
に
抗
し
つ
つ
、
つ
ち
か
っ
て
き
た
沖
縄
の
こ
こ
ろ
【
心
】
の
原

　
　
点
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
“
沖
縄
の
こ
こ
ろ
”
と
は
人
間
の
尊
厳
を
何
よ
り
も
重
く
見
て
、
戦
争
に
つ

　
　
な
が
る
一
切
の
行
為
を
否
定
し
、
平
和
を
求
め
、
人
間
性
の
発
露
で
あ
る
文
化

　
　
を
こ
よ
な
く
愛
す
る
心
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
私

た
ち
は
戦
争
の
犠
牲
に
な
っ
た
多
く
の
霊
を
弔
い
、
沖
縄
戦
の
歴
史
的
教

　
　
訓
を
正
し
く
次
代
に
伝
え
、
全
世
界
の
人
び
と
【
々
】
に
私
た
ち
の
こ
こ
ろ
【
心
】

　
　

を
訴
え
、
も
っ
て
恒
久
平
和
の
樹
立
に
寄
与
す
る
た
め
、
こ
こ
に
県
民
個
々
の

　
　
戦
争
体
験
を
結
集
し
て
、
沖
縄
県
立
【
沖
縄
県
】
平
和
祈
念
資
料
館
を
設
立
い

　
　
た
し
ま
す
。

　
　
（
【
】
は
、
新
資
料
館
設
立
時
に
行
わ
れ
た
訂
正
の
個
所
。
戦
争
の
呼
称
と
犠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
牲
者
数
、
集
団
死
の
位
置
付
け
が
大
き
な
修
正
点
で
あ
る
）

　

こ
の
時
の
展
示
見
直
し
作
業
で
は
、
基
本
構
想
か
ら
展
示
に
い
た
る
ま
で
の
全
行

程

に
責
任
を
持
つ
総
合
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
方
式
を
と
っ
た
。
そ
の
下
に
運
営
協
議
会

が

お
か
れ
、
さ
ら
に
運
営
協
議
会
の
下
に
、
総
合
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
を
中
心
と
し
て

具
体
的
な
展
示
を
立
案
す
る
展
示
専
門
委
員
会
が
お
か
れ
た
。
こ
の
体
制
の
意
味
を
、

今

回
の
新
資
料
館
準
備
体
制
と
比
較
し
て
、
両
方
の
準
備
作
業
に
加
わ
っ
た
大
城
将

保

は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
今
回
の
新
館
展
示
の
場
合
、
決
定
的
な
違
い

は

総
合

プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
展
示
専
門
委
員
会
が
設
置
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

総
合
プ

ロ

デ
ュ

ー
サ
ー
は
展
示
業
者
と
の
契
約
に
含
ま
れ
て
な
か
っ
た
し
、
展
示
専

門
委
員
会
に
相
当
す
る
『
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
』
は
、
当
初
か
ら
監
修
委
員
会

の

も
と
に
設
置
す
る
よ
う
に
図
示
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
予
算
措
置
さ
え

な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
明
ら
か
に
事
務
局
の
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
（
怠
慢
）
で
あ
る
。

…
…
総
合
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
の
不
在
は
行
政
主
導
の
密

室
型
作
業
に
お
ち
い
り
、
問
題
の
『
展
示
改
ざ
ん
事
件
』
を
ゆ
る
す
温
床
に
な
っ
た

と
考
え
る
し
か
な
い
。
結
局
、
ど
た
ん
ば
の
段
階
で
総
合
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
ワ
ー

キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
の
作
業
を
監
修
委
員
会
が
肩
代
わ
り
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
資

料
調
査
の

時
間
は
皆
無
に
ひ
と
し
く
、
会
議
日
数
も
休
館
の
場
合
と
比
べ
て
十
分
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

一
に
も
満
た
な
か
っ
た
」
。

　
展
示
改
善
の
具
体
的
な
作
業
は
、
展
示
計
画
委
員
、
展
示
演
出
委
員
、
専
門
委
員

と
作
業
委
員
会
の
名
称
を
変
え
つ
つ
進
め
ら
れ
た
が
、
メ
ン
バ
ー
は
展
示
批
判
の
口

火
を
切
っ
た
「
沖
縄
戦
を
考
え
る
会
」
会
員
を
中
心
に
中
山
良
彦
、
安
次
富
長
昭
、

田
港
朝
昭
、
安
仁
屋
政
昭
、
久
手
堅
憲
俊
、
真
栄
里
泰
山
、
高
良
倉
吉
、
石
原
昌
家
、

大
城
将
保
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
展
示
再
構
築
の
作
業
は
、
］
九
七
六
年
末
か
ら
丸
二

年
間
に
わ
た
る
が
、
そ
の
作
業
量
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
会
議
の
平
均
時
間
は
六

～
八
時
間
、
現
地
調
査
や
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
作
成
作
業
日
数
は
合
計
で
延
べ
二
〇
〇
日

を
超
え
る
。
委
員
会
の
性
格
や
設
立
作
業
の
進
め
方
が
異
な
る
の
で
単
純
比
較
は
出

来
な
い
が
、
毎
回
会
議
時
間
は
新
資
料
館
の
監
修
委
員
会
の
会
議
時
間
を
遥
か
に
う

わ

ま
わ
っ
て
お
り
、
作
業
委
員
の
凄
ま
じ
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
投
入
さ
れ
た
結
果
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

九
七

八
年
一
〇
月
、
改
装
展
示
が
オ
ー
プ
ン
し
た
。

　
　
構
想
段

階
（
一
九
七
六
年
二
月
～
七
七
年
三
月
）
展
示
計
画
委
員
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会
議
一
六
回
　
一
三
九
時
間
（
平
均
八
・
七
時
間
）

　
　
　
　
　

現
地

調
査
延
一
九
日

　
　
展
示
計
画
段
階
（
一
九
七
七
年
一
〇
月
～
七
八
年
三
月
）
展
示
演
出
委
員

　
　
　
　
　

会
議
二
一
回
　
一
二
七
時
間
（
平
均
六
・
○
時
間
）

　
　
　
　
　

現
地
調
査
　
六
日

　
　
展
示
施
行
段
階
（
一
九
七
八
年
四
月
～
七
八
年
一
〇
月
）
展
示
演
出
委
員
・
展

　
　
示
技
術
者

　
　
　
　
　

会
議
一
七
回
　
一
〇
〇
時
間
（
五
・
九
時
間
）

　
　
　
　
　

現
地
調
査

延
一
〇
七
日

　
　
　
　

専
門
委
員
ー
列
品
作
業
・
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
作
成
　
九
日
・
八
七
日

　
新
資
料
館
が
、
旧
資
料
館
か
ら
引
き
継
い
だ
最
も
重
要
な
部
分
は
先
の
設
立
理
念
、

そ
し
て
沖
縄
戦
体
験
の
「
証
言
」
の
展
示
、
お
よ
び
沖
縄
戦
展
示
の
「
結
び
の
こ
と

ば
」
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
沖
縄
の
平
和
資
料
館
が
独
自
に
開
発
し
た
「
証
言
」
展
示

と
い
う
方
法
も
、
こ
の
展
示
再
構
築
作
業
の
中
で
発
見
、
開
発
さ
れ
た
。

　

こ
の
証
言
展
示
創
造
の
過
程
に
つ
い
て
、
総
合
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
中
山
良
彦
は
、

後
に
こ
う
回
想
し
て
い
る
。
「
モ
ノ
の
選
択
も
そ
し
て
そ
の
展
示
方
法
も
、
『
資
料
館

で
何
を
語
る
べ
き
か
』
の
明
確
な
認
識
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
」
、
「
大
事
な
の
は
、

何
を
何
故
展
示
す
る
の
か
、
と
い
う
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
の
明
確
化
だ
」
。
し
か
し
、

そ
の
何
を
語
る
べ
き
か
が
決
ま
っ
た
時
、
一
番
苦
労
し
た
の
は
「
失
語
症
に
陥
る
ほ

ど
恐
ろ
し
い
住
民
の
戦
争
体
験
を
、
的
確
に
伝
達
で
き
る
モ
ノ
が
、
果
た
し
て
あ
る

の

だ
ろ
う
か
」
と
言
う
問
題
で
あ
っ
た
。
資
料
収
集
に
出
か
け
て
も
成
果
は
乏
し

か
っ

た
。
そ
こ
で
行
き
着
い
た
結
論
は
、
「
モ
ノ
に
語
ら
せ
る
、
は
博
物
館
展
示
の

原
則
で
あ
る
。
し
か
し
今
一
度
、
原
点
に
戻
っ
て
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
私
た
ち

は
博
物
館
を
つ
く
っ
て
い
る
の
か
？
『
住
民
の
視
点
で
語
る
館
』
を
作
る
の
が
私
た

ち
の
作
業
の
目
的
で
、
博
物
館
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
私
た
ち
の
結
論

だ
っ
た
。
証
言
を
展
示
物
に
し
よ
う
、
と
い
う
方
向
は
こ
の
認
識
を
確
認
す
る
中
か

ら
生
ま
れ
た
」
。
こ
の
方
針
に
よ
り
、
証
言
の
選
び
出
し
が
始
ま
っ
た
。
県
史
、
市

史
、
民
間
出
版
物
、
証
言
の
録
音
テ
ー
プ
か
ら
、
証
言
の
読
会
を
百
時
間
余
も
重
ね

た
結
果
第
一
次
証
言
集
が
作
成
さ
れ
、
さ
ら
に
推
敲
を
重
ね
第
四
次
証
言
集
ま
で
作

成
し
た
。
そ
の
中
か
ら
二
百
人
分
の
証
言
を
選
び
出
し
、
「
時
期
、
場
所
、
戦
況
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
ヨ

進
捗
度
や
緊
迫
度
な
ど
で
約
三
十
の
分
類
項
目
を
作
成
し
、
二
百
の
項
目
を
三
十
の

項

目
に
基
づ
い
て
バ
ラ
バ
ラ
に
分
解
す
る
。
解
体
と
い
っ
た
方
が
適
当
か
も
し
れ
な

い
。
証
言
を
バ
ラ
バ
ラ
に
切
り
刻
む
の
で
あ
る
。
次
は
千
余
の
断
片
と
な
っ
た
証
言

を
、
設
定
し
た
時
期
、
場
所
、
戦
況
進
捗
度
な
ど
の
項
目
別
に
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
し
、

グ
ル
ー
ピ
ン
グ
で
出
来
た
約
三
十
の
証
言
断
片
の
束
を
一
本
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
な
る

よ
う
に
並
べ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
米
軍
資
料
や
防
衛
庁
資
料
と
照
合
し
て
推
敲

を
重
ね
完
成
す
る
。
こ
う
し
て
出
来
上
が
っ
た
証
言
を
改
め
て
読
ん
で
み
て
、
皆
そ

の

成
果
を
驚
い
た
。
例
え
ば
牛
島
司
令
官
自
決
前
後
の
摩
文
仁
だ
が
、
一
人
一
人
の

証
言

を
原
型
の
ま
ま
読
ん
で
い
た
ら
、
な
か
な
か
イ
メ
ー
ジ
が
結
ば
な
い
が
、
こ
の

方
法
で
多
数
の
人
に
一
斉
に
一
局
面
に
つ
い
て
語
ら
せ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
見
方
は

異

な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
え
っ
て
そ
れ
が
全
体
像
を
立
体
的
に
浮
か
び
上
が
ら

せ

る
効
果
と
な
り
、
状
況
が
明
確
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
こ
の
方

法
で
仕
上
げ
た
証
言
集
を
使
っ
て
、
証
言
を
展
示
物
に
す
る
、
と
い
う
前
代
未
聞
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

暴
挙
と
も
言
え
る
展
示
方
法
を
、
や
っ
て
の
け
た
の
で
あ
る
」
。

　

こ
の
体
験
証
言
を
文
字
で
展
示
す
る
こ
と
に
関
し
、
主
要
な
難
点
は
二
つ
意
識
さ

れ
て

い

た
。
「
本
来
、
実
物
展
示
を
原
則
と
す
る
資
料
館
で
文
字
を
読
ま
せ
る
の
は

正
統

な
方
法
で
は
な
」
く
、
「
ま
た
、
住
民
証
言
は
個
々
人
の
視
野
で
し
か
対
象
を

捉
え
き
れ
な
い
か
ら
歴
史
展
示
と
し
て
の
客
観
性
が
よ
わ
い
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

そ
し
て
、
展
示
委
員
会
は
こ
の
難
問
を
「
実
際
の
証
言
記
録
を
徹
底
的
に
読
む
込
む

こ
と
で
ク
リ
ア
」
し
よ
う
と
し
た
。
上
の
中
山
の
指
摘
と
も
重
な
る
が
、
「
『
沖
縄
県

史
』
の
沖
縄
戦
記
録
一
・
二
巻
、
『
那
覇
市
史
』
戦
時
記
録
、
石
原
昌
家
著
『
虐
殺

の
島
』
を
全
員
で
輪
読
す
る
こ
と
数
回
」
と
い
う
集
団
的
な
読
み
込
み
を
行
い
、
「
そ

の

中
か
ら
①
最
も
イ
ン
パ
ク
ト
の
強
い
証
言
を
選
び
だ
し
、
そ
の
中
か
ら
②
沖
縄
戦

の

本
質
に
せ
ま
る
証
言
を
抽
出
し
て
展
示
ス
ト
ー
リ
ー
に
そ
っ
て
配
列
し
沖
縄
戦
の
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（
1
2
）

全
体
像
が
浮
か
び
上

が

る
よ
う
な
構
成
を
工
夫
し
た
」
と
い
う
。
そ
の
際
の
証
言
の

選
び

方
と
し
て
は
、
「
生
身
の
人
が
本
当
に
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
よ
う
な
文
体
の
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

を
」
選
び
、
論
文
風
、
手
記
風
な
文
章
は
避
け
た
、
と
い
う
。

　
で

は
、
そ
の
展
示
証
言
作
成
作
業
の
前
提
と
な
っ
た
『
沖
縄
県
史
』
の
沖
縄
戦
記

録

は
、
ど
の
よ
う
に
編
纂
さ
れ
た
の
か
。
そ
の
方
法
は
、
以
下
の
文
章
が
集
約
的
に

語
っ
て
い
る
。
「
記
録
と
調
査
に
は
独
自
の
方
法
が
考
案
さ
れ
た
。
…
…
沖
縄
戦
体

験
の

場
合
は

ま
ず
手
記
を
書
か
せ
る
の
は
無
理
で
あ
る
。
沖
縄
戦
の
三
か
月
余
の
戦

場
生
活

は
『
人
間
が
人
間
で
な
く
な
る
体
験
』
で
あ
っ
た
。
誰
し
も
思
い
出
す
だ
に

身
震
い
す
る
よ
う
な
記
憶
を
無
数
に
か
か
え
て
い
る
。
ふ
だ
ん
凍
結
し
埋
も
れ
て
い

た
記
憶
群
が
い
っ
た
ん
噴
出
し
だ
す
と
眠
り
に
く
い
夜
が
数
日
は
続
く
し
、
ひ
ど
い

場
合

は
病
人
同
然
に
寝
込
ん
で
し
ま
う
人
も
い
る
。
『
沖
縄
県
史
』
の
審
議
会
と
作

業
チ
ー
ム
が
考
案
し
た
手
法
は
、
集
落
ご
と
に
体
験
者
に
集
ま
っ
て
も
ら
っ
て
、
座

談
会
や
個
人
面
談
で
個
々
人
の
戦
場
行
動
の
記
憶
を
証
言
し
て
も
ら
い
、
録
音
し
た

テ

ー
プ
を
も
と
に
証
言
記
録
を
作
成
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
は
じ
め
の
う
ち
は
な
か

な
か
語
り
た
が
ら
な
い
凍
結
さ
れ
た
記
憶
が
、
話
し
て
い
く
う
ち
に
だ
ん
だ
ん
よ
み

が
え
り
、
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
戦
場
の
実
相
が
次
々
と
明
る
み
に
浮
上
し
て
く
る

　
　
　
　
（
1
4
）

の

で

あ
っ
た
」
。
こ
う
し
て
採
集
し
、
編
集
さ
れ
た
証
言
記
録
を
、
沖
縄
戦
の
全
体

像
を
住
民
の
視
点
か
ら
再
構
築
す
る
立
場
か
ら
専
門
研
究
者
集
団
で
読
み
込
み
、
リ

ア

ル

で
、
か
つ
沖
縄
戦
の
本
質
に
せ
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
証
言
を
選
び
出
し
、
次
い

で
、
南
部
撤
退
、
ガ
マ
、
汚
辱
の
戦
場
、
シ
ュ
ー
サ
イ
ド
・
ク
リ
フ
と
い
っ
た
大
括

り
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
証
言
を
配
列
し
、
あ
る
場
面
・
出
来
事
を
様
々
な
体
験
証
言

か

ら
多
様
に
描
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
過
程
で
は
、
証
言
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー

（記
憶
の
確
か
さ
）
の
保
証
と
な
る
緊
張
関
係
が
幾
重
に
も
設
定
さ
れ
、
そ
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

が
歴
史
展
示
と
し
て
の
客
観
性
の
保
証
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
資
料
館
が
、
住
民
の
沖
縄
戦
体
験
記
録
を
中
心
に
再
編
さ
れ
た
時
、
次
の
問
題
は

ガ

ラ
ス
ケ
ー
ス
に
大
事
に
陳
列
さ
れ
て
い
た
武
器
・
弾
薬
の
処
理
で
あ
っ
た
。
こ
の

問
題
で
も
議
論
が
重
ね
ら
れ
た
が
、
戦
場
跡
を
象
徴
す
る
展
示
と
し
て
、
資
料
・
遺

品
で
は
な
く
、
「
避
難
民
た
ち
が
目
撃
し
た
戦
場
の
光
景
を
構
成
す
る
オ
ブ
ジ
ェ
」

と
見
立
て
、
「
廃
嘘
と
な
っ
た
戦
場
跡
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
し
て
資
料
館
入
口
に
展

示

し
た
。
こ
の
発
想
も
、
新
資
料
館
に
、
銃
器
・
鉄
カ
ブ
ト
を
ま
と
め
て
ゲ
ー
ジ
に

入
れ
て

空

間
的
演
出
に
使
う
と
い
う
展
示
と
し
て
引
き
継
が
れ
て
い
る
が
、
沖
縄
住

民
が
目
撃
し
た
戦
場
の
光
景
の
象
徴
、
と
い
う
イ
ン
パ
ク
ト
は
弱
く
な
っ
て
い
る
と

　
　
　
（
1
6
）

思
わ
れ
る
。

　
展
示
再
構
築
の
最
後
の
仕
上
げ
は
、
旧
資
料
館
の
展
示
全
体
を
し
め
く
く
る
「
結

び
の

こ
と
ば
」
の
作
成
で
あ
っ
た
。
結
末
の
ア
ピ
ー
ル
文
は
あ
る
詩
人
に
依
頼
し
て

あ
っ
た
が
、
住
民
の
証
言
と
二
年
間
つ
き
あ
っ
て
き
た
感
覚
か
ら
見
る
と
「
美
し
す

ぎ
て
弱
す
ぎ
た
」
と
い
う
。
そ
こ
で
展
示
演
出
専
門
委
員
は
証
言
に
応
え
る
形
で
「
な

る
べ
く
美
辞
麗
句
を
廃
し
て
、
ひ
と
り
つ
ぶ
や
く
よ
う
な
」
、
自
分
た
ち
な
り
の
率

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

直
な
言
葉
を
持
っ
て
ア
ピ
ー
ル
文
を
合
作
し
た
。
展
示
再
構
築
を
担
当
し
た
研
究
．

技
術
者
集
団
が
、
こ
の
よ
う
な
詩
ま
で
作
成
し
た
こ
と
自
体
が
驚
き
だ
が
、
以
下
の

よ
う
に
、
日
本
国
憲
法
序
文
の
平
和
創
造
の
精
神
を
、
地
域
の
こ
と
ば
と
し
て
見
事

に
表
現
し
た
ア
ピ
ー
ル
で
あ
り
、
新
資
料
館
に
お
い
て
は
、
沖
縄
戦
展
示
が
終
わ
っ

た
所
の
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
ゾ
ー
ン
に
そ
の
ま
ま
掲
げ
ら
れ
て
い
る
（
い
っ
た
ん
、
後
述

の

よ
う
に
消
さ
れ
か
か
っ
た
が
）
。
こ
の
詩
は
、
歴
史
研
究
者
が
地
域
社
会
の
記
憶

（
こ
こ
ろ
）
と
誠
実
に
、
深
く
向
き
あ
っ
た
時
の
可
能
性
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。

　
　
沖
縄
戦
の
実
相
に
ふ
れ
る
た
び
に
　
戦
争
と
い
う
も
の
は
　
こ
れ
ほ
ど
残
忍
で

　
　

こ
れ
ほ
ど
汚
辱
に
ま
み
れ
た
も
の
は
な
い
と
思
う
の
で
す

　
　
こ
の
　
な
ま
な
ま
し
い
体
験
の
前
で
は
　
い
か
な
る
人
で
も
　
戦
争
を
肯
定
し

　
　
美
化
す
る
こ
と
は
　
で
き
な
い
は
ず
で
す

　
　
戦
争
を
お
こ
す
の
は
　
た
し
か
に
　
人
間
で
す
　
し
か
し
　
そ
れ
以
上
に
　
戦

　
　
争
を
許
さ
な
い
努
力
の
で
き
る
の
も
　
私
た
ち
　
人
間
　
で
は
な
い
で
し
ょ
う

　
　
か

　
　
戦
後
こ
の
か
た
　
私
た
ち
は
　
あ
ら
ゆ
る
戦
争
を
憎
み
　
平
和
な
島
を
建
設
せ

　
　
ね
ば
　
と
思
い
つ
づ
け
て
き
ま
し
た
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こ
れ
が
　
あ
ま
り
に
も
大
き
す
ぎ
た
代
償
を
払
っ
て
得
た

き
な
い
　
私
た
ち
の
信
条
な
の
で
す

教
科
書
問
題
と
県
議
会
決
議

ゆ
ず
る
こ
と
の
で

　
一
九
八
二
年
、
高
校
日
本
史
教
科
書
へ
の
検
定
に
よ
り
、
沖
縄
戦
に
お
け
る
日
本

軍
の

住
民
虐
殺
事
件
が
削
除
さ
れ
た
。
こ
の
時
、
住
民
虐
殺
の
論
拠
と
な
る
『
沖
縄

県
史
』
も
「
第
一
級
資
料
で
は
な
い
」
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
検
定
で
の
修
正

要
求
は
、
こ
れ
だ
け
で
な
く
沖
縄
戦
犠
牲
者
の
数
や
犠
牲
の
性
格
に
か
か
わ
る
叙
述

に
も
お
よ
ん
で
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
時
の
検
定
で
は
「
侵
略
」
と

い

う
表
現
や
南
京
大
虐
殺
な
ど
加
害
、
戦
争
の
評
価
、
さ
ら
に
人
権
に
か
か
わ
る
修

正
要

求
も
多
く
、
沖
縄
戦
の
叙
述
に
関
す
る
修
正
要
求
も
そ
の
重
要
な
一
環
で
あ
っ

た
。　

教
科
書
検
定
に
よ
る
沖
縄
戦
で
の
住
民
殺
害
と
い
う
史
実
の
削
除
は
、
『
沖
縄
県

史
』
沖
縄
戦
記
録
や
平
和
資
料
館
の
証
言
展
示
な
ど
に
示
さ
れ
た
県
民
の
沖
縄
戦
の

記
憶
の
否
定
で
あ
り
、
沖
縄
県
民
の
世
論
を
刺
激
す
る
な
か
で
、
マ
ス
コ
ミ
の
連
載

報
道
や
諸
団
体
の
抗
議
行
動
が
始
ま
り
、
そ
の
中
で
九
月
四
日
沖
縄
県
は
臨
時
議
会

を
開
催
し
、
「
教
科
書
検
定
に
関
す
る
意
見
書
」
を
採
択
し
た
。
ま
た
、
そ
の
前
後

に
県
内
の
市
町
村
議
会
で
も
意
見
書
採
択
が
相
次
い
で
い
る
。

　

こ
の
県
議
会
に
お
い
て
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
た
意
見
書
は
、
沖
縄
戦
の
評
価
に

関
わ
り
「
県
民
殺
害
は
否
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
厳
然
た
る
事
実
で
あ
り
、
特
に

過

ぐ
る
大
戦
で
国
内
唯
一
の
地
上
戦
を
体
験
し
、
一
般
住
民
を
含
む
多
く
の
尊
い
生

命
を
失
い
、
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
犠
牲
を
強
い
ら
れ
た
県
民
に
と
っ
て
、
歴
史
的

事
実
で
あ
る
県
民
殺
害
の
記
述
が
削
除
さ
れ
る
こ
と
は
と
う
て
い
容
認
し
が
た
い
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

と
で
あ
る
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
日
本
軍
の
県
民
殺
害
は
沖
縄
戦
評
価
の
根
幹
に

関
わ
り
、
沖
縄
戦
体
験
で
は
ゆ
ず
る
こ
と
の
で
き
な
い
部
分
で
あ
る
こ
と
が
、
県
議

会
の
総
意

と
言
う
形
で
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
県
議
会
の
総
意
は
、
県
民
の
沖
縄

戦
認
識
の
集
約
と
言
え
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
日
本
軍
の
住
民
虐
殺
に
関
す
る
県
議
会

の

決
議
は
、
新
資
料
館
の
展
示
を
設
計
す
る
場
合
の
最
も
重
要
な
立
脚
点
と
な
っ
た
。

そ

の

こ
と
は
、
展
示
改
窺
を
め
ぐ
る
県
議
会
の
論
戦
で
、
こ
の
時
の
決
議
の
意
味
が

確
認

さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
監
修
委
員
会
で
の
ガ
マ
展
示
を
め
ぐ
る
議
論
に
も
現
れ

　
　
（
1
9
）

て

い
る
。

　
上
記
の
事
態
は
、
あ
え
て
一
般
的
に
考
え
れ
ば
、
県
議
会
と
い
う
「
政
治
」
が
、

県
民
の
戦
争
認
識
に
あ
る
枠
を
嵌
め
る
と
い
う
問
題
性
を
含
ん
で
も
い
よ
う
が
、
沖

縄
で

は
、
新
資
料
館
展
示
改
窺
事
件
の
最
中
の
一
九
九
九
年
九
月
一
八
日
の
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
で
も
新
た
に
日
本
兵
に
よ
る
住
民
殺
害
事
件
の
証
言
が
現
れ
る
な
ど
、
繰
り

返

し
新
た
な
事
実
（
証
言
）
に
よ
っ
て
戦
争
認
識
が
検
証
さ
れ
つ
づ
け
て
お
り
、
日

本

軍
の
脅
威
の
否
定
は
、
着
剣
し
た
銃
を
も
つ
日
本
兵
か
ら
「
子
供
を
泣
か
す
と
殺

す
」
と
脅
さ
れ
た
こ
と
を
証
言
し
て
き
た
女
性
が
、
「
私
は
事
実
を
語
っ
て
き
た
。

そ
れ
を
否
定
さ
れ
る
と
、
語
り
続
け
た
私
は
何
の
た
め
に
生
き
て
き
た
の
か
分
か
ら

な
く
な
る
」
と
訴
え
る
よ
う
に
、
多
く
の
沖
縄
戦
体
験
者
の
戦
後
を
生
き
続
け
た
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

味
に

も
か
か
わ
る
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
形
に
現
れ
た
の
は
議
会
の
議
決
と
言
う
政

治
で
あ
る
が
、
こ
と
は
政
治
を
超
え
、
沖
縄
戦
の
中
で
起
こ
っ
た
ま
ぎ
れ
も
な
い
事

実
を
事
実
と
し
て
認
識
し
、
県
民
の
代
表
者
集
団
と
し
て
対
外
的
に
表
明
し
た
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
し
か
し
日
本
軍
に
よ
る
住
民
殺
害
と
い
う
事
実
は
、
日
本
軍
と
い
う
軍
隊
の
評
価

に
直
結
す
る
問
題
で
あ
り
、
国
の
戦
争
責
任
に
も
か
か
わ
る
。
そ
の
た
め
以
後
の
検

定
で
は
、
沖
縄
戦
で
の
集
団
自
決
を
強
調
し
て
書
か
せ
る
こ
と
で
、
県
民
殺
害
の
印

象
を
薄
め
る
指
導
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
検
定
の
あ
り
か
た
が
、
家

永
裁

判
第
三
次
訴
訟
（
｝
九
八
四
年
～
一
九
九
六
年
）
の
沖
縄
戦
関
係
で
の
主
要
争

点
と
な
っ
た
。
沖
縄
戦
の
基
本
的
特
徴
を
、
「
国
内
が
戦
場
化
し
て
国
民
が
地
上
戦

闘
に
巻
き
込
ま
れ
た
と
き
、
軍
事
が
す
べ
て
に
優
先
し
て
、
自
国
軍
隊
が
自
国
民
の

生
命
・
財
産
を
守
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
を
奪
っ
た
と
い
う
事
実
」
に
求
め
、
そ
の
立

脚
点
か
ら
従
来
、
住
民
の
集
団
自
決
と
表
現
さ
れ
て
い
た
事
態
を
「
日
本
軍
の
強
制

に
よ
る
集
団
死
」
と
し
て
と
ら
え
る
の
か
、
そ
れ
と
も
住
民
の
非
業
の
死
に
関
し
、
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集
団
自
決
‖
「
崇
高
な
る
犠
牲
的
精
神
に
よ
る
自
発
的
な
死
」
を
強
調
し
、
日
本
軍

の

責
任
、
国
家
の
戦
争
責
任
を
不
問
に
付
す
の
か
、
こ
れ
が
次
の
具
体
的
な
争
点

だ
っ
た
。
争
点
は
一
見
移
動
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
戦
場
で
沖
縄
住
民
が

見
た
日
本
軍
の
性
格
が
問
わ
れ
つ
づ
け
て
い
た
こ
と
は
変
わ
り
な
い
。

　
沖
縄
戦
の
基
本
的
特
徴
を
示
す
軍
隊
と
住
民
の
緊
張
関
係
を
ど
う
と
ら
え
る
か
、

「集
団
自
決
」
と
表
現
さ
れ
て
き
た
事
態
の
性
格
・
背
景
を
ど
う
見
る
か
、
こ
れ
ら

の

点
は
、
沖
縄
戦
認
識
を
め
ぐ
る
沖
縄
県
民
の
記
憶
と
政
治
‖
国
家
の
対
抗
軸
で
あ

り
、
こ
の
対
抗
軸
を
背
景
に
平
和
資
料
館
の
具
体
的
な
展
示
の
あ
り
方
が
模
索
、
展

開
さ
れ
る
。
新
資
料
館
の
展
示
に
お
い
て
ガ
マ
が
焦
点
と
な
る
理
由
は
こ
こ
に
あ
っ

た
。

3

八
重
山
国
家
補
償
問
題
と
祈
念
館
設
立
計
画

　
一
九
四
五
年
四
月
、
波
照
間
島
住
民
は
、
軍
命
に
よ
り
マ
ラ
リ
ア
有
病
地
で
あ
る

西
表
島
に
強
制
的
に
退
去
さ
せ
ら
れ
た
。
ま
た
、
六
月
一
日
、
石
垣
島
で
も
マ
ラ
リ

ア

を
媒
介
す
る
ハ
マ
ダ
ラ
蚊
の
生
息
地
帯
で
あ
る
山
岳
地
帯
に
退
去
せ
よ
と
の
軍
命

（入
重

山
旅
団
、
兵
力
約
一
万
人
）
が
発
せ
ら
れ
た
。
米
軍
の
上
陸
作
戦
を
前
提
と

し
た
戒
厳
令
状
態
の
中
で
の
指
定
地
域
へ
の
避
難
命
令
で
あ
り
、
通
例
の
避
難
と
は

異
な
り
、
指
定
さ
れ
た
地
域
へ
の
強
制
退
去
命
令
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
結
果
、
八
重
山
諸
島
の
人
口
三
万
一
〇
〇
〇
人
の
う
ち
約
半
数
が
マ
ラ
リ
ア

に

か
か

り
、
う
ち
三
六
〇
〇
人
が
死
亡
し
た
。
特
に
波
照
間
島
で
は
人
口
約
一
六
〇

〇
人
の
う
ち
約
五
〇
〇
人
、
住
民
の
ほ
ぼ
三
人
に
一
人
が
マ
ラ
リ
ア
病
で
死
亡
し
た
。

八
重

山
諸
島
の
人
々
は
マ
ラ
リ
ア
の
怖
さ
を
十
分
に
承
知
し
て
お
り
、
軍
命
に
よ
る

有
病
地
へ
の
疎
開
と
い
う
強
制
が
な
け
れ
ば
あ
り
得
な
か
っ
た
犠
牲
で
あ
っ
た
。
戦

争
と
軍
隊
の
命
令
が
か
ら
ん
だ
マ
ラ
リ
ア
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
「
戦
争
マ
ラ
リ
ア
」

と
称
さ
れ
た
。

　

こ
の
戦
争
マ
ラ
リ
ア
犠
牲
者
の
補
償
要
求
の
動
き
が
具
体
化
し
た
の
は
「
沖
縄
戦

強
制
疎
開
マ
ラ
リ
ア
犠
牲
者
援
護
会
」
が
結
成
さ
れ
た
一
九
八
九
年
で
あ
る
。
以
後
、

同
会
は
援
護
法
の
適
用
に
よ
る
犠
牲
者
遺
族
へ
の
補
償
を
国
家
に
要
請
し
つ
づ
け
た
。

同
年
、
沖
縄
県
議
会
は
全
会
一
致
で
「
沖
縄
戦
強
制
疎
開
マ
ラ
リ
ア
犠
牲
者
の
遺
族

補
償
に
関
す
る
意
見
書
」
を
採
択
し
、
沖
縄
県
行
政
も
こ
の
補
償
要
求
を
支
援
し
た
。

　
一
九
九
一
年
、
沖
縄
県
は
「
沖
縄
県
立
平
和
祈
念
資
料
館
改
築
・
沖
縄
戦
犠
牲
者

『平
和
の
壁
』
建
設
等
基
本
構
想
検
討
懇
話
会
」
の
中
に
「
八
重
山
地
域
マ
ラ
リ
ア

犠
牲
者
部
会
」
を
設
置
し
た
。
同
部
会
は
軍
命
を
裏
付
け
る
地
元
資
料
の
発
見
な
ど

精
力
的
な
現
地
調
査
を
ふ
ま
え
て
「
戦
時
中
の
八
重
山
地
域
に
お
け
る
マ
ラ
リ
ア
犠

牲
の
実
態
」
と
い
う
報
告
書
を
ま
と
め
、
何
れ
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
も
軍
命
に
よ
る

］
般
住
民
の
有
病
地
帯
へ
の
強
制
退
去
と
い
う
事
実
を
認
め
た
上
で
、
こ
れ
ら
の
犠

牲
者
へ
の
援
護
法
適
用
を
妥
当
で
あ
る
と
結
論
し
た
。
な
お
、
八
重
山
諸
島
に
配
置

さ
れ
て
い
た
部
隊
の
う
ち
六
六
七
名
が
戦
死
、
戦
病
死
し
て
い
る
が
、
戦
病
死
の
大

部
分
は
マ
ラ
リ
ア
に
よ
る
も
の
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
戦
病
死
者
に
は
既
に

援
護
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
沖
縄
で
の
動
き
を
受
け
た
政
府
は
三
省
庁
（
沖
縄
開
発
庁
、
厚
生
省
、

内
閣
官
房
）
マ
ラ
リ
ア
問
題
連
絡
会
議
を
組
織
し
、
政
府
与
党
戦
後
五
〇
年
問
題
プ

ロ

ジ
ェ
ク
ト
全
体
会
議
に
沖
縄
県
の
「
マ
ラ
リ
ア
の
犠
牲
の
実
態
」
報
告
書
へ
の
疑

問
を
提
出
し
た
。
主
張
の
要
点
は
、
軍
命
の
存
在
不
明
を
論
拠
と
す
る
国
の
マ
ラ
リ

ア
補
償
の
否
定
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
犠
牲
者
援
護
会
の
抗
議
的
要
請
行
動
が
あ

り
、
結
局
、
政
府
は
、
実
質
的
な
見
舞
金
支
給
と
慰
謝
事
業
の
実
施
を
条
件
に
、
焦

点
の
軍
命
に
つ
き
「
住
民
は
軍
命
と
受
け
止
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」
と
い
う
表
現

で
政
治
決
着
を
図
っ
た
。
援
護
会
は
国
の
責
任
の
欠
落
へ
の
不
満
を
表
明
し
つ
つ
も
、

高
齢
化
し
た
遺
族
へ
の
配
慮
も
あ
り
「
苦
渋
の
選
択
」
と
し
て
こ
の
案
を
受
け
入
れ
た
。

　
軍
命
で
の
犠
牲
を
認
め
れ
ば
、
こ
こ
で
も
軍
の
責
任
と
国
家
の
戦
争
責
任
が
問
わ

れ

ざ
る
を
得
な
い
。
国
側
は
そ
の
点
を
回
避
し
つ
つ
、
沖
縄
県
が
実
施
す
る
形
を

と
っ
た
見
舞
金
支
給
を
決
定
し
、
同
費
用
を
含
め
一
九
九
六
年
度
予
算
と
し
て
、
三

億
円
の
慰
謝
事
業
費
を
計
上
し
た
。
県
は
こ
の
予
算
で
、
慰
霊
碑
の
建
立
、
記
念
誌

の

発
行
、
犠
牲
者
追
悼
、
マ
ラ
リ
ア
祈
念
館
建
設
の
四
事
業
を
行
う
こ
と
と
し
、
こ
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こ
に
八
重
山
の
平
和
祈
念
館
建
設
計
画
が
始
ま
っ
た
。
従
っ
て
八
重
山
資
料
館
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

展
示
の
焦
点
は
、
八
重
山
旅
団
の
責
任
問
題
で
あ
っ
た
。

②
基
本
構
想
・
基
本
計
画
の
策
定

1
　
基
本
構
想

　
一
九
九
四
年
一
月
、
「
平
和
祈
念
資
料
館
移
転
改
築
事
業
」
推
進
検
討
委
員
会
が

ス

タ
ー
ト
し
、
翌
九
五
年
＝
月
に
は
『
平
和
祈
念
資
料
館
移
転
改
築
基
本
構
想
』

　
　
　
　
〔
2
2
）

が
公
表
さ
れ
た
。

　
基
本
構
想
で

は
、
改
築
の
背
景
と
目
的
に
つ
い
て
、
現
資
料
館
で
は
、
沖
縄
戦
の

実
相
す
べ
て
を
展
示
す
る
こ
と
が
出
来
て
い
な
い
こ
と
（
沖
縄
島
中
部
か
ら
南
部
の

戦
場
中
心
）
、
館
独
自
の
平
和
事
業
活
動
が
十
分
で
な
い
こ
と
、
基
地
被
害
の
歴
史

を
通
じ
て
考
え
さ
せ
ら
れ
て
き
た
構
造
的
暴
力
へ
の
注
目
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
、
「
沖
縄
の
こ
こ
ろ
」
を
再
確
認
し
た
う
え
で
、
新
資
料
館
に
世
界
へ
の
平
和

の
発
信
に
よ
る
積
極
的
な
平
和
の
島
の
建
設
を
目
指
す
中
核
施
設
と
し
て
の
位
置
付

け
を
与
え
て
い
る
。
総
合
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、
「
新
資
料
館
の
建
設
に
あ

た
っ
て
は
、
現
資
料
館
の
『
設
立
理
念
』
と
『
展
示
の
む
す
び
の
こ
と
ば
』
の
精
神

を
継
承
し
、
沖
縄
戦
の
実
相
の
す
べ
て
を
余
す
こ
と
な
く
描
き
、
加
え
て
、
新
機
軸

の
展
示

と
し
て
、
戦
後
沖
縄
の
歩
み
と
基
地
問
題
、
い
わ
ゆ
る
一
五
年
戦
争
に
お
け

る
近
隣
諸
国
へ
の
加
害
、
積
極
的
平
和
観
に
基
づ
く
人
権
や
環
境
破
壊
等
の
問
題
を
、

沖
縄
の
視
座
か
ら
捉
え
る
。
さ
ら
に
、
平
和
学
習
及
び
平
和
研
究
等
の
施
設
機
能
の

充
実
と
、
様
々
な
事
業
活
動
が
積
極
的
に
展
開
で
き
る
体
制
を
整
え
、
『
平
和
の
発

信
地
沖
縄
』
の
中
核
施
設
と
し
て
、
一
層
の
拡
充
を
図
る
」
と
い
う
ま
と
め
に
集
約

さ
れ
よ
う
。
新
資
料
館
が
、
旧
資
料
館
の
「
移
転
改
築
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
は
、

旧
資
料
館
の
理
念
と
精
神
の
継
承
・
発
展
・
充
実
化
と
い
う
側
面
を
何
よ
り
も
重
視

し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
新
資
料
館
は
、
「
平
和
の
礎
」
と
対
を
な
す
、
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

先
行
す
る
「
平
和
の
礎
刻
名
委
員
会
」
で
の
議
論
で
は
、
「
①
平
和
の
礎
と
新
平
和

祈
念
資
料
館
の
展
示
を
一
体
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
礎
は
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と

し
て
純
粋
性
と
象
徴
性
を
高
め
る
た
め
刻
む
内
容
は
極
度
に
単
純
化
す
べ
き
で
あ
る
。

②
一
方
の
資
料
館
で
は
沖
縄
戦
の
実
相
を
あ
り
の
ま
ま
に
展
示
し
、
多
く
の
情
報
を

も
り
こ
ん
で
平
和
学
習
や
平
和
研
究
に
役
立
て
る
。
③
戦
没
者
は
す
べ
て
平
等
に
扱

い
、
特
定
の
団
体
や
職
域
や
階
級
に
区
分
せ
ず
、
出
身
地
べ
つ
に
配
列
し
て
、
個
々

の
姓
名
が
沖
縄
戦
で
失
わ
れ
た
個
々
の
人
間
存
在
を
象
徴
す
る
よ
う
に
刻
名
す
る
。

平
和
の
礎
は
①
戦
没
者
の
追
悼
と
平
和
祈
念
、
②
戦
争
体
験
の
教
訓
と
継
承
、
③
安

ら
ぎ
と
学
び
の
場
、
の
三
本
柱
を
基
本
理
念
と
し
て
い
る
が
、
…
…
『
戦
争
体
験
の

教
訓
と
継
承
』
と
い
う
課
題
は
資
料
館
の
責
務
で
あ
り
、
『
礎
』
の
純
粋
性
・
象
徴

性
を
裏
打
ち
す
る
意
味
で
も
戦
争
の
も
つ
非
人
間
性
や
残
忍
性
等
の
実
相
は
資
料
館

で
展
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
、
と
両
施
設
の
独
自
性
と
一
体
性
が
企

　
　
　
　
　
（
2
3
）

図
さ
れ
て
い
た
。

　

展
示
の
構
想
は
、
表
1
－
1
（
表
1
は
「
基
本
構
想
」
と
「
基
本
計
画
」
の
比
較

を
意
図
し
て
作
成
し
た
が
、
紙
面
の
関
係
で
前
者
を
表
1
－
1
、
後
者
を
表
1
－
2

と
し
て
分
け
て
掲
載
し
た
）
と
し
て
整
理
し
た
。
常
設
展
示
で
は
、
プ
ロ
ロ
ー
グ
と

し
て
の
沖
縄
の
海
（
沖
縄
の
こ
こ
ろ
の
象
徴
と
し
て
の
海
、
平
和
・
命
の
源
泉
・
世

界
を
つ
な
ぐ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
提
起
）
か
ら
始
ま
り
、
パ
ー
ト
ー
が
、
沖
縄
戦
へ

の

道
、
沖
縄
戦
の
実
相
か
ら
な
る
が
、
新
た
に
「
1
5
年
戦
争
で
の
日
本
の
加
害
や
ア

ジ
ア
の
人
々
の
痛
み
」
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
。
パ
ー
ト
2
は
、
歴
史
展
示
の
新

企
拡
大
部
分

で
、
占
領
統
治
と
そ
の
後
も
続
く
基
地
問
題
か
ら
平
和
の
問
題
を
検
証

す
る
ね
ら
い
で
あ
っ
た
。
パ
ー
ト
3
は
、
沖
縄
の
視
座
か
ら
世
界
の
平
和
と
戦
争
の

諸
問
題
の
現
状
、
そ
し
て
よ
り
広
く
平
和
へ
の
脅
威
と
し
て
構
造
的
暴
力
を
考
え
る

展
示
構
想
で
あ
り
、
積
極
的
な
平
和
の
創
造
と
い
う
館
の
目
的
を
体
現
す
る
部
分
で

あ
る
が
、
展
示
の
具
体
化
は
最
も
難
し
い
所
で
あ
っ
た
。

　
積
極
的
な
平
和
創
造
に
つ
い
て
は
、
パ
ー
ト
3
と
と
も
に
「
県
民
や
来
館
者
の
積
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表1－1　『基本構想』における「展示の構想」と『基本計画』における展示のねらい・項目・細目・事象

3－1　20世紀の戦争と 常設展示では、沖縄戦、米国統治時代、その後の基地問題など、沖縄で起こった歴史的事実を中心に描き

平和・沖縄の体験 だし、その総括から、不戦と平和創造の決意をアピールしていく。

一　常設展示 ここでは、戦争の残虐さ悲惨さを、住民の視点から訴えかけていくことに力点を置く。また、科学的な視

点から戦争は、決して偶発的、運命的なものではないことも強調していくとともに、戦争の痛みを個人レベ

ルの問題として直感的に捉えられるような展示に心掛け、来館者の心の中に、平和への決意と希望の火がと

もるようにする。

プロローグ 沖縄の歴史や文化は、古来から海によって育まれてきた。「沖縄のこころ」は海に深く根ざしており、二

かりゆしの海むすびの海 ライカナイに象徴される海は、豊かな恵みをもたらす生命の源として、今なお、人々の心の中に息づいてい

る。また、平和愛好の民として、近隣諸国との交易に生きてきた歴史を持つ沖縄の人々にとって、海は世界

への平和と友好の架け橋でもある。

プロローグでは、この沖縄の美しい海に、「沖縄のこころ」を象徴させるとともに、無数の命を育み、世

界をつなぐ海に、平和のイメージをダブらせて物語り、常設展示の導入としていく。

パート1 沖縄の平和と友好の海は、日本の近代の幕開けとともに緊張の海へと変化し、沖縄戦の悲劇への道が始

近現代史からみた沖縄戦 まっていく。パート1では、戦争の残虐さ悲惨さを訴えかける沖縄戦の展示を中心に、琉球処分から沖縄戦

の実相 終結までを民衆の視点で物語っていく。

【沖縄戦への道】

近代日本にとっての沖縄の地政学的な意味を示すとともに、琉球処分に始まって沖縄戦に巻き込まれる経

過を科学的に検証する。また、その歴史の流れの中で、南進政策による沖縄の南洋移民の戦争犠牲について

明らかにするとともに、15年戦争での日本の加害とアジアの人々の痛みにも触れる。

【沖縄戦の実相】

昭和20年3月末、史上まれにみる熾烈な戦火が、鉄の暴風となって3ケ月余にわたって、この沖縄の島々

に吹き荒れ、島々は山容を変え、文化遺産は破壊しつくされ、20万余の人々の生命を奪い去った。私達沖縄

県民は、想像を絶する極限状態を経験した。この沖縄戦での地獄図を、民衆の視点で描き、その非人間的で

残虐な実相を明らかにし、戦争の不条理と残酷さを訴えていく。

また、戦争が原因で、今日まで引き継いでいる諸問題にも言及し、戦争や歴史のうねりの狭間で犠牲にな

るのは、常に民衆であることを教訓として伝えていく。

パート2 鉄の暴風が去り廃壊と化した島で、収容所をでた民衆を待っていたのは、米国の軍事支配による祖国から

沖縄から考える戦後50年 の分離であった。27年にも及ぶ異民族の軍事支配の下で、沖縄で起きた出来事を通して、平和の問題を検証

の戦争と平和 していく。

【27年の米国統治と基地問題】

27年にも及ぶ米国統治の下での基地被害や人権抑圧、平和を希求する復帰運動などを物語るとともに、復

帰後のなお残る基地被害の実態等を明らかにする。戦争が終わっても、なお、恒常的に戦争と隣り合わせの

生活を強いられてきた沖縄の状況から、今日の戦争と平和の問題を考えていく。

パート3 常設展示の最後となるパート3では、沖縄の視座で世界へ眼を向け、今日の世界を取り巻く戦争と平和の

「沖縄のこころ」を世界 諸問題を明らかにする。

へ 沖縄がかつて経験し、現在も直面している基地問題等をはじめ、貧困、飢餓、人権抑圧、そして環境破壊

などの構造的暴力を地球的規模に視野を広げて言及し、平和への脅威は、一人ひとりのライフスタイルにも

関わっていることを伝えていく。

先進国の価値観に翻弄された近現代そのものへの問いかけを行なうなかで、沖縄戦を体験し、伝統と現代

を共存させながら平和を希求する思想を発展・深化させてきた沖縄の「不戦」、「和解」、「協調」の精神「沖

縄のこころ」こそが、目前に迫った21世紀を平和の世紀としていく原動力となることを世界にアピールし常

設展示の結びとする。

3－2　21世紀の平和創 常に平和を目指し、行動し、創造のエネルギーを持つ人々の総意と創意から平和は生まれる。

造・沖縄の可能性 新資料館では、21世紀の平和創造・沖縄の可能性を県民や来館者とともに平和を目指し、行動し、創造し

一　プロセス展示及びそ ていく展示手法を導入する。

の他の方法による展示

プロセス展示 21世紀の平和創造で、沖縄で何ができるのかを県民や来館者とともに考えていくのが、このプロセス展示

である。

県民や来館者の積極的な参加を募り、新資料館のスタッフと共同で展示を創り上げていくという方式の展

示である。ここでは、出来上がった展示ではなく、テーマの設定から議論、結論までのプロセス全体を展示

する。

たとえば、基地返還後の地域づくりや自然保護のあり方といったテーマを新資料館のスタッフと県民が、

議論しながらともに考え、その成果を逐次、展示や情報メディアで公開するという方式で進行する。

テーマについて、異なる考え方を並列的に提示して、県民や来館者に意見を求めたり、課題を明確化して、

その問題解決のアイデアを求めるなど、共生の姿勢で、対話を繰り返すなかから県民や来館者が、意欲的に

参加できる道を開くとともに、意見やアイデアへのフィードバックを重視し、平和創造への新しい可能性を

発見、創造していけるようにする。
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参加型の展示 　新資料館が、戦争のプロセス、平和や構造的暴力をテーマにしたプログラムを準備し、県民や来館者がそ

れに参加することにより、平和についての可能性、創造性等を発見していけるようにする展示である。

　たとえば、平和創造に貢献した偉人達の生きざまを、インタラクティブな展示装置で紹介したり、ゲーム

感覚で、来館者の平和創造への意思を問うていくといった展示である。

子ども対象の展示 　子どもを対象とした「子どもの平和展示コーナー」を設ける。ここでは、戦争や平和に関する世界の絵本

や童話を集めるなど、親子で戦争と平和を語り合う場とする。

直感的、感性的な展示 　若者や子どもたちを意識した場合、直感的、感性的なアプローチから、平和への心を養うという視点も重

要である。

　若者や子どもたちが戦争の恐ろしさや生命の尊さを絵画や彫刻、詩、音楽などの芸術作品を通して考えて

いく展示を検討する。

3－3　企画展示 　戦争や平和に関わる問題のなかで常設展示やプロセス展示で取り上げられていないテーマ、より専門的な

内容の展示、また研究活動の成果をいちはやく発表・公開する展示として企画展示を実施する。

　また、他の平和資料館や平和団体が企画した展示の受け入れや、慰霊の日など、特別な日にちなんだ企画

展示を実施する。

エピローグ 　常設展示、プロセス展示、企画展示を通して戦争と平和、平和の創造というテーマを前に、自分自身の内

面と向き合ってきた来館者の心を、再び、明るい太陽の降り注ぐ、沖縄の自然の風景のなかに解き放ってい

きたいと考える。常設展示のプロローグでは、「沖縄のこころ」を、海に象徴させて展示への導入としたが、

すべての展示を見たあとで、再び、海の優しさと豊かさと感ずることのできるような空間演出を工夫する。

出典：沖縄県知事公室『平和祈念資料館移転改築基本構想』1995年11月

　
基
本
構
想
が
公
表
さ
れ
る
直
前
の
一
九
九
五
年
一
〇
月
、
基
本
計
画
検
討
委
員
会

が
発
足
し
た
。
検
討
委
員
会
は
、
佐
久
川
政
一
（
沖
縄
大
学
教
授
）
を
委
員
長
と
し
、

翌
年
四
月
ま
で
八
回
の
検
討
委
員
会
を
重
ね
、
基
本
計
画
書
を
知
事
に
答
申
、
翌
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

の

一
九
九

六
年
五
月
、
『
平
和
祈
念
資
料
館
移
転
改
築
基
本
計
画
』
が
公
表
さ
れ
た
。

　
同
検
討
委
員
会
の
会
議
録
は
未
見
の
た
め
（
公
開
さ
れ
て
い
な
い
）
会
議
内
容
は

明
ら
か
で
は
な
い
が
、
基
本
構
想
策
定
段
階
か
ら
こ
の
新
資
料
館
建
設
に
関
与
し
た

乃
村
工
芸
社
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
基
本
計
画
の
実
質
的
な
立
案
作
業
は
、
乃
村
が
組

織
し
た
展
示
計
画
立
案
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
（
専
門
研
究
者
と
乃
村
社
員
の
協

同
）
が
行
い
、
検
討
委
員
会
は
、
こ
れ
を
監
修
的
立
場
か
ら
ま
と
め
て
い
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
同
ワ
ー
キ
ン
グ
．
グ
ル
ー
プ
は
、
安
仁
屋
政
昭
（
沖
縄
国
際
大
学
教
授
、
歴
史
学
）
、

旧
資
料
館
の
展
示
再
構
築
時
の
総
合
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
中
山
良
彦
ら
を
中
心
と
す
る

計
画
部
会
を
ト
ッ
プ
に
置
き
、
そ
の
下
に
、
展
示
部
会
、
展
示
部
会
戦
後
編
、
ア
ク

テ
ィ
ブ
部
会
の
三
部
会
を
お
い
た
。
展
示
部
会
は
、
軍
事
史
家
藤
原
彰
（
一
橋
大
学

教
授
）
・
基
地
問
題
研
究
家
の
前
田
哲
男
（
東
京
国
際
大
学
教
授
）
な
ど
も
メ
ン
バ
ー

2

基
本
計
画
と
展
示
業
者
の
計
画
部
会

極
的
な
参
加
を
募
り
、
新
資
料
館
の
ス
タ
ッ
フ
と
共
同
で
展
示
を
創
り
上
げ
て
い
く

と
い
う
方
式
の
」
プ
ロ
セ
ス
展
示
、
お
よ
び
平
和
に
つ
い
て
の
子
供
展
示
が
構
想
さ

れ
て

い

た
。
こ
こ
で
は
当
然
、
学
芸
員
等
専
門
職
員
の
配
置
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
こ
の
ほ
か
の
事
業
活
動
で
は
、
沖
縄
戦
と
米
国
統
治
時
代
に
関
す
る
資
料

収
集
、
保
存
の
拠
点
と
言
う
、
歴
史
博
物
館
的
な
活
動
の
ほ
か
、
体
験
者
の
証
言
や

広
く
平
和
運
動
の
記
録
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
（
平
和
運
動
、
平
和
研
究
、
平
和
学
習

の

活
用
環
境
の
整
備
）
、
語
り
部
活
動
・
平
和
ガ
イ
ド
育
成
、
平
和
に
関
す
る
講
座

講
演
、
平
和
学
習
支
援
、
平
和
イ
ベ
ン
ト
、
人
材
育
成
、
平
和
問
題
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、

平
和
意
識
調
査
、
諸
活
動
を
支
え
る
研
究
体
制
な
ど
幅
広
く
積
極
的
な
平
和
創
造
活

動
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。
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で

あ
り
、
計
画
部
会
に
対
し
専
門
的
知
識
の
提
供
、
レ
ク
チ
ャ
ー
を
行
っ
た
。
戦
後

部
会
に
は
、
宮
城
悦
二
郎
、
保
坂
廣
志
ら
沖
縄
戦
、
沖
縄
戦
後
研
究
の
専
門
家
（
共

に

琉
球
大
学
教
授
）
が
加
わ
っ
て
い
る
。
ア
ク
テ
ィ
ブ
部
会
は
、
資
料
館
の
施
設
や

事
業
活
動
を
検
討
す
る
部
会
と
し
て
設
置
さ
れ
た
。
親
委
員
会
の
計
画
部
会
は
、
基

本
計
画
検
討
委
員
会
が
立
ち
上
が
る
前
の
一
九
九
五
年
八
月
に
設
置
さ
れ
、
基
本
計

画
答
申
の
前
月
、
一
九
九
六
年
三
月
ま
で
一
二
回
の
会
合
を
開
き
、
精
力
的
に
基
本

計
画
の
具
体
化
作
業
を
行
っ
て
い
っ
た
。
各
部
会
の
開
催
状
況
は
、
展
示
部
会
五
回
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

展
示
部
会
戦
後
編
五
回
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
部
会
二
回
で
あ
り
、
計
画
部
会
が
主
導
し
た
。

　

ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
の
討
議
内
容
を
見
る
と
、
第
二
回
計
画
部
会
（
八
月
八

日
）
で
は
、
早
く
も
ガ
マ
再
現
構
想
が
議
論
さ
れ
、
資
料
館
か
ら
海
を
臨
む
計
画
も

登
場

し
て
い
る
。
建
築
コ
ン
ペ
の
前
提
と
し
て
の
施
設
計
画
も
同
時
に
乃
村
が
進
め

て

い

た
の
で
あ
る
。
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
平
和
ガ
イ
ド
、
地
域
研
究
、
平
和
教
育

の

方
法
論
開
発
な
ど
が
議
題
に
な
り
、
開
発
教
育
・
人
権
教
育
・
環
境
教
育
の
方
法

論
に

関
し
専
門
家
を
招
い
て
検
討
さ
れ
た
。

　
展

示
ス
ト
ー
リ
ー
に
お
い
て
は
、
「
ね
ら
い
は
戦
争
の
告
発
で
あ
り
、
戦
争
の
残

虐
性
を
示
す
こ
と
」
、
ま
た
、
構
造
的
暴
力
に
注
目
な
ど
『
基
本
構
想
』
の
提
言
を

ふ

ま
え
つ
つ
、
沖
縄
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
・
文
化
へ
の
注
目
な
ど
も
打
ち
出
し
て

い

る
。
平
和
の
プ
ロ
セ
ス
展
示
で
は
、
平
和
維
持
へ
の
無
力
感
を
取
り
除
く
こ
と
、

ア

ジ
ア
太
平
洋
へ
の
視
野
の
広
が
り
を
重
視
し
た
。
コ
ザ
の
街
角
（
米
軍
基
地
の
街

の
象
徴
）
の
再
現
案
も
こ
の
第
二
回
計
画
部
会
で
提
案
さ
れ
て
い
る
。

　
第
四
回
計
画
部
会
（
九
月
一
五
日
）
で
は
、
ア
ジ
ア
か
ら
見
た
十
五
年
戦
争
に
つ

き
、
ア
ジ
ア
の
平
和
博
物
館
の
企
画
に
よ
る
日
本
の
加
害
の
告
発
構
想
が
提
起
さ
れ

て

い

る
（
資
料
館
の
テ
ー
マ
企
画
展
と
し
て
）
。
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
対
話
と
和
解
の

契
機
を
つ
く
る
こ
と
が
ね
ら
い
で
あ
っ
た
。
第
四
展
示
室
（
構
造
的
暴
力
）
の
コ
ン

セ

プ

ト
と
し
て
、
「
核
の
時
代
H
」
核
開
発
競
争
、
原
爆
投
下
、
沖
縄
の
核
が
注
目

さ
れ
、
全
体
と
し
て
の
構
造
的
暴
力
展
示
に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

第
六
回
計
画
部
会
で
は
、
ガ
マ
で
表
現
で
き
な
い
沖
縄
戦
の
諸
問
題
を
ど
う
展
示
表

現
す
る
か
が
議
論
さ
れ
、
外
に
プ
ロ
セ
ス
展
示
を
中
心
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
導
入
、

N
G
O
と
の
協
力
が
検
討
さ
れ
た
。

　
第
七
回
計
画
部
会
で
は
、
現
在
の
基
地
問
題
と
つ
な
げ
る
視
点
、
基
地
問
題
で
と

ら
え
占
領
期
と
そ
の
後
を
つ
な
ぐ
、
と
い
う
提
案
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
展
示
部
会
で

は
、
藤
原
彰
の
、
日
本
軍
人
と
し
て
の
沖
縄
兵
と
い
う
側
面
へ
も
視

野

を
広
げ
る
べ
き
と
い
う
提
言
、
前
田
哲
男
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
条
約
は
ア
ジ
ア

へ
の
戦
争
責
任
と
沖
縄
の
同
時
切
り
捨
て
、
と
い
う
指
摘
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
。

　
展
示
部
会
戦
後
編
で
は
占
領
期
中
心
か
、
基
地
問
題
か
、
と
い
う
展
示
の
基
本
領

域

に
か
か
わ
る
問
題
、
復
帰
運
動
の
意
味
、
人
権
・
平
和
運
動
へ
の
視
線
、
文
化
へ

の

注
目
な
ど
が
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
監
修
委
員
会
ま
で
つ
な
が
る
重
要
な
視

点
と
し
て
、
「
民
衆
の
生
活
に
密
着
し
た
視
点
」
に
つ
い
て
、
基
地
問
題
を
底
流
に

し
た
民
衆
の
生
活
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
苦
し
い
生
活
の
中
で
も
平
和
を
求
め

て

き
た
人
々
の
暮
ら
し
、
基
地
戦
略
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
る
民
衆
で
は
な
く
、
主
体
的

な
生
き
た
証
を
見
い
だ
し
て
い
こ
う
と
す
る
民
衆
へ
の
視
線
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の

ほ
か
、
必
要
な
情
報
発
信
の
内
容
（
自
衛
隊
情
報
、
航
空
機
事
故
等
）
、
沖
縄
の
空
・

爆
音
・
ゲ
リ
ラ
戦
演
習
場
等
沖
縄
の
戦
後
的
特
色
を
演
出
す
る
手
法
、
よ
り
根
本
的

な
所
で
は
、
復
帰
運
動
を
時
期
区
分
論
的
に
ど
う
捉
え
る
か
、
日
米
共
同
演
習
体
制

下
の
自
衛
隊
を
ど
う
捉
え
る
か
、
な
ど
重
要
な
論
点
が
提
起
さ
れ
た
。

　
な
お
、
同
ワ
ー
キ
ン
グ
の
メ
ン
バ
ー
は
、
既
に
基
本
構
想
策
定
段
階
で
、
大
阪
国

際
平
和
セ
ン
タ
ー
・
広
島
市
平
和
祈
念
資
料
館
・
立
命
館
大
学
国
際
平
和
ミ
ュ
ー
ジ

ア

ム

・
韓
国
の
独
立
記
念
館
や
戦
争
博
物
館
の
調
査
を
行
っ
て
い
た
が
、
計
画
部
会

設
置
後
も
、
埼
玉
、
川
崎
、
堺
な
ど
の
類
似
資
料
館
調
査
を
行
い
展
示
の
視
点
や
展

示
の
技
法
な
ど
を
調
査
し
て
い
る
。

　
基
本
計
画
は
、
こ
う
し
た
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
の
検
討
に
下
支
え
さ
れ
策
定

さ
れ
た
。

　
展
示
の

全
体
像
の
大
枠
は
、
表
2
の
通
り
で
あ
る
。
常
設
展
示
は
、
基
本
構
想
段

階
で
は
沖
縄
戦
へ
の
道
と
沖
縄
戦
・
占
領
期
か
ら
復
帰
後
・
構
造
的
暴
力
な
ど
を
考
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表2　基本計画における展示の全体像

プロローグ
近代沖縄

15年戦争とアジア・太平洋
1．沖縄戦への道

アジア・太平洋諸国の眼からみた15年戦争

太平洋戦争の概況

沖縄戦の前夜

沖縄戦の経緯

2．沖縄戦と住民 沖縄戦の実相①常設展示

一沖縄の歴史的体験一 証言の部屋

（1）メイン展示 沖縄戦の終結

戦ヌ世からアメリカ世

怒りに燃える島

基地の中の沖縄
3．太平洋の要石・沖縄

沖縄を返せ

世替わりの渦の中で

主張するウチナー

平和問題を概観する場一世界の平和問題の総覧一

②プロセス展示

一今日と明日の平和を考える一
沖縄のこころを世界へ 来館者とともに考える場一平和創造ワークショップー

来館者が発言する場一展示と情報メディアによる平和会議一

（2）子ども展示 子ども展示室

（3）企画展示 企画展示室

沖縄戦に関する大型実物展示
（4）野外展示

平和をテーマとした造形物

出典二沖縄県知事公室『平和祈念資料館移転改築基本計画』1996年5月

え
る
「
沖
縄
の
こ
こ
ろ
」
を
世
界
へ
、
の
三
パ
ー
ト
に
分
か
れ
て
い
た
が
、
ほ
ぼ
前

二
者
に
く
く
ら
れ
、
「
沖
縄
の
こ
こ
ろ
を
世
界
へ
」
の
部
分
は
、
参
加
型
で
平
和
を

創
造
す
る
プ
ロ
セ
ス
展
示
に
統
合
さ
れ
た
。
戦
後
を
、
「
太
平
洋
の
要
石
・
沖
縄
」

と
言
う
形
で
、
占
領
期
だ
け
で
な
く
、
基
地
被
害
・
人
権
抑
圧
を
は
じ
め
と
す
る
構

造
的
暴
力
の
視
点
も
意
識
さ
れ
た
展
示
と
し
て
構
想
し
た
と
は
い
え
、
基
本
構
想
段

階

と
比
較
す
れ
ば
プ
ロ
セ
ス
展
示
の
役
割
が
重
く
な
っ
た
と
言
え
る
。
ま
た
、
構
想

で
の

沖
縄
戦
の
実
相
は
、
「
沖
縄
戦
と
住
民
」
と
い
う
形
で
展
示
の
視
点
が
よ
り
明

瞭
に
打
ち
出
さ
れ
た
。

　
ま
た
、
野
外
展
示
が
提
案
さ
れ
、
「
沖
縄
戦
に
関
す
る
大
型
実
物
模
型
」
、
「
平
和

を
テ
ー
マ
と
す
る
造
形
物
」
を
展
示
す
る
も
の
と
し
た
。

　
展
示
項

目
・
細
目
に
つ
い
て
も
（
表
1
1
2
）
、
こ
の
基
本
計
画
の
段
階
で
、
総

合
的
か
つ
具
体
的
な
案
が
提
起
さ
れ
、
展
示
す
る
事
象
も
戦
前
と
戦
後
で
は
整
理
の

方
法
が
異
な
る
も
の
の
、
そ
の
後
の
た
た
き
台
が
提
案
さ
れ
て
い
た
。

　

沖
縄
戦
へ
の
道
は
、
天
皇
制
国
家
に
組
み
込
ま
れ
る
中
で
の
日
本
化
政
策
、
兵
役

か

ら
始
ま
る
県
民
の
国
家
政
策
へ
の
動
員
、
国
策
の
下
で
の
移
民
な
ど
、
日
本
国
家

へ
の

県
民
の
精
神
的
・
物
理
的
動
員
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
ア
ジ
ア
の
資
料
館
の
企

画
展
示
構
想
は
、
基
本
計
画
に
盛
り
込
ま
れ
た
。
太
平
洋
戦
争
の
概
況
は
、
全
体
の

戦
況
と
太
平
洋
で
の
戦
争
の
結
果
、
沖
縄
県
外
で
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
た
沖
縄
県
民

に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。

　

沖
縄
戦
と
住
民
は
、
「
沖
縄
戦
の
前
夜
」
で
、
飛
行
場
設
営
か
ら
始
ま
る
沖
縄
へ

の
部
隊
配
備
の
影
響
と
県
民
の
役
務
動
員
、
日
米
両
軍
の
沖
縄
戦
に
対
す
る
ね
ら
い

が
、
「
沖
縄
戦
の
経
緯
」
で
沖
縄
周
辺
の
航
空
作
戦
も
視
野
に
入
れ
た
沖
縄
島
を
中

心

と
す
る
戦
闘
の
実
相
と
そ
の
意
味
が
問
わ
れ
、
「
沖
縄
戦
の
実
相
」
で
は
、
ガ
マ

と
死
の
彷
復
、
そ
の
中
で
現
れ
た
「
天
皇
の
軍
隊
と
住
民
」
の
極
限
的
状
況
を
描
き

出
す
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
沖
縄
戦
の
実
相
は
、
離
島
や
北
部
の
状
況

に
も
お
よ
び
、
さ
ら
に
、
米
軍
の
行
動
（
ジ
ヤ
ッ
プ
・
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
な
ど
）
、
日

本
軍

司
令
部
と
言
う
光
の
当
て
方
も
意
図
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
展
示
の
ね
ら
い
に
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表1－2　『基本構想』における「展示の構想」と『基本計画』における展示のねらい・項目・細目・事象

（1）沖縄戦への道 1－1　近代沖縄 （1）琉球処分と国境画定 行政機構の返還、日の丸、「蛍の光」にみる対外膨

近代日本にとっての沖縄 国境画定政策としての琉 張政策、日清戦争等

の地政学的な意味を示すと

ともに、琉球処分から沖縄

球処分によって沖縄は近代

天皇制国家に組み込まれた。
（2）皇民化政策 教育の普及、教育勅語と御真影、風俗改良運動、標

準語励行、改姓改名運動、皇族の来県・皇室の慶事
戦に巻き込まれるまでの経 それにともなって、風俗改

と植林など、公同会事件。※植民地「台湾・朝鮮・
緯を科学的に検証する。そ 良運動、標準語励行、改姓

ミクロネシァ・満州の皇民化政策」の手本となった。
の歴史の流れの中で、南進 改名運動など特別仕立ての

政策による沖縄の南洋移民 皇民化政策が施行され、徴 （3）兵役と納税の義務 徴兵制の施行と徴兵忌避、第6師団管下の現地部隊

の戦争犠牲についても明ら 兵制と納税の義務を負わさ のない沖縄連隊区司令部、在郷軍人会と忠魂碑、土

かにするとともに、15年戦 れたことを物語る。 地整理事業、自由民権運動と選挙権等、日露戦争

争での日本の加害とアジア （バルチック艦隊と久松五勇士）、婦人団体・青年団

の人々の痛みにも触れてい 等

く。

（4）戦後恐慌とソテツ地獄 第一次世界大戦（砂糖景気と成り金）、ソテッ地獄

と沖縄救済運動等、移民と出稼ぎ（紡績小唄・南洋

小唄）、無産運動（県道節）

1－2　15年戦争とアジァ・ （1）侵略戦争の始まり 政争とシルークルー、沖縄振興15力年計画、満州事

太平洋 変と満蒙開拓、日中戦争

　15年戦争が始まると、沖

縄の島社会が、徐々に戦時
（2）国策移民 南進国策と移民、拓南訓練所と満蒙開拓青少年義勇

軍、大陸の花嫁等
体制に組み込まれていった

ことを物語る。また、侵略 （3）教育の軍事化 国民学校・青年学校・中等学校など、愛馬進軍歌、

の犠牲となったアジア・太 愛国行進曲等、皇紀2600年、われら少国民、国家神

平洋諸国の人々の被害の実 道と御嶽、国民精神総動員運動等

態を伝える。
④総動員体制 産業報国会、戦時標語と敵性語の排斥、時局批判の

替え歌、大政翼賛会と隣組、戦時法制、徴用・勤労

奉仕・女子挺身隊、増産・供出・配給等、情報一元

化（新聞統制・ユタの弾圧・流言飛語の取締り）等

1－3 アジア・太平洋諸国の眼から見た15年戦争

アジア諸国や太平洋諸島の博物館・資料館に15年戦争に関する展示を企画して貰い、 これを定期的に取り替

えていくことを検討する。

1－4　太平洋戦争の概況 （1）太平洋戦争の戦況等 マレー半島コタバル上陸（8日）、真珠湾攻撃（8

太平洋戦争が勃発し、太 日）、グアム島（10日）、フィリピン、シンガポール、

平洋の島々が日米の戦いの ジャワ、スマトラ、ニューギニア、ソロモン等、ア

場となり、沖縄の南洋移民 ジア・太平洋の資源と占領地行政・占領地住民の抵

を含む多くの人々が戦争の 抗、ミッドウェー沖海戦（開戦の詔書を並べる）

犠牲になっていったことを
（2）米軍の反撃と絶対国防圏 島襖残滅カエルとび作戦と沖縄移民の犠牲

物語る。
ガダルカナル（軍神・大舛大尉につづけ）・マーシャ

ル群島・トラック群島・マリアナ諸島・フィリピ

ン・硫黄島

（3）南洋諸島からの強制引揚 マーシャル・トラック・マリアナなど

げと船舶遭難

（2）沖縄戦と住民 2－1　沖縄戦の前夜 （1）32軍の展開と全島要塞 飛行場設営・陣地構築、土地接収、老幼婦女子の動

沖縄戦での地獄図を、民 サイパンが陥落し、米軍 化・根こそぎ動員 員・学徒の勤労動員

衆の視点で描き、その非人

間的で残虐な実相を明らか

がいよいよ沖縄に迫ってく

ると、沖縄に配備された第
（2）疎開と戦時遭難船舶 台湾・南九州・北部・離島への住民疎開

にし、戦争の不条理と残酷 32軍は、急ピッチで戦闘体 （3）10・10空襲と台湾沖航空 10・10空襲の全容（奄美諸島・大東諸島・沖縄地

さを訴えていく。 制を整えていった。県民は 戦 区・先島諸島）

また強制連行された朝鮮 兵役、飛行場や陣地構築等 台湾沖航空戦（10月12日～16日）と先島諸島への空襲

人軍夫をはじめとする他国 の役務に根こそぎ動員され、 長勇参謀長の発言（細川護貞「細川日記」）

民まで巻き込んだ沖縄戦の さらに食料・物資の供出を
（4）米軍の沖縄攻略作戦と沖 アイスバーグ作戦（対日攻略の拠点確保）と帝国陸

全貌を明らかにするととも 迫られるなど過酷な生活を
縄守備軍 海軍作戦計画大綱（国体護持のための捨て石作戦・

に、戦争で犠牲になるのは、 強いられたことを物語る。
本土決戦準備の時間かせぎの戦闘）の対比

常に民衆であることを教訓
第9師団の台湾転出・飛行場破壊

として伝えていく。
近衛文麿の上奏文（細川護貞「細川日記」）
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2－2　沖縄戦の経緯 （1）第10方面軍と32軍 台湾・南西諸島・九州を視野に入れた第10方面軍の

沖縄戦は九州や台湾をも 守備範囲

巻き込んだ太平洋戦争末期 兵団長会議における牛島司令官の訓示（44年8月：

の日米決戦であり、「国体 軍官民共生共死の一体化）

護持・本土決戦準備の時間 台湾・九州からの航空作戦（先島・奄美における航

稼ぎの捨て石作戦」として 空戦も）、戦艦大和、英国艦隊の先島への艦砲射撃

展開された。その沖縄戦の と空襲

性格と経緯を明らかにする。
②上陸から本島南北分断ま 慶良間諸島上陸（集団自決の実相）

で 本島中部西海岸上陸→沖縄本島分断・北上・南下

（3旧米激突の中部戦線 伊江島の軍民一体の戦闘・配送する宇土部隊と遊撃

隊（北部戦線）

守備軍の8割を失った中部の戦闘（宜野湾・浦添・

西原・首里・那覇の戦線）特に嘉数・前田・シュ

ガーローフの激戦、首里攻防戦について

首里の拠点放棄（降伏勧告を拒否）→いわゆる戦略

持久の実態

首里撤退時の牛島司令官の覚悟（沖縄の島の南の果

て、尺寸の土地の存する限り）

（4）南部戦線 米軍の掃討作戦（ガマの分布）

2－3　沖縄戦の実相 （1）ガマ ガマの諸相（暗闇、死臭と糞尿、飢えと渇き、ウ

沖縄戦は住民を巻き込ん ジ・シラミと同居、女性の生理）、軍民雑居、馬の

だ国内唯一の地上戦であり、 り攻撃等

軍民が混在する中で激しい

戦闘が繰り広げられ、さら

に敵味方を問わない軍隊に

より住民は想像を絶する惨

（2）死の彷復 逃げ惑う避難民、死の十字路、一家全滅、一家離散、

消えた村、学徒の悲劇（鉄血勤皇隊、看護隊）、精

神錯乱、発狂、餓死、ギーザバンタ（死の段崖）、

国頭突破等
禍に遭遇することになった。

こうした沖縄戦の実相を住 （3沃皇の軍隊と住民 食料強奪、壕追い出し、幼児虐殺、スパイ視虐殺、

民の視点から描き、戦争の 自殺の強要、投降阻止、民間人に化けて逃げる兵隊、

悲惨さ、残酷さを訴える。 遺棄される障害者と傷病者、フンドシと白旗、真栄

平の虐殺とアイヌ兵（壕強奪と敗走する日本兵）、

地獄の野戦病院、青酸カリ処置、8・15以後もガマ

にこもる日本軍等

④離島の状況 残置諜報部隊、波照間島の強制疎開（西表島南風見

のマラリア地獄）、山中の赤松隊（8月まで）、久米

島の虐殺

カッコ内の離島については、調査収集の後、取り扱

いについて詳述する。（大東諸島、津堅島・久高

島・平安座島・宮城島・伊計島・瀬底島・粟国島・

渡名喜島、宮古群島、八重山群島、奄美諸島）

（5）北部の戦闘状況と住民 山中にひそむ敗残兵と住民、迫撃砲で山を焼く米軍、

御真影奉護隊、残置諜報部隊（第3護郷隊＝本部半

島、第4護郷隊；恩納・金武・久志）、住民避難地

域に入り込む敗残兵、飢えとマラリアに苦しむ避難

民、奄美経由で脱出した敗残兵（住民を徴発）等

（6）ジャップ・ハンティング バクナー司令官の死と報復、降伏ビラ、直接呼びか

ける降伏勧告・投降そして難民収容所へ（北部への

移送）

⑦司令官の命令 「牛島満軍司令官の最後の命令」と「大田実海軍司

令官の電報」の対比

（8潮鮮人軍夫と慰安婦 虐待・虐殺される朝鮮人軍夫・強制連行された慰安

婦（慰安所の実態）

2－4　証言の部屋

沖縄戦で何が起こったのか、 想像を絶する戦場の極限状況を実際に体験した住民の証言を通して物語ってい

る現資料館の証言展示を継承発展させていく。
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2－5　沖縄戦の終結 （1）ニミッツ布告と占領行政 日本の立法・司法・行政の停止、占領行政の開始、

慶良間上陸後、米軍は、 日の丸君が代の禁止、捕虜収容所と難民収容所の開

ニミッツ布告一号を公布し 設（収容難民の北部移送・収容所の生活）

て占領行政を宣言し、掃討

作戦を続けながら、沖縄に
（2）本土決戦の拠点としての

　基地建設

戦闘継続しながら、中南部地域を無人地帯にして基

地を建設・本土攻撃の拠点
本土決戦のための基地建設

長崎に原爆を落としたB29は、伊江島で燃料を補給
を強行した。熾烈な戦火を

してテニアンに帰投した。
くぐり抜け、すべてを失っ

た住民は、米軍の保護下、 （3）ポツダム宣言の受諾と日 降伏使節団の往来（東京・伊江島・マニラ：河辺虎

収容所の不自由な生活を余 本の敗戦 四郎参謀本部次長の一行）、マッカーサーは、厚木

儀なくされたことを物語る。 飛行場に進駐する前に、沖縄に立ち寄った。9月7

日の降伏調印式（旧越来村森根；現在の嘉手納飛行

場内）

故郷への帰還と外地引き揚げ（1945年10月以降）

（4）沖縄戦を振り返って 現資料館の「むすびの言葉」

「平和の礎」の解説と検索

（3）太平洋の要石・沖縄 4－1　戦ヌ世からアメリ ○占領と行政分離 ○統治機構

沖縄は、15年戦争が終 力世（1945～1951） ○統治体制の確立 ニミッッ布告、行政分離宣言、無償配給から通貨経

わっても、27年に及ぶ米国 不自由な収容所を出た住 ○東西冷戦と沖縄基地 済へ、日本円と軍票、戦後初の議員選挙・市長選挙、

の軍事支配の下、朝鮮戦争 民は、平和な沖縄の建設に ○軍政下の生活再建 民政府の時代、群島政府の時代、米国民政府、極東

やベトナム戦争等、常に世 向けて力強い息吹で故郷に 国際軍事裁判、対日講和をめぐる議論、天皇メッ

界の戦場と隣り合わせの生 復興の礎を築いていった。 セージ、対日講和、日本の非軍事化と日米安保、臨

活を強いられるとともに、 しかし、中華人民共和国の 時中央政府、布告と布令、連合国に占領された日

基地被害や人権抑圧をはじ 成立と朝鮮戦争の勃発し、 本・米軍に占領された沖縄、琉球大学、琉球銀行、

めとする構造的暴力にさら それに伴い米国は、反共政 沖縄の地位をめぐる米国務省と軍部の意見、琉米文

されてきた。その下での住 策の一環で沖縄を冷戦体制 化会館

民生活の実態を明らかにし に組込み、沖縄の永久使用 ○基地関係

ていく一方、復帰運動をは に向けた基地建設を急ピッ 冷戦の時代と沖縄、基地の街の形成、A・Jカンパ

じめとする平和を希求する チに進めた。対日講和の準 ニーと軍作業、恒久基地建設の始まり、中国革命、

県民の運動を物語り、沖縄 備期ともいえる戦後草創期 朝鮮戦争、土地接収と計画移民

の視座に立って今日の戦争 の沖縄を、軍政とのかかわ ○民衆の動き・世相・生活・文化

と平和の問題を考えていく。 りを中心に物語る。 収容所、故郷への帰還、外地引き揚げ、屋嘉節・二

見情話とカンカラサンシン、混血児、戦災孤児と戦

争未亡人、劇団、カバヤーと規格住宅、青空教室・

馬小屋教室、ガリ版刷り教科書、6・3・3制、沖

縄救援運動、密貿易・闇市・戦果、ギブミー、配給

所、政党の結成、うるま新報、沖縄タイムス、

KSAR、文教学校・外語学校、収骨作業と納骨堂の

建立、不発弾、密漁、スクラップ・ブーム、婦女暴

行と自警団、配給所の閉鎖と「みなと村」

4－2　怒りに燃える島 ○見直される沖縄政策 ○統治機構

（1952～1957） ○太平洋の要石 対日講和条約第三条と沖縄の地位、講和前補償、奄

米国は、反共政策の一環 ○島ぐるみ闘争と民衆 美の復帰、集成刑法、USCARと琉球政府、一括払

として、日本を反共の防波 いとプライス勧告、沖縄の無期限保有宣言、高等弁

堤と位置づけ、対日講和条 務官、岸アイク共同声明、労働三法、教育四法

約により沖縄を日本から分 ○基地関係

離し、軍事支配を開始し、 土地収用令、ナイキハーキュリーズ、基地建設ブー

沖縄を「太平洋の要石」と ム、由美子ちゃん事件、思想調査・軍作業員の解雇、

して、極東最大の軍事基地 Aサインバーとオフリミッッ

へ変貌させていった。強制 ○民衆の動き・世相・生活・文化

的な土地接収と民主的な諸 島ぐるみの闘い、四原則、朝日報道、人民党事件、

運動への弾圧の中、住民自 民連ブーム、沖縄刑務所暴動、本土における沖縄返

治としての琉球政府は発足 還運動、琉球放送（民放のスタート）、マルクスメー

したが、その権限は米国民 デー、基地経済、米留学と金門クラブ、日留（国費

政府の制限を受けており、 自費）

住民の権利は圧迫されてい

た。県民の運動は、’鳴ぐ

るみ闘争”へと発展して

いった時代を物語る。
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4－3　基地の中の沖縄 ○高等弁務官と専制政治 ○統治機構

（1958～1964） ○もりあがる復帰運動 ケネディ新政策、安保改定、ベトナム戦争と基地沖

米国は、B円軍票からド 縄、ドル切替え、キャラウェイ旋風、裁判移送、天

ルへと通貨を切り替え、沖 願事件、渡航拒否（補助申請）

縄支配を固定化する意図を ○基地関係

鮮明にする。また、軍の基 メースB、ナイキの発射演習、宮森小学校ジェット

地強化・演習の激化は、事 機墜落、国場君櫟殺事件、那覇港の放射能マグロ、

件・事故の頻発につながり、 原子力潜水艦（那覇港・ホワイトビーチ）

「基地の中の沖縄」の姿を ○民衆の動き・世相・生活・文化

浮き彫りにし、高等弁務官 復帰協の結成、4・28沖縄デー、日の丸掲揚運動、

の専制的政治への反発は、 海上集会、教育権分離返還論、安保と基地沖縄の論

主席公選要求運動へと具体 議、主席公選要求運動、砂糖自由化、島産品愛用運動

化していった。これら運動

を巻き起こしたエネルギー

が、基本的諸権利の回復を

求める祖国復帰運動へと発

展していく姿を物語る。

4－4　「沖縄を返せ」（1965 ○一体化政策 ○統治機構

～
1971） ○ベトナム戦争の発進基地 沖縄返還交渉と基地沖縄、復帰対策、一体化政策、

ベトナム戦争の激化に伴 ○不満を残したままの復帰 対米請求権の放棄、佐藤ニクソン共同声明、沖縄返

い、沖縄が米軍の発進基地 還と核疑惑、「日の丸」の規制廃止、初の国政参加

となる中、米軍機墜落事故、 選挙、沖縄対策庁と南連

米兵による犯罪・事故が相 ○基地関係

次いだこと、毒ガス貯蔵の B52墜落、毒ガス移送、ベトナム北爆、ベトナム帰

発覚などがあり、県民の抗 休兵と米兵事件

議運動や反戦反基地闘争が ○民衆の動き・世相・生活・文化

渦巻いた。 国連への訴え（二・一決議）、異民族支配への抵抗、

沖縄返還交渉が進められ ベトナム反戦運動、反戦・反基地の復帰闘争へ（核

る中で、公選主席は誕生し も基地もノー）、全国的な沖縄返還闘争、教公二法

たが、米軍の軍事支配に対 闘争から主席公選へ、コザ暴動、「いのちを守る県

する諺積した不満は、コザ 民共闘」、戦争体験記録運動と民衆意識、本土集団

騒動を引き起こし、県民の 就職、オキナワンロックとコザ、土地買占め（土地

意に適わぬ「返還協定」批 ころがし）、全軍労

准への反対デモとなって噴

出する。騒然とした世相を

背景に、住民が平和を希求

した姿を物語る。

4－5　世替わりの渦の中 ○乱開発（公共投資・観光 ○統治機構

で（1972～1989） 開発等） 沖縄開発庁と沖縄総合事務局、円切替え、沖縄特別

祖国復帰で、沖縄は日本 ○米軍基地再編強化と自衛 国体、海洋博、革新県政から保守県政へ、海邦国体

国憲法下に入ったものの、 隊 ○基地関係

米軍基地は再編強化され、 ○アメリカ世からヤマト世 基地の再編強化、自衛隊の配備、自衛官募集、日米

基地被害は後をたたず、復 合同演習、ベトナム戦争の終結と基地沖縄の質的変

帰の内実は県民の要求とは 化、基地周辺整備資金、「おもいやり予算」と基地、

かけ離れたものであった。 米ソ冷戦構造の崩壊

それに加え、自衛隊が配備 ○民衆の動き・世相・生活・文化

された。 軍雇用員の解雇と全軍労スト、本土系列化の波、復

復帰後、沖縄振興開発計 帰の混乱と自己喪失、7・30交通方法の変更、軍用

画の下で、社会基盤の整備 地料と土地連、反戦地主（一坪反戦地主も）、乱開

は進み県民生活は豊かに 発と環境破壊、ミバエ根絶、教科書裁判、世界のウ

なったが、反面、開発にと チナンチュ大会、ウナイ・フェスティバル、1

もなう諸矛盾をも生み出し フィート運動、平和美術展、「日の丸」「君が代」強

たことを物語る。 制に反対する運動
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4－6　主張するウチナー ○安保の拡大強化 ○統治機構

（1990～現在） ○平和行政の展開 革新県政の復活と県民の意識、軍用地転用計画と法

東西冷戦構造の崩壊によ ○アイデンティティの確立 律の制定

る世界的な軍縮の流れに反 ○基地関係

して、沖縄の米軍基地は質 湾岸戦争と基地沖縄、米軍の事件事故の頻発、空軍

的に強化され、湾岸戦争で の特殊作戦部隊配備、安保の再定義と地位協定

は出撃基地として使用され ○民衆の動き・世相・生活・文化

た。日米安保の重圧と基地 嘉手納基地包囲行動、「琉球の風」ブーム、首里城

被害を抱えた県民が、基地 復元、全国植樹祭、平和の礎、国際化時代（福州

の整理縮小など平和の配当 園・国際交流センターなど）、基地の整理縮小とア

を主張しはじめたことを訴 クション・プログラム、10・21県民総決起大会、軍

えるとともに、「沖縄のこ 用地強制使用の代行署名拒否、沖縄県知事を訴えた

ころ」をもとに、国際平和 総理大臣、産業まつり・離島フェア、沖縄平和運動

への貢献を模索しはじめた センター

ことを訴える。

出典：沖縄県知事公室『平和祈念資料館移転改築基本計画』1996年5月

も
掲
げ
ら
れ
て
い
る
朝
鮮
人
と
慰
安
婦
の
問
題
が
独
立
細
目
と
し
て
提
案
さ
れ
た
。

　
証
言
の
部
屋
は
、
主
と
し
て
沖
縄
島
中
部
～
南
部
に
限
定
さ
れ
た
証
言
を
戦
場
全

体
に
拡
大
展
示
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。

　
沖
縄
戦
の
終
結
は
、
六
月
二
三
日
、
あ
る
い
は
入
月
一
五
日
で
切
ら
ず
に
、
占
領

行
政
の
開
始
や
難
民
収
容
所
の
開
設
ま
で
含
み
、
明
確
な
画
期
が
な
く
戦
後
に
移
行

す
る
沖
縄
戦
の
終
結
の
仕
方
を
浮
き
彫
り
に
し
、
さ
ら
に
日
本
の
敗
戦
時
に
お
け
る

沖
縄
の
役
割
期
待
（
米
軍
側
の
）
を
表
す
こ
と
も
意
図
し
て
い
た
。

　
戦
後
は
、
統
治
機
構
・
基
地
関
係
・
民
衆
の
動
き
な
ど
の
三
側
面
か
ら
六
期
に
時

期
区
分
し
た
展
示
案
で
あ
る
。
上
記
三
側
面
の
三
点
目
に
、
主
体
性
や
文
化
を
意
識

し
た
結
果
が
伺
え
る
。
六
期
の
時
期
は
、
占
領
期
を
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
条
約
前
、

土
地
接
収
と
島
ぐ
る
み
闘
争
期
、
復
帰
運
動
前
期
、
復
帰
を
め
ぐ
る
緊
張
時
期
の
四

期
に
区
分
、
そ
の
後
を
大
き
く
、
本
土
と
の
一
体
化
と
基
地
問
題
の
継
続
、
ア
イ
デ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

ン
テ
イ
テ
ィ
ー
の
明
確
化
と
い
う
指
標
で
二
期
に
区
分
し
た
。

3

沖
縄
国
際
平
和
研
究
所
構
想

　
新
資
料
館
の
建
設
構
想
に
お
い
て
、
資
料
館
の
管
理
と
資
料
館
の
展
示
を
絶
え
ず

新
た
に
更
新
し
て
い
く
保
障
と
な
る
研
究
部
門
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た

の
だ

ろ
う
か
。

　
沖
縄
県
で
は
、
一
九
九
五
年
、
「
平
和
創
造
の
杜
」
構
想
を
ま
と
め
て
い
る
。
事

業
の
柱
は
、
平
和
の
礎
（
追
加
刻
名
）
、
新
平
和
祈
念
資
料
館
建
設
、
国
際
平
和
研

究
所
設
置
、
第
三
二
軍
司
令
部
壕
の
保
全
公
開
な
ど
で
あ
っ
た
。
資
料
館
建
設
と
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び

究
所
構
想
を
セ
ッ
ト
で
構
想
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
国
際
平
和
研
究
所
基
本
計
画
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
七
年
一
〇
月
に
「
沖
縄

国
際
平
和
研
究
所
（
仮
称
）
基
本
計
画
検
討
委
員
会
」
（
会
長
一
東
江
康
治
名
桜
大

学
学
長
）
が
発
足
し
、
三
回
の
検
討
委
員
会
と
、
そ
の
下
で
の
六
回
の
専
門
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で

の

検
討
を
へ
て
、
一
九
九
八
年
五
月
に
ま
と
め
ら
れ
た
。

　
同
基
本
計
画
に
よ
れ
ば
、
研
究
所
の
研
究
領
域
は
、
戦
争
・
基
地
問
題
を
は
じ
め
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と
す
る
構
造
的
暴
力
全
般
に
わ
た
る
ア
ジ
ア
の
研
究
者
と
の
協
同
を
意
図
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。
詳
細
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
①
沖
縄
戦
を
中
心
と
す
る
「
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
」
の
歴
史
・
戦
争
の
研
究

　
　
　
「
特
に
、
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
地
理
的
近
接
性
と
い
う
沖
縄
の
特
性
を
活
か
し
、

　
　

こ
れ
ら
諸
国
の
研
究
者
と
の
間
で
「
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
」
の
歴
史
・
戦
争

　
　
の

研
究
を
双
方
向
か
ら
共
同
で
進
め
て
い
く
こ
と
は
、
極
め
て
大
き
な
意
義
を

　
　
有
し
て
い
る
。
」

　
　
②
沖
縄
県
に
お
け
る
「
構
造
的
暴
力
」
に
関
す
る
実
践
的
研
究

　
　
　
沖
縄
で
は
米
軍
基
地
の
活
動
で
日
常
的
に
「
平
和
的
生
存
権
」
が
脅
か
さ
れ

　
　
て

い

る
。
沖
縄
に
は
「
日
米
地
位
協
定
」
な
ど
、
県
民
の
意
向
を
無
視
し
た
形

　
　
で

な
さ
れ
た
国
家
間
の
取
り
決
め
に
よ
り
、
背
負
わ
さ
れ
た
「
人
権
侵
害
」
の

　
　
現
実
が
あ
る
。
「
構
造
的
暴
力
」
は
そ
れ
だ
け
に
終
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
「
性

　
　
差
の

問
題
」
「
環
境
問
題
」
「
経
済
格
差
」
な
ど
、
か
な
り
広
範
囲
に
ま
た
が
っ

　
　
て
い
る
。

　
　
③
米
軍
基
地
問
題
の
解
決
並
び
に
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
平
和
・
共
生
を
確

　
　
保
・
構
築
し
て
い
く
た
め
の
実
践
的
研
究

　
　
　
沖
縄
の
米
軍
基
地
か
ら
派
生
す
る
諸
問
題
は
、
ア
ジ
ア
諸
地
域
に
共
通
し
た

　
　
問
題
で
あ
る
。
研
究
所
が
、
沖
縄
県
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
問
題
を
研
究
し
、
そ

　
　
の
成

果
を
情
報
発
信
し
て
い
く
こ
と
は
、
沖
縄
県
だ
け
で
な
く
、
日
本
お
よ
び

　
　

ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
平
和
・
共
生
に
関
す
る
問
題
解
決
に
寄
与
す
る
こ
と
で

　
　
あ
る
。

　
　
④
沖
縄
県
に
お
け
る
経
済
的
自
立
に
関
す
る
実
践
的
研
究

　
　
　
真
の
平
和
は
、
経
済
的
自
立
が
な
け
れ
ば
達
成
で
き
な
い
。
沖
縄
の
経
済
的

　
　
自
立
は
、
世
界
、
と
り
わ
け
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
密
接
な
関
連
性
に
お
い
て
展
望

　
　
さ
れ
る
。

　
　
⑤
沖
縄
県
の
地
域
特
性
に
立
脚
し
た
、
芸
術
・
文
化
並
び
に
自
然
科
学
の
分
野

　
　
か

ら
の
平
和
研
究

　
　
　
文
学
や
芸
能
を
は
じ
め
と
す
る
芸
術
・
文
化
の
領
域
は
、
人
間
の
生
き
か
た
、

　
　
価
値
観
や
世
界
観
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、
平
和
研
究
と
は
決
し
て
無
縁
で
は
な

　
　
い
。

　
研
究
所
規
模
と
し
て
は
、
完
成
段
階
で
一
五
～
二
一
人
の
研
究
員
を
構
想
し
て
お

り
、
実
践
的
研
究
、
ア
ジ
ア
の
抱
え
る
問
題
の
強
い
意
識
、
そ
こ
か
ら
見
え
る
研
究

の
普
遍
性
へ
の
展
望
と
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
知
的
貢
献
を
企
図
し
て
い
る
こ
と
が
明
瞭
で

あ
る
。

　
ま
た
、
国
際
平
和
研
究
所
は
、
財
団
法
人
と
し
、
平
和
の
礎
と
平
和
祈
念
資
料
館

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

を
、
同
研
究
所
で
一
体
的
管
理
運
営
す
る
方
針
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
国
際
平
和
研
究
所
構
想
は
、
一
九
九
八
年
末
に
新
発
足
し
た
稲
嶺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

県
政
に
よ
り
計
画
撤
回
と
な
っ
た
。
こ
の
結
果
、
平
和
事
業
を
県
か
ら
相
対
的
に
自

立

さ
せ
つ
つ
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
展
開
す
る
要
が
失
わ
れ
、
平
和
資
料
館
の
展
示
や
活

動
内
容
を
研
究
方
面
、
ア
ジ
ア
の
研
究
者
と
の
協
同
に
お
い
て
見
直
し
を
続
け
て
い

く
機
関
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
国
際
平
和
研
究
所
設
立
計
画
は
、
積
極
的
な
平

和
の
創
出
、
沖
縄
の
自
立
、
ア
ジ
ア
へ
の
熱
い
ま
な
ざ
し
が
特
徴
で
あ
っ
た
が
、
資

料
館
展
示
改
窟
問
題
で
顕
現
し
た
稲
嶺
県
政
の
国
益
論
的
立
場
と
は
相
容
れ
な
か
っ

た

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
計
画
が
前
提
と
な
れ
ば
、
そ
の
後
の
資
料
館
の
展

示
監
修
内
容
へ
の
、
県
行
政
の
直
接
的
（
非
公
然
の
）
介
入
が
避
け
ら
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
と
、
研
究
所
計
画
消
滅
の
影
響
は
予
想
以
上
に
大
き
か
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
資
料
館
設
立
後
、
絶
え
ず
新
し
い
研
究
、
問
題
意
識
に
よ
っ

て

資
料
館
の
展
示
内
容
を
更
新
す
る
後
ろ
盾
も
大
き
く
縮
小
し
た
と
考
え
ざ
る
を
得

な
い
。

4

資
料
館
の
建
築
コ
ン
セ
プ
ト

　
資
料
館
の
建
築
設
計
は
、
一
九
九
六
年
に
、
「
設
計
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
・
エ
ス
キ
ス

競
技
」
と
言
う
ユ
ニ
ー
ク
な
方
式
で
選
定
さ
れ
、
最
優
秀
作
品
を
元
に
建
設
が
進
め

ら
れ
た
。
そ
の
経
緯
と
資
料
館
の
建
築
に
込
め
ら
れ
た
コ
ン
セ
プ
ト
や
技
術
的
工
夫
、
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建
設
素
材
の
吟
味
な
ど
は
、
『
沖
縄
建
設
新
聞
』
の
一
九
九
九
年
二
月
一
七
日
か
ら

同
年
一
〇
月
二
七
日
ま
で
の
三
二
回
に
渉
る
長
期
連
載
か
ら
詳
細
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
資
料
館
の
建
物
を
外
側
か
ら
見
る
と
、
沖
縄
の
集
落
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
一
三
〇
も

の

そ
れ
ぞ
れ
形
状
の
異
な
る
赤
瓦
の
屋
根
か
ら
な
っ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

こ
の
発
想
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
た
か
。
連
載
で
は
次
の
よ
う
に
し
て
回
想
さ
れ
て
い

る
。　

「
設
計
も
コ
ン
ペ
当
初
か
ら
『
平
和
を
形
に
す
る
こ
と
』
が
こ
の
建
物
の
設
計
コ

ン

セ

プ

ト
だ
っ
た
。
沖
縄
戦
の
展
示
を
す
る
資
料
館
で
あ
る
が
、
建
物
の
外
観
や
内

部
空

間
の
中
に
『
平
和
』
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
を
念
頭
に
設
計
を
進
め
て
き
た
。
か

つ
て

の

沖
縄
の
集
落
の
風
景
を
感
じ
さ
せ
る
赤
瓦
屋
根
の
外
観
は
、
沖
縄
の
風
土
と

景
観
と
の
調
和
を
示
し
な
が
ら
も
、
人
々
の
心
に
沖
縄
特
有
の
お
お
ら
か
さ
や
平
和

を
大
切
に
し
た
伝
統
や
歴
史
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
し
た
。
そ
れ
と
対
比
的
に
内
部

空
間
は
ガ
ラ
ス
や
ス
テ
ン
レ
ス
や
石
材
を
多
用
し
、
列
柱
と
高
い
吹
き
抜
け
を
も
ち

湾
曲
し
た
長
い
白
い
ホ
ー
ル
や
、
摩
文
仁
の
丘
や
平
和
の
礎
、
そ
し
て
沖
縄
の
青
い

海

を
眺
望
で
き
る
展
望
塔
は
子
供
達
に
『
夢
や
未
来
』
を
感
じ
さ
せ
る
『
二
十
一
世

紀
の
新
し
い
空
間
』
が
用
意
さ
れ
て
い
る
」
（
連
載
二
一
回
目
）
。

　
ま
た
平
和
の
礎
と
の
関
係
も
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
。

　
「
何
よ
り
も
大
切
な
こ
と
は
、
二
十
三
万
余
の
人
々
の
名
前
が
記
さ
れ
た
平
和
の

礎
の

横

に
あ
っ
て
、
『
建
物
自
体
が
自
己
主
張
す
る
こ
と
な
く
自
然
に
存
在
す
る
こ

と
』
が
こ
の
建
物
に
課
さ
れ
た
最
重
要
事
項
で
あ
っ
た
。
」
具
体
的
に
は
、
一
万
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
物
を
小
さ
く
見
せ
、
懐
か
し
く
且
つ
沖
縄
の
自
然
に
と
け

込

み
、
建
物
の
存
在
を
和
ら
げ
る
工
夫
が
求
め
ら
れ
た
。
こ
の
た
め
、
一
三
〇
も
の

屋
根
か

ら
構
成
さ
れ
る
集
落
イ
メ
ー
ジ
を
出
し
た
が
、
屋
根
の
大
き
さ
、
勾
配
、
形

状
、
シ
ー
サ
ー
な
ど
の
飾
り
ま
で
伝
統
的
な
赤
瓦
葺
の
手
法
を
基
本
と
し
て
様
々
な

工
夫
が
な
さ
れ
た
と
言
う
。
ま
た
「
屋
根
の
高
さ
を
変
え
、
折
り
重
な
る
よ
う
に
配

置
し
色
々
な
見
え
方
が
す
る
よ
う
に
計
画
さ
れ
」
た
。
こ
う
し
て
「
一
軒
一
軒
の
異

な
る
顔
を
も
つ
住
宅
の
屋
根
が
集
ま
っ
た
集
落
が
平
和
の
礎
を
取
り
囲
む
よ
う
な
風

景
を
つ
く
」
っ
た
（
連
載
一
六
回
目
）
。

　
ま
た
、
「
伝
統
的
手
法
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
赤
瓦
の
新
し
い
使
い
方
を
考
え
出
す

こ
と
は
、
沖
縄
の
建
築
が
街
の
存
在
を
ア
ピ
ー
ル
し
、
伝
統
も
受
け
継
ぐ
こ
と
に
な

る
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
も
込
め
ら
れ
て
い
た
と
言
う
。

　
資
料
館
は
、
二
階
の
非
常
に
重
い
テ
ー
マ
の
常
設
展
示
を
見
終
わ
る
と
突
然
の
よ

う
に
、
海
が
目
の
前
に
開
け
る
場
に
出
る
。
そ
の
ね
ら
い
は
、
ま
さ
に
沖
縄
の
「
自

然
」
の
「
展
示
」
で
あ
っ
た
。

　
「
『
海
と
礎
の
回
廊
』
は
、
沖
縄
戦
の
前
夜
か
ら
復
帰
ま
で
の
沖
縄
の
実
情
と
戦
争

の

悲
惨
さ
を
訴
え
る
重
く
暗
い
沖
縄
の
歴
史
を
見
終
り
、
沈
ん
だ
見
学
者
の
心
を
癒

す
目
的
で
設
け
ら
れ
た
。
建
物
の
東
端
に
あ
り
、
大
き
な
ガ
ラ
ス
張
り
の
こ
の
部
屋

か

ら
は
沖
縄
の
青
い
海
と
空
が
眺
め
ら
れ
る
。
薄
暗
く
重
い
雰
囲
気
の
常
設
展
示
の

空
間
と
、
正
反
対
の
明
る
い
水
平
線
を
望
め
る
空
間
へ
の
一
瞬
の
移
り
変
わ
り
に
す

べ
て

の
人
が
驚
き
感
動
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
部
屋
に
は
長
イ
ス
以
外
に
は
ほ
と
ん
ど

何
も
な
い
。
展
示
物
は
、
眼
下
に
見
え
る
断
崖
と
そ
こ
に
打
ち
寄
せ
ら
れ
る
白
波
。

そ
し
て
青
く
深
く
無
限
に
拡
が
る
太
平
洋
の
海
と
円
弧
を
描
く
水
平
線
、
そ
の
他
は

す
べ
て
空
だ
。
目
の
前
は
豊
か
で
平
和
な
沖
縄
の
自
然
を
『
展
示
』
し
、
五
十
余
年

前
、
同
じ
こ
の
地
で
起
き
た
沖
縄
戦
の
記
憶
を
か
さ
ね
る
こ
と
が
こ
の
展
望
室
の
ね

ら
い
で
あ
る
。
」
（
連
載
二
七
回
目
）
。

5

八
重
山
平
和
祈
念
館
の
基
本
理
念
・
基
本
計
画

　
八
重

山
平
和
祈
念
館
基
本
計
画
は
、
一
九
九
八
年
一
月
、
基
本
計
画
検
討
委
員
会

（会
長
一
石
原
昌
家
沖
縄
国
際
大
学
教
授
）
が
発
足
し
、
五
月
に
基
本
方
針
、
展
示

方
針
が
公
表
さ
れ
た
。

　
基
本
方
針
は
、
①
一
五
年
戦
争
に
起
因
す
る
「
沖
縄
戦
」
と
「
戦
争
マ
ラ
リ
ア
」

の
実
相
を
正
し
く
伝
え
る
、
②
「
人
権
」
に
つ
い
て
、
そ
の
普
遍
的
な
価
値
を
地
域

お

よ
び
世
界
に
む
け
て
ア
ピ
ー
ル
す
る
、
③
常
設
展
示
を
行
う
ほ
か
、
平
和
に
関
す
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表3　八重山平和祈念館の展示ストーリー

展示テーマ 展　示　項　目 ストーリー展開の骨子

1　戦争マラリア 15年戦争に起因する沖縄戦 満州事変と軍部の台頭

大東亜共栄圏

沖縄戦の突入過程

沖縄戦と八重山 戦前の八重山地域

戦争に巻き込まれる八重山

八重山に駐屯した軍隊

八重山守備隊と強制退去 マラリア有病地域への強制退去命令の理由

有病地域に関する住民・軍の認識

島々の強制退去と残置工作員

戦争マラリアの悲劇 軍隊の権力と踏みにじられた人権

飢えとマラリア

公衆衛生の欠落・医師と薬剤不足

相次ぐ死亡者と野ざらしの遺体

八重山の戦争終結と居住地帰還

2　マラリア根絶 戦後のマラリア 戦後続くマラリアと根絶への動き

医療的見地 戦前のマラリア

マラリアという病気 マラリアの病理学的紹介

マラリア根絶に向かって 特効薬の開発、普及

八重山のマラリァ根絶 マラリア根絶の達成

3　平和発信拠点 戦争マラリア援護会の活動展開 援護会の発足とその活動

八重山地域における平和発信拠点を目指して 写真パネル等での訴え

世界の恒久平和実現へ 祈念館の理念・事業

世界のマラリア根絶 世界のマラリア汚染地域図

出典：石堂徳一「八重山平和祈念館建設の経緯」（『歴史と実践』第20号）より作成

　
一
九
九
六
年
九
月
二
六
日
、
同
年
五
月
の
平
和
祈
念
資
料
館
移
転
改
築
基
本
計
画

の

発
表
を
受
け
て
、
第
一
回
「
沖
縄
県
平
和
祈
念
資
料
館
（
仮
称
）
監
修
委
員
会
」

全
体
会
議
が
開
催
さ
れ
た
。
監
修
委
員
会
は
「
沖
縄
戦
へ
の
道
・
沖
縄
戦
」
（
部
会

長
‥
星
雅
彦
（
著
述
業
）
、
委
員
と
し
て
新
城
俊
昭
陽
明
高
校
教
諭
、
大
城
将
保
県

立
博
物
館
長
、
本
村
つ
る
ひ
め
ゆ
り
同
窓
会
副
会
長
）
、
「
戦
後
沖
縄
」
（
部
会
長
宮

城
悦
二
郎
県
立
公
文
書
館
長
、
委
員
と
し
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ラ
ン
ド
ー
ル
沖
縄
国
際

大
学
教
授
、
内
海
恵
美
子
雇
用
開
発
推
進
機
構
部
長
）
、
「
平
和
発
信
・
平
和
学
習
」

（部
会
長
‥
石
原
昌
家
沖
縄
国
際
大
学
教
授
、
委
員
と
し
て
安
里
英
子
（
著
述
業
）
、

1

基
本
計
画
展
示
案
と
監
修
委
員
会
展
示
案

③
監
修
委
員
会

る
特
別
企
画
展
を
開
催
し
、
平
和
思
想
の
普
及
を
図
る
、
④
地
域
の
視
点
か
ら
平
和

問
題
を
訴
え
る
こ
と
に
よ
り
、
国
際
的
な
平
和
・
友
好
交
流
を
果
た
し
、
世
界
の
恒

久
平
和
実
現
に
寄
与
す
る
、
⑤
現
在
も
世
界
各
地
で
蔓
延
す
る
「
マ
ラ
リ
ア
」
に
対

し
て
、
情
報
発
信
、
交
流
事
業
を
通
じ
て
、
そ
の
根
絶
に
寄
与
す
る
、
の
五
点
で
あ

る
。　

具
体
的
な
展
示
計
画
は
、
表
3
の
よ
う
に
①
戦
争
マ
ラ
リ
ア
と
②
マ
ラ
リ
ア
根
絶
、

③
平
和
発
信
の
三
つ
に
分
か
れ
、
①
は
戦
前
の
八
重
山
、
八
重
山
に
駐
屯
し
た
軍
隊

の
性
格
・
作
戦
任
務
、
守
備
隊
に
よ
る
マ
ラ
リ
ア
有
病
地
域
へ
の
強
制
退
去
命
令
、

そ
こ
で
起
こ
っ
た
悲
劇
か
ら
居
住
地
帰
還
ま
で
が
対
象
と
な
る
、
こ
の
資
料
館
の
メ

イ
ン
部
分
で
あ
る
。
②
で
は
八
重
山
の
マ
ラ
リ
ア
を
よ
り
広
く
扱
い
、
一
九
六
二
年

の

マ

ラ
リ
ア
根
絶
ま
で
の
活
動
を
示
す
。
③
は
沖
縄
戦
強
制
疎
開
マ
ラ
リ
ア
犠
牲
者

援
護
会
の
発
足
と
活
動
、
慰
謝
事
業
の
実
現
ま
で
の
過
程
を
追
い
、
最
後
に
八
重
山

か

ら
世
界
へ
の
、
平
和
と
マ
ラ
リ
ア
根
絶
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
か
か
げ
る
、
と
言
う

　
　
　
　
　
（
3
1
）

内
容
で
あ
っ
た
。
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翁
長
健
治
琉
球
大
学
教
授
、
翁
長
自
修
琉
球
大
学
教
授
、
宿
輪
哲
也
県
立
芸
大
教
授
、

村
上
呂
里
琉
球
大
学
助
教
授
）
の
三
部
会
か
ら
な
っ
た
。

　
監
修
委
員
会
は
、
以
後
二
〇
〇
〇
年
三
月
三
一
日
ま
で
三
二
回
に
わ
た
り
開
催
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

れ
、
各
部
会
も
そ
れ
に
応
じ
て
開
催
さ
れ
た
。
監
修
委
員
会
は
、
一
九
九
九
年
三
月

ま
で
で
ほ
ぼ
展
示
の
細
目
、
候
補
と
な
る
資
料
例
を
ま
と
め
る
作
業
を
完
了
し
、
以

後
展
示
物
の
作
成
、
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
な
ど
の
作
成
・
監
修
業
務
に
入
る
予
定
で
あ
っ

た
が
、
こ
の
段
階
で
、
監
修
委
員
会
に
無
断
で
の
展
示
改
鼠
が
は
じ
ま
り
、
監
修
作

業
は
こ
の
事
件
が
発
覚
す
る
ま
で
約
四
ケ
月
間
、
完
全
に
ス
ト
ッ
プ
し
た
。
し
か
し
、

こ
の
展
示
改
窺
問
題
が
世
論
や
県
議
会
の
注
目
を
浴
び
た
た
め
、
改
窺
へ
の
批
判
が

大

き
な
高
ま
り
を
示
し
た
一
九
九
九
年
九
月
、
監
修
委
員
会
の
議
事
録
が
公
表
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
改
窟
問
題
で
本
来
的
に
公
表
さ
れ
る
べ
き
は
、
改
鼠
過
程

を
示
す
資
料
で
あ
り
、
こ
の
過
程
か
ら
無
視
さ
れ
た
監
修
委
員
会
の
議
事
録
公
開
は

筋
違
い
と
い
う
ほ
か
な
い
が
、
お
陰
で
、
七
回
分
の
監
修
委
員
会
全
体
会
の
議
事
録
、

一
二

回
分
の
「
沖
縄
戦
へ
の
道
・
沖
縄
戦
」
部
会
議
事
録
、
七
回
分
の
「
戦
後
沖
縄

部
会
」
議
事
録
、
九
回
分
の
「
平
和
発
信
・
平
和
学
習
部
会
」
議
事
録
（
何
れ
も
九

月
半
ば
ま
で
の
議
事
録
の
す
べ
て
）
、
お
よ
び
監
修
委
員
会
や
県
三
役
へ
の
説
明
に

使

わ
れ
た
展
示
説
明
資
料
五
点
が
沖
縄
県
庁
行
政
情
報
セ
ン
タ
ー
で
公
開
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
監
修
委
員
会
内
の
議
論
や
問
題
意
識
を
さ
ぐ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た

（
た
だ
し
、
そ
の
後
六
ケ
月
分
の
議
事
録
は
、
開
示
請
求
を
行
わ
な
い
と
見
る
こ
と

が
で

き
な
い
）
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
踏
ま
え
、
本
節
で
は
先
ず
改
鼠
問
題
が
起
こ

る
ま
で
の
監
修
委
員
会
の
展
示
案
を
一
応
の
展
示
監
修
の
到
達
点
と
し
て
考
え
、
検

討
を
行
う
。

　

こ
の
時
期
ま
で
の
監
修
委
員
会
は
、
業
者
（
乃
村
工
藝
社
）
の
展
示
案
説
明
と
監

修
委
員
の
意
見
提
出
と
い
う
形
で
行
わ
れ
、
県
職
員
は
監
修
委
員
会
に
お
い
て
内
容

に
関
わ
る
意
見
は
そ
れ
ほ
ど
述
べ
て
い
な
い
。
乃
村
は
こ
の
時
期
も
、
ブ
レ
ー
ン
的

な
専
門
研
究
者
を
有
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
乃
村
側
の
提
案
説
明
と
そ
れ
に

対
す
る
監
修
委
員
の
提
言
を
会
議
毎
に
積
み
上
げ
な
が
ら
、
監
修
委
員
会
の
展
示
案

が
ま
と
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

　

表
4
は
、
歴
史
的
体
験
に
関
す
る
常
設
展
示
部
分
に
つ
い
て
の
基
本
計
画
と
一
九

九
九
年
三
月
段
階
で
の
監
修
委
員
会
展
示
案
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
り
（
厳
密
に
は
、

こ
の
レ
ベ
ル
の
展
示
案
は
、
一
九
九
七
年
中
に
は
完
了
し
、
そ
の
後
、
詳
細
設
計
の

段
階

に
入
っ
て
い
る
）
、
後
掲
表
7
も
参
照
し
つ
つ
、
両
者
の
い
く
つ
か
の
差
異
を

見
て
お
こ
う
。

　
第
一
は
、
プ
ロ
ロ
ー
グ
の
扱
い
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
の
監
修
委
員
会
案
で
は
、

「沖
縄
の
こ
こ
ろ
」
を
海
に
だ
ぶ
ら
せ
た
基
本
構
想
・
基
本
計
画
で
の
全
体
的
位
置

付
け
の
中
で
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
言
う
よ
り
、
近
代
沖
縄
の
原
風
景
を
示
す
点
に
役
割

が
移
っ
て
い
る
。

　
第
二
に
、
近
代
沖
縄
の
項
で
は
、
ま
ず
、
近
代
日
本
の
領
土
拡
大
過
程
を
明
示
し

た
。
踏
み
込
ん
で
考
え
れ
ば
、
琉
球
処
分
の
延
長
上
に
対
外
的
領
土
の
拡
大
が
続
い

て

い

く
様
を
描
き
出
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
。
皇
民
化
政
策
は
、
同
化
政
策
に
変

更
さ
れ
て
い
る
が
、
明
治
・
大
正
期
の
近
代
国
家
の
同
化
政
策
と
戦
時
総
動
員
期
に

お
け
る
皇
民
化
政
策
を
分
け
て
と
ら
え
た
結
果
で
あ
る
。
兵
役
と
納
税
は
、
「
沖
縄

戦
へ
の
道
」
と
い
う
観
点
か
ら
軍
隊
に
焦
点
を
絞
り
、
沖
縄
の
徴
兵
制
の
特
質
、
日

本
軍
の
沖
縄
県
人
観
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
い
る
。

　
第
三
に
、
一
五
年
戦
争
と
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
の
項
は
、
国
策
移
民
の
内
容
の

充
実
が
印
象
的
で
あ
る
。
基
本
計
画
で
独
立
細
目
で
あ
っ
た
教
育
の
軍
事
化
・
総
動

員
体
制
は
、
監
修
委
案
で
は
、
沖
縄
戦
の
前
夜
の
項
で
の
根
こ
そ
ぎ
動
員
の
中
で
扱

わ
れ
て
い
る
。
教
育
の
軍
事
化
の
成
果
が
、
こ
の
場
面
以
降
に
集
中
的
に
発
揮
さ
れ
、

沖
縄
で
の
戦
時
総
動
員
体
制
が
文
字
通
り
本
格
化
し
て
い
く
時
期
で
扱
う
と
言
う
ね

ら
い
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
沖
縄
に
お
け
る
一
九
四
〇
年
前
後
の
動
員
・
翼
賛
体

制
成
立
の
意
味
は
展
示
の
場
面
で
は
や
や
曖
昧
化
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

基
本
計
画
の

第
3
項
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
諸
国
の
眼
か
ら
見
た
一
五
年
戦
争
は
、
監
修

委
案
で
は
、
外
国
の
教
科
書
に
見
る
日
本
の
侵
略
と
カ
メ
ラ
が
と
ら
え
た
日
本
の
加

害
と
言
う
常
設
展
示
部
分
と
当
初
か
ら
の
構
想
で
あ
っ
た
ア
ジ
ア
諸
国
の
平
和
博
物
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基本計画と監修委員会展示案 出典：沖縄県知事公室『平和祈念資料館移転計画基本計画』1996年5月，『沖縄県平和祈念資料館（仮称）展示概要説明書』1999年3月23日

基　　　　　本　　　　　計　　　　　画 監　　修　　委　　員　　会　　展　　示　　案
展示テーマ 展　　示　　項　　目 展　　示　　細　　目 展示テーマ 展　　示　　項　　目 展　　示　　細　　目

1．プロローグ 1．沖縄戦への道 （1）近代沖縄 ①プロローグ
2．沖縄戦への道 （1）近代沖縄 ①琉球処分と国境画定 ②琉球処分と国境画定

②皇民化政策 ③近代日本の領土拡大
③兵役と納税の義務 ④日本への同化政策
④戦後恐慌とソテッ地獄 ⑤軍隊と沖縄

（2）15年戦争とアジア・太平洋戦争 ①侵略戦争の始まり ⑥戦後恐慌と沖縄
②国策移民 （2）15年戦争とアジア・太平洋戦争 ①15年戦争の展開
③教育の軍事化 ②国策移民
④総動員体制 ③アジア・太平洋諸国の眼から見た15年戦争

（3）アジア・太平洋諸国の眼から見た15年戦争 ④テーマ企画展示
④太平洋戦争の概況 ①太平洋戦線の戦況 （3）太平洋戦争の概況 ①太平洋戦争の概況と米軍の反撃

②米軍の反撃と絶対国防圏 ②日米戦闘下での沖縄移民・現地住民の犠牲
③南洋諸島からの強制引揚と船舶遭難 （4）沖縄戦の前夜 ①32軍の展開と根こそぎ動員

3．沖縄戦と住民 ω沖縄戦の前夜 ①32軍の展開と全島要塞化・根こそぎ動員 ②疎開と戦時遭難船舶
②疎開と戦時遭難船舶 ③10・10空襲
③10・10空襲と台湾沖航空戦 ④10・10空襲以降
④米軍の沖縄攻略作戦と沖縄守備軍 ⑤沖縄戦前夜

（2）沖縄戦の経緯 ①第10方面軍と第32軍 ニュートラルゾーン1 ①本土決戦準備の捨石作戦
②上陸から本島南北分断まで ②日米の装備と作戦
③日米激突の中部戦線 ③本土での地上決戦準備
④南部戦線 2．沖縄戦と住民 （1）沖縄戦の経緯 ①鉄の暴風

（3）沖縄戦の実相 ①ガマ ②沖縄戦の戦闘経緯
②死の彷裡 ③沖縄戦の住民犠牲の諸相
③天皇の軍隊と住民 ④遺品が語る戦場
④離島の状況 ニュートラルゾーン2 ①牛島司令官の最後の命令
⑤北部の戦闘状況と住民 （2）沖縄戦の実相 ①死の彷復
⑥ジャップ・ハンティング ②ガマでの惨劇
⑦司令官の命令 ③水が入ったままの水筒
⑧朝鮮人軍夫と慰安婦 ニュートラルゾーン3 ①沖縄戦の犠牲者

（4）証言の部屋 （3）証言の部屋 ①住民の沖縄戦証言集
㈲沖縄戦の終結 ①ニミッッ布告と占領行政 ②住民の沖縄戦証言映像

②本土決戦対日戦の拠点としての基地建設 ニュートラルゾーン4 ①沖縄戦の教訓
③ポッダム宣言の受諾と日本の敗戦 （1）米軍占領下の沖縄住民 ①沖縄占領
④沖縄戦を振り返って

4．太平洋の要石
・ 沖縄 ②占領軍の政策

（1）戦ヌ世からアメリカ世 ①占領と行政分離 ③廃塘の中での生活再建4．太平洋の要石
・ 沖縄 ②統治体制の確立 （2＞アジァ・太平洋の中の沖縄 ①核の時代の始まり

③東西冷戦と沖縄基地 ②アジア・太平洋の情勢
④軍政下の生活再建 ③キーストーン・オブ・ザ・パシフィック沖縄

（2）怒りに燃える島 ①見直される沖縄政策 （3）基地の重圧と住民 ①米国の沖縄支配
②太平洋の要石 ②人権抑圧
③島ぐるみ闘争と民衆 ③基地の街の生活

（3）基地の中の沖縄 ①高等弁務官と専制政治 ④強化される基地
②もりあがる復帰運動 ⑤基地に起因する事件・事故

④沖縄を返せ ①一体化政策 ⑥民衆の怒り
②ベトナム戦争の発信基地 〔4）燃え上がる復帰運動 ①沖縄と本土の復帰運動
③不満を残したままの復帰 ②返還交渉の経緯

㈲世替わりの渦の中で ①乱開発 （5）復帰した基地沖縄 ①沖縄返還協定
②米軍基地再編強化と自衛隊 ②復帰で変わる沖縄
③アメリカ世からヤマトの世 （6）21世紀の平和創造と沖縄 ①変貌を遂げる世界情勢

（6庄張するウチナー ①安保の拡大強化 ②今日の基地問題
②平和行政の展開 ③次代の平和創造を目指す沖縄
③アイデンティティーの確立

⇔2



荒川章二［新沖縄県平和祈念資料館設立をめぐって］

館
な
ど
で
企
画
さ
れ
た
展
示
の
誘
致
と
言
う
部
分
に
拡
大
再
編
さ
れ
た
提
案
と
な
っ

た
。

　

太
平
洋
戦
争
の
概
況
の
項
は
、
基
本
計
画
に
対
し
戦
況
と
米
軍
反
撃
が
統
］
的
に

整
理

さ
れ
、
沖
縄
移
民
の
引
揚
の
所
で
は
、
現
地
住
民
の
犠
牲
と
言
う
視
点
が
加

わ
っ
た
。

　
第
四
に
、
沖
縄
戦
の
前
夜
は
、
「
沖
縄
戦
と
住
民
」
で
扱
う
の
で
は
な
く
、
文
字

通

り
前
夜
と
し
て
「
沖
縄
戦
へ
の
道
」
の
最
終
場
面
に
位
置
づ
け
た
。
か
つ
、
こ
の

項
は
飛
行
場
建
設
と
三
二
軍
の
展
開
を
契
機
に
一
挙
に
臨
戦
的
根
こ
そ
ぎ
動
員
態
勢

に
入
っ
た
沖
縄
の
動
員
体
制
の
特
質
を
多
方
面
か
ら
描
き
出
そ
う
と
し
、
か
つ
後
の

軍

に
よ
る
住
民
虐
殺
に
つ
な
が
る
伏
線
が
き
っ
ち
り
と
し
か
れ
て
い
る
。
慰
安
所
設

置
の
意
味
も
こ
の
脈
絡
の
中
に
お
か
れ
る
こ
と
に
よ
り
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ

し
、
朝
鮮
人
軍
夫
の
動
員
は
、
や
や
不
明
で
、
後
の
朝
鮮
人
虐
殺
（
戦
闘
経
緯
の
中

の
住
民
虐
殺
の
一
部
と
し
て
、
こ
の
問
題
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
）
に
つ
な
が
る

前
提
と
し
て
の
朝
鮮
人
の
動
員
は
う
ま
く
描
か
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
。
な
お
、
一

〇
・
一
〇
空
襲
以
後
の
米
軍
上
陸
前
夜
に
も
光
を
当
て
た
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
研
究

史
が
手
薄
な
た
め
か
、
想
定
さ
れ
た
展
示
物
は
手
薄
で
あ
る
。

　
第
五
に
、
沖
縄
戦
の
経
緯
と
実
相
は
、
基
本
計
画
に
比
べ
、
時
間
的
な
経
緯
、
各

地
の
戦
闘
経
緯
、
砲
撃
の
意
味
、
住
民
犠
牲
か
ら
見
た
特
質
、
軍
隊
と
住
民
の
関
係

が
遥
か

に
整
理
さ
れ
て
提
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
証
言
に
つ
い
て
も
、
新
た
に
映
像
証

言
が
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

　
第
六
に
、
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
ゾ
ー
ン
の
設
定
に
よ
り
、
戦
争
の
基
本
デ
ー
タ
や
牛
島

司
令
官
の
命
令
な
ど
日
本
軍
の
戦
争
目
的
や
責
任
を
考
え
る
場
合
の
基
幹
と
な
る
重

要

文
書
を
他
の
資
料
に
埋
没
さ
せ
る
こ
と
な
く
効
果
的
に
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
た

こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
「
結
び
の
こ
と
ば
」
も
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
ゾ
ー
ン
4
に
置
か
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
効
果
を
高
め
よ
う
と
し
て
い
た
。

　
第
七
と
し
て
、
監
修
委
員
会
で
の
議
論
を
通
し
て
（
特
に
第
三
回
委
員
会
）
、
第

一
～
四
室
そ
れ
ぞ
れ
の
展
示
の
ね
ら
い
に
つ
き
、
第
一
室
が
、
牧
歌
的
な
沖
縄
が
戦

争
に
巻
き
込
ま
れ
る
過
程
、
第
二
室
で
沖
縄
戦
の
全
体
像
を
し
っ
か
り
と
語
り
、
第

三
室

で

は
、
沖
縄
戦
の
典
型
的
な
場
面
を
、
地
上
の
ド
ラ
マ
・
地
下
の
ド
ラ
マ
（
地

上

の

地
獄
・
地
下
の
地
獄
）
と
し
て
体
験
す
る
場
、
第
四
室
で
個
に
立
ち
返
っ
て
沖

縄
戦
の

証
言
か

ら
沖
縄
戦
を
考
え
る
、
最
後
に
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
ゾ
ー
ン
（
結
び
の
こ

と
ば
）
で
総
括
、
と
明
確
化
さ
れ
、
各
展
示
室
の
ね
ら
い
・
関
連
付
け
が
整
理
さ
れ

た
展
示
構
想
と
な
っ
た
。

　

第
八
に
、
大
き
な
差
異
は
、
沖
縄
戦
展
示
と
戦
後
展
示
と
の
境
界
の
移
動
で
あ
る
。

基
本
計
画
で
は
、
最
初
の
占
領
行
政
や
難
民
収
容
所
の
設
置
は
、
戦
時
行
政
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
、
基
地
建
設
も
本
土
決
戦
と
の
関
係
で
展
示
が
構
想
さ
れ
て
い
た
。

原
爆
投
下
と
沖
縄
と
の
関
係
も
、
こ
の
敗
戦
へ
の
流
れ
の
中
で
展
示
構
想
が
立
て
ら

れ
て

お
り
、
戦
争
終
結
は
九
月
七
日
の
降
伏
調
印
式
が
最
後
の
明
瞭
な
指
標
と
な
っ

て

い

た
。
し
か
し
、
監
修
委
員
会
案
で
は
、
こ
の
時
期
は
、
以
後
二
七
年
に
お
よ
ぶ

米
軍
占
領
の
開
始
期
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
戦
後
展
示
の
最
初
に
置
か
れ
た
。
戦

中
と
戦
後
が
同
時
並
行
す
る
沖
縄
戦
終
結
の
特
質
を
ど
う
展
示
と
し
て
表
現
す
る
か

に
つ
い
て
は
、
沖
縄
戦
部
会
と
戦
後
部
会
と
の
狭
間
に
あ
っ
て
さ
ほ
ど
議
論
さ
れ
た

と
思
え
な
い
の
だ
が
、
全
体
会
議
あ
る
い
は
両
部
会
合
同
で
の
踏
み
込
ん
だ
討
議
が

必
要
だ

っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
占
領
行
政
の
成
立
過
程
は
明
瞭
に
描
き
出
せ
た
が
、

沖
縄
戦
終
結
の
特
質
は
展
示
と
し
て
は
薄
ら
ぎ
、
原
爆
投
下
や
降
伏
使
節
団
の
展
示

も
固
有
の
居
場
所
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
。

　
第
九
に
、
「
太
平
洋
の
要
石
・
沖
縄
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
戦
後
展
示
は
、
六
期
に

時
期
区
分
さ
れ
た
基
本
計
画
の
展
示
構
想
に
対
し
、
沖
縄
の
戦
略
的
位
置
・
そ
の
た

め

の

基
地

に
起
因
す
る
人
権
抑
圧
や
基
地
に
依
存
し
た
生
活
・
米
軍
支
配
へ
の
民
衆

の

怒
り
と
復
帰
運
動
・
復
帰
後
の
沖
縄
な
ど
の
大
テ
ー
マ
で
く
く
っ
た
問
題
別
の
展

示

と
な
っ
た
。
従
っ
て
基
地
問
題
や
基
地
の
街
で
の
生
活
、
復
帰
運
動
と
返
還
協
定

な
ど
沖
縄
の
戦
後
史
の
最
重
要
問
題
に
関
し
て
は
と
ら
え
や
す
い
展
示
と
な
っ
た
が
、

そ
の
代
償
で
、
時
期
的
な
変
化
・
時
代
像
は
分
か
り
に
く
く
な
っ
た
。
ま
た
、
主
張

す
る
ウ
チ
ナ
ー
と
し
て
一
九
九
〇
年
代
に
積
極
化
す
る
沖
縄
か
ら
の
平
和
発
信
や
沖
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縄
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
主
張
の
動
き
も
展
示
が
分
散
し
た
こ
と
で
イ
ン
パ
ク
ト
が

弱
く
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

2
　
監
修
委
員
会
で
の
論
点

　
監
修
委
員
会
が
常
設
展
示
に
つ
い
て
達
成
し
た
成
果
と
問
題
点
に
つ
い
て
は
上
記

に
ま
と
め
た
が
、
以
下
で
は
、
監
修
委
員
会
の
各
部
会
、
全
体
会
議
で
の
注
目
さ
れ

る
論
点
を
紹
介
し
、
「
平
和
発
信
・
平
和
学
習
部
会
」
で
の
議
論
の
個
所
で
は
、
あ

わ
せ
て
同
部
会
が
ま
と
め
た
プ
ロ
セ
ス
展
示
・
子
ど
も
展
示
案
を
紹
介
し
よ
う
。

　
「
沖
縄
戦
へ
の
道
・
沖
縄
戦
部
会
」
の
議
論
で
注
目
さ
れ
る
諸
点
は
以
下
の
通
り

で
あ
る
。

　
第
一
に
、
沖
縄
は
、
軍
隊
も
基
地
も
な
い
「
軍
事
的
空
白
」
と
で
も
呼
べ
る
よ
う

な
特
殊
状
況
に
置
か
れ
た
た
め
に
、
他
県
と
比
べ
学
校
以
外
で
の
戦
時
意
識
の
広
が

り
・
深
化
が
遅
れ
、
一
九
四
〇
年
頃
沖
縄
芝
居
の
軍
事
劇
化
な
ど
よ
う
や
く
戦
時
意

識
の

広
が
り
を
見
せ
る
と
い
う
。
合
わ
せ
て
こ
の
時
期
か
ら
の
南
進
政
策
の
先
兵
と

し
て
の
沖
縄
県
民
の
姿
、
海
南
島
基
地
建
設
の
主
力
と
し
て
の
沖
縄
人
労
働
力
と
い

う
問
題
な
ど
、
ア
ジ
ア
へ
の
加
害
に
つ
き
こ
れ
ま
で
さ
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
来
な
か
っ

た
側
面
に
も
注
意
が
喚
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
つ
い
て
は
筆
者
も
小
論
を
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

と
め
た
こ
と
が
あ
る
が
、
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
一
九
四
〇
年
頃
か
ら
の
沖
縄
社

会
の
急
速
な
変
化
と
い
う
問
題
意
識
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
監
修
委
員
会
の
展
示
案
に

も
う
ま
く
活
か
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
第
二
に
、
飛
行
場
建
設
を
要
と
し
て
総
動
員
体
制
確
立
を
描
く
構
想
が
重
ね
て
議

論

さ
れ
、
こ
れ
は
監
修
委
員
会
案
に
「
沖
縄
戦
の
前
夜
」
の
柱
と
し
て
取
り
入
れ
ら

れ
た
。

　

な
お
、
沖
縄
の
学
徒
隊
の
編
成
が
、
義
勇
兵
役
法
制
定
に
与
え
た
影
響
な
ど
、
沖

縄
戦
が
「
本
土
決
戦
体
制
」
構
築
に
与
え
た
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、

研
究
の
現
状
に
制
約
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
展
示
に
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。

　
第
三
に
、
沖
縄
戦
の
特
質
の
一
つ
を
全
面
的
に
発
動
し
た
特
攻
作
戦
と
と
ら
え
、

空
だ

け
で
な
く
、
海
と
陸
上
特
攻
を
ト
ー
タ
ル
に
描
き
、
か
つ
九
州
と
台
湾
、
中
継

地

点
と
し
て
の
八
重
山
の
飛
行
場
を
も
視
野
に
い
れ
、
さ
ら
に
特
攻
作
戦
を
押
し
出

す
こ
と
で
ア
メ
リ
カ
軍
の
新
兵
器
に
よ
る
戦
争
展
開
と
を
比
較
す
る
構
想
が
強
調
さ

れ

た
。
こ
の
発
想
は
各
部
分
で
ほ
と
ん
ど
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
ト
ー
タ
ル
と

し
て
こ
の
よ
う
な
戦
争
像
が
展
示
構
想
か
ら
伺
え
る
か
と
言
う
と
そ
う
は
言
い
切
れ

な
い
。

　
第
四
に
、
ガ
マ
の
作
成
展
示
に
つ
い
て
は
余
り
に
も
生
々
し
く
も
な
く
、
か
つ
リ

ア
リ
テ
ィ
ー
の
あ
る
展
示
物
を
作
る
難
し
さ
か
ら
委
員
の
間
に
否
定
的
な
意
見
も
強

か
っ
た
が
、
五
感
を
通
し
て
沖
縄
戦
を
考
え
る
き
っ
か
け
と
し
て
、
さ
ら
に
証
言
の

部
屋
の

資
料
的
世
界
と
の
複
合
効
果
を
考
え
、
ガ
マ
の
展
示
構
想
を
ま
と
め
て
い
っ

た
。
し
か
し
、
具
体
的
な
ガ
マ
の
設
定
を
め
ぐ
っ
て
は
、
後
に
争
点
と
な
る
銃
の
持

ち
方
・
方
向
の
ほ
か
に
、
時
期
設
定
、
ガ
マ
で
起
こ
っ
た
様
々
な
出
来
事
の
ど
の
部

分
を
描
く
か
、
温
度
、
音
、
臭
い
、
材
質
感
、
生
活
用
具
、
顔
つ
き
、
動
作
、
視
線
、

人

物
（
集
団
）
構
成
、
植
栽
、
さ
ら
に
暗
い
中
で
ど
の
よ
う
に
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て

リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
失
わ
な
い
よ
う
な
シ
ー
ン
の
説
明
を
す
る
の
か
、
な
ど
な
ど
検
討

事
項
は
山
ほ
ど
あ
っ
た
。
あ
る
戦
争
の
本
質
を
象
徴
的
に
表
す
造
形
を
作
る
難
し
さ

で
あ
る
。

　
第
五
は
、
写
真
や
映
像
が
残
し
た
視
線
の
問
題
、
す
な
わ
ち
映
像
資
料
に
付
随
す

る
限
定
的
な
性
格
と
言
う
問
題
に
か
か
わ
る
論
議
で
あ
る
。
戦
場
を
彷
裡
し
た
多
く

の
戦
争
体
験
者
が
戦
場
に
散
ら
ば
り
山
を
な
す
死
体
を
目
撃
し
て
い
る
の
だ
が
、
米

軍

カ
メ
ラ
マ
ン
は
死
体
の
重
な
る
様
は
意
識
的
に
と
っ
て
い
な
い
と
言
う
。
従
っ
て
、

戦
場
の
実
相
を
示
す
最
も
重
要
な
資
料
を
な
す
米
軍
写
真
は
、
個
々
の
犠
牲
者
の
姿

は
示
せ
る
も
の
の
、
集
団
的
に
死
体
が
並
ぶ
場
面
の
展
示
物
と
し
て
は
期
待
で
き
な

い
の

で

あ
る
。
似
た
よ
う
な
問
題
は
一
九
四
〇
年
頃
の
沖
縄
を
写
し
た
民
俗
学
者
の

仕
事
に
も
言
え
る
。
民
俗
学
者
の
視
線
は
沖
縄
的
な
文
化
、
生
活
に
注
が
れ
て
お
り
、

他
県
と
同
様
な
場
面
は
意
識
的
に
外
さ
れ
、
沖
縄
風
が
誇
張
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

そ
れ
は
沖
縄
戦
以
前
の
沖
縄
を
写
し
た
貴
重
な
資
料
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
も
沖
縄
社
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会
の
一
般
的
姿
を
見
せ
る
展
示
物
と
し
て
は
留
意
す
べ
き
限
界
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

次
は

「
戦
後
沖
縄
部
会
」
で
あ
る
。
全
体
会
議
で
の
論
点
と
の
重
複
を
避
け
て
、

こ
の
部
会
で
の
固
有
の
論
点
に
し
ぼ
る
が
、
第
一
に
、
大
き
な
論
点
で
あ
り
つ
づ
け

た
こ
と
の
一
つ
は
、
女
性
の
姿
を
ど
う
描
く
か
と
言
う
問
題
で
あ
っ
た
。
沖
縄
戦
で

の
犠
牲
を
反
映
し
て
、
沖
縄
戦
後
の
人
口
構
成
は
、
年
齢
層
だ
け
で
な
く
、
男
女
比

に
お
い
て
も
著
し
く
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
構
成
と
な
っ
た
。
「
戦
後
を
生
き
延
び
る
こ

と
が
で
き
た
の
は
女
性
の
お
陰
」
と
言
う
く
ら
い
、
沖
縄
の
女
性
た
ち
は
エ
ネ
ル

ギ

ッ
シ
ュ
に
戦
後
の
経
済
活
動
を
担
い
、
そ
の
姿
は
、
女
性
オ
ー
ナ
ー
が
並
ぶ
平
和

通
り
の
よ
う
な
沖
縄
独
特
の
街
並
み
を
作
り
出
し
た
。
し
か
し
、
一
方
で
、
基
地
・

軍
隊
に
起
因
す
る
女
性
の
性
的
被
害
や
女
性
の
売
春
も
深
刻
で
あ
っ
た
。
部
会
で
は
、

無
国
籍
児
童
問
題
、
売
春
防
止
法
の
適
用
に
つ
い
て
も
問
題
提
起
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ

ら
を
踏
ま
え
部
会
で
は
、
本
表
（
第
4
表
）
に
ま
と
め
た
展
示
案
に
対
し
て
も
、

さ
ら
に
女
性
の
歩
み
に
一
項
を
割
い
て
ま
と
め
て
展
示
す
る
様
に
追
加
提
案
し
て
い

た
が
、
展
示
改
窟
を
め
ぐ
る
ご
た
つ
き
も
あ
り
、
こ
の
要
望
は
実
現
し
な
か
っ
た
。

そ
の
結
果
、
先
走
っ
て
現
行
展
示
と
の
関
係
で
指
摘
し
て
お
く
と
、
市
場
の
女
性
や

基
地
被
害
、
A
サ
イ
ン
バ
ー
な
ど
女
性
に
関
す
る
展
示
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
「
女

性
の
姿
」
を
総
合
的
に
ど
う
捉
え
る
か
と
言
う
点
は
、
展
示
か
ら
伝
わ
り
に
く
い
も

の

と
な
っ
て
い
る
。

　
第
二
は
米
軍
基
地
形
成
・
拡
大
、
あ
る
い
は
基
地
の
役
割
に
か
か
わ
る
議
論
で
あ

る
。
基
地
問
題
の
解
決
策
と
し
て
の
移
民
政
策
と
い
う
側
面
へ
の
注
目
（
従
っ
て
、

八
重

山
で
の
戦
後
マ
ラ
リ
ア
対
策
と
基
地
問
題
と
の
関
係
）
、
沖
縄
の
基
地
形
成
と

本
土
経
済
復
興
・
本
土
の
ド
ル
確
保
と
の
関
係
、
沖
縄
の
地
政
学
的
捉
え
方
へ
の
反

論
、
高
等
弁
務
官
資
金
に
関
す
る
評
価
（
占
領
の
負
の
側
面
に
対
す
る
正
の
側
面
と

言
う
レ
ベ
ル
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
基
地
の
維
持
に
必
要
不
可
欠
だ
っ
た
弁
務

官
資
金
に
よ
る
宣
撫
工
作
、
あ
る
い
は
流
米
親
善
政
策
の
役
割
）
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争

へ
の

加
担
問
題
（
軍
作
業
を
通
じ
た
米
軍
支
援
、
沖
縄
基
地
内
で
の
韓
国
兵
や
ベ
ト

ナ
ム
・
カ
ン
ボ
ジ
ア
兵
の
訓
練
、
あ
る
い
は
V
O
A
の
役
割
）
な
ど
興
味
深
い
問
題

が
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
展
示
資
料
・
裏
付
け
の
限
界
も
あ
る
た
め
か
、
監
修
委
員

会
の
展
示
案
で
も
一
部
を
除
き
活
か
さ
れ
て
い
な
い
。

　

ま
た
基
地
に
関
連
し
て
、
沖
縄
へ
の
日
米
安
保
条
約
適
用
の
意
味
、
自
衛
隊
配

備
・
基
地
使
用
問
題
の
展
示
が
強
く
要
望
さ
れ
た
。
こ
の
点
は
、
監
修
委
員
会
展
示

案
に
一
応
反
映
さ
れ
て
い
る
が
、
問
題
の
大
き
さ
に
対
し
、
展
示
案
で
の
扱
い
は
小

さ
く
、
開
館
後
の
戦
後
展
示
へ
の
批
判
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
。

　

第
三
に
、
基
地
と
占
領
に
苦
し
み
続
け
た
沖
縄
と
い
う
側
面
だ
け
で
は
な
く
、
沖

縄
の

主

体
性
・
沖
縄
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
模
索
、
沖
縄
の
自
立
化
に
つ
な
が
る

側
面
を
展
示
上
に
ど
う
表
現
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
も
絶
え
ず
大
き
な
論
点
で
あ

り
つ
づ
け
た
。
こ
の
点
は
、
た
く
ま
し
く
生
き
る
民
衆
の
姿
、
沖
縄
芸
能
の
復
活
、

あ
る
い
は
復
帰
時
の
幻
の
政
府
へ
の
建
議
書
に
描
か
れ
た
沖
縄
自
立
化
・
基
地
問
題

解
決
構
想
な
ど
の
形
で
提
案
さ
れ
、
監
修
委
員
会
展
示
案
の
各
所
に
反
映
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
戦
後
を
一
つ
の
展
示
室
（
た
だ
し
実
質
二
室
分
）
で
描
く
と
言
う
ス
ペ
ー

ス

的
な
限
界
も
あ
り
、
こ
の
主
体
的
な
側
面
の
強
調
は
、
基
地
展
示
の
縮
小
案
と

セ

ッ
ト
に
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
一
九
九
九
年
三
月
の
沖
縄
戦
戦
後
部
会
は
、
こ
の
時

の
展
示
案
（
先
述
の
よ
う
に
厳
密
に
は
一
九
九
七
年
に
完
成
し
た
案
）
に
対
し
て
基

地
が
重
す
ぎ
民
衆
の
主
体
性
が
う
ま
く
表
現
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
基
地
関
係
の

縮
小
を
提
言
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
結
果
は
、
展
示
改
窟
の
動
き
と
か
ら
み
つ
つ
、
こ
の
監
修
委
員
会
展
示
案
で

構
想

さ
れ
て
い
た
A
サ
イ
ン
バ
ー
展
示
の
大
幅
縮
小
（
合
わ
せ
て
、
バ
ー
内
に
入
り

交

わ
さ
れ
て
い
る
会
話
を
聞
く
展
示
の
カ
ッ
ト
）
、
M
P
に
通
行
証
を
見
せ
基
地
の

フ

ェ

ン

ス

の
中
に
入
る
展
示
案
の
中
止
と
い
う
形
で
現
れ
て
い
る
。

　
展
示
ス
ペ
ー
ス
の
関
係
で
は
、
沖
縄
島
以
外
の
島
で
の
戦
後
を
描
く
必
要
も
あ
り

（
こ
れ
も
部
会
の
要
望
で
追
加
さ
れ
た
）
、
展
示
構
想
の
う
え
で
広
さ
の
制
約
は
無
視

で
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
次
に
、
部
会
で
の
議
論
を
踏
ま
え
つ
つ
、
監
修
委
員
会
全
体
会
で
も
議
論
に
な
っ

た
大
き
な
論
点
に
も
ふ
れ
て
お
こ
う
。
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第
一
は
、
日
本
の
加
害
や
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
の
人
々
の
痛
み
を
含
む
沖
縄
戦
の
展

示
、
あ
る
い
は
沖
縄
か
ら
の
平
和
創
造
・
発
信
と
い
う
資
料
館
の
基
本
構
想
に
か
か

わ
る
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、
戦
争
被
害
の
側
面
が
強
調
さ
れ
る
沖
縄
移
民
で
あ
る

が
、
現
地
の
人
々
か
ら
見
れ
ば
、
加
害
者
・
支
配
者
と
言
う
性
格
も
も
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
例
も
含
め
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
の
人
々
が
見
て
も
納
得
で
き
る
展
示
を
ど

う
作
る
か
と
言
う
点
が
課
題
と
し
て
意
識
さ
れ
た
。
こ
の
問
題
は
、
戦
前
・
戦
時
の

展
示
だ

け
の
事
柄
で
は
な
く
、
「
援
護
法
の
適
用
を
め
ぐ
っ
て
謝
罪
し
な
い
日
本
の

側
に
入
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
沖
縄
と
ア
ジ
ア
の
わ
だ
か
ま
り
と
い
う
現
状
に
ど
う
架

橋
で

き
る
の
か
」
、
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
の
適
用
と
い
う
形
で
の
戦
争

の
正
当
化
に
よ
っ
て
沖
縄
と
ア
ジ
ア
の
人
々
を
隔
て
る
壁
が
生
ま
れ
て
い
る
中
で
、

ア

ジ

ア

と
の
共
生
を
ど
う
展
望
で
き
る
の
か
、
と
い
う
戦
後
展
示
ま
で
貫
く
課
題
で

あ
っ
た
。

　
第
二
は
、
基
本
構
想
が
「
沖
縄
の
海
」
に
象
徴
さ
せ
よ
う
と
し
た
沖
縄
の
豊
か
さ

を
、
展
示
全
体
の
中
で
も
効
果
的
に
打
ち
出
す
必
要
性
に
関
す
る
提
起
で
あ
る
。
そ

の

場
合
の
豊
か
さ
と
は
、
自
然
、
文
化
、
生
活
、
精
神
を
含
む
が
、
例
え
ば
、
豊
か

な
沖
縄
が
い
び
つ
な
近
代
（
近
代
日
本
の
沖
縄
支
配
）
の
な
か
で
壊
さ
れ
、
沖
縄
戦

に
引
き
込
ま
れ
て
い
く
と
言
う
姿
、
ま
た
同
化
政
策
の
中
で
も
ど
っ
こ
い
生
き
て
き

た
沖
縄
的
な
文
化
・
沖
縄
的
な
空
間
を
見
せ
る
こ
と
で
、
沖
縄
戦
で
失
わ
れ
た
も
の

は

何
だ

っ

た
か
（
失
っ
た
も
の
の
重
さ
）
を
よ
り
広
い
視
野
で
示
し
て
い
く
必
要
、

さ
ら
に
沖
縄
戦
で
の
被
害
か
ら
精
神
的
に
立
ち
直
っ
て
い
く
背
景
（
支
え
）
と
し
て

の

沖
縄
の
自
然
や
精
神
文
化
の
役
割
、
沖
縄
社
会
の
共
同
性
と
復
興
と
の
関
係
（
復

興
の

支
え
と
し
て
の
ユ
イ
マ
ー
ル
）
へ
の
注
目
、
と
い
う
よ
う
な
側
面
か
ら
豊
か
さ

が
注

目
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
精
神
文
化
の
豊
か
さ
を
展
示
と
し

て

ど

う
表
現
す
る
か
は
極
め
て
難
し
く
、
ま
た
、
生
活
面
で
の
豊
か
さ
は
、
沖
縄
の

人
々

に
は
通
じ
て
も
、
多
く
の
観
覧
者
に
は
、
「
貧
し
さ
や
遅
れ
」
と
し
か
映
ら
な

い

恐
れ
が

強
い
。
し
か
し
、
こ
の
提
起
は
、
展
示
の
範
囲
を
超
え
て
、
戦
争
の
意

味
・
復
興
・
自
立
へ
の
展
望
を
考
え
る
う
え
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
視
点
だ
っ
た

子ども・プロセス展示室展示案と修正案表5

展示ゾーン 展　示　項　目 資料　項　目 修正展示項目 修正資料項目

1．気づく 1．プロローグ

「今、ここにある私の命、あなたの命」

（1）「今、ここにある私の命、

　あなたの・地球の命」

1．プロローグ

「生命の誕生」

（1）「今、ここにある私の命

・あなたの・地球の命」

2．世界の命ドウ宝・世界の18人の子ども達 同左 2．世界の子どものくらし

　を知る・心にふれる

（D世界の18人の子どもたち

3．子どものくらしを知る・心にふれる 同左 （2）子どものくらしを知る・

　心にふれる

4．子どもたちをとりまく社会を考える （1）人権・差別 3．私たちの世界をみつめ

　る

（1）人権・差別について

（2）貧困 （2）貧困について

（3）止まない戦争・紛争 （3滅争・紛争について

（4）蝕まれる地球環境 （4）地球環境について

⑤豊かさの中のひずみ （5）豊かさについて

2．理解する 1．スタジオ・ゆいま一る （1）多目的スペース

　（ワークショップスタジオ）

1．スタジオ・ゆいま一る （1）多目的スペース

　（ワークショップスタジオ）

2．平和活動に参加しよう 同左 2．平和活動に参加しよう 同左

3．感じる 1．イマジン

　　・クリエイテイブガーデン

（1）モノを通して世界を知ろう 1．イマジン

　・クリエイティブガーデン

（1）モノを通して世界を知ろう

（2／本を通して世界を知ろう （2）本を通して世界を知ろう

（3）遊びを通して世界を知ろう （3）遊びを通して世界を知ろう

（4）ことばからイマジネー

　ションをひろげよう

（4）ことばからイマジネー

　ションをひろげよう

2．キッズガーデン （1働物家族と遊ぼう 2．キッズガーデン （1働物家族と遊ぼう

（2）探検しよう　（地球は生き

　ている）

（2）探検しよう　（地球は生き

　ている）

出典：『沖縄県平和祈念資料館（仮称）展示概要説明書』1999年3月23日，1999年7月31日付「三役説明会」資料
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と
思
わ
れ
る
。

3

子
ど
も
・
プ
ロ
セ
ス
展
示
室
の
展
示
案
と
部
会
で
の
論
点

　
監
修
委
員
会
で
ま
と
め
た
子
ど
も
・
プ
ロ
セ
ス
展
示
案
は
表
5
の
左
列
で
あ
る
。

基
本
計
画
で
の
子
ど
も
展
示
か
ら
独
立
し
た
平
和
の
創
造
・
発
信
、
形
態
的
に
は

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
を
通
じ
て
来
館
者
と
と
も
に
平
和
を
考
え
る
プ
ロ
セ
ス
展
示

的
発
想
は
、
子
ど
も
展
示
の
一
角
に
納
ま
っ
た
感
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
平
和
発

信
・
平
和
学
習
部
会
で
も
一
〇
歳
程
度
を
対
象
に
想
定
し
た
子
ど
も
展
示
と
プ
ロ
セ

ス

展
示

は
区
別
し
て
構
想
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
、
一
般
来
館
者
で
は
な
く
、
高

校
生
程
度

を
想
定
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
最
初
の
基
本
構
想
段
階
で
の
構
造
的
暴

力
に
関
す
る
展
示
が
縮
小
し
、
プ
ロ
セ
ス
展
示
に
一
部
統
合
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

さ
ら
に
、
こ
の
展
示
案
が
ま
と
め
ら
れ
る
段
階
で
、
プ
ロ
セ
ス
展
示
が
子
ど
も
展
示

と
統
合
的
に
運
営
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
世
界
の
平
和
問
題
の
現
状
を
概
観

し
た
う
え
で
、
と
も
に
平
和
創
造
を
考
究
す
る
と
言
う
展
示
構
想
は
、
第
一
～
五
の

展
示

と
の
関
係
が
薄
ま
り
、
一
〇
代
の
子
ど
も
展
示
と
し
て
独
立
し
た
形
態
と
な
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
沖
縄
戦
と
戦
後
の
展
示
を
見
た
成
人
観
覧
者
が
、

さ
ら
に
世
界
の
平
和
の
現
状
を
見
て
平
和
を
考
え
て
い
く
場
が
縮
小
し
、
他
方
で
、

子

ど
も
展
示
は
、
そ
れ
と
し
て
上
記
の
常
設
展
示
と
は
独
立
的
に
機
能
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
展
示
計
画
の
変
更
に
よ
る
展
示
の
性
格
の
変
化
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、

表
に
見
る
よ
う
に
、
命
や
世
界
の
子
ど
も
た
ち
を
と
り
ま
く
、
多
様
で
、
し
か
し
厳

し
い
環
境
に
気
づ
く
と
こ
ろ
か
ら
入
り
、
子
ど
も
を
と
り
ま
く
世
界
の
構
造
的
暴
力

を
考
え
さ
せ
、
次
い
で
共
に
考
え
、
そ
し
て
さ
ら
に
深
く
調
べ
て
い
く
、
と
い
う
展

示
の
あ
り
方
は
、
子
ど
も
対
象
の
平
和
博
物
館
展
示
が
非
常
に
少
な
い
日
本
の
現
状

に
あ
っ
て
、
画
期
的
な
内
容
を
も
つ
も
の
と
言
え
よ
う
。
新
平
和
資
料
館
が
行
っ
た

先
端
的
な
展
示
実
験
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
展
示
構
想
に
行
き
着
く
ま
で
に
は
、
平
和
を
考
え
る
入
り
口
を
ど
う
用
意
す

る
の
か
、
そ
の
入
り
口
で
想
定
し
た
命
の
大
切
さ
と
い
う
場
合
、
人
間
中
心
で
考
え

る
か
、
生
命
全
体
へ
の
広
が
り
の
な
か
で
考
え
る
の
か
、
子
ど
も
展
示
と
プ
ロ
セ
ス

展
示

を
ど
う
区
分
す
る
の
か
、
な
ど
様
々
な
議
論
が
重
ね
ら
れ
た
が
、
注
目
さ
れ
る

の

は
、
以
下
の
二
点
で
あ
る
。

　
第
一
に
、
世
界
の
子
ど
も
の
日
常
生
活
か
ら
世
界
を
と
り
ま
く
社
会
問
題
に
気
づ

か

せ

る
べ
く
「
世
界
の
一
八
人
の
子
ど
も
」
の
取
材
を
行
う
こ
と
に
し
た
わ
け
だ
が
、

実
際

に
選
定
し
、
取
材
す
る
段
に
な
る
と
、
国
家
の
枠
組
み
の
中
で
選
ぶ
と
い
う
方

法
で
良
い
の
か
、
自
立
を
展
望
す
る
沖
縄
で
子
ど
も
の
展
示
を
す
る
時
、
国
家
を
超

え
る
つ
な
が
り
を
も
重
視
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
（
例
え
ば
、
中
国
か
、
台
湾
か
、

台
湾
な
ら
ば
漢
族
か
、
高
山
族
か
、
な
ど
）
、
取
材
は
誰
が
ど
の
よ
う
な
視
点
で
行

う
の
か
、
子
ど
も
自
身
の
視
点
は
取
り
入
れ
ら
れ
な
い
の
か
、
取
材
対
象
の
子
ど
も

は
そ
の
地
域
社
会
や
学
校
か
ら
ど
の
よ
う
な
基
準
で
選
ぶ
の
か
、
選
び
方
に
よ
っ
て

は
、
展
示
さ
れ
た
子
ど
も
を
通
し
て
生
活
レ
ベ
ル
の
差
が
一
覧
の
よ
う
に
現
れ
、
逆

に
特
定
地
域
へ
の
偏
見
を
生
む
可
能
性
は
な
い
の
か
、
し
か
し
、
そ
れ
を
避
け
る
た

め

に
、
学
校
的
価
値
を
優
先
し
た
平
均
的
な
子
ど
も
・
そ
の
社
会
の
中
流
的
な
子
ど

も
を
選
ん
だ
と
し
て
、
そ
れ
は
こ
の
資
料
館
の
ね
ら
い
、
展
示
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い

の

か
、
な
ど
な
ど
、
難
問
が
次
々
と
現
れ
た
。

　
第
二
も
上
記
の
問
題
に
関
係
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
が
も
つ
「
豊
か
さ
」
に

ど
う
注
目
す
る
の
か
、
で
き
る
の
か
、
と
言
う
点
で
あ
る
。
占
領
下
の
厳
し
い
環
境

下
で

も
、
経
済
政
策
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
た
戦
前
沖
縄
社
会
に
お
い
て
も
、
そ
こ

に
は
固
有
の
豊
か
さ
が
あ
り
、
人
々
は
苦
し
み
ば
か
り
で
は
な
く
、
生
き
生
き
と
し

た
生
活
を
お
く
っ
て
い
た
と
言
う
、
沖
縄
戦
部
会
や
戦
後
部
会
で
の
議
論
と
通
じ
る

視
点
に
立
っ
て
、
現
在
の
世
界
の
子
ど
も
た
ち
の
生
き
る
環
境
を
見
る
上
で
も
、

「豊
か
さ
と
は
」
「
豊
か
な
文
化
と
は
」
、
そ
し
て
、
ア
ジ
ア
の
社
会
で
の
豊
か
さ
は
、

西
欧
諸
国
の
基
準
と
は
違
う
形
で
、
ど
う
表
現
さ
れ
う
る
の
か
、
な
ど
の
問
題
が
繰

り
返
し
議
論
さ
れ
た
。
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表6　展示修正の指示一覧

1室 ・ 文部省検定教科書を基準とした展示用語・展示内容を目指すように。

各種の教科書を参考とすること。（例：十五年戦争は教科書用語として使われていない）

・一室については、歴史観の確認が必要である。史実関係を明確に出す。
・ 新しい研究結果も考慮に入れる。

・ 沖縄は、日本の一県にすぎないので、日本全体の展示・記述について考えるように。

4月6日
5室 ・ 基地に起因する事件事故より、県内における事件・事故が多かったことも念頭におく。

・ 「Aサインバー」の黒人が人種差別につながらないか。

・ 国連（機構図）の安保の動きを取り上げること。

・ 反安保の展示だけにならないように、安保の果たしてきた役割（アジアの平和維持等）を示す。

子ども・プロセス展示 ・ 「五つの社会問題」タイトルにマイナスイメージが含まれているので見直すこと。

例：蝕まれる地球環境、豊かさのひずみ、止まない戦争・紛争

・ 国連機関（ユニセフ、UNHC等）の平和維持活動を紹介すること。

1室 ・ 「対華ニーヶ条の要求」を削除する。

・ 植民地、占領地の皇民化で国策を批判することはどうか。

・日本軍の沖縄人観の展示を削除する。

・ 博愛記念碑を展示する必要性に疑問。

・ カメラが捉えた日本の加害を県の立場で展示するのはどうか。

・「慰安所」の解説は、国の意見を考慮する。

・ スパイ取締りを常設展示で扱うことが必要かどうか疑問。「戦時体制」というくくりで再検討する。

2室 ・モニター出てくる字幕スーパーについて、注意してほしい。

5室 ・ Aサインバーの動線を主導線からはずす。

・ 活躍するウチナーンチュを削除する。「個人」が飛び出るのは県の施設としてふさわしくないのでは。かわり

に「アイデンティティの復活」の内容をもっと多彩にしてはどうか。
・ 「県民総決起大会」解説で、前知事の法廷での陳述文（準備書面が公開されている）は、扱わない。沖縄の歴

6月16日 史的陳述個所に、違うとの指摘がなされているところもあり、県内の統一見解がとられていない為。

ニュートラルゾーン ・展示内容を削除し、休憩スペースとするよう、検討する。

子ども・プロセス展示 ・ 「人権・差別について」の日本人のなかの人権差別問題（アイヌ・部落・在日・在日外国人・沖縄基地問題）

を削除する。

・ 「壇上ホール」は、スペースが狭いと思われる為、何も置かないほうが良い。

・ 「五つの社会問題」で解説に使用するデータの典拠は明快にすること。国連やユニセフ、国、県で使用してい

るデータを使うことが望ましい。

・キッズガーデンは、予想よりも実際面積が狭いこと、管理者の配備などの管理安全・運営上の問題と、予想さ

れる騒音面の問題を考慮し、現状の展開方法を改め検討する。

エントランス ・ 建築外壁の「沖縄戦戦闘経緯地図」は中止。海と山をイメージしたデザイン面と、非核・平和沖縄県宣言文と

現資料館のむすびの言葉を展示する面とで、構成する。

・「不発弾」の魚雷展示は、野外展示が良い。

1室 ・ 「カメラが捉えた日本の加害」の削除。

2室 ・壁面写真「鉄の暴風と形容された艦砲射撃」の変更→「雨水のたまった弁が岳周辺の弾痕」へ

3室 ・ 「ガマでの惨劇」のスケッチの変更（三ケ所）

・ 「死の彷復」の写真二点の変更

7月9日
・ 「集団自決と思われる写真」→「米軍の機銃掃射で墓に隠れていた住民が犠牲になった（ことを示す）写真」

・「白旗をあげる少女」→「少年兵とおもわれる子どもの焼死体」

5室 ・ 「Aサインバー」の展示面積の縮小

・ 新規展示項目「国連」の設置と、その展示位置

・ 「燃え上がる復帰運動」背景壁面で復帰運動に使われた「旗」類をたくさん実物展示するのは中止。

子ども・プロセス展示 ・ 再検討のための平面図の作成指示。
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1室 ・ 「同化政策」「国策移民」の用語について検討が必要。

・「慰安所」解説は教科書での解説と同レベルで展開する。

・ アジア・太平洋諸国の「教科書展示」については了解。中国・韓国については展示するが、その他の国につい

ては調整。

・ アジアの住民犠牲について確認が必要。

・ 南米・外国での沖縄県人についての扱いも必要。

・ 「スパイ取締り」のパネルの名称を「戦時体制」へ変更、反戦運動と戦時体制を主展開した解説にする。

2室 ・ 「広島・長崎」（原爆）と「本土空襲」解説は、「住民犠牲の諸相」で吸収できないか、検討して欲しい。

8月6日
4室 ・ニュートラルゾーンの「むすびのことば」を新たに考えてはどうか。

5室 ・ 高等弁務官治世時代には、マイナスもあったがプラスもあった。その点を項目にだしたい。

・ 「キーストン・オブ・ザ・パシフィック沖縄」の造作表現を削除。米国の施策を解説するグラフィックスペー

スとする。

・ 琉球政府ビルの花ブロックデザインを中止。行政機構の変遷を示すグラフィックスペースを変更する。

・ 「国連」展示の決定。解説内容ではPKOについても扱いたいが、最近の情勢をかんがみ、どう解説するか慎重

に検討したい。

・ 「沖縄ルネッサンス・アイデンティティの復活」では、首里城、県公文書館、県立芸大を扱うこと。

1室 ・ 「学徒動員」について、もっと解説スペースを割いて欲しいとの要望がある。

「十・十空襲以降」のパネル解説の主展開内容とできないか。

5室 ・ 「アジア・太平洋の情勢」の独立パネルでの解説は、中止。「日本の敗戦」「核の時代の始まり」とあわせた解

8月7日
説展開とする。

・その位置には、「学校の再開」を解説する。

・ 「土地闘争」はここで展開する内容を、後の項目の「民衆の怒り」への移設も含め再検討する。

・ 「復帰後も続く事件事故」での「事件・事故年表」は、復帰後のあゆみ全般とし、事件・事故のみを解説する

展示にはしない。

出典　『琉球新報』1999年10月9日付

　
一
九
九
九
年
三
月
、
監
修
委
員
会
に
よ
る
展
示
の
基
本
案
が
ほ
ぼ
ま
と
ま
っ
た
の

を
受
け
、
三
月
二
一
二
日
、
県
庁
職
員
に
よ
る
県
三
役
へ
の
展
示
内
容
の
説
明
が
行
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

れ

た
。
そ
こ
で
の
主
要
な
や
り
取
り
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
稲
嶺
知
事
　
事
実
で
は
あ
る
が
余
り
に
反
日
的
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
。

　
　
回
答
　
学
問
的
に
検
証
さ
れ
た
歴
史
的
事
実
に
基
づ
き
、
文
部
省
検
定
の
教
科

　
　
　
書
記
述
な
ど
を
基
本
に
展
示
を
行
う
。

　
　
稲
嶺
知
事
　
沖
縄
も
日
本
の
一
県
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
日
本
全
体
の
展
示
（
記

　
　
　
述
）
に
つ
い
て
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
回
答
　
日
本
全
体
の
中
で
沖
縄
を
位
置
づ
け
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
展
示
す
る

　
　
　
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
他
県
の
資
料
館
も
そ
う
し
た
展
示
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
牧
野
副
知
事
　
全
体
と
し
て
バ
ラ
ン
ス
の
あ
る
展
示
を
し
て
も
ら
い
た
い
。

　
　
回
答
　
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
社
会
通
念
と
し
て
共
通
に
理
解
さ
れ
て
い

　
　
　
る
立
場
で
展
示
を
行
っ
て
い
く
。

　
　
牧
野
副

知
事
　
ユ
ネ
ス
コ
、
世
界
人
権
宣
言
だ
け
で
は
平
和
は
保
っ
て
い
け
な

　
　
　
い
。
精
神
論
だ
け
で
は
出
来
な
い
。
軍
備
が
あ
る
か
ら
戦
争
が
起
こ
る
の
で

　
　
　
は
な
い
。
国
連
の
機
構
図
や
安
保
理
の
動
き
、
日
米
安
保
条
約
な
ど
も
紹
介

　
　
　
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
要
望
を
受
け
た
関
係
県
庁
職
員
が
、
展
示
業
者
（
乃
村
）
に
提
示
し
た
最
初

の

指
示
が
、
表
6
の
四
月
六
日
の
「
検
討
結
果
の
説
明
」
で
あ
る
。
三
役
の
要
望
結

果

が
、
沖
縄
は
日
本
の
一
県
、
な
ど
総
論
的
な
部
分
を
含
め
、
か
な
り
ス
ト
レ
ー
ト

に
業
者
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
具
体
的
な
所
で
は
、
「
十
五

年
戦
争
」
と
い
う
呼
称
の
削
除
、
第
一
室
の
展
示
再
検
討
、
基
地
に
起
因
す
る
事

1

沖
縄
県
三
役
の
展
示
へ
の
不
満
と
県
当
局
の
展
示
改
鼠

④
展
示
変
更
問
題
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件
・
事
故
の
数
量
的
な
相
対
化
、
A
サ
イ
ン
バ
ー
の
展
示
改
変
、
現
在
の
国
連
に
関

す
る
展
示
の
追
加
、
子
ど
も
展
示
の
構
造
的
暴
力
の
部
分
の
タ
イ
ト
ル
見
直
し
が
指

示
さ
れ
た
。

　
そ

の
後
、
五
月
頃
、
「
虐
殺
」
を
「
犠
牲
」
に
、
「
集
団
自
決
」
に
関
す
る
記
述
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

書

き
換
え
、
ガ
マ
の
展
示
室
の
用
語
検
討
な
ど
の
作
業
が
進
め
ら
れ
、
そ
れ
ら
の

「検
討
結
果
」
は
六
月
一
六
日
に
業
者
に
指
示
さ
れ
た
（
表
6
）
。
大
き
く
い
っ
て
、

日
本
の
対
外
侵
略
・
加
害
、
日
本
軍
の
対
沖
縄
人
観
を
示
す
資
料
や
出
来
事
（
ス
パ

イ
取
締
）
、
沖
縄
の
自
立
性
や
日
本
政
府
へ
の
対
抗
を
示
す
出
来
事
、
日
本
国
内
の

人
権
差
別
を
示
す
展
示
が
避
け
ら
れ
て
い
る
様
が
見
て
取
れ
る
。
ま
た
、
エ
ン
ト
ラ

ン
ス
の
沖
縄
戦
の
風
景
の
削
除
と
差
し
替
え
、
さ
ら
に
こ
の
段
階
で
魚
雷
の
野
外
展

示
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
後
に
突
然
浮
上
し
た
か
に
見
え
た
屋
外
の
展
示
は
、
戦

争
・
軍
隊
の
展
示
イ
メ
ー
ジ
の
改
変
を
図
る
中
で
提
案
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
こ
の
改
変
指
示
の
延
長
上
に
、
七
月
九
日
の
業
者
へ
の
指
示
が
行
わ
れ
た
。

や
は

り
加
害
、
ガ
マ
の
描
き
方
の
変
更
、
さ
ら
に
国
連
の
新
規
項
目
化
が
改
め
て
指

示
さ
れ
た
。

2
　
改
窟
後
の
展
示
案

　
表
7
は
、
展
示
改
変
作
業
が
こ
こ
ま
で
来
た
段
階
で
の
展
示
案
で
あ
る
（
各
欄
の

修
正
案
が
改
変
作
業
後
の
案
）
。
第
一
室
「
沖
縄
戦
へ
の
道
」
で
は
、
展
示
項
目
・

展
示
細

目
か
ら
「
十
五
年
戦
争
」
と
い
う
呼
称
が
す
べ
て
外
さ
れ
た
。
資
料
例
で
は
、

「
カ
メ
ラ
が
捉
え
た
皇
民
化
政
策
」
・
日
本
軍
に
と
っ
て
の
沖
縄
の
位
置
付
け
が
見
え

る
資
料
、
沖
縄
内
部
で
戦
争
動
員
を
煽
っ
た
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
、
「
カ
メ
ラ
が
捉
え
た

日
本
の
加
害
」
の
全
面
削
除
、
ア
ジ
ア
民
衆
の
抵
抗
の
削
除
、
兵
舎
と
な
っ
た
民
家
、

ス

パ

イ
取
締
、
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
ゾ
ー
ン
の
資
料
の
分
散
移
動
、
第
二
室
で
は
、
砲
弾

跡
が
残

る
壁
の
資
料
変
更
（
鉄
の
暴
風
の
イ
メ
ー
ジ
に
か
か
わ
る
変
更
か
）
、
朝
鮮

人
・
台
湾
人
虐
殺
資
料
の
削
除
、
青
酸
カ
リ
処
理
資
料
の
削
除
な
ど
。
ガ
マ
内
部
の

情
景
の
変
更
は
こ
の
資
料
で
は
伺
え
な
い
が
、
七
月
一
五
日
、
監
修
委
員
三
名
の

「
ガ

マ
造
形
中
間
検
査
」
で
、
銃
を
持
た
な
い
日
本
兵
が
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
「
発

見
」
さ
れ
た
。

　
第
五
室
（
戦
後
）
の
変
更
は
、
第
一
室
以
上
に
上
る
。
米
軍
の
沖
縄
上
陸
と
同
時

に

南
西
諸
島
の
軍
政
施
行
を
宣
言
し
た
ニ
ミ
ッ
ツ
布
告
の
削
除
、
原
爆
投
下
関
係
の

削
除
、
天
皇
メ
ッ
セ
ー
ジ
削
除
、
収
容
さ
れ
た
朝
鮮
人
軍
夫
削
除
（
朝
鮮
人
関
係
は
、

戦
前
戦
中
戦
後
ま
で
含
め
徹
底
的
に
排
除
さ
れ
て
い
る
）
、
米
ソ
冷
戦
化
の
軍
事
開

発
の
削
除
、
国
共
内
戦
へ
の
沖
縄
関
与
資
料
の
削
除
、
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
削
除
、
重
要

な
削
除
と
し
て
キ
ー
ス
ト
ー
ン
・
オ
ブ
・
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
沖
縄
の
項
目
丸
ご
と
消
去
、

高
等
弁
務
官
の
沖
縄
統
治
の
位
置
付
け
変
更
（
抑
圧
的
側
面
を
薄
め
、
恩
恵
的
側
面

を
強
調
）
、
特
飲
街
・
A
サ
イ
ン
バ
ー
の
風
景
の
縮
小
と
変
更
、
ド
ル
交
換
所
削
除
、

土
地
接
収
に
関
わ
る
八
重
山
移
住
削
除
、
米
軍
犯
罪
事
件
の
呼
称
変
更
、
日
米
首
脳

会
談
資
料
の
追
加
、
復
帰
後
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
強
調
、
沖
縄
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
・
活

躍
す
る
ウ
チ
ナ
ー
ン
チ
ュ
の
削
除
、
ア
ジ
ア
の
平
和
共
存
的
動
き
の
削
除
、
ア
ジ
ア

と
の
関
係
で
の
残
さ
れ
た
課
題
の
削
除
（
慰
安
婦
問
題
、
領
土
問
題
）
、
特
措
法
改

正
・
国
際
都
市
形
成
・
S
A
C
O
最
終
報
告
削
除
、
国
際
連
合
の
追
加
な
ど
多
数
で

あ
り
、
監
修
委
員
会
の
積
極
的
な
議
論
の
成
果
を
大
き
く
削
ぐ
、
深
刻
な
内
容
改
変

で
あ
っ
た
。

　
子

ど
も
・
プ
ロ
セ
ス
展
示
に
つ
い
て
は
、
表
5
右
欄
の
よ
う
に
、
現
代
世
界
の
構

造
的
暴
力
を
項
目
タ
イ
ト
ル
が
す
べ
て
柔
ら
か
い
表
現
と
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
四
ケ
月
間
の
改
変
作
業
を
へ
て
、
七
月
二
三
日
、
再
び
県
庁
職
員
に

よ
る
県
三
役
へ
の
展
示
説
明
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
で
の
や
り
取
り
は
以
下
の
通
り
で

　
（
3
6
）

あ
る
。

　
　
稲
嶺
知
事
　
当
初
の
案
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。
県
政
は
代
わ
っ
た
の

　
　
　

に
。
サ
ミ
ッ
ト
で
全
国
か
ら
い
ろ
ん
な
人
た
ち
が
来
る
。

　
　
文
化
国
際
局
長
　
展
示
工
事
も
進
ん
で
い
る
。
固
定
的
部
分
は
変
え
る
の
が
難

　
　
　

し
い
。
写
真
、
パ
ネ
ル
な
ど
の
表
現
は
検
討
し
、
作
業
を
進
め
て
い
る
。

　
　

稲
嶺
知
事
　
基
本
ベ
ー
ス
は
変
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
す
ね
。
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表7　1999年7月末段階での展示案（3月段階での原案との比較） ＊修正欄の記載は，原案に対する修正案が提示された場合のみ。資料例の事例も修正の場合のみ。

展　示　項　目 展　示　細　目 資　料　項　目 候補となる具体的な資料例
展示テーマ

原　　　案 修正　案 原　　　案 修　正　案 原　　　案 修　正　案 原　　　案 修正　案

1沖縄戦への
道

近代沖縄 プロローグ プロローグ 沖縄の原風景 ペリーなど欧米人が見たアジア・琉球

欧米人が描いた沖縄風景

明治大正期の沖縄風景
沖縄の自然風景

琉球の民衆 欧米人が描いた沖縄の民衆

近代沖縄 琉球処分と国境画定 琉球処分と国境画定 19世紀後半の東アジァと日本

日本の中の沖縄へ
（琉球処分）

琉球藩の設置
尚泰王肖像

先島への警察の駐屯

台湾征伐
西郷従道肖像

分島問題
津波古政正肖像
李鴻章肖像
グラント肖像

脱清人
脱清人肖像

沖縄県の設置
松田道之肖像
沖縄県印　等

近代日本の領土拡大 日本が関与した戦争
と日本領土の変遷

世界・日本’沖縄年表
日本領土の変遷図

日本が関与した戦争

「蛍の光」の歌詞に見る領土拡大
当時の地図

日韓併合

朝鮮総督府
韓国併合条約

日韓併合を物語る資料

対華21か条の要求
対華21か条の要求文

戦後恐慌と沖縄 戦後恐慌と沖縄

当時の沖縄風景

教員・公務員への賭売り禁止

大恐慌風景

皇民化政策 日本への同化政策 教育勅語と御真影 教育勅語と御真影
御真影ノ拝礼

奉安殿
奉安殿設置場所 め②

［



口

←
廿
⑩
O
O
N
　
酬
㊤
製
搬

胆
聯
駅
臣
出
套
世
巡
出
田
幽
閂
圃

教育勅語

標準語励行 標準語励行
標準語化運動を報じる新聞

標準語励行を物語る資料

改姓改名運動 改姓改名運動
改姓改名の実例
改姓改名を報じる新聞

改姓改名運動を物語る資料

風俗改良運動 風俗改良運動
風俗の変遷

鳥居・神社の設置と 鳥居・神社の設置とユタの弾圧
ユタの弾圧 沖縄に建てられた神社

植民地、占領地での 植民地、占領地での皇民化政策
皇民化政策 カメラが捉えた皇民化政策 消去

・「学べ日本語を」のポスター 消去
・ アジア万歳のスローガン 消去
・ 三亜運動のポスター 消去

皇民化政策を物語る資料

軍隊と沖縄 徴兵制 徴兵制
徴兵制のシステム
徴兵検査風景
大日本帝国憲法

皇軍の組織

在郷部隊 消去
全国の在郷部隊 消去

沖縄連隊区司令部
沖縄連隊区司令部風景
沖縄防備対策（施設状況） 沖縄防備対策（概説）

戦後恐慌と沖縄 日本軍の沖縄県人観 戦後恐慌 日本軍の沖縄県人観 消去
世界恐慌
沖縄の経済状況 日本軍の沖縄県人観

　・「沖縄防備対策（概説）」より
消去
消去

・ 「沖縄警備隊区徴募概況」より 消去
・ 「沖縄県の歴史的関係及び人情風俗」より 消去

15年戦争とア
ジァ・太平洋

アジア・太平
洋戦争

15年戦争の展開 アジア・太平洋戦争
の展開

泥沼化する侵略戦争 世界・日本・沖縄年表

日本の軍国化と侵略戦争
日本領土の変遷（侵略地域の拡大）
アジァ・太平洋地域の資源分布　等
軍国化する社会

軍国化する社会を物語る資料
・八紘一宇の杜 消去

愛馬進軍歌のレコード　等

大枡大尉の顕彰 消去 大枡大尉の顕彰 消去
新聞記事　等 消去

久松五勇士の顕彰 久松五勇士の顕彰
記念碑　等

⇔
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博愛記念碑の建立 消去 博愛記念碑の建立 消去
記念碑 消去

博愛が載った修身教科書 消去

国策移民 満蒙開拓移民 満蒙開拓移民
満州への入植風景
大陸の花嫁 移民分布図

満蒙移民を物語る資料

南洋庁と南洋興発 南洋庁と南洋興発（南興コンツェルン）
（南興コンッェルン） 南洋庁

移民の奨励を物語る資料

沖縄県の南洋移民 沖縄県の南洋移民
南洋諸島在住人口と沖縄移民の割合
沖縄県出身の移民の推移
拓南訓練所

沖縄の移民政策を物語る資料

移民先での生活 移民先での生活
出身地別賃金表
移民先での生活風景

アジァ・太平洋諸国 アジア・太平洋諸国 外国の教科書に見る 日本の侵略を描いた教科書イラスト

の眼から見た15年戦 の眼から見た戦争 日本の侵略 外国の教科書
争

教科書の訳文

カメラが捉えた日本 消去 カメラが捉えた日本の加害 消去
の加害

カメラが捉えた日本の加害 消去

・南京に押し寄せる日本 消去
・ 中国平頂山 消去
・ 731部隊の全景 消去
・ 集められた死体の山 消去
・ シーク教徒の殺害 消去
・ フィリピンでの日本軍による処罰 消去
・ シンガポールで発掘された犠牲者 消去

民衆の抵抗 消去 民衆の抵抗 消去
民衆の抵抗を物語る資料 消去

・ 朝鮮民衆の抵抗を記念した切手 消去

テーマ企画展示 （アジア・太平洋諸国の平和博物館等で企画された展示を誘致する）

太平洋戦争の 太平洋戦争の概況と 太平洋戦争の概況 太平洋戦争開戦 太平洋戦争開戦とマレーシア・香港への侵攻

概況 米軍の反撃 急速に拡大した戦線
開戦を報じる新聞

開戦詔書

米軍の反撃 米軍の反撃
米軍の反撃ルート
絶対国防圏 絶対国防圏、年表

南洋諸島の陥落 南洋諸島の陥落
南洋諸島での戦闘風景

南洋諸島での戦闘を物語る資料

卜
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本土への空襲 本土への空襲
航空機の作戦可能距離
本土空襲の日時と出撃地　等

沖縄に迫る米軍 米軍の軌跡と45年3月の状況

沖縄からの移住者と
現地住民の犠牲

沖縄移民・現地住民
の犠牲

沖縄移民・現地住民の犠牲者数日米戦闘下での沖縄
移民・現地住民の犠
牲 カメラが捉えた沖縄移民・現地住民

フィルムに残された沖縄移民

沖縄戦の前夜 32軍の展開と根こそ
ぎ動員

32軍の展開と県民の
動員

32軍の展開とねこそ
ぎ動員

32軍の展開と県民の
動員

防衛召集された住民

飛行場の建設 飛行場の建設
日本軍が建設した主な飛行場

飛行場建設風景

32軍の展開 32軍の展開
32軍首脳部記念写真
32軍の組織

（牛島司令官訓示）

兵舎となった民家
兵舎となった民家の風景
　・「口口口口」より（注：口はママ）

消去
消去

消去

慰安所の設置
沖縄県慰安所マップ

慰安所の設置を示す資料

スパイ取締り 戦時統制 スパイ取締り 消去

スパイ取締りを物語る資料 消去

国士隊

スパイ狩りを指示した国士隊の秘密文書

総動員体制 総動員体制
総動員体制の推移
総動員体制と隣組

敵性語の排斥 （非戦・反戦の動き）

戦時標語 （弾圧された人々）

総動員体制の風景

目的別動員

勤労動員 勤労動員

勤労動員された住民

陣地構築への動員 陣地構築への動員
日本軍陣地

陣地構築に関する資料

陣地構築風景

防衛召集 防衛召集
防衛隊と少年兵

防衛召集に関する資料

◎◎
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学徒の動員 学徒の動員
学徒隊隊員
学徒隊動員の経緯
鉄血勤皇隊所属の男子学徒隊
高等女学校の戦場動員

軍事教練風景

疎開と戦時船舶遭難 疎開 疎開（一般・学童）

疎開した地域の分布図

疎開風景

学童疎開に関する資料

船舶遭難 船舶遭難
遭難した船舶と死没者数

遭難した船舶
　・湖南丸
　・嘉義丸

消去（検索システム）

消去（検索システム）

遭難した船舶・遭難場所・乗船者数　等

10・10空襲 10・10空襲 10・10空襲前の那覇空撮
沖縄全県の空襲状況（奄美大島含む）
那覇市内の焼失した地域
沖縄周辺天気図

灰塵と帰した那覇空襲
炎上、焼失する沖縄の街

10・10空襲以降 10’10空襲以降 台湾沖航空戦（10．
12～10．15）

レイテ決戦（10．20～）

近衛上奏文

沖縄戦前夜 沖縄戦前夜 沖縄前直前の日本軍
の配置
日米比較
年表（1α10～3．25）

ニュートラル
ゾーン1

本土決戦準備の捨石
作戦

本土決戦準備のため
の持久作戦

牛島司令官の訓示 牛島司令官の訓示文 （第1展示室へ移動）

近衛文磨元首相の上
奏

近衛文麿元首相の上奏文 （第1展示室へ移動）

日米の装備と作戦 日本軍の装備と作戦 日本軍の装備と作戦

戦陣訓

日本軍の装備 （第2展示室へ移動）

日本軍の囮兵器 （第2展示室へ移動）

日本軍の特攻作戦（陸・海・空の作戦）
沖縄戦に投入された航空機
九州、台湾の特攻機出撃基地

（第2展示室へ移動）

特攻作戦の記録 （第2展示室へ移動）

日本軍の特攻兵器 （第2展示室へ移動）

米軍の装備と作戦 米軍の装備と作戦 （第2展示室へ移動）

民事ハンドブック （第2展示室へ移動） ひ
当



碇

←

揖
O
O
O
O
　
壕
㊤
さ
搬

也
庸
駅
臣
腿
餐
聾
連
出
叡
幽
伺
圃

米軍の装備 （第2展示室へ移動）

米軍の大量殺裁兵器 （第2展示室へ移動）

米軍の対日攻略作戦 米軍の対日攻略作戦
オレンジプラン
オリンピック作戦、コロネット作戦

（第2展示室へ移動）

本土での地上決戦準
備

本土での地上決戦準
備

広がる兵役年齢
本土決戦への備え

（第2展示室へ移動）

鉄血勤皇隊の表彰 鉄血勤皇隊の表彰
表彰を報じる新聞記事

（第2展示室へ移動）

沖縄県立一中の表彰状 （第2展示室へ移動）

H沖縄戦と住
民

沖縄戦の経緯 鉄の暴風 砲弾跡が残る壁 砲弾跡が残る壁
　・「首里教会被災写真」より
　・「伊江島の公益質屋」より
　・「前新屋の水タンク跡」より

南風原町水タンク跡
県庁門柱、那覇署
糸満の水槽

米軍の猛攻撃 米軍の猛攻撃

破壊された文化財や
原風景

破壊された文化財や原風景
旧国宝重文一覧表

破壊された建物

破壊された文化財の残骸

大正・昭和期の沖縄風景

沖縄戦の戦闘経緯 沖縄戦の戦闘経緯 沖縄の地形と戦闘経緯

戦闘経過（海上封鎖と制海空権、地上戦）

沖縄戦の戦闘風景

破壊された原風景

慶良間諸島の戦闘 慶良間諸島の戦闘
慶良間諸島の戦闘経過
慶良間諸島の「集団自決」と処刑
慶良間諸島の戦闘風景

上陸時の戦闘状況 上陸時の戦闘状況
上陸した米軍の師団と上陸ルート
上陸3日間の状況　等
米軍上陸風景

北部の戦闘状況 北部の戦闘状況
本部半島の戦闘経過
4月20日までの戦闘　等

北部の戦闘風景

伊江島の戦闘 伊江島の戦闘一軍民一体の戦い
伊江島の米軍上陸ルート
「集団自決」があったアハシャガマ
伊江島の日本軍陣地
伊江島の戦闘風景

伊是名・伊平屋島の
戦闘

伊是名・伊平屋島の戦闘
伊是名・伊平屋島の戦闘風景　等
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中部の戦闘状況 中部の戦闘状況
米軍の前線と日本軍の反撃
日本軍の反撃計画と米軍の進攻

中部の激戦風景

首里陥落 首里陥落
首里陥落の状況
32軍壕

破壊された首里

沖縄戦の経緯を報じる新聞・雑誌

南部の戦闘状況 南部の戦闘状況
日本守備軍陣地（6．9）
本島南部の米軍第10軍進攻
日本軍最後の抵抗拠点（6．18～21）

南部の掃討作戦風景

久米島の状況 久米島の状況
虐殺があった地域
久米島の戦闘風景

先島の状況 先島の状況
八重山群島におけるマラリア犠牲者
先島の軍事施設
先島の戦闘風景等

沖縄戦の住民犠牲の
諸相

日本軍による住民犠
牲

日本軍による住民犠牲
日本軍による住民犠牲の数

朝鮮人の虐殺、台湾人の虐殺 消去

スパイ視虐殺（遊撃隊）

壕追い出し
壕追い出しの数

食糧強奪

乳幼児虐殺

傷病者遺棄

青酸カリ処置 青酸カリ処置 消去

アンプル・注射器　等

日本軍による「集団
自決」

日本軍による「集団自決」

「集団自決」に使われたと思われる刃物

ガマ ガマ

南部一帯のガマの分布図
ガマの状況

墓と住民 墓と住民
亀甲墓風景

餓死（食糧事情） 餓死（食糧事情）

当時の食糧
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一家全滅 一家全滅
米須部落の被害
国吉部落の被害
市町村別一家全滅の数一家全滅の屋敷跡

マラリァによる被害 マラリアによる被害
消毒薬散布

遺品が語る戦場

ニュートラル
ゾーン2

牛島司令官の最後の
命令

牛島司令官の命令 南部撤退時の命令

最後の命令

日米戦力の比較 日米戦力の比較

日米の投入兵力
日本軍の投入兵器
米軍の投入兵器

米軍が打ち込んだ砲
弾数

米軍が打ち込んだ砲弾数

沖縄戦の実相 死の彷復 住民の避難経路 住民の避難経路
住民の避難経路（ルート）

来館者が体験した避難経路を記入するコー
ナー

カメラが捉えた戦場 カメラが捉えた戦場

被災した住民の衣服 被災した住民の衣服

被災した住民の衣服

投降勧告のビラ 投降勧告のビラ各種

艦砲射撃、砲撃の音 艦砲射撃、砲撃の音

ガマでの惨劇 沖縄戦とガマ 軍民雑居のガマ内部
の情景

軍民雑居のガマ内部の情景

ガマの居住環境 ガマの居住環境
炊事用具
食器類、瓶類
個人的な持ち物
洗面用具

遺品が語る戦場 水が入ったままの水
筒

遺品 炊事用具
食器類、瓶類
個人的な持ち物
洗面用具

戦火で焼かれた品々 戦火で焼かれた品々

ニュートラル
ゾーン3

沖縄戦の犠牲者 沖縄戦の戦没者 沖縄戦戦没者総数 （第3展示室へ移動）

戦没場所 （第3展示室へ移動）

沖縄県人口に占める戦死者の割合 （第3展示室へ移動）

証言の部屋 住民の沖縄戦証言集 南部撤退時の証言 南部撤退時の証言（現資料館）

死の道連れの証言 死の道連れの証言（現資料館）

ガマの証言 ガマの証言（現資料館）
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汚辱の戦場の証言 汚辱の戦場の証言（現資料館）

真栄平の虐殺の証言 真栄平の虐殺の証言（現資料館）

シューサイドクリフ
の証言

シューサイドクリフの証言（現資料館）

北部や離島の状況の
証言

北部や離島の状況の証言（調査選定未着手）

住民の沖縄戦証言映
像

住民の沖縄戦証言映
像

住民の沖縄戦証言映像

水が入ったままの水
筒

水が入ったままの水
筒

水が入ったままの水筒

ニュートラル
ゾーン4

沖縄戦の教訓 現資料館のむすびの
言葉

m太平洋の要
石・沖縄

米軍占領下の
沖縄住民

沖縄占領 ヘーグ陸戦法規 ヘーグ陸戦法規

ニミッツ布告 消去 ニミッッ布告 消去

ニミッツ布告第1号（和文・英文） 消去

対日攻略基地建設 対日攻略基地建設

対日攻略のため拡張整備された飛行場と港

戦車集積場（地図）

原爆投下と日本の敗
戦

日本の敗戦 原爆投下 消去

ポツダム会談（45．7）

ソ連参戦

広島への原爆投下
長崎への原爆投下

消去
消去

広島・長崎原爆投下機の飛行ルート 消去

焦土と化した広島・長崎 消去

日本の敗戦

伊江島に着いた日本の降伏使節団（45．8．19）

マニラから読谷飛行場に降り立ったマッカー
サー（45．8，29）

厚木に降り立つマッカーサー（45．8．30）

降伏使節団、マッカーサーの飛行ルート

降伏調印 降伏調印
ミズリー号上での降伏調印（45．9．2）
南西諸島守備軍の降伏調印（45．9．7）
先島群島司令官が調印した降伏文書

占領軍の政策 行政分離 行政分離と沖縄諮詞会
沖縄民政府
四群島政府知事（1947）

引揚げと日琉軍人の分離
沖縄での引揚げルート
引揚げ者上陸地（インスミ）の風景

琉球人引揚げ計画最終報告書

分離占領された日本
［
＝
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日本敗戦直後のアジアの情勢へ一グ陸戦法規違反

琉球船舶旗 消去

琉球船舶旗

幻の琉球国旗 消去

幻の琉球国旗

GHQと日本政府の
沖縄処理

GHQと日本政府の沖縄処理

マッカーサー行政分離宣言（46．1．29）

天皇メッセージを伝える米国務省宛覚書
（47．9．22）

天皇と会見したマッカーサー（45、9。27）　等

消去

廃塘の中での生活再
建

収容所の開設 捕虜収容所・難民収容所の開設
収容所の位置
収容所風景
　・捕虜収容所へ移される朝鮮人軍夫 消去

収容所と引揚風景

収容所生活を物語る品々

食糧の配給
食糧の配給風景

配給所で用いられていた品々

学校の再開
当時の教室風景

コンセット校舎での授業

診療所
収容所内の診療所（マラリア）風景

フェンスで囲まれた収容所のテント
収容所での生活風景

収容所から故郷へ 収容所から故郷へ
那覇軍港の開放の推移
消失した村、新しく生まれた村
基地周辺に誕生した街の風景

軍作業 軍作業
賃金格差（米・比・沖）

米軍で働く人々
那覇港風景

軍作業に関わる品々

戦果
戦果取り締り風景

戦果品と思われる品々

窮乏生活 窮乏生活
カバヤー風景
規格住宅
窮乏生活の様子

寸
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窮乏生活風景

代用品払い下げ品
ジェラルミン製の日用品
泡盛製造機
ガリ版刷りの教科書

ガスボンベ利用の警鐘
ガスボンベの警鐘を叩く婦人

警鐘

海外移民の沖縄救護運動
救護物資

闇市と密貿易 闇市と密貿易
主要な密貿易ルート
警官の検査を受ける漁船
賑わう闇市

密貿易の品々

スクラップブーム スクラップブーム／金属を集める人々

アジア・太平
洋の中の沖縄

核の時代の始まり 核の時代の始まり 世界の核実験回数
世界の核実験場
ビキニ環礁の核実験
ビキニ核実験のきのこ雲
死の灰を浴びた第5福竜丸

世界の核実験のきのこ雲

国連の設置
国連憲章 消去

国連風景 消去

東西冷戦構造 東西冷戦構造
米ソの軍拡競争と緊張
「鉄のカーテン」演説

キューバ危機

軍拡と米ソの宇宙開発 消去

米ソ宇宙開発年表 消去

ミサイルとロケット 消去
・ スプートニク 消去
・ ICBM 消去
・ アポロ 消去

アジア・太平洋の情
勢

国共内戦 中華人民共和国 国共内戦
国共内戦の推移
中華人民共和国の成立（49．10．1）

消去
消去

国民党軍の為の沖縄の物資集積所 消去

朝鮮戦争 朝鮮戦争
朝鮮戦争の推移
朝鮮戦争の勃発

中国と朝鮮半島を睨 中国と朝鮮半島を睨む沖縄

む沖縄 49年～60年頃の基地機能図
基地機能を物語る写真

い
ト
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ベトナム戦争 ベトナム戦争
米国の軍事介入
米軍の攻撃に晒されるベトナム

・逃げ惑う少女 消去

ベトナム戦争の出撃 ベトナム戦争の出撃基地・沖縄
基地・沖縄 60年～72年頃の基地機能図

基地機能を物語る写真
グリーンベレーの展開
ベトナム戦争反対運動 消去

沖縄の基地地図の青焼き（1971頃） 消去
軍事演習に使われた薬英類の数々

太平洋諸島の状況 太平洋諸島の状況
米国信託統治領の分布
アジア・太平洋の前進基地グアム

平和憲法と米核傘下 平和憲法と米核傘下で高度成長する日本
で高度成長する日本 日本国憲法の発布

対日講和条約・安保条約の調印
高度成長

キーストーン・オブ・ 消去 キーストーン・オブ・ 消去 沖縄を中心に見たアジア・太平洋 消去
ザ・パシフィック沖縄 ザ・パシフイツク沖縄

アイゼンハワー大統領の年頭教書 消去

基地の重圧と 基地と住民 米国の沖縄支配 高等弁務官の沖縄統 高等弁務官と琉球政 高等弁務官と琉球政府
住民 治 府 行政機構の変遷

歴代高等弁務官
歴代行政主席
琉球政府ビル

高等弁務官と琉球政府に関する資料
・ 高等弁務官の印 消去
’琉球政府の印 ・ 琉球政府の印・行

政主席の印

琉米親善と宣撫工作 琉米親善 琉米親善と宣撫工作 琉米親善
黄金援助（弁務官資金、グラント作り支援等） 米軍統治下の諸施策
琉米文化会館 を展示
琉米親善風景

琉米親善に関する資料

人権抑圧 渡航の制限 渡航の制限
渡航制限にあった瀬長氏、屋良氏

渡航制限を物語る資料

言論の弾圧 言論の弾圧
集成刑法（1955）

言論弾圧を物語る資料

革新団体の弾圧と強 復帰運動などの弾圧 革新団体の弾圧と強権行使 消去
権行使 数々の事件

基地の街の生活 市場 市場

市場の風景

市場で売られた品々

⇔
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センター通り センター通り

センター通りの風景
　・特飲街
　・床屋
　・フロアショー

・ スーベニアショップ

消去
消去

Aサインバー Aサインバー

Aサインバーの風景
　・店で働く女性
　・米兵（ベトナム帰休兵）

　・街をパトロールするMP

消去
消去
消去

米国製の品々

ドル交換所 消去 ドル交換所 消去

ドル交換所の風景
　・ドル交換を行なう銀行
　・警備に当たる米兵
　・交換業務をする行員
　・交換の順を待つ人
　・交換所の看板

消去
消去
消去
消去
消去
消去

基地内労働 基地内労働

基地内労働に関わる風景

ガソリンスタンド 消去 ガソリンスタンド

単位換算表

ガソリンスタンドの風景
　・タクシー
　・身分証
　・通行証
　・その他

消去（北部・離島の
戦後）

消去

消去

消去
消去
消去
消去

強化される基地 強化される基地 B52の翼

B52と黙認耕作地

キープアウトを命ずる米兵 消去

基地内立ち入り禁止の看板

土地接収 土地接収

土地接収を合法化する布告・布令

土地接収風景

八重山移住に関する資料（未定）

南米移民のパスポート

消去

プライス勧告 消去

プライス勧告

プライス勧告に反対する四原則貫徹県民大会

プライス勧告反対の資料
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核兵器の配備と演習 メースBミサイルの配備（1961）

メースB飛行風景写真
メースBの攻撃範囲
メースBミサイル基地（写真、平面図、立体図）

核模擬爆弾演習 消去

核模擬爆弾投下の写真
核模擬爆弾BDU　8、BDU12（1964頃）

消去

B52の配備 B52の配備 B52の配備

B52の脅威
B52の大きさ、装備

毒ガスの配備 毒ガスの配備

毒ガス砲弾
毒ガス移送風景
毒ガス移送経路図
毒ガスの貯蔵場所（レッドハット・エリア）

毒ガス移送に関する資料

基地に起因する事
件・事故

基地に起因する事
件・事故

基地に起因する事件・事故年表

基地に起因する事件・事故

軍人・軍属による犯
罪・事件

軍人・軍属による犯罪・事件

代表的な犯罪・事件
　・由美子ちゃん事件
　・棚原隆子ちゃん事件
　・国場君礫殺事件

・

幼女暴行殺人事件・トレーラー圧死事件・中学生れき殺事件

墜落事件 墜落事件

代表的な墜落事件

墜落したB52の破片

基地建設と環境破壊 基地建設と環境破壊

代表的な環境破壊
　・PCB汚染 消去

民衆の怒り 住民の怒り 民衆の怒り 住民の怒り 民衆の怒り

土地闘争 伊江島の島ぐるみ闘争

アイゼンハワー訪沖
とアイクデモ

アイゼンハワー訪沖に抗議する人々

B52撤去闘争 B52撤去の抗議デモ

全軍労闘争 全軍労闘争の基地労働者

コザ騒動 コザ騒動

コザ騒動風景／車両焼き討ち状況

燃え上がる復
帰運動

祖国復帰運動 沖縄と本土の復帰運
動

沖縄の復帰運動 沖縄の復帰運動

沖縄と本土の復帰運動史

奄美復帰背景（1951）ノ」・笠原復帰（1968）

◎o
卜
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祖国復帰協議会の活動
沖縄県祖国復帰協議会結成大会
復帰協宣言文

本土での返還運動 本土での返還運動
本土での返還運動の記録

復帰運動のエネル
ギー

復帰運動のエネルギー

復帰協活動の資料
本土での返還運動を物語る資料

返還交渉の経緯 沖縄返還交渉 返還交渉の経緯 佐藤首相訪沖
主席公選
国政参加
佐藤ニクソン会談
返還協定への調印をテレビで見守る屋良主席

（岸・アイゼンハワー

会談、池田・ケネディ

会談、佐藤・ジョン
ソン会談、第二次佐
藤・ジョンソン会談
など）

他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス

5・15メモ
5・16メモ 消去

復帰した基地
沖縄

復帰した沖縄 沖縄返還協定 沖縄返還協定 東京・ワシントンを結ぶ衛生中継での沖縄返
還協定調印式

沖縄返還協定批准書

屋良知事の幻の建議書
復帰対策要綱

復帰の日 復帰の日 主席・首相・大統領
のコメント、自衛隊
の移駐

屋良知事の言葉

復帰の日前後の出来事

復帰で変わる沖縄 系列化される沖縄社
会

系列化される沖縄社会

復帰前後を比べる
復帰前後の風景

復帰後変わった品々

復帰特別措置

沖縄振興開発計画

インフラの整備 インフラの整備

整備される生活環境
汚染される海

通貨切り替え 通貨切り替え

通貨切り替え風景

通貨交換に関する資料

復帰記念イベント 復帰記念イベント

復帰記念イベント風景

復帰記念イベント資料 ひ
ご
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　、
交通方法の変更 交通方法の変更

7・30風景

交通方法の変更に関する資料

沖縄ルネッサンス・ 沖縄アイデンテイ 沖縄ルネッサンス・アイデンティティーの模 沖縄アイデンティ
アイデンテイテイー ティーの模索 索 ティーの模索
の模索

沖縄の芸能、伝統工芸

エーサー大会

活躍するウチナーン 活躍するウチナーンチュ
チュ

活躍するウチナーンチュ
・ 大城立裕（「カクテルパーティ」芥川賞 消去
1967年）

・ 東峰夫（「オキナワの少年」芥川賞1976 消去
年）

・ 又吉栄喜（「豚の報い」芥川賞1996年） 消去
・ 目取真俊（「水滴」芥川賞1997年） 消去
・金城次郎（人間国宝） 消去
・ 玉那覇有公（人間国宝） 消去
・ 具志堅選手 消去

21世紀の平和 変貌を遂げる世界情 冷戦構造の崩壊 冷戦構造の崩壊
創造と沖縄 勢

冷戦構造崩壊を象徴する資料

平和共存を模索する 平和共存を模索するアジア
アジア

アジアの動向年表

アジアの動きの光と影 消去
・ マルコス政権崩壊（フィリピン） 消去
・ 米軍基地撤去（フィリピン） 消去
・ ソ連・中国との国交樹立（韓国） 消去
・ 南北国連同時加盟（1991）（韓国） 消去
・ 経済成長（韓国） 消去
・ 市場経済以降と高度経済成長（中国） 消去
・ 民主化・総選挙の実施（1989）（台湾） 消去
・ ドイモイ政策・市場経済（1986）（ベトナム） 消去
・ アメリカと国交樹立（1994）（ベトナム） 消去
・ 天安門事件（1989） 消去
・ 北朝鮮問題 消去
・カンボジアの動向 消去
・ アフガニスタン問題 消去

アジア・太平洋諸国 アジア・太平洋諸国と日本に残された諸問題
と日本に残された諸
問題 新聞が報じる諸問題

・ 慰安婦問題 消去
・ 尖閣列島領有問題 消去
・ 竹島領有問題 消去
・南沙諸島領有問題 消去
・ 北方領土問題 消去

今日の基地問題 安保の適用と自衛隊 安保の適用と自衛隊の配備
の配備

自衛隊機地の配置
全国自衛隊の配置図

地位協定

O°。
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変わらぬ米軍基地 変わらぬ米軍基地

日本の軍事基地の推移
沖縄の在日米軍事施設の推移

湾岸戦争

復帰後も続く基地被害

代表的な基地被害

復帰後の基地被害のリスト

基地被害を報じる新聞記事の数々

沖縄の経済と基地 沖縄の経済と基地

沖縄経済に占める基地依存度の変化

軍用地料の変遷

活性化する返還地

在日米軍基地と沖縄
基地

在日米軍基地と沖縄基地

沖縄における在日米軍の配置

在日米軍（沖縄を除く）配置の概要

米軍専用施設面積の本土・沖縄の比較　等

沖縄の米軍基地の分布状況

沖縄の米軍訓練空域・水域

米軍の沖縄基地における活動

世界の米軍基地

日本の防衛予算と思いやり予算

世界の防衛予算比較
世界の米軍駐留状況

米軍駐留経費の主要国負担比較

特措法改正 消去

国際都市形成構想 消去

SACO最終報告の概要 消去

21世紀の平和
創造と沖縄

次代の平和創造を目
指す沖縄

国際連合 次代の平和創造を目
指す沖縄

国際連合の理念
国際連合の機構
国際連合の歩み
国際連合の課題

沖縄県の非核平和宣言 エントランス導入の
壁面展示へ

沖縄からの平和の
メッセージ

平和を目指す沖縄の姿
　・県知事の最高裁での最終弁論

平和を目指す沖縄の姿

消去

　・平和の礎
　・沖縄全戦没者追
　　悼式

エントランス 今なお残る不発弾 今なお残る不発弾 不発弾
不発弾発掘状況

床下埋込展示

沖縄戦の風景 沖縄県非核宣言文・
慰霊塔・戦跡案内

出典　1999年7月31日付「三役説明会」資料，及び「展示検討資料」

】
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業
そ
の
も
の
を
ス
ト
ッ

　
　
　
プ
し
た
ら
ど
う
か
。

　
　
文
化
国
際
局
長
　
委
員
を
代
え
る
の
は
、
影
響
が
大
き
い
。

　
　
文
化
国
際
局
次
長
　
業
者
と
の
契
約
を
大
き
く
越
え
る
の
は
難
し
い
。
設
計
変

　
　
　
更
と
な
る
と
金
額
の
変
更
ま
で
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
牧
野
副

知
事
　
契
約
内
容
が
重
要
か
、
展
示
の
概
念
が
重
要
か
と
い
う
こ
と
に

　
　
　
な
る
と
私
は
展
示
の
概
念
が
契
約
よ
り
も
優
先
だ
と
思
う
。

　
　
稲
嶺
知
事
　
事
実
は
事
実
で
い
い
。
私
が
言
う
の
は
あ
る
偏
っ
た
思
想
で
展
示

　
　
　
さ
れ
る
と
困
る
。

　
見
て
の
通
り
、
県
三
役
は
こ
れ
ら
の
改
変
作
業
の
結
果
に
も
、
小
手
先
の
展
示
内

容
変
更
だ
と
し
て
、
大
き
な
不
満
を
示
し
た
。
知
事
は
、
サ
ミ
ッ
ト
に
集
ま
っ
た
日

本
政
府
関
係
者
の
評
価
を
気
に
し
て
い
た
よ
う
だ
（
ま
た
普
天
間
基
地
の
県
内
移
設

を
め
ぐ
る
日
本
政
府
へ
の
交
渉
問
題
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
）
。

　
牧
野
副

知
事
の
発
言
は
、
歴
史
観
や
国
際
情
勢
認
識
を
背
景
に
し
た
確
信
的
な
発

言

で
、
監
修
委
員
の
入
れ
替
え
、
展
示
設
計
の
根
本
的
変
更
ま
で
含
む
大
き
な
改
変

要
求
だ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
文
化
国
際
局
長
、
同
次
長
は
、
展
示
パ
ネ
ル
の
変
更

な
ど
で
ぎ
り
ぎ
り
の
対
応
を
し
て
い
る
と
説
明
し
て
い
る
。
監
修
委
員
が
全
く
関
知

し
な
い
所
で
、
県
庁
職
員
に
よ
り
パ
ネ
ル
の
変
更
な
ど
展
示
の
重
大
な
改
窟
が
行
わ

れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

　
再
び

表
6
に
戻
る
と
、
三
役
へ
の
説
明
の
後
も
、
業
者
へ
の
展
示
改
変
指
示
が
そ

れ

ま
で
以
上
に
急
ピ
ッ
チ
で
進
め
ら
れ
て
い
た
。
八
月
六
日
の
指
示
か
ら
は
、
原

爆
・
本
土
空
襲
展
示
が
、
沖
縄
か
ら
の
視
点
で
は
な
く
、
戦
争
被
害
一
般
の
展
示
と

す
べ
く
、
沖
縄
戦
展
示
へ
の
移
動
が
構
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
「
復
帰
後

も
続
く
事
件
・
事
故
」
は
、
米
軍
事
件
・
事
故
だ
け
を
取
り
あ
げ
る
年
表
か
ら
、
一

般
の

事
件
・
事
故
を
含
む
年
表
と
し
て
性
格
を
変
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。

ニ

ュ

ー
ト
ラ
ル
ゾ
ー
ン
の
「
む
す
び
の
こ
と
ば
」
を
新
た
に
考
え
て
は
ど
う
か
と
い

う
、
資
料
館
の
基
本
的
性
格
に
関
わ
る
重
大
な
提
案
は
、
副
知
事
の
強
硬
な
発
言
を

受
け
て
の
対
応
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
直
後
の
八
月
一
一
日
『
琉
球
新
報
』

が

「
『ガ

マ
の

惨
劇
』
の
模
型
」
無
断
変
更
を
報
じ
、
展
示
改
鼠
が
明
ら
か
に
な
る

中
で
、
県
庁
職
員
の
指
示
に
よ
る
改
変
作
業
は
ス
ト
ッ
プ
し
た
。

3

八
重
山
平
和
祈
念
館
展
示
の
改
闘

　
一
九
九
八
年
五
月
の
基
本
方
針
公
表
を
受
け
、
八
重
山
平
和
祈
念
館
監
修
委
員
会

（会
長
　
石
原
昌
家
沖
縄
国
際
大
学
教
授
）
は
、
同
年
一
一
月
二
〇
日
に
第
一
回
目
、

年
が
明
け
て
一
九
九
九
年
一
月
二
九
日
に
第
二
回
目
の
委
員
会
を
開
催
し
て
い
る
。

こ
の
時
、
作
業
部
会
と
し
て
の
専
門
委
員
会
を
設
置
し
た
（
保
坂
廣
志
琉
球
大
学
教

授

ら
四
名
）
。
専
門
委
員
会
は
歴
史
年
表
の
内
容
検
討
、
展
示
資
料
の
キ
ャ
プ
シ
ョ

ン

整
理
等
を
二
月
一
九
～
二
一
日
に
か
け
て
集
中
的
に
行
っ
て
い
る
。
監
修
委
員
会

は
、
こ
れ
ら
の
作
業
結
果
を
点
検
し
、
二
月
二
二
日
の
委
員
会
を
も
っ
て
、
後
の
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

業
は
専
門
委
員
会
に
ゆ
だ
ね
、
一
応
の
業
務
を
終
了
し
た
。
専
門
委
員
会
は
、
三
月

も
作
業
を
進
め
、
四
月
四
日
ま
で
に
は
五
〇
点
の
展
示
パ
ネ
ル
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が

完
成
し
、
展
示
業
者
（
沖
縄
地
域
工
学
研
究
所
）
に
渡
さ
れ
た
。
さ
ら
に
こ
の
キ
ャ

プ

シ
ョ
ン
は
、
四
月
一
九
日
、
展
示
業
者
か
ら
担
当
の
県
庁
職
員
に
提
出
さ
れ
た
。

　

そ
し
て
こ
の
ま
ま
展
示
が
行
わ
れ
開
館
し
て
い
れ
ば
何
の
問
題
も
な
か
っ
た
わ
け

だ

が
、
事
態
は
四
月
初
め
か
ら
急
展
開
し
て
い
く
。
以
下
は
、
県
庁
職
員
の
展
示
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

変
要
求
に
対
応
し
た
展
示
業
者
側
の
記
録
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

四
月
九
日
　
新
任
課
長
補
佐
よ
り
業
者
側
に
新
平
和
祈
念
資
料
館
と
の
整
合
性

　
　
　

を
考
え
、
展
示
見
直
し
が
あ
り
得
る
旨
を
伝
え
ら
れ
る
。
業
者
側
は
、
展
示

　
　
　

内
容
の
一
方
的
な
変
更
は
地
元
の
反
発
を
招
く
と
提
言
。
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四

月
二
二
日
　
県
庁
側
と
の
打
ち
合
わ
せ
で
、
基
本
コ
ン
セ
プ
ト
、
基
本
理
念

　
　
　

そ
の
も
の
の
見
直
し
も
必
要
と
言
わ
れ
る
。

　
　

四

月
一
九
日
　
業
者
側
か
ら
歴
史
年
表
と
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
の
専
門
委
員
会
原
案

　
　
　

を
県
側
に
提
出
。

　
　

四

月
二
六
日
　
業
者
は
、
県
側
か
ら
県
修
正
案
を
受
け
取
る
が
、
修
正
案
に
つ

　
　
　

い
て

は
監
修
委
員
会
に
必
ず
諮
る
よ
う
に
県
側
に
提
言
。

　
　
四

月
二
八
日
　
県
側
よ
り
、
歴
史
年
表
は
マ
ラ
リ
ア
だ
け
に
絞
り
、
削
除
・
単

　
　
　

純
化
す
る
方
針
で
あ
る
と
の
打
診
が
あ
る
。
業
者
は
、
再
度
監
修
委
員
会
に

　
　
　
諮

る
よ
う
に
申
し
入
れ
。

　
　

四
月
三
〇
日
　
監
修
委
員
会
は
開
け
な
い
、
県
の
権
限
及
び
新
平
和
資
料
館
と

　
　
　
の
整
合
性
を
盛
ん
に
い
っ
て
来
て
、
業
者
側
と
「
口
論
」
に
な
る
。

　
　
五
月
七
日
　
県
側
か
ら
「
副
知
事
調
整
後
の
資
料
」
と
し
て
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を

　
　
　
受
け
取
る
。

　
　
五
月
一
〇
日
　
沖
縄
本
島
在
住
の
監
修
委
員
会
会
長
、
委
員
に
対
し
県
庁
職
員

　
　
　
が
新
任
挨
拶
が
て

ら
訪
問
し
、
平
面
図
の
み
を
示
し
、
キ
ュ
プ
シ
ョ
ン
の
一

　
　
　
部
を
口
頭
で
説
明
。
展
示
内
容
に
つ
い
て
は
変
更
し
な
い
と
監
修
委
員
に
伝

　
　
　
え
て
い
る
。
し
か
し
、
会
長
に
対
し
て
は
、
「
最
終
的
な
監
修
は
県
の
権
限
」

　
　
　
と
も
伝
え
た
。

　

こ
の
業
者
メ
モ
は
、
後
に
公
開
さ
れ
た
『
八
重
山
平
和
祈
念
館
展
示
内
容
説
明
資

料
』
［
①
四
月
付
け
（
日
付
な
し
）
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
原
本
、
②
四
月
二
六
日
付
け

の
県
庁
職
員
に
よ
る
変
更
案
、
③
四
月
三
〇
日
付
け
の
変
更
案
（
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
の

大
幅
変
更
と
パ
ネ
ル
三
点
の
削
除
）
、
④
五
月
七
日
付
け
の
順
序
等
大
き
な
変
更
を

行
っ
た
第
三
次
整
理
案
、
⑤
五
月
二
八
日
付
け
最
終
案
（
点
数
の
大
幅
増
）
］
と
ほ

ぼ
照
応

し
て
お
り
、
内
容
に
関
す
る
信
懸
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

メ
モ
に
よ
れ
ば
、
三
月
二
三
日
の
県
庁
職
員
に
よ
る
県
三
役
員
へ
の
展
示
説
明
の
結

果
を
受
け
て
、
開
館
間
近
だ
っ
た
八
重
山
平
和
祈
念
館
の
場
合
も
同
時
に
資
料
改
窺

を
開
始
し
、
県
の
権
限
を
監
修
委
員
会
の
上
に
お
い
て
、
監
修
委
員
会
を
開
催
せ
ず

に
改
鼠
作
業
を
急
ピ
ッ
チ
で
進
め
、
五
月
二
八
日
の
開
館
に
こ
ぎ
つ
け
た
。
監
修
委

員
に
対
し
て
は
、
前
記
の
資
料
の
よ
う
に
五
月
一
〇
日
に
改
窟
が
分
か
ら
な
い
程
度

の

説
明
を
行
い
、
五
月
二
二
日
の
八
重
山
在
住
の
監
修
委
員
、
専
門
委
員
に
対
す
る

説
明
の
場
で
も
、
監
修
委
員
ら
の
疑
問
の
声
を
無
視
し
て
中
途
で
切
り
上
げ
る
よ
う

な
不
可
解
な
「
説
明
」
が
行
わ
れ
た
。

　

こ
の
結
果
と
し
て
の
、
五
月
二
八
日
開
館
時
の
主
要
な
改
変
を
原
案
と
比
較
し
て

一
覧

に
ま
と
め
た
も
の
が
表
8
で
あ
る
が
、
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
の
は
資
料
番
号

34

の

「
レ
ク
レ
エ
ム
　
星
に
な
っ
た
こ
ど
も
た
ち
」
（
波
照
間
小
学
校
児
童
の
大
パ

ネ
ル
）
が
展
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
全
児
童
が
合
唱
す
る
大
パ
ネ
ル

も
、
そ
の
謂
れ
を
記
し
た
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
も
存
在
自
体
が
抹
殺
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、

専
門
委
員
会
が
作
成
し
た
『
歴
史
年
表
パ
ネ
ル
』
は
倉
庫
に
片
付
け
ら
れ
、
展
示
さ

れ
な
か
っ
た
。

　

キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
は
全
体
と
し
て
原
案
よ
り
簡
略
化
さ
れ
、
展
示
資
料
の
意
味
を
分

か

り
に
く
く
し
て
い
る
が
、
強
制
退
去
が
全
て
「
避
難
」
に
書
き
換
え
ら
れ
、
日
本

軍

と
国
家
の
責
任
の
及
ぶ
叙
述
を
避
け
て
い
る
こ
と
（
こ
の
こ
と
と
の
関
わ
り
か
ら

か
、
「
八
重
山
戦
争
マ
ラ
リ
ア
」
と
い
う
表
現
も
避
け
ら
れ
、
八
重
山
に
お
け
る
「
戦

争
マ
ラ
リ
ア
」
と
い
う
戦
争
マ
ラ
リ
ア
一
般
に
解
消
し
た
表
現
に
変
え
て
い
る
）
、

「集
団
死
」
が
「
犠
牲
」
と
さ
れ
、
こ
こ
で
も
「
集
団
死
」
の
責
任
問
題
に
及
ぶ
部

分
を
回
避
し
て
い
る
こ
と
（
お
よ
び
残
虐
性
の
希
薄
化
）
、
ま
た
八
重
山
住
民
の
様
々

な
戦
場
動
員
と
そ
れ
に
よ
る
犠
牲
の
姿
が
見
え
る
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
の
表
現
を
ほ
と
ん

ど
削
除
し
て
い
る
こ
と
（
住
民
の
視
点
の
曖
昧
化
）
等
が
特
徴
的
で
あ
る
。

　
開
館
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
の
よ
う
な
展
示
に
対
し
て
は
、
既
に
早
く
か
ら

疑
問
の
声
が
上
が
っ
て
い
た
が
、
八
月
に
平
和
祈
念
資
料
館
の
展
示
改
窺
が
明
る
み

に
出
て
世
論
の
批
判
が
高
ま
る
な
か
で
、
八
重
山
平
和
祈
念
館
の
改
窺
経
過
も
県
議

会
や
マ
ス
コ
ミ
に
よ
っ
て
大
き
く
取
り
あ
げ
ら
れ
石
垣
島
で
は
抗
議
集
会
が
開
催
さ

れ
、
マ
ラ
リ
ア
犠
牲
者
遺
族
会
だ
け
で
な
く
、
石
垣
市
長
や
石
垣
市
議
会
議
長
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

も
県
知
事
に
対
し
展
示
見
直
し
を
要
請
す
る
行
動
に
出
始
め
た
。
こ
の
結
果
、
八
重
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表8　八重山平和祈念館展示内容説明文の原案・改定文比較

番号 八重山平和祈念資料館展示資料のキャプション（専門委員会原案） 左欄の資料に対応する県庁職員のキャプション修正文

3 米軍は4月1日、沖縄本島西海岸に集結し、上陸用舟艇、戦車を繰り出し、内陸部へと侵攻を開始した。 米軍は4月1日、沖縄本島の読谷村に上陸し、内陸部へと進攻を開始した。

4 5月中旬、米軍は日本軍の主陣地奪取のため、大規模な攻撃を行った。民家であろうとも前進をはばむものは全て押
しつぶし、戦車を進めた。

戦車を戦闘にした米軍の進攻写真

5 防空壕に避難していた親子が、米軍によって救出され、あやうく一命をとりとめた。 壕に避難していた親子が、米軍によって救出されているところ。

6 折り重なるように倒れた住民たち。米軍の砲弾に倒れたともされているが、一説には「集団死」とも言われている。 パネル削除⇒（復活後）沖縄戦で犠牲になった人々

8 平喜名（へ一きな一）飛行場は、港湾防備と不時着用の飛行場として戦前に建設された。戦時中、地元民や朝鮮人を

動員して、飛行場の整備をはかったが1944（昭和19）年10月、米軍の大規模な空襲を受けた。

平喜名（ペーギナー）飛行場において、1944（昭和19）年10月、米軍の空爆があった。また、艦砲射撃はあったが、

米軍の上陸による進攻はなかった。

9 島民は、空襲下での火災を想定し、日々消火訓練に明け暮れた。婦人達のモンペ、防空頭巾、救急袋とともにバケツ、ハタキ、はしご、メガホンは、戦時体制下の7つ道具であった。

住民の、空襲下での火災を想定した消火訓練

10 戦雲急を告げるなか、学徒らは鉄血勤皇隊となり戦地へと動員されることとなった。 八重山の学徒たちの軍事教練の際の記念写真

11 学舎は兵舎と化し、学徒らはペンを銃に代え、軍事教練に励んだ。沖縄戦が始まると学徒らは、対空監視や迫撃班、

通信班に編成され、戦場動員された。

軍事教練で行進する八重山の学徒たち

12 1945年6月、石垣住民と官公庁職員に対し避難命令が出された。名蔵、白水の支庁壕2カ所には、天皇、皇后の「御
真影」や八重山支庁の重要な資料が収められた。

左上より於茂登岳の東側山腹野戦病院壕跡、名蔵・白水の八重山支庁壕跡、武名田原の山頂L字壕跡、観音寺部隊の

壕跡

13 強制退去は石垣島の住民のみならず、波照間、鳩間、新城、黒島、竹富の住民にまで及び全域がマラリア有病地帯で

あった西表島への移動を余儀なくされた。

避難状況図

14 退去経路及び退去地。戦時中、各字の住民はこのような道筋で各々の避難場所である山間部へと向かった。登野城・

大川は白水、石垣は外山田・平得、真栄里は武名田原へとそれぞれ避難した。

避難経路及び避難地。戦時中、各字の住民はこのような道筋で各々の避難場所である山間部へと向かった。

15 退去経路及び退去地。大浜、宮良は、武名田原へと避難した。 避難経路及び避難地

17 1945年（昭和20年）8月、波照間国民学校識名信升校長が、疎開地の西表島から波照間島へ引き上げる際、西表島南

風見の砂岩に「忘勿石（ワスルナ石）ハテルマ　シキナ」と刻んだ。刻銘は、戦争への批判と鎮魂を盛り込んだも
のと言われている。

1945年（昭和20年）8月、波照間国民学校識名信升校長が、避難地の西表島から波照間島へ引き上げる際、西表島南

風見の砂岩に「忘勿石（ワスルナ石）　ハテル　マ　シキナ」と刻んだ。

18 戦争のためマラリア（ヤキー〉に罹患した人々は、体が焼けるような高熱に苦しんだ。患者の熱を冷ますため、井戸

水が使われ、芭蕉の幹が水枕の代用として使用された。

マラリア患者の看病風景

22 気象台の塀に残る機銃弾跡。気象台周辺は当時、日本軍の軍事的要所になっており、絶えず敵の攻撃にさらされた。 石垣島気象台の塀に残る機銃弾跡。

23 戦時下、民間人にあてがう医薬品（キニーネやアテプリン）が無くなり、ヨモギ、ニガナなど、戦前から行われてい

た民間療法が、マラリア治療薬として使われた。

戦時下、民間人にあてがう医薬品（キニーネ）が無くなり、ヨモギ、ホソバカダン（ニガナ）を服用するなど、戦前

から行われていた民間療法が、マラリア治療薬として使われた。

28 マラリア犠牲者援護会は、政府に対し、戦傷病者戦没者遺族等援護法または、それに準ずる措置を早急に講じるよう

要請を行った。（写真は厚生省に要請文を提出する篠原会長）

マラリア犠牲者援護会は、国に対し、戦傷病者戦没者遺族等援護法または、それに準ずる措置を早急に講じるよう要
請を行った。

29 八重山戦争マラリア犠牲者の国家補償を求め、援護会員をはじめ、石垣市長、同市議会議長、竹富町長らも参加して

総決起大会を行った。1992年（平成4年）2月16日・石垣市。

八重山における戦争マラリア犠牲者の国家補償を求め、平成4年2月16日に石垣市で総決起大会が開催された。

34 「レクイエム　星になったこどもたち」は、西表島に強制疎開させられ、マラリアで亡くなった波照間小学校児童を

悼む鎮魂歌。1993（平成5）年、波照間小学校全児童が「平和作文」を創作し、合作で作詞されたものである。（作

曲は豊川正晃教諭、編曲は上運天栄教諭）これに先だつ1984（昭和59）年、強制移住先の西表島南風見を眺望できる

海岸に「学童慰霊碑」も建立された。「星になったこどもたち」は、建立式典で全児童によって披露され、以来、毎

年6月23日の「学童慰霊祭」で歌われ続けている。

パネル削除

35 米軍機の空爆下、住民たちは「たこ壷」と言われた防空壕に身を潜め、ひたすら空爆の止むのを待った。 空襲避難を示した絵

36 避難小屋は、隣組単位で一棟つつ建てられ10人～40人が雑居した。内部は通路で2つに仕切られた。屋根は茅で葺彼、

柱は立ち木、床は灌木や竹で造作された。かまどやトイレは、小屋周辺に作られた。

避難所を表した絵

37 かろうじて生きながらえた島民も、相次いでマラリアに倒れた。死者は菰（こも）にくるまれ、ある者は戸板で運ば

れた。また、ある者は先立った姉の傍らに埋葬された。

マラリア患者の絵

出典　沖縄県文化国際局平和推進課「八重山平和祈念館展示内容説明資料』（1999年4月），及び，

　　　　重要な修正または削除が行われた展示物のみ。

同「八重山平和祈念館展示内容説明資料」（1999年5月28日）より作成。

寸
◎〇
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荒川章二［新沖縄県平和祈念資料館設立をめぐって］

山
平
和
祈
念
館
は
、
　
一
月
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
す
る
こ
と
に
な
る
。

4

事
件
の
背
景
と
改
窟
批
判
の
結
果

　

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
改
窟
事
件
が
起
こ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
既
に
石
原
昌
家

「
歴
史
改
ざ
ん
の
全
国
的
動
向
」
（
『
争
点
沖
縄
戦
の
記
憶
』
第
三
章
）
が
、
全
国
各

地
の

平
和
博
物
館
に
お
け
る
日
本
軍
の
他
国
・
他
民
族
へ
の
加
害
に
関
わ
り
あ
る
展

示
内
容
の
批
判
・
攻
撃
の
一
環
と
し
て
、
沖
縄
の
平
和
資
料
館
の
展
示
改
窺
問
題
も

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
同
時
に
、
沖
縄
県
内
の
新
た
な
動

き
と
し
て
、
新
し
い
時
代
の
安
全
保
障
を
「
現
実
主
義
的
」
に
考
え
る
グ
ル
ー
プ
の

台
頭
を
指
摘
し
て
い
る
。
沖
縄
戦
時
代
の
近
代
戦
を
担
っ
た
軍
隊
と
現
在
の
軍
備
の

性
格
を
、
他
国
侵
略
の
軍
隊
か
、
保
険
・
リ
ス
ク
管
理
の
軍
隊
か
と
言
う
面
で
区
分

し
、
沖
縄
戦
時
代
の
軍
隊
論
・
戦
争
論
に
こ
だ
わ
っ
て
い
て
は
、
今
後
の
時
代
の
安

全
保
障
の
展
望
が
開
け
な
い
と
す
る
議
論
で
あ
る
。

　
先
の

県
三
役
へ
の
展
示
説
明
に
お
け
る
、
稲
嶺
知
事
の
「
沖
縄
も
日
本
の
一
県
に

す
ぎ
な
い
の
で
日
本
全
体
の
展
示
に
つ
い
て
も
…
…
」
と
い
う
意
見
は
、
日
本
の
政

権
中
枢
の
意
向
・
戦
争
観
に
反
し
な
い
と
い
う
意
味
で
、
前
者
の
動
向
の
影
響
が
か

い

ま
見
ら
れ
る
し
、
牧
野
副
知
事
の
発
言
は
、
日
米
軍
事
同
盟
に
お
け
る
沖
縄
の
役

割
を
よ
り
積
極
的
に
位
置
づ
け
、
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
こ
う
と
い
う
戦
略
さ
え
伺
え
る
。

だ

か

ら
こ
そ
、
今
後
数
十
年
に
わ
た
り
展
示
が
続
く
平
和
資
料
館
の
展
示
に
つ
き
、

展
示
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
新
た
な
監
修
委
員
に
よ
り
検
討
し
直
し
、
も
う
一
度
仕
切
り

直
し
を
す
る
こ
と
も
辞
さ
な
い
、
と
い
う
発
言
と
な
っ
て
現
れ
て
来
る
。
屋
嘉
比
収

「
戦
没
者
の
追
悼

と
“
平
和
の
礎
”
」
は
、
沖
縄
戦
に
対
す
る
歴
史
認
識
が
公
権
力
の

介
入

に
よ
っ
て
改
窺
さ
れ
た
事
実
、
し
か
も
沖
縄
内
部
か
ら
初
め
て
沖
縄
戦
の
歴
史

認
識
の
変
更
が
せ
ま
ら
れ
た
事
に
こ
の
改
窺
事
件
の
新
し
さ
を
指
摘
し
て
い
る
が
、

そ
の
『
新
し
さ
』
を
演
出
し
た
主
導
力
に
な
っ
た
の
は
、
牧
野
副
知
事
に
典
型
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

見

ら
れ
る
沖
縄
か
ら
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
論
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
マ
ス
コ
ミ
の

批

判
の
焦
点
と
な
っ
た
ガ
マ
の
展
示
に
代
表
さ
れ
る
沖
縄
戦
、
あ
る
い
は
戦
前
の
展

示
以
上

に
、
実
は
戦
後
の
展
示
が
、
非
常
に
多
方
面
で
改
窺
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の

よ
う
な
影
響
の
下
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
思
わ
れ
る
。

　

従
っ
て
、
八
月
中
旬
か
ら
ニ
ケ
月
に
渡
り
県
政
へ
の
改
窺
批
判
が
続
い
て
い
て
も
、

県
の
担
当
職
員
た
ち
は
、
国
際
連
合
展
示
の
挿
入
、
ア
メ
リ
カ
統
治
の
恩
恵
の
強
調
、

原
爆
投
下

と
戦
後
の
核
戦
略
の
切
り
離
し
、
女
性
の
基
地
被
害
展
示
へ
の
消
極
性
な

ど
の
点
で
は
、
監
修
委
員
会
の
疑
念
表
明
に
も
関
わ
ら
ず
、
自
己
の
主
張
を
ゆ
ず
ら

な
か
っ
た
。

　

県
側
が
、
改
窺
当
時
の
案
を
温
存
し
、
突
然
浮
上
さ
せ
た
の
が
魚
雷
の
屋
外
展
示

で

あ
る
。
開
館
か
ら
一
年
近
く
た
っ
た
二
〇
〇
一
年
一
月
、
資
料
館
の
前
庭
に
旧
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
4
1
）

本
軍
の
魚
雷
四
本
と
戦
車
の
キ
ャ
タ
ピ
ラ
な
ど
の
野
外
展
示
が
出
現
し
た
。

　
逆

に
監
修
委
員
会
の
意
向
を
大
き
く
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
改
窺

批
判
の
焦
点
と
な
っ
た
ガ
マ
展
示
で
あ
る
。
ガ
マ
の
改
窟
が
報
道
さ
れ
て
間
も
な
い

一
九
九
九

年
八
月
二
六
日
に
開
催
さ
れ
た
「
沖
縄
戦
拡
大
部
会
」
で
は
、
“
兵
士
は

銃
剣
で
し
か
住
民
を
統
制
で
き
な
い
、
銃
剣
を
子
ど
も
に
向
け
る
こ
と
が
重
要
な
の

で

は
な
く
、
あ
る
意
味
で
は
避
難
民
全
員
に
向
け
ら
れ
て
い
る
、
着
剣
し
て
銃
を
持

つ

こ
と
に
意
味
が
あ
る
”
、
と
銃
剣
が
象
徴
す
る
意
味
付
け
に
関
し
改
め
て
議
論
さ

れ
、
投
降
し
よ
う
と
す
る
住
民
を
狙
う
兵
士
の
設
定
、
野
戦
病
院
の
な
か
で
厄
介
者

と
な
っ
た
兵
士
を
処
理
し
よ
う
と
す
る
衛
生
兵
も
含
め
、
極
限
状
態
の
末
期
の
ガ
マ

の

中
の
多
様
な
様
相
を
貫
く
日
本
軍
の
論
理
、
そ
の
日
本
軍
と
同
居
せ
ざ
る
を
得
な

い
多
数
の
沖
縄
住
民
と
言
う
「
地
下
の
地
獄
」
の
コ
ン
セ
プ
ト
が
一
層
明
確
に
な
り
、

展
示
設
計
に
反
映
し
て
い
っ
た
。
ガ
マ
の
展
示
は
、
入
り
口
付
近
の
避
難
民
の
居
住

地

区
、
奥
の
安
全
地
帯
に
い
る
日
本
軍
の
陣
地
地
区
、
米
軍
が
投
降
を
呼
び
か
け
て

い

る
洞
口
、
包
帯
所
地
区
の
四
つ
の
部
分
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
軍
歩
哨
兵

の
至
近
距
離

に
密
集
す
る
避
難
民
、
陣
地
地
区
で
地
上
特
攻
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
学

徒
兵

（な
い
し
防
衛
隊
）
、
子
ど
も
が
投
降
ビ
ラ
を
拾
っ
た
だ
け
で
も
ス
パ
イ
と
し

て

処
刑
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
緊
迫
し
た
状
況
、
青
酸
カ
リ
を
調
合
し
て
い
る
衛
生

兵

に
よ
っ
て
始
末
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
冷
徹
な
軍
の
姿
、
と
い
う
「
ガ
マ
の
構
図
」

185
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（
4
2
）

が
明
確
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

こ
う
し
て
銃
を
持
た
な
い
、
沖
縄
県
民
と
融
和
し
た
日
本
軍
の
姿
を
退
け
、
日
本

軍
の
冷
徹
な
論
理
を
正
面
に
据
え
た
ガ
マ
の
展
示
が
実
現
し
た
こ
と
は
、
加
害
の
記

憶
を
遠
ざ
け
、
止
む
な
い
戦
争
へ
の
突
入
と
被
害
の
記
憶
と
言
う
日
本
と
い
う
国
家

の
公
式
な
戦
争
の
記
憶
に
対
し
、
異
議
を
申
し
立
て
続
け
る
と
い
う
点
で
、
ま
た
、

他
の
地
域
か

ら
で
は
提
起
し
に
く
い
戦
争
観
・
軍
隊
観
を
提
示
し
た
と
言
う
大
き
な

意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
日
本
と
い
う
国
家
の
枠
内
に
あ
り
つ
つ
も
、
そ
の

戦
争
体
験
に
お
い
て
日
本
軍
の
被
害
を
受
け
た
ア
ジ
ア
の
諸
地
域
と
近
い
こ
と
か
ら
、

日
本
人
の
戦
争
体
験
対
ア
ジ
ア
の
民
衆
の
戦
争
体
験
と
い
う
対
抗
の
枠
か
ら
は
み
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

て

戦
争
観
を
展
開
す
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
沖
縄
戦

の
極

限
状
況
の
な
か
で
例
え
ば
動
員
さ
れ
た
朝
鮮
人
た
ち
は
ど
こ
に
い
た
の
か
と
言

う
問
い
を
欠
く
こ
と
は
出
来
な
い
が
。

お

わ
り
に

　
監
修
委
員
会
の
監
督
下
に
戻
っ
た
展
示
準
備
作
業
で
は
、
い
っ
た
ん
削
除
さ
れ
た

重
要
展
示
の
多
く
が
復
活
し
、
さ
ら
に
沖
縄
へ
の
核
の
配
備
問
題
な
ど
新
資
料
の
追

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

加
作
業
な
ど
も
進
め
ら
れ
た
が
、
既
に
指
摘
し
た
県
側
の
姿
勢
も
か
ら
み
つ
つ
作
業

時
間
の
不
足
は
い
か
ん
と
も
し
難
く
、
監
修
者
自
身
に
と
っ
て
も
悔
い
を
残
し
た
ま

ま
で
の
開
館
と
な
っ
た
。

　
一
方
で
、
県
当
局
は
、
ガ
マ
で
の
銃
を
持
た
な
い
日
本
兵
の
極
秘
の
破
壊
指
示
ほ

か
、
改
窟
指
示
資
料
の
隠
匿
・
部
会
検
討
資
料
の
非
公
開
を
決
め
こ
み
、
県
三
役
も

ま
た
、
変
更
指
示
な
ど
一
切
の
責
任
を
否
定
し
続
け
た
。
そ
の
な
か
で
、
県
議
会
や

マ
ス

コ

ミ
の
追
及
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
事
件
の
真
相
と
責
任
は
明
ら
か
に
な
っ
て

い

な
い
。
監
修
委
員
会
と
県
三
役
と
の
間
に
平
和
観
や
政
治
的
な
基
本
認
識
の
相
違

が
あ
る
な
ら
ば
、
異
議
を
唱
え
る
県
側
が
、
よ
り
公
の
議
論
の
展
開
に
打
っ
て
出
れ

ば
、
平
和
を
ど
う
創
造
す
る
か
と
い
う
論
争
が
よ
り
生
産
的
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

そ
の
機
会
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
対
応
の
な
か
で
消
え
て
し
ま
っ
た
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
事
情
で
の
開
館
と
な
っ
た
平
和
祈
念
資
料
館
の
展
示
に
は
、

い

く
つ
か
の
疑
問
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
戦
前
～
沖
縄
戦
の
展
示
に
関
し
て
は
、
乃

村
工
芸
社

ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
の
中
心
で
あ
っ
た
安
仁
屋
政
昭
に
よ
る
批
判
が

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
｝

代
表
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
安
仁
屋
は
沖
縄
に
お
け
る
疎
開
の
性
格
や
、
防
衛
隊
・

学
徒
隊
結
成
と
本
土
決
戦
の
全
体
状
況
と
の
関
連
、
日
本
軍
の
捉
え
方
、
沖
縄
戦
と

基
地
沖
縄
の
形
成
過
程
と
の
関
連
な
ど
一
〇
項
目
に
つ
い
て
重
要
な
疑
問
を
指
摘
し

て

い

る
。
特
に
、
「
沖
縄
守
備
軍
（
日
本
軍
）
の
う
ち
、
お
よ
そ
四
分
の
一
に
相
当

す
る
二
万
五
千
人
以
上
の
軍
人
・
軍
属
は
沖
縄
県
出
身
者
で
あ
っ
た
」
事
実
を
前
提

と
し
た
時
、
沖
縄
戦
の
日
本
軍
を
ど
う
描
く
か
、
ど
う
捉
え
る
か
と
言
う
問
題
提
起

は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
基
本
計
画
策
定
過
程
か
ら
の
重
要
論
点
で
あ
っ
た
が
、

監
修
委
員
会
の
展
示
準
備
の
議
論
の
な
か
で
も
詰
め
切
れ
な
か
っ
た
問
題
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

　
戦
後
の
展
示
に
つ
い
て
は
、
平
良
宗
潤
が
総
括
的
な
コ
メ
ン
ト
を
し
て
い
る
。
平

良
は
、
米
軍
の
沖
縄
占
領
に
決
定
的
な
意
味
を
持
っ
た
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
条
約
の

解
説
不
足
、
安
保
条
約
、
地
位
協
定
の
説
明
の
欠
如
、
沖
縄
に
と
っ
て
の
国
連
の
描

き
方
、
沖
縄
に
と
っ
て
の
天
皇
の
意
味
が
あ
ま
り
問
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
A
サ
イ

ン
バ
ー
の
説
明
不
足
、
沖
縄
県
民
の
土
地
闘
争
・
復
帰
・
基
地
反
対
運
動
が
非
暴
力

を
貫
き
通
し
た
こ
と
の
意
義
、
な
ど
を
考
慮
に
入
れ
た
展
示
の
充
実
を
求
め
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
指
摘
・
疑
問
は
ほ
ぼ
う
な
ず
け
る
所
だ
が
、
さ
ら
に
二
、
三
の
要
望
を

記

し
て
お
く
と
、
第
一
に
、
移
民
問
題
は
、
戦
前
・
戦
後
を
通
じ
て
、
よ
り
重
視
す

る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
新
平
和
祈
念
資
料
館
の
展
示
は
、
従
来
の
歴
史

展
示

に
比
べ
れ
ば
、
移
民
展
示
を
か
な
り
重
視
し
て
い
る
の
と
は
十
分
に
見
て
取
れ

る
が
、
「
南
洋
諸
島
は
公
式
に
は
日
本
の
領
土
で
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
日
本
領
さ

な
が
ら
の
統
治
が
行
わ
れ
、
『
地
上
戦
』
で
は
沖
縄
人
が
最
も
犠
牲
を
強
い
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、
朝
鮮
人
や
本
土
の
労
働
者
、
農
民
、
現
地
住
民
の
多
く
が
犠
牲
と
な
っ
て

ゆ
く
過
程
と
実
態
を
見
れ
ば
、
沖
縄
人
ゆ
え
の
犠
牲
の
強
い
ら
れ
方
に
加
え
て
、
戦

前
期
、
そ
し
て
戦
時
期
日
本
の
支
配
構
造
の
特
徴
が
よ
り
明
確
に
み
て
と
れ
る
よ
う
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に
お
も
わ
れ
る
」
と
し
て
日
本
の
支
配
構
造
全
体
の
な
か
で
の
沖
縄
人
の
位
置
を
見

定
め

る
必
要
を
指
摘
す
る
今
泉
裕
美
子
の
指
摘
を
考
慮
す
れ
ば
、
さ
ら
に
も
っ
と
注

意
深
く
位
置
づ
け
ら
れ
て
も
良
い
部
分
だ
ろ
う
。
ま
た
、
戦
後
の
移
民
と
土
地
接
収

問
題
と
の
関
わ
り
（
ブ
ラ
ジ
ル
移
民
や
八
重
山
移
民
）
を
接
続
す
る
と
、
沖
縄
移
民

が
、
国
家
の
政
策
（
国
防
、
安
全
保
障
）
に
持
っ
た
特
殊
な
意
味
が
よ
り
浮
き
彫
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
∀

に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
第
二
点
は
、
監
修
委
員
会
の
な
か
で
も
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
女
性
の
展
示
で
あ

る
。
沖
縄
戦
後
の
復
興
に
お
け
る
女
性
の
役
割
や
特
飲
街
に
お
け
る
女
性
た
ち
の
お

か
れ

た
環
境
、
性
暴
力
の
問
題
、
さ
ら
に
無
国
籍
児
問
題
な
ど
沖
縄
の
戦
後
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

る
女
性
の
全
体
像
が
理
解
で
き
る
展
示
の
工
夫
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
第
三
は
、
日
本
軍
の
捉
え
方
の
問
題
で
あ
る
。
新
聞
へ
の
投
書
を
見
る
と
、
反
国

家
的
に
な
ら
な
い
展
示
や
、
全
国
民
と
同
じ
立
場
に
立
つ
に
は
残
虐
性
を
示
す
展
示

を
避
け
る
べ
き
、
と
言
う
主
張
も
見
ら
れ
る
が
、
『
琉
球
新
報
』
と
『
毎
日
新
聞
』

が
共
同
実
施
し
た
世
論
調
査
に
よ
れ
ば
、
「
沖
縄
戦
の
実
態
を
あ
り
の
ま
ま
に
伝
え

る
」
へ
の
支
持
は
八
〇
・
五
％
と
圧
倒
的
で
、
「
反
国
家
的
に
な
ら
な
い
」
展
示
へ

の

支
持

は
七
・
四
％
で
あ
る
。
ま
た
、
「
残
虐
性
が
強
調
さ
れ
な
い
よ
う
な
工
夫
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

を
選
択
し
た
割
合
は
、
八
・
五
％
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
実
態
を
あ
り
の
ま
ま
に

伝
え
る
べ
き
と
言
う
、
特
に
若
い
世
代
の
比
率
が
高
い
要
求
に
は
「
私
が
知
り
た
い

の
は

日
本
兵
と
か
沖
縄
の
兵
隊
と
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
戦
争
と
言
う
世
の
中

で
、
人
間
と
し
て
や
っ
て
い
け
な
い
行
動
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

と
い
う
主
張
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
本
土
出
身
」
日
本
兵
対
沖
縄
人
と
言
う
対
抗

図
の
な
か
で
日
本
兵
の
残
虐
性
を
特
に
強
調
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
そ
し
て
ま
た
、
一
部
の
年
配
の
人
々
の
投
書
が
示
す
よ
う
に
、
本
土
出
身
日
本

兵
に
助
け
ら
れ
た
記
憶
を
も
つ
沖
縄
の
人
々
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
沖
縄
戦
を
考
え

る
基
本
的
観
点
が
沖
縄
住
民
の
受
け
た
非
人
間
的
で
残
虐
な
戦
争
体
験
を
通
し
て
、

戦
争
の
不
条
理
と
残
酷
さ
を
告
発
す
る
こ
と
に
あ
る
な
ら
ば
、
上
の
よ
う
な
二
元
対

立

的
構
図
と
も
受
け
取
ら
れ
や
す
い
部
分
を
再
検
討
し
、
沖
縄
の
ロ
ー
カ
ル
な
記
憶

に
よ
り
高
い
普
遍
性
を
も
た
せ
る
な
か
で
、
日
本
国
家
の
公
式
な
戦
争
の
記
憶
と
対

峙
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
沖
縄
を
代
表
す
る
政
治
学
者
で
あ
る
宮
里
政
玄
は
、
大
き
な
政
治
的
枠
組
み
の
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

か

で
の

展
示
改
鼠
事
件
の
意
味
を
当
時
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
現
在
出
て
き
て
い
る
の
は
、
『
日
本
が
米
国
と
一
緒
に
な
っ
て
、
日
本
外
の
安

　
　
全
保
障
に
も
協
力
す
る
。
例
え
ば
国
連
に
も
協
力
す
る
。
こ
れ
を
国
境
を
越
え

　
　

た
義
務
と
受
け
と
め
る
。
つ
ま
り
日
本
の
安
全
に
直
接
関
係
し
な
い
こ
と
に
つ

　
　
い
て

も
、
日
本
が
積
極
的
に
関
与
し
て
い
く
べ
き
だ
』
と
い
う
考
え
方
だ
。
そ

　
　

こ
か
ら
沖
縄
が
第
二
次
大
戦
の
記
憶
に
す
が
っ
て
い
る
の
は
古
く
さ
い
、
時
代

　
　
遅
れ

と
い
う
考
え
方
が
出
て
く
る
。
日
本
は
生
ま
れ
変
わ
っ
た
こ
と
だ
し
、
世

　
　
界
平
和
に
貢
献
し
よ
う
と
い
う
。
そ
う
な
る
と
沖
縄
も
、
基
地
と
共
存
し
て
は

　
　

ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
そ
の
沖
縄
が
戦
争
体
験
と
占
領
体
験
を
通
じ
て
つ
ち
か
っ
て
き
た
平
和
意
識
の
意

味
は
、
こ
れ
ま
た
平
和
学
・
憲
法
学
の
和
田
進
が
、
以
下
の
よ
う
に
端
的
に
ま
と
め

　
　
（
5
3
）

て

い
る
。

　
　
沖
縄
に
お
け
る
平
和
意
識
の
あ
り
様
は
『
本
土
』
の
そ
れ
と
は
相
当
に
異
な
っ

　
　
て

い

る
と
思
わ
れ
る
。
九
五
年
以
降
の
沖
縄
の
闘
い
は
、
沖
縄
に
お
い
て
は
、

　
　
軍
事
的
な
も
の
に
対
す
る
強
い
不
信
・
懐
疑
の
念
が
強
く
存
在
し
、
『
平
和
』

　
　
が
依
然
追
求
す
べ
き
目
標
・
理
念
と
し
て
息
づ
き
、
「
軍
の
論
理
」
に
対
し
て

　
　
『
生
活
・
暮
ら
し
の
論
理
』
に
よ
る
対
抗
が
強
く
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、

　
　
本
土
国
民
に
強
烈
に
印
象
付
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
い

ま
か
ら
五
年
あ
ま
り
前
の
こ
れ
ら
の
指
摘
が
意
味
す
る
こ
と
は
、
現
在
の
日
本

の

国
政
と
外
交
の
対
抗
の
最
先
端
が
沖
縄
で
い
ち
早
く
現
れ
、
そ
れ
が
平
和
資
料
館

の

展
示
内
容
の
問
題
と
し
て
も
表
面
化
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
戦
争
と
占
領
の
記

憶
を
ど
う
展
示
す
る
か
と
問
題
は
、
現
在
の
軍
事
・
安
全
保
障
観
の
形
成
、
そ
し
て

政
策
化
に
深
く
関
わ
る
問
題
な
の
で
あ
る
。
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註（
ユ
）
　
『
沖
縄
県
平
和
祈
念
資
料
館
年
報
』
第
三
号
、
二
〇
〇
三
年

（
2
）
　
『
沖
縄
県
平
和
祈
念
資
料
館
年
報
』
第
二
号
、
二
〇
〇
二
年

（
3
）
　
一
九
九
九
年
一
〇
月
七
、
八
日
、
沖
縄
県
議
会
『
文
教
厚
生
委
員
会
会
議
録
』

（
4
）
　
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
二
〇
〇
〇
年
六
月
二
二
日
付
け

（
5
）
　
石
原
昌
家
・
大
城
将
保
・
保
坂
廣
志
・
松
永
勝
利
『
争
点
・
沖
縄
戦
の
記
憶
』
社
会
評
論

　
　
社
、
二
〇
〇
二
年
／
『
け
ー
し
風
』
二
五
号
、
一
九
九
九
年
一
二
月
（
平
和
資
料
館
問
題
特

　
　
集
∀
／
沖
縄
県
歴
史
教
育
者
協
議
会
『
歴
史
と
実
践
』
二
〇
号
、
一
九
九
九
年
一
二
月
（
平
和

　
　
祈
念
資
料
館
問
題
特
集
）
／
沖
縄
県
歴
史
教
育
者
協
議
会
『
歴
史
と
実
践
』
二
一
号
、
二
〇
〇

　
　
〇
年
＝
月
（
特
集
　
新
平
和
祈
念
資
料
館
を
観
る
）
／
石
原
昌
家
「
新
沖
縄
平
和
資
料
館
展

　
　
示
内
容
変
更
の
経
緯
と
問
題
点
」
『
歴
史
学
研
究
』
七
三
三
号
、
二
〇
〇
〇
年
二
月
／
石
原
昌

　
　
家
「
『
戦
争
』
を
記
憶
し
つ
づ
け
る
こ
と
の
意
味
」
『
歴
史
学
研
究
』
七
四
二
号
、
二
〇
〇
〇

　
　
年
一
〇
月
／
鈴
木
光
次
郎
「
八
重
山
平
和
祈
念
館
展
示
資
料
改
ざ
ん
問
題
」
『
季
刊
戦
争
責
任

　
　
研
究
』
二
九
号
、
二
〇
〇
〇
年
秋
季
号
／
安
仁
屋
政
昭
「
沖
縄
県
立
平
和
資
料
館
の
設
立
」
『
季

　
　
刊
戦
争
責
任
研
究
』
三
〇
号
、
二
〇
〇
〇
年
冬
季
号
／
屋
嘉
比
収
「
戦
没
者
の
追
悼
と
“
平

　
　
和
の
礎
”
」
『
季
刊
戦
争
責
任
研
究
』
三
六
号
、
二
〇
〇
二
年
夏
季
号

（
6
）
　
沖
縄
戦
を
考
え
る
会
『
沖
縄
戦
を
み
つ
め
て
』
一
九
七
八
年
（
一
九
八
三
年
改
訂
版
）

（
7
）
　
同
前

（
8
）
　
『
平
和
へ
の
証
言
　
沖
縄
県
立
平
和
祈
念
資
料
館
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』
一
九
八
三
年
、
『
沖
縄

　
　
県
平
和
祈
念
資
料
館
総
合
案
内
』
二
〇
〇
一
年

（
9
）
　
前
掲
、
石
原
昌
家
・
大
城
将
保
・
保
坂
廣
志
・
松
永
勝
利
『
争
点
・
沖
縄
戦
の
記
憶
』
第

　
　
1
章

（
1
0
）
　
同
前
、
及
び
前
掲
、
沖
縄
戦
を
考
え
る
会
『
沖
縄
戦
を
み
つ
め
て
』

（
1
1
）
　
中
山
良
彦
「
物
と
証
言
で
語
ら
せ
る
資
料
館
」
沖
縄
県
歴
史
教
育
者
協
議
会
『
歴
史
と
実

　
　
践
』
2
0
号

（
1
2
）
前
掲
、
石
原
昌
家
・
大
城
将
保
・
保
坂
廣
志
・
松
永
勝
利
『
争
点
・
沖
縄
戦
の
記
憶
』
第

　
　
1
章

（
1
3
）
　
沖
縄
県
平
和
祈
念
資
料
館
（
仮
称
）
監
修
委
員
会
「
沖
縄
戦
へ
の
道
・
沖
縄
戦
部
会
議
事

　
　
録
」
一
九
九
九
年
九
月
一
〇
日
、
大
城
将
保
発
言

（
U
）
　
前
掲
、
石
原
昌
家
・
大
城
将
保
・
保
坂
廣
志
・
松
永
勝
利
『
争
点
・
沖
縄
戦
の
記
憶
』
第

　
　
1
章

（
1
5
）
　
証
言
記
録
の
出
来
た
こ
の
よ
う
な
経
過
を
参
考
に
す
る
と
、
今
回
の
新
資
料
館
で
は
そ
の

　
　
後
の
市
町
村
史
の
証
言
を
加
え
、
さ
ら
に
証
言
の
再
検
討
を
行
う
べ
き
だ
っ
た
の
だ
が
、
そ

　
　
の
実
施
の
責
任
は
曖
昧
な
ま
ま
に
終
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

（
1
6
）
　
沖
縄
県
平
和
祈
念
資
料
館
（
仮
称
）
監
修
委
員
会
、
第
四
回
「
沖
縄
戦
へ
の
道
・
沖
縄
戦

　
　
部
会
会
議
議
事
録
」
一
九
九
七
年
六
月
二
四
日
、
前
掲
、
石
原
昌
家
・
大
城
将
保
・
保
坂
廣

　
　
志
・
松
永
勝
利
『
争
点
・
沖
縄
戦
の
記
憶
』
第
ユ
章

（
1
7
）
　
同
前
『
争
点
・
沖
縄
戦
の
記
憶
』

（
1
8
）
　
前
掲
、
石
原
昌
家
・
大
城
将
保
・
保
坂
廣
志
・
松
永
勝
利
『
争
点
・
沖
縄
戦
の
記
憶
』
第

　
　
2
章

（
1
9
）
　
沖
縄
県
平
和
祈
念
資
料
館
（
仮
称
）
監
修
委
員
会
、
「
沖
縄
戦
部
会
拡
大
部
会
議
事
録
」
一

　
　
九
九
九
年
八
月
二
六
日

（
2
0
）
　
『
琉
球
新
報
』
一
九
九
九
年
九
月
二
〇
日
、
九
月
二
八
日

（
2
1
）
　
前
掲
、
石
原
昌
家
・
大
城
将
保
・
保
坂
廣
志
・
松
永
勝
利
『
争
点
・
沖
縄
戦
の
記
憶
』
第

　
　
5
章
、
石
堂
徳
一
「
八
重
山
平
和
祈
念
館
建
設
の
経
緯
」
沖
縄
県
歴
史
教
育
者
協
議
会
『
歴

　
　
史
と
実
践
』
2
0
号

（
2
2
）
　
沖
縄
県
知
事
公
室
『
平
和
祈
念
資
料
館
移
転
改
築
基
本
構
想
』
一
九
九
五
年
＝
月
、
『
沖

　
　
縄
県
平
和
祈
念
資
料
館
年
報
』
第
一
号
、
二
〇
〇
一
年

（
2
3
）
　
大
城
将
保
「
銃
は
誰
に
む
け
ら
れ
た
か
」
沖
縄
県
歴
史
教
育
者
協
議
会
『
歴
史
と
実
践
』

　
　
2
0
号

（
2
4
）
　
沖
縄
県
知
事
公
室
『
平
和
祈
念
資
料
館
移
転
改
築
基
本
計
画
』
一
九
九
六
年
五
月

（
2
5
）
　
沖
縄
ノ
ム
ラ
『
沖
縄
県
立
新
平
和
祈
念
資
料
館
基
本
計
画
（
資
料
編
部
会
資
料
）
』
一
九
九

　
　
六

年
三
月
、
沖
縄
ノ
ム
ラ
『
沖
縄
県
立
新
平
和
祈
念
資
料
館
基
本
計
画
（
資
料
編
類
似
施
設

　
　
調
査
）
』
一
九
九
六
年
三
月
、
沖
縄
県
立
公
文
書
館
蔵

（
2
6
）
　
沖
縄
県
知
事
公
室
『
平
和
祈
念
資
料
館
移
転
改
築
基
本
計
画
』
一
九
九
六
年
五
月

（
2
7
）
　
第
三
二
軍
司
令
部
壕
の
保
全
公
開
に
つ
い
て
は
一
九
九
七
年
八
月
に
基
本
計
画
が
出
さ
れ

　
　
た
が
、
そ
の
後
進
展
し
て
い
な
い
。
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
一
九
九
八
年
六
月
二
三
日
付
け
。
た

　
　
だ
し
、
海
軍
壕
な
ど
の
整
備
は
行
わ
れ
、
内
容
を
一
新
し
た
。

（
2
8
）
沖
縄
国
際
平
和
研
究
所
基
本
計
画
（
仮
称
）
検
討
委
員
会
『
沖
縄
国
際
平
和
研
究
所
（
仮

　
　
称
）
基
本
計
画
』
一
九
九
八
年
五
月

（
2
9
）
　
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
一
九
九
八
年
六
月
二
三
日
付
け

（
3
0
）
　
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
一
九
九
八
年
一
二
月
二
〇
日
、
九
九
年
二
月
二
二
日
付
け

（
3
1
）
　
石
堂
徳
一
「
八
重
山
平
和
記
念
館
建
設
の
経
緯
」
沖
縄
県
歴
史
教
育
者
協
議
会
『
歴
史
と

　
　
実
践
』
2
0
号

（
3
2
）
　
監
修
委
員
会
活
動
経
過
に
つ
い
て
は
『
沖
縄
県
平
和
祈
念
資
料
館
年
報
』
第
一
号
。
な
お
、

　
　
監
修
委
員
会
で
の
議
論
内
容
に
つ
い
て
は
、
公
開
さ
れ
た
『
議
事
録
』
に
よ
っ
た
。

（
3
3
）
　
荒
川
章
二
「
国
民
精
神
総
動
員
と
大
政
翼
賛
運
動
」
由
比
正
臣
編
『
近
代
日
本
の
軌
跡
5

　
　
太
平
洋
戦
争
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年

（
3
4
）
　
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
一
九
九
九
年
一
〇
月
七
日
、
一
〇
月
九
日
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（
3
5
）
　
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
一
九
九
九
年
一
〇
月
三
日

（
3
6
）
　
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
一
九
九
九
年
一
〇
月
七
日

（
3
7
）
　
『
八
重
山
平
和
祈
念
館
監
修
委
員
会
会
議
録
』
、
『
八
重
山
平
和
祈
念
館
専
門
委
員
会
会
議

　
　
録
』

（
3
8
）
　
潮
平
正
道
「
八
重
山
平
和
資
料
館
改
ざ
ん
に
関
す
る
経
緯
」
沖
縄
県
歴
史
教
育
者
協
議
会

　
　
『
歴
史
と
実
践
』
2
0
号
よ
り
作
成
。

（
3
9
）
　
『
八
重
山
毎
日
新
聞
』
、
『
八
重
山
日
報
』
各
号

（
4
0
）
　
『
季
刊
戦
争
責
任
研
究
』
3
6
号

（
4
1
）
　
野
外
展
示
の
あ
り
方
の
問
題
性
に
つ
い
て
は
『
争
点
沖
縄
戦
の
記
憶
』
第
三
部
を
参
照
さ

　
　
れ
た
い
。

（
4
2
）
　
大
城
将
保
「
銃
剣
は
誰
に
向
け
ら
れ
た
か
」
沖
縄
県
歴
史
教
育
者
協
議
会
『
歴
史
と
実
践
』

　
　
2
0
号

（
4
3
）
　
『
け
ー
し
風
』
2
5
号
、
一
九
九
九
年
一
二
月
（
平
和
資
料
館
問
題
特
集
）

（
4
4
）
　
『
琉
球
新
報
』
一
九
九
九
年
一
〇
月
二
九
日

（
4
5
）
　
『
琉
球
新
報
』
一
九
九
九
年
↓
○
月
七
日
、
八
日
、
一
四
日

（
4
6
）
　
「
沖
縄
県
立
平
和
資
料
館
の
設
立
」
『
季
刊
戦
争
責
任
研
究
』
3
0
号

（
4
7
）
　
沖
縄
県
歴
史
教
育
者
協
議
会
『
歴
史
と
実
践
』
2
1
号
、
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
（
特
集
　
新

　
　
平
和
祈
念
資
料
館
を
観
る
）

（
4
8
）
　
『
琉
球
新
報
』
一
九
九
九
年
八
月
＝
日
、
九
月
五
日

（
4
9
）
　
無
国
籍
児
童
問
題
に
つ
い
て
は
、
『
琉
球
新
報
』
一
九
九
九
年
九
月
一
一
日

（
5
0
）
　
『
琉
球
新
報
』
一
九
九
九
年
↓
一
月
一
二
日

（
5
1
）
　
「
琉
球
新
報
』
一
九
九
九
年
一
一
月
一
七
日

（
5
2
）
　
『
琉
球
新
報
』
一
九
九
九
年
九
月
二
三
日

（
5
3
）
　
『
琉
球
新
報
』
一
九
九
九
年
一
〇
月
八
日

　
　
　
（
静
岡
大
学
情
報
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（二
〇

〇

五
年
六
月
八
日
受
理
、
二
〇
〇
五
年
七
月
一
五
日
審
査
終
了
）
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The　Establisllment　of　tlle　New　O㎞awa　Prefbctural　Peace　Memorial　M11・

seum

ARAKAwA　Shoji

　　Since　the　mid　1990s，　displays　at　war　museums　and　peace　museums　throughout　Japan　have　burst

into　the　political（in　its　broad　sense）spotlight．　OII　the　one　hand，　this　attendon　comes　from　the　per－

spective　of　how　to　overcome　the　obstacles　that　prevent　posi6ve　progress　in　the　search　for　peace

and　partnership　in　Asia．　On　the　other　hand，　it　is　due　to　the　relationships　they　have　with　Japan’s

contribuUon　to　an　intema60nal　security　framework，　the　issues　of　dispatching　peacekeeping　forces

and　amending　the　Japanese　cons6tu廿on　and　their　juxtaposi60n　with　the　values　of　the　Japanese　peo－

ple　regarding　war　and　peace　that　have　been　fbrmed　through　their　expe亘ences　du亘ng　and　after　the

war．　In　the　past，　the　contents　of　Japanese　junior　and　senior　high　school　textbooks　were　the　focus　of

attention　when　it　came　to　views　of　the　Japanese　people　on　peace　and　war．　However，　this　scope　was

gradually　widelled　to　include　the　war　and　peace　museums　that　were　in　the　process　of　being　estab－

lished　all　over　the　country　at　that　time．

　　It　was　precisely　at　this　time　that　the　construction　of　a　new　Okinawa　Prefectural　Peace　Memorial

Museum　got　under　way．　There　was　a　clash　between　both　values　in　connec60n　with丘nal　plans　fbr

displays，　resulting　in　widespread　debate　on　what　was　the“peace”sought　by　the　people　of　O垣nawa．

　　This　paper　addresses　this　issue　from　two　perspectives．　First，　it　looks　back　at　the　philosophy　be

hind　the　construction　of　the　fomler　Okinawa　Prefectural　Peace　Memorial　Museum　in　the　1970s　and

也eprocesses血at　dete㎜ined　which　displays　would　give　fom　to也at　philosophy．　In　addi廿on　to　as－

certaining　the　hodzons　achieved　by　peace　displays　and　exhibitions　in　Okinawa，　by　overlaying　the

hlndamental　concepts　behind　exhibitions，　master　plans　and　debate　within　the　supervisory　commiセ

tee，　this　paper　introduces　a　plan　for　displays　whose　aim　is　the　creation　of　peace　by　means　of　com－

munica6ng　to　the　rest　of　the　world　dle“spidt　of　Okinawa”允med　ag垣nst　a　backdrop　of　w翻me

expe目ences　in　Okinawa　and　experiences　during　the　post－war　pe亘od　of　occupation．　Second，　it　looks

at　the　appearance　of　a　concrete　plan　to　alter　displays，　which　represents“another”view　of　war　and

peace，　thus　contras6ng　with　the　exisdng　Plan．
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