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「平
和
へ
の
歩
み
」
刻
む

広
島
で
過
酷
な
労
働
を
強
い
ら
れ
た
中
国
人
と
、
雇
用
主
だ

っ
た
企

業
の
和
解
の
象
徴
と
し
て

「安
野
中
国
人
受
難
之
碑
」
が
建
て
ら
れ
て

今
年
で
１０
年
。
碑
の
意
味
や

「加
害
」
の
歴
史
と
の
向
き
合
い
方
を
改

め
て
考
え
る
集
会
が
１７
日
、
広
島
市
内
で
開
か
れ
た
。

広島で集会「安
野
中
国
人
員
難
之
碑
」
に
つ
い
て
説

明
す
る
川
原
洋
子
さ
ん
＝
広
島
市
中
区

碑
は
安
芸
太
田
町
の
山
間
部

に
あ
り
、
太
平
洋
戦
争
末
期
に

発
電
所
の
建
設
工
事
に
従
事
さ

せ
ら
れ
た
中
国
人
労
働
者
３
６

０
人

の
名
前
が
刻
ま
れ

て
い

る
。
歴
史
を
後
世
に
伝
え
る
た

め
、

「
被
害
者

」
と

「
加
害

者
」
が
連
名
で
建
立
の
経
緯
な

ど
を
刻
ん
で
い
る
。

「広
島
安
野

。
中
国
人
被
害

者
を
追
悼
し
歴
史
事
実
を
継
承

す
る
会
」
が
主
催
し
た
こ
の
日

の
集
会
で
は
、

１０
年
前
の
除
幕

式
な
ど
で
碑
と
向
き
合

っ
た
人

々
の
写
真
が
１
枚
１
枚
ス
ラ
イ

ド
に
映
し
出
さ
れ
た
。

自
ら
の
名
前
が
刻
ま
れ
た
碑

を
じ

っ
と
見
つ
め
る
人
、
母
の

名
前
の
前
で
ひ
ざ
ま
ず
き
涙
す

る
遺
族
―
―
。

「
継
承
す
る

「
会

裔

瑯

巫

躊

け
な
い
」

「受
難
の
碑
だ
が
友

好
の
碑
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
い

っ
た
遺
族
ら
の
言
葉
を
紹
介
。

「
実
際
に
体
験
し
た
人
の
言
葉

は
重
い
。
だ
が
、
い
ず
れ
体
験

者
は
い
な
く
な
り
、
碑
が
歴
史

を
伝
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
」

と
話
し
た
。

全
国
約
６０
ヵ
所
の
中
国
人
や

朝
鮮
人
の
強
制
連
行

・
強
制
労

働
の
現
場
を
訪
ね
た
と
い
う
ル

ポ
ラ
イ
タ
ー
の
室
田
元
美
さ
ん

も
登
壇
し
、

「広
島
は
原
爆
と

い
う
被
書
の
歴
史
で
知
ら
れ
て

い
る
が
、
日
本
の
侵
略
の
歴
史

も
伝
え
る
こ
と
が
重
要
だ
」
な

ど
と
語

っ
た
。

各
地
を
訪
ね
て
話
を
聞
く
ま

で
、
碑
は
単
に

「
歴
史
を
記
録

す
る
も
の
」
だ
と
思

っ
て
い
た

と
い
う
。
だ
が
、
取
材
を
進
め

る
に

つ
れ
て
考
え
は
変
わ

っ

た
。　
一
つ
の
碑
が
建
立
さ
れ
る

ま
で
に
は
、
当
事
者
を
探
し
、

遺
骨
を
返
還
し
、
裁
判
で
も
争

う
と
い

っ
た
地
道
な
活
動
の
積

み
重
ね
が
あ
る
。

「
そ
れ
こ
そ

が
平
和

へ
の
歩
み
だ
と
わ
か

っ

た
」
と
い
う
。

「碑
は
残

っ
て

い
く
。
世
代
を
超
え
て
そ
こ
で

何
が
で
き
る
の
か
を

一
緒
に
考

え
る
こ
と
が
継
承

に

つ
な
が

る
」
　
　
　
　
　
　
（東
谷
晃
平
）


