
栄
光
孤
高

情
熱

アンリー・デュナン伝

夢
人
道

赤十字の創始者

ピエール・ボワシエ 著
廣渡 太郎 訳

赤十字はこうして生まれた

「赤十字」を創設し「ジュネーヴ条約」を推進。第１回ノーベル平和賞を
受賞した人道と博愛の偉人、アンリー・デュナン。その波瀾に満ちた
栄光と挫折の生涯をたどる赤十字人必読の書。

日本赤十字国際人道研究センター



ソルフェリーノの塔
（イタリア、ソルフェリーノ）
ソルフェリーノの戦いの当時、この
塔にはオーストリア軍の参謀本部が
置かれていた。屋上から戦場一帯を
一望できるこの塔をめぐり、激しい
攻防戦が繰り広げられた。
Ⓒ Hirowatari /I.H.S.

ソルフェリーノの納骨堂
（イタリア、ソルフェリーノ）
かつては教会であったが、ソルフェリーノ
の戦いの 21 年後に、フランス、イタリア、
オーストリア３カ国の戦死者を弔う納骨堂
に改築された。
Ⓒ Hirowatari /I.H.S.

納骨堂の内部
ここには 7000 体にもおよ
ぶ戦死者の遺骨が安置され
ているが、敵味方、階級、
国籍の区別なく公平に扱う
証しとして、頭蓋骨、腕、
脚など、部位ごとに収めら
れている。
Ⓒ Hirowatari /I.H.S.



「ソルフェリーノの戦い 1859 年 6月 24日」　ユージーン・シャルペンティ作、1859 年　油彩
戦場で負傷兵をねぎらう皇帝ナポレオンⅢ世（中央の馬上）。
Ⓒ ICRC Archives



「ソルフェリーノの戦い 1859 年 6月 24日」　カルロ・ボッソーリ作、1859 年　リトグラフ
右手奥の丘の上に「ソルフェリーノの塔」が見える。
C via Wikimedia Commons



ソルフェリーノの塔
（イタリア、ソルフェリーノ）
Ⓒ Hirowatari / I.H.S.

元デュナンの事務所兼住宅
（スイス、ジュネーヴ）
デュナンの伯母ソフィーが所有していた館で、その死後、デュナンに寄贈された（中央の 4 階建ての館）。
Ⓒ Hirowatari / I.H.S.
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字
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ま
れ
た
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ン
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・
デ
ュ
ナ
ン
伝

日本赤十字国際人道研究センター



HENRY DUNANT
Ⓒ International Committee of the Red Cross 1974
Author(s): Pierre Boissier
Copyright: ICRC
Release year: 1974
Edition: Henry Dunant Institute

Japanese edition published by Japanese Red Cross Institute for Humanitarian 
Studies (I.H.S) / Japanese Red Cross Academy. 2018

Japanese edition rights arranged with the International Committee of the 
Red Cross (ICRC) Mission in Tokyo



ジャン=アンリー・デュナン　J. Henry Dunant 〈1828―1910〉 
（スイス、ハイデン）
1896 年 6 月、68 歳のアンリー・デュナン。
Ⓒ ICRC Archives



刊
行
に
寄
せ
て

　

本
書
は
、
赤
十
字
の
創
始
者
で
あ
る
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
の
伝
記
で
す
。
当
セ
ン
タ
ー
で
は
、
昨
年
、

日
本
赤
十
字
社
創
立
１
４
０
周
年
を
記
念
し
て
『
日
本
赤
十
字
社
の
父　

佐
野
常
民
伝
』
を
刊
行
し
、
そ

れ
に
続
く
企
画
と
し
て
、
本
書
の
上
梓
を
計
画
し
ま
し
た
。

　

約
30
年
前
、
本
書
は
太
田
成
美
氏
の
訳
で
『
赤
十
字
の
創
始
者　

ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
』
と
題
し
て

刊
行
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
す
で
に
絶
版
に
な
っ
て
久
し
い
こ
と
か
ら
、
今
回
、
新
た
に
赤
十
字

国
際
委
員
会
の
許
可
を
い
た
だ
き
、
当
セ
ン
タ
ー
の
廣
渡
太
郎
研
究
員
の
新
訳
に
よ
り
原
著
に
は
な
い
写

真
資
料
等
も
加
え
て
刊
行
す
る
も
の
で
す
。

　

現
在
、
世
界
１
９
１
の
国
と
地
域
に
拡
が
る
「
赤
十
字
・
赤
新
月
」
の
存
在
を
知
ら
な
い
人
は
い
な
い

で
し
ょ
う
。し
か
し
、赤
十
字
の
創
始
者
で
あ
り
、第
1
回
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
の
受
賞
者
で
あ
る
ア
ン
リ
ー
・

デ
ュ
ナ
ン
に
つ
い
て
、そ
の
波
瀾
に
満
ち
た
明
暗
流
転
の
生
涯
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、

彼
の
人
道
に
基
づ
く
先
駆
的
な
発
想
と
不
屈
の
精
神
、
比
類
な
き
行
動
力
に
よ
っ
て
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約

に
代
表
さ
れ
る
「
国
際
人
道
法
」
の
礎
が
築
か
れ
た
事
実
も
ま
た
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。



　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て
世
界
が
複
雑
化
し
混
迷
を
極
め
る
今
日
、
私
た
ち
を
と
り
ま
く
状
況
は
、
ア

ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
が
生
き
た
時
代
と
は
一
変
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ

本
書
が
、ひ
と
り
で
も
多
く
の
方
々
、特
に
こ
れ
か
ら
の
時
代
を
担
う
若
い
皆
さ
ん
に
と
っ
て
、ア
ン
リ
ー
・

デ
ュ
ナ
ン
の
生
涯
と
そ
の
功
績
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
世
界
の
平
和
と
人
道
を
考
え
る
新
た
な
機
会
と

な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

 
 

 
 

 
 

 
   

２
０
１
８
年
12
月

 
 

 
 

 
 

 
   

日
本
赤
十
字
国
際
人
道
研
究
セ
ン
タ
ー



目
次

序
　
9孤

高
の
旅
人　
13

驚
き
の
ス
ク
ー
プ　
16

ソ
ル
フ
ェ
リ
ー
ノ
へ
と
続
く
道　
21

ト
ゥ
ッ
テ
ィ
・
フ
ラ
テ
ッ
リ—

—

わ
れ
ら
は
み
ん
な
兄
弟　
26

赤
十
字
の
誕
生　
30

1.2.3.4.5.



訳
者
あ
と
が
き　
76

参
考
文
献　
79

栄
光
の
日
　々
53

カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
街
と
の
決
別　
56

忘
却
の
淵
か
ら　
60

見
果
て
ぬ
夢
の
先
へ—

—
 

理
想
と
現
実
の
狭
間
で　
64

永
遠
の
デ
ュ
ナ
ン　
71

6.7.8.9.10.

ソルフェリーノの塔（イタリア、ソルフェリーノ）
Ⓒ Hirowatari / I.H.S.
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若き日のアンリー・デュナン（スイス、ジュネーヴ）
『ソルフェリーノの思い出』初版出版のころ。
Ⓒ ICRC Archives
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序
　

あ
ら
ゆ
る
読
者
の
心
に
響
く
よ
う
な
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
の
短
い
伝
記
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
と
て
も
幸
運
な
こ
と
に
、
赤
十
字
の
創
始
者
の
名
を
冠
し
た
研
究
所
の
所
長
で
あ
る

ピ
エ
ー
ル
・
ボ
ワ
シ
エ
は
、
自
ら
の
死
の
直
前
に
そ
の
伝
記
に
関
す
る
口
述
筆
記
を
終
え
て
い
た
。
彼
の

命
を
奪
っ
た
痛
ま
し
い
事
故
の
ま
さ
に
前
日
、
草
稿
に
目
を
通
し
た
彼
は
、
イ
ヴ
ォ
ン
ヌ
・
ド
ゥ
・
プ
ル

タ
レ
ス
女
史
に
最
終
的
に
手
を
入
れ
て
完
成
す
る
よ
う
に
依
頼
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
仕
事
を
、
女

史
は
あ
ら
ゆ
る
点
で
み
ご
と
に
成
し
遂
げ
た
。

　

本
書
を
上
梓
す
る
こ
と
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
望
外
の
喜
び
で
あ
る
。
こ
の
伝
記
は
読
者
の
現
実
的
な

ニ
ー
ズ
に
応
え
る
だ
け
で
な
く
、
赤
十
字
に
対
し
て
、
ま
た
、
自
身
が
所
長
を
務
め
た
本
研
究
所
に
対
し

て
、
そ
の
人
生
の
ほ
と
ん
ど
を
捧
げ
た
ピ
エ
ー
ル
・
ボ
ワ
シ
エ
の
最
後
の
仕
事
で
も
あ
る
。

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
　
　

ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
研
究
所
所
長

 
 

 
 

 
 

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ジ
ャ
ン
・
ピ
ク
テ
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アンリー・デュナンの墓碑（スイス、チューリッヒ）
Ⓒ Hata / I.H.S.
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天
賦
の
才
を
持
つ
者
は
、
た
い
て
い
は
地
上
を
見
渡
す
高
み
へ
と
た
や
す
く

舞
い
降
り
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
ま
た
の
障
害
を
乗
り
越
え
て
道
を
切
り
拓

い
て
い
く
。
同
時
代
の
大
方
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
彼
は
ず
っ
と
無
名
の
ま

ま
で
あ
り
、
辛
辣
に
批
判
さ
れ
、
た
び
た
び
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

 
 

 

　

フ
ラ
ン
ツ
・
リ
ス
ト

 
 

 
 

 
    （

１
８
１
１
―
１
８
８
６
）
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アンリー・デュナン像 （イタリア、ソルフェリーノ）
Ⓒ Hirowatari/I.H.S.
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１
．
孤
高
の
旅
人

　

１
８
８
７
年
７
月
、
旅
人
が
一
人
、
手
荷
物
ひ
と
つ
持
た
ず
に
国
境
を
越
え
て
ス
イ
ス
に
入
っ
た
。

そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
と
ぼ
と
ぼ
と
歩
き
、目
の
前
に
広
が
る
美
し
い
田
園
風
景
の
遥
か
向
こ
う
に
ボ
ー

デ
ン
湖
を
臨
む
小
さ
な
町
、
ハ
イ
デ
ン

1）

に
着
い
た
。
中
央
の
広
場
に
い
た
子
ど
も
た
ち
は
、
ち
ょ
っ

と
遊
ぶ
の
を
や
め
、
腰
の
曲
が
っ
た
陰
気
な
旅
人
が
通
り
過
ぎ
る
の
を
眺
め
た
。
こ
の
地
に
知
り
合

い
も
い
な
い
そ
の
旅
人
は
、
重
い
足
取
り
で
ペ
ン
シ
ョ
ン2）

「
ホ
テ
ル
・
パ
ラ
デ
ィ
ー
ス
」
へ
た
ど

り
着
き
、
わ
ず
か
数
ペ
ン
ス
で
し
ば
ら
く
の
間
な
ん
と
か
生
き
な
が
ら
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ

た
。
あ
ま
り
に
貧
乏
で
、
着
替
え
す
ら
一
枚
も
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
下
着
を
洗
濯
す
る
日
に

は
ベ
ッ
ド
に
も
ぐ
り
こ
ん
で
過
ご
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
長
く
伸
び
た
白
い
あ
ご
ひ
げ
か
ら
、
か

な
り
の
高
齢
か
と
思
わ
れ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
ず
っ
と
貧
し
く
惨
め
な
思
い
を
し
て
き
た
か
ら
で
、

そ
れ
か
ら
逃
れ
よ
う
と
こ
の
奥
深
い
田
舎
町
に
身
を
寄
せ
た
と
き
、
実
は
ま
だ
59
歳
だ
っ
た
。
健
康

状
態
は
と
て
も
悪
く
、
長
年
耐
え
忍
ん
で
き
た
困
窮
の
せ
い
で
満
身
創
痍
だ
っ
た
。
右
手
は
湿
疹
で

ひ
ど
く
た
だ
れ
て
お
り
、
そ
の
痛
み
で
字
を
書
く
こ
と
さ
え
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
。

1) スイス東部、ドイツとオーストリアの国境近くに位置する町。当時は湯治のできる保養地
として知られていた
2) 食事つきの下宿屋
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体
調
が
す
ぐ
れ
ず
ベ
ッ
ド
に
伏
し
て
い
る
と
、
苦
痛
と
怒
り
で
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
る
の
だ
っ
た
。

ほ
ど
な
く
彼
は
地
元
ハ
イ
デ
ン
の
公
立
病
院
に
移
り
、
日
に
３
フ
ラ
ン
を
病
院
に
支
払
っ
て
い
た
が
、

そ
の
金
は
彼
の
窮
状
を
知
ら
さ
れ
た
親
族
が
慌
て
て
送
っ
て
よ
こ
し
た
も
の
だ
っ
た
。
病
院
の
ア
ル

テ
ア
医
師
の
心
の
こ
も
っ
た
手
当
て
の
お
か
げ
で
、
や
が
て
健
康
を
取
り
戻
し
、
再
び
字
を
書
け
る

ま
で
に
な
っ
た
。
彼
は
、
忘
れ
な
い
う
ち
に
自
分
の
考
え
を
書
き
留
め
て
お
こ
う
と
、
子
ど
も
が
使

う
よ
う
な
大
判
の
習
字
練
習
帳
に
自
伝
を
つ
づ
り
は
じ
め
た
。
そ
の
筆
跡
は
最
初
こ
そ
し
っ
か
り
し

て
い
た
が
、
老
い
る
に
つ
れ
、
手
が
震
え
て
い
る
の
が
は
っ
き
り
と
わ
か
っ
た
。
彼
の
人
生
は
、
退

屈
な
も
の
で
あ
っ
た
な
ど
と
は
い
え
な
い—

—

そ
の
生
涯
に
は
喜
び
の
と
き
が
あ
り
、
数
多
く
の
悲

劇
も
あ
っ
た
が
、
け
っ
し
て
無
味
乾
燥
な
も
の
で
も
、
単
調
な
も
の
で
も
な
か
っ
た
。

　

書
い
た
も
の
の
中
で
、
彼
は
そ
れ
ま
で
自
分
を
苦
し
め
て
き
た
敵
や
、
恐
ら
く
そ
の
と
き
も
な
お

彼
を
追
い
か
け
迫
害
し
よ
う
と
し
て
い
た
敵
に
つ
い
て
、
何
度
も
触
れ
て
い
る
。
彼
は
過
度
に
敬
虔

な
ふ
り
を
す
る
輩
や
偽
善
者
を
こ
と
ご
と
く
憎
ん
だ
。
自
分
が
死
ぬ
と
き
は
、
も
は
や
何
の
意
味
も

な
い
空
虚
な
形
ば
か
り
の
葬
儀
で
は
な
く
、「
貧
民
の
よ
う
に
埋
葬
さ
れ
る
」
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。

ハ
イ
デ
ン
の
病
院
で
入
っ
て
い
た
部
屋
は
12
号
室
だ
っ
た
。
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ハイデン公立病院 （スイス、ハイデン）
デュナンは晩年の 18 年半をここで過ごした。現在はアンリー・デュナン博物館となっ
ている。ちなみに、1998 年から 2012 年まで ICRC 総裁を務めたヤコブ・ケレンベ
ルガーは、1944 年にこの病院で生まれた。
Ⓒ ICRC Archives

ハイデン公立病院 12 号室 （スイス、ハイデン）
デュナンは 1892 年 4 月 30 日にこの病院に入り、1910 年 10 月 30 日にこの部屋で
亡くなった。写真右の窓際には愛用の椅子が見える。
Ⓒ ICRC Archives
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２
．
驚
き
の
ス
ク
ー
プ

　

も
し
幸
運
の
女
神
が
扉
を
た
た
い
た
な
ら
、
迷
わ
ず
招
き
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ゲ
オ
ル
グ
・

バ
ウ
ム
ベ
ル
ガ
ー
は
そ
の
チ
ャ
ン
ス
を
逃
さ
な
か
っ
た
。
こ
の
若
い
記
者
が
、
赤
十
字
の
創
始
者
で

あ
る
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
が
ま
だ
生
き
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
の
は
、
思
い
が
け
な
い
め
ぐ
り
合

わ
せ
だ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
予
想
外
の
一
大
ニ
ュ
ー
ス
だ
っ
た
！　

誰
も
が
デ
ュ
ナ
ン
は
死
ん
だ

も
の
と
思
っ
て
い
た
。
も
う
何
年
も
の
間
、
そ
の
名
前
を
耳
に
す
る
こ
と
さ
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
い
ま
、
そ
の
人
物
が
ス
イ
ス
東
部
の
片
田
舎
で
、
ま
る
で
世
捨
て
人
の
よ
う
に
独
り
で
暮

ら
し
て
い
る
と
い
う
で
は
な
い
か
。
す
ぐ
さ
ま
ハ
イ
デ
ン
へ
と
出
向
い
た
バ
ウ
ム
ベ
ル
ガ
ー
は
、
病

院
の
12
号
室
に
案
内
さ
れ
た
。

　

年
老
い
た
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
は
、
最
初
、
こ
の
好
奇
心
旺
盛
な
新
聞
記
者
に
話
し
を
す
る
気

な
ど
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
だ
が
、
あ
ふ
れ
出
る
過
去
の
記
憶
を
抑
え
ら
れ
ず
、
不
意
に
堰
を
切
っ

た
よ
う
に
話
し
は
じ
め
て
い
た
。
声
は
や
や
し
わ
が
れ
、
両
目
は
眼が

ん
け
ん瞼

下
垂
の
せ
い
で
少
し
隠
れ
て

い
た
が
、
こ
れ
ま
で
聞
い
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
、
も
っ
と
も
数
奇
で
、
も
っ
と
も
波は

ら
ん瀾

に
満
ち
た
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生
涯
の
物
語
を
突
然
語
り
だ
し
た
こ
の
人
物
の
胸
の
内
に
は
、
依
然
と
し
て
並
は
ず
れ
た
情
熱
と
活

力
が
宿
っ
て
い
た
。

　

バ
ウ
ム
ベ
ル
ガ
ー
の
記
事
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
一
大
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
巻
き
起
こ
し
た
。
記
事
は

各
地
の
新
聞
に
転
載
さ
れ
、
２
、３
日
の
う
ち
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
の
人
々
が
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の

だ
っ
た
。

　

１
８
９
５
年
、
バ
ウ
ム
ベ
ル
ガ
ー
が
デ
ュ
ナ
ン
を
見
つ
け
出
し
た
と
き
、
赤
十
字
の
存
在
は
す
で

に
世
界
中
に
知
れ
わ
た
っ
て
い
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
続
き
、
赤
十
字
は
ア
メ
リ
カ
、
ア
フ
リ
カ
、
ア

ジ
ア
へ
と
広
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
37
カ
国—

—

そ
こ
に
は
大
国
も
数
カ
国
含
ま
れ
る—

—

の
各

国
に
赤
十
字
社
が
創
設
さ
れ
、
独
自
の
病
院
や
学
校
や
病
院
列
車
を
持
っ
て
い
る
赤
十
字
社
も
か
な

り
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
に
赤
十
字
は
38
の
武
力
紛
争
に
介
入
し
、
当
初
は
ほ
ぼ
実
行
不
可
能
と
思
わ

れ
た
「
戦
い
の
な
か
に
も
慈
悲
を
（Inter Arm

a Caritas

）」
と
い
う
モ
ッ
ト
ー
を
実
現
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
赤
十
字
が
な
け
れ
ば
戦
場
で
屍

し
か
ば
ねと

な
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
何
十
万
人
も
の
負
傷
兵
の

命
が
救
わ
れ
て
い
た
。

　

そ
の
と
き
ま
で
に
、
42
カ
国
が
、
負
傷
兵
に
関
す
る
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
に
調
印
し
て
お
り
、
法
曹
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界
は
こ
れ
を
国
際
法
の
も
っ
と
も
堅
固
な
砦
の
ひ
と
つ
だ
と
認
識
す
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。

　

め
ざ
ま
し
く
発
展
す
る
こ
の
新
し
い
赤
十
字
運
動
と
、
薄
暗
い
病
室
の
奥
か
ら
突
如
現
れ
た
こ
の

貧
し
い
老
人
と
の
間
に
、
こ
れ
ほ
ど
の
差
が
あ
る
と
は
！　

赤
十
字
の
す
べ
て
の
原
点
に
、
こ
の
人

物
が
関
わ
っ
て
い
た
な
ど
と
い
う
こ
と
が
、
本
当
に
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
？

　

数
カ
月
後
の
１
８
９
６
年
５
月
８
日
、
デ
ュ
ナ
ン
の
68
歳
の
誕
生
日
は
、
彼
に
と
っ
て
大
成
功
を

実
感
す
る
一
日
と
な
っ
た
。
全
世
界
か
ら
続
々
と
称
賛
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
届
い
た
。
ロ
ー
マ
教
皇
レ

オ
13
世
も
、
自
筆
の
手
紙
を
デ
ュ
ナ
ン
に
し
た
た
め
た
数
多
く
の
著
名
人
の
一
人
だ
っ
た
。
デ
ュ
ナ

ン
に
対
す
る
感
謝
の
気
持
ち
が
、
世
界
中
か
ら
贈
り
物
と
し
て
届
け
ら
れ
た
。
ド
イ
ツ
で
は
、
デ
ュ

ナ
ン
の
た
め
に
公
的
な
募
金
活
動
が
始
め
ら
れ
た
。
ロ
シ
ア
の
医
師
１
千
名
が
集
う
会
議
か
ら
は
、

苦
痛
に
あ
え
ぐ
人
類
へ
の
貢
献
を
讃
え
て
「
モ
ス
ク
ワ
大
章
」
が
贈
ら
れ
た
。
ス
イ
ス
や
そ
の
他
の

数
カ
国
か
ら
は
、
支
援
の
申
し
出
が
あ
っ
た
。
数
多
く
の
赤
十
字
社
や
福
祉
団
体
は
、
デ
ュ
ナ
ン
を

そ
の
メ
ン
バ
ー
や
名
誉
社
長
に
す
る
と
申
し
出
た
。

　

日
を
追
う
ご
と
に
、
デ
ュ
ナ
ン
は
再
び
有
名
人
と
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
名
声
に
は
ま
っ
た

く
目
も
く
れ
ず
、
著
名
な
客
と
の
面
会
も
一
切
断
り
、
無
遠
慮
な
来
訪
者
を
避
け
て
部
屋
に
閉
じ
こ
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も
っ
た
ま
ま
、
デ
ュ
ナ
ン
は
国
際
仲
裁
や
軍
縮
や
平
和
の
た
め
の
戦
い
に
、
か
つ
て
と
同
様
に
情
熱

を
傾
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

デ
ュ
ナ
ン
の
熱
い
訴
え
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
が
再
び
湧
き
立
ち
、
１
９
０
１
年
に
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー

国
会
が
、
デ
ュ
ナ
ン
と
そ
の
旧ふ

る

い
同
志
で
平
和
主
義
者
の
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
パ
シ
ー
に
第
１
回
ノ
ー

ベ
ル
平
和
賞
を
授
与
し
た
。

　

し
か
し
、
デ
ュ
ナ
ン
は
名
誉
の
真
の
価
値
が
何
で
あ
る
か
を
よ
く
心
得
て
い
て
、
自
分
は
そ
の
賞

金
の
一
部
す
ら
受
け
取
ら
ず
、
ス
イ
ス
と
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
慈
善
団
体
に
す
べ
て
譲
る
手
続
き
を
と
っ

た
。
デ
ュ
ナ
ン
は
問
題
が
山
積
す
る
20
世
紀
の
世
界
情
勢
に
つ
い
て
警
告
的
な
評
論
を
執
筆
し
た
り
、

地
元
の
子
ど
も
た
ち
や
ご
く
わ
ず
か
な
友
人
た
ち
に
会
っ
た
り
し
て
い
た
が
、
１
９
１
０
年
10
月
30

日
、
永
遠
の
眠
り
に
つ
い
た
。
同
年
に
は
、
彼
が
尊
敬
し
て
や
ま
な
か
っ
た
二
人
の
偉
大
な
人
物
、

フ
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
と
レ
オ
・
ト
ル
ス
ト
イ
も
亡
く
な
っ
て
い
る
。
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1901 年、デュナンが受賞した第 1 回ノー
ベル平和賞の賞状
賞状には「ノルウェー国会のノーベル委
員会は、アルフレッド・ノーベルが 1895
年 11 月 27 日に制定した遺言規程に基づ
き、1901 年のノーベル平和賞をジャン＝
アンリー・デュナンに贈呈する。クリス
チャニア、1901 年 12 月 10 日」と記さ
れている。
Ⓒ ICRC Archives

デュナン発見を報じた「ユーバー・ラント・
ウント・メーアー」紙
バウムベルガーの記事は、1895 年 9 月 6
日、ヴュルテンブルク王国（首都・シュ
トゥットガルト）の有力な週刊新聞「ユー
バー・ラント・ウント・メーアー」でも
1 面に掲載された。
Ⓒ Deutsches Rotes Kreuz
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３
．
ソ
ル
フ
ェ
リ
ー
ノ
へ
と
続
く
道

　

ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
は
、
１
８
２
８
年
５
月
８
日
に
ス
イ
ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
生
ま
れ
た
。
生

ま
れ
育
っ
た
街
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
影
響
と
、
中
産
階
級
の
裕
福
な
家
庭
の
出
身
と
い
う
背
景
か
ら
、
彼

は
教
養
と
洗
練
さ
れ
た
気
品
と
世
界
に
関
す
る
博
識
を
身
に
つ
け
、
さ
ら
に
、
厳
格
な
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
の
教
育
を
受
け
た
。

　

高
名
な
物
理
学
者
ダ
ニ
エ
ル
・
コ
ラ
ド
ン
を
兄
に
持
つ
彼
の
母
親
ア
ン
ヌ
＝
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
は
、

デ
ュ
ナ
ン
自
身
が
そ
の
「
回
顧
録
」
の
中
で
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
彼
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。

デュナンの出生届
アンリー・デュナンは 1828 年 5
月 8 日にデュナン家の長男として
生まれ、父ジャン=ジャック・デュ
ナンがこの出生届けをジュネーヴ
市役所に提出した。書類左上に記
されたアンリーの綴りが Henri と
なっているが、後年、デュナン本
人の意思で i を y に変更し Henry
となった。
Ⓒ ICRC Archives
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「
こ
の
よ
う
に
広
範
で
世
界
規
模
の
人
道
活
動
は
、
そ
の
場
の
成
り
ゆ
き
で
偶
然
に
生
ま
れ
る
も

の
で
は
な
い
。
役
立
つ
道
具
は
、
そ
れ
を
使
う
仕
事
の
た
め
に
前
も
っ
て
準
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
だ
。」

　

母
は
デ
ュ
ナ
ン
の
内
面
に
「
不
幸
な
人
々
、
身
分
の
低
い
人
々
、
抑
圧
さ
れ
た
人
々
、
社
会
か
ら

見
捨
て
ら
れ
た
人
々
へ
の
深
い
同
情
心
」
を
芽
生
え
さ
せ
た
の
だ
っ
た
。

「
18
歳
の
と
き
か
ら
、
私
（
デ
ュ
ナ
ン
）
は
自
分
の
余
暇
を
、
貧
し
い
人
々
、
身
体
の
不
自
由

な
人
々
、
死
の
淵
に
い
る
人
々
を
訪
ね
て
、
そ
の
支
援
と
慰
安
の
た
め
に
費
や
し
て
い
た
。
20

歳
の
と
き
に
は
、
日
曜
日
の
午
後
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
刑
務
所
に
服
役
し
て
い
る
囚
人
た
ち
を
前

に
、
旅
行
や
歴
史
や
初
等
科
学
の
本
を
読
み
聞
か
せ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
戦
争
で
の
負
傷
者
た

ち
と
関
わ
る
ず
っ
と
以
前
か
ら
、
平
時
に
、
社
会
で
不
幸
に
打
ち
の
め
さ
れ
た
犠
牲
者
た
ち
へ

の
世
話
を
、
私
は
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。」
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デ
ュ
ナ
ン
の
父
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
行
政
区
裁
判
所
の
判
事
を
務
め
た
経
験
の

あ
る
実
業
家
で
あ
り
、
デ
ュ
ナ
ン
は
幼
少
期
か
ら
善
い
行
い
を
す
る
よ
う
、
そ
の
父
か
ら
教
え
こ
ま

れ
た
。
通
っ
て
い
た
カ
ル
ヴ
ァ
ン
学
校
を
中
退
し
た
デ
ュ
ナ
ン
は
、
家
庭
教
師
の
も
と
で
学
生
時
代

を
終
え
る
と
、
し
ば
ら
く
銀
行
に
勤
め
て
実
務
を
学
ん
だ
。
す
で
に
１
８
４
９
年
に
は
、「
ア
ウ
ェ
イ

ク
ニ
ン
グ
（
大
覚
醒
）」
と
し
て
知
ら
れ
る
信
仰
復
興
運
動
の
影
響
を
受
け
、
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
へ

の
燃
え
る
よ
う
な
信
仰
心
に
突
き
動
か
さ
れ
て
「
自
由
教
会
」
の
青
年
会
に
加
わ
り
、
イ
ギ
リ
ス
、

フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
オ
ラ
ン
ダ
や
ア
メ
リ
カ
の
同
様
の
団
体
と
手
紙
を
交
わ
し
た
。
ま
た
、
国
際

的
で
、
教
派
を
超
え
た
全
キ
リ
ス
ト
教
的
な
結
束
を
め
ざ
す
運
動
に
可
能
性
を
見
出
し
た
デ
ュ
ナ
ン

は
、
１
８
５
５
年
、
万
国
博
覧
会
の
た
め
に
パ
リ
に
集
っ
た
仲
間
た
ち
と
共
に
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
と
し
て
知

ら
れ
る
「
キ
リ
ス
ト
教
青
年
会
」
を
設
立
し
た
。

　

そ
の
一
方
で
、
銀
行
で
の
仕
事
を
通
じ
た
あ
る
き
っ
か
け
か
ら
チ
ャ
ン
ス
を
得
た
デ
ュ
ナ
ン
は
、

そ
の
20
年
前
に
ル
イ
＝
フ
ィ
リ
ッ
プ
Ⅰ
世

3）
の
軍
隊
が
征
服
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
ア
ル
ジ
ェ
リ

ア
で
の
自
ら
の
成
功
を
夢
見
て
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
を
後
に
し
た
。
す
ぐ
に
彼
は
、
起
業
家
魂
を
く
す
ぐ

る
そ
の
土
地
柄
に
魅
了
さ
れ
、
持
ち
前
の
鋭
い
洞
察
力
を
働
か
せ
な
が
ら
あ
ち
こ
ち
を
見
て
回
っ
た
。

3) オルレアン朝のフランス国王で、1834 年にアルジェリアを併合した
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遠
く
チ
ュ
ニ
ジ
ア
へ
も
足
を
の
ば
し
て
『
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
国
政
に
関
す
る
報
告
』
と
い
う
控
え
め
な

タ
イ
ト
ル
を
つ
け
た
そ
の
国
に
関
す
る
本
を
書
い
た
が
、
彼
の
自
由
闊か

っ
た
つ達

な
人
と
な
り
は
、
す
で
に

そ
こ
に
も
は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
る
。
彼
は
イ
ス
ラ
ム
教
の
研
究
に
も
没
頭
し
、
当
時
の
多
く
の
キ

リ
ス
ト
教
徒
と
は
異
な
り
、
邪
教
だ
と
考
え
る
者
も
い
た
そ
の
宗
教
に
深
い
畏
敬
の
念
を
持
っ
て
接

し
、感
銘
を
受
け
た
多
く
の
点
に
つ
い
て
率
直
に
書
き
記
し
た
。ア
ラ
ビ
ア
語
の
レ
ッ
ス
ン
ま
で
受
け
、

難
し
い
ア
ラ
ビ
ア
文
字
の
書
き
方
も
練
習
し
た
。
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
彼
は
北
ア
フ
リ
カ
の

人
々
を
こ
よ
な
く
愛
す
る
よ
う
に
な
り
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
ジ
ェ
ミ
ラ
近
郊
で
大
規
模
な
農
地
の
開

拓
事
業
に
着
手
し
た
と
き
に
は
、
少
な
く
と
も
自
分
の
所
有
地
で
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
労
働
者
が
幸

福
で
十
分
な
給
与
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
い
と
、
自
ら
に
誓
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

し
か
し
、
デ
ュ
ナ
ン
は
当
局
の
反
発
を
ま
っ
た
く
計
算
に
入
れ
て
い
な
か
っ
た
。「
有
限
会
社
モ
ン

ス
・
ジ
ェ
ミ
ラ
製
粉
」
の
名
で
１
８
５
８
年
に
設
立
し
た
法
人
に
は
、
成
功
に
必
要
な
も
の
は
す
べ

て
揃
っ
て
い
た
。
所
在
地
は
熟
考
の
上
で
選
ん
だ
場
所
で
あ
っ
た
し
、
資
金
は
潤
沢
に
あ
り
、
製
粉

設
備
も
最
新
の
も
の
を
整
え
た
。
唯
一
残
っ
て
い
た
問
題
は
、
小
麦
を
栽
培
す
る
の
に
必
要
な
土
地

の
確
保
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
驚
い
た
こ
と
に
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
担
当
省
庁
は
、
デ
ュ
ナ
ン
に
ま
っ
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た
く
耳
を
貸
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
何
と
か
し
よ
う
に
も
う
ま
く
い
か
ず
、
い
ろ
い
ろ
な
部
署
を

た
ら
い
回
し
に
さ
れ
、
ど
こ
で
も
無
愛
想
に
断
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。
も
っ
と
高
い
地
位
に
い
る
役
人

に
会
わ
な
け
れ
ば
だ
め
だ
と
必
死
に
な
っ
た
デ
ュ
ナ
ン
は
、
パ
リ
に
赴
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
省
庁
の
大

臣
室
の
外
で
待
つ
こ
と
に
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
時
間
を
費
や
し
た
。
し
か
し
そ
こ
で
も
ま
た
、
あ
い

ま
い
な
返
事
で
は
ぐ
ら
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
を
解
決
で
き
る
さ
ら
に
上
位
の
人
物
と
い
え
ば
、
も
う
フ
ラ
ン
ス
皇
帝
の
も
と
を
訪
ね

る
以
外
に
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
と
き
の
皇
帝
ナ
ポ
レ
オ
ン
Ⅲ
世
は
、
そ
の
と
き
す
で
に
パ
リ
か

ら
遠
く
離
れ
た
イ
タ
リ
ア
の
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
に
い
た
。
イ
タ
リ
ア
の
独
立
と
統
一
と
い
う
大
義
の

も
と
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
Ⅲ
世
は
フ
ラ
ン
ス
軍
総
司

令
官
と
し
て
、
若
き
皇
帝
フ
ラ
ン
ツ
・
ヨ
ー
ゼ

フ
Ⅰ
世
が
率
い
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
軍
と
戦
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

　

デ
ュ
ナ
ン
は
、
自
分
自
身
も
そ
の
戦
地
ロ
ン
バ

ル
デ
ィ
ア
へ
行
こ
う
と
決
心
を
し
た
の
だ
っ
た
。

ナポレオンⅢ世〈1808―1873〉
「ソルフェリーノの戦い」の翌年、
1860 年 3 月ごろ。

C via Wikimedia Commons
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４
．
ト
ゥ
ッ
テ
ィ
・
フ
ラ
テ
ッ
リ—

—

わ
れ
ら
は
み
ん
な
兄
弟

　

デ
ュ
ナ
ン
が
イ
タ
リ
ア
の
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
に
着
い
た
と
き
、あ
た
り
一
帯
は
戦
争
で
荒
廃
し
き
っ

て
い
た
。
モ
ン
テ
ベ
ッ
ロ
、
パ
レ
ス
ト
ロ
、
マ
ジ
ェ
ン
タ
で
い
く
つ
も
の
戦
闘
が
あ
っ
た
が
、
戦
争

の
勝
敗
を
決
す
る
大
会
戦
が
差
し
迫
っ
て
い
る
こ
と
を

誰
も
が
感
じ
て
い
た
。

　

ワ
ー
テ
ル
ロ
ー
の
戦
い

4）

以
降
、
も
っ
と
も
多
く
の

血
が
流
さ
れ
た
大だ

い
さ
つ
り
く

殺
戮
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

そ
の
決
戦

5）
は
、
ソ
ル
フ
ェ
リ
ー
ノ
近
郊
で
１
８
５
９

年
６
月
24
日
に
起
こ
っ
た
。
決
戦
の
日
、
デ
ュ
ナ
ン
も

戦
場
か
ら
そ
う
遠
く
な
い
場
所
に
お
り
、
疾
走
す
る
馬

車
の
中
か
ら
は
っ
き
り
と
砲
声
を
聞
い
た
に
違
い
な

い
。
そ
の
後
ほ
ど
な
く
し
て
、
彼
は
人
生
最
大
の
衝
撃

を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

4)1815 年６月 18 日、ベルギーのワーテルローで起こった、フランスのナポレオンⅠ世と、
イギリス、オランダをはじめとする連合軍およびプロイセン軍との会戦
5) 後年、「ソルフェリーノの戦い」と呼ばれる

「ソルフェリーノの戦い」
カルロ・ボッソーリ〈1815―1884〉作、1859 年
リトグラフ
Battle of Solferino by Carlo Bossoli
C via Wikimedia Commons
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日
暮
れ
ど
き
、デ
ュ
ナ
ン
は
カ
ス
テ
ィ
リ
オ
ー
ネ（
・
デ
ッ
レ
・
ス
テ
ヴ
ィ
エ
ー
レ
）と
い
う
町
に
入
っ

た
。6）

こ
の
町
は
、
近
く
の
戦
場
か
ら
帰
還
し
た
多
く
の
負
傷
兵
で
あ
ふ
れ
、
大
混
乱
に
陥
っ
て
い
た
。

９
千
人
の
兵
士
が
街
路
や
広
場
や
教
会
を
埋
め
尽
く
し
て
い
た
。
デ
ュ
ナ
ン
は
、
何
の
覚
悟
も
な
い

ま
ま
、
い
き
な
り
戦
争
の
恐
ろ
し
さ
を
目
の
当
た
り
に
し
た
の
で
あ
る
。

　

凄
惨
な
光
景
に
圧
倒
さ
れ
た
デ
ュ
ナ
ン
は
、
馬
車
か

ら
飛
び
降
り
る
と
、
町
な
か
を
抜
け
、
町
の
主
教
会
で

あ
る
キ
エ
ザ
・
マ
ジ
ョ
ー
レ

7）
へ
と
続
く
道
を
登
っ
て

い
っ
た
。
そ
の
坂
の
上
か
ら
下
ま
で
、
雨
水
を
集
め
る

た
め
の
側
溝
に
は
幾
日
に
も
わ
た
っ
て
血
が
流
れ
続
け

た
の
だ
っ
た
。

　

デ
ュ
ナ
ン
は
教
会
に
足
を
踏
み
入
れ
た
。
そ
こ
は
負

傷
兵
で
あ
ふ
れ
て
お
り
、
動
け
ず
に
横
た
わ
っ
て
い
る

者
や
う
め
き
声
を
あ
げ
る
者
、
激
痛
に
泣
き
叫
ぶ
者
も

い
た
。
聖
堂
内
に
は
ハ
エ
が
群
が
り
、
排
せ
つ
物
と

6) 実際にデュナンが到着したのは、戦いの翌日、６月 25 日の夕方だったとされる

キエザ・マジョーレ教会［カスティリオーネ大聖堂］
（イタリア、カスティリオーネ・デッレ・ステヴィエーレ）
Ⓒ Hirowatari / I.H.S.

7）「キエザ・マジョーレ」とは「大教会」を意味する俗称で、正式には「カスティリオーネ大聖堂」という
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壊え

そ疽
が
発
す
る
ひ
ど
い
悪
臭
に
満
ち
て
い
た
。

　

デ
ュ
ナ
ン
に
は
医
学
の
知
識
な
ど
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
が
、
と
に
か
く
傷
口
を
洗
い
、
服
装
を
整

え
て
や
り
、
石
の
床
の
上
に
ぞ
ん
ざ
い
に
投
げ
出
さ
れ
て
い
た
負
傷
兵
の
た
め
に
寝
床
を
作
ろ
う
と

奮
闘
し
た
。
誰
も
が
喉
の
渇
き
を
訴
え
て
お
り
、
泉
か
ら
水
を
汲
ん
で
は
飲
ま
せ
た
。
死
に
ゆ
く
者

の
最
期
の
願
い
に
耳
を
傾
け
、
自
分
の
腕
で
そ
の
兵
士
の
頭
を
抱
え
て
短
い
慰
め
の
言
葉
を
か
け
た
。

大
勢
の
地
元
の
女
性
た
ち
に
、
救
護
に
手
を
貸
す
よ
う
説
得
も
し
た
。
と
こ
ろ
が
彼
女
た
ち
は
、
最

初
は
躊ち

ゅ
う
ち
ょ躇し

、
フ
ラ
ン
ス
軍
兵
士
の
看
護
を
嫌
が
っ
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
軍
が
大
挙
し
て
戻
っ
て
き

て
、敵
軍
を
援
助
し
た
と
し
て
自
分
た
ち
を
罰
す
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
た
か
ら
で
あ
る
。し
か
し
、

デ
ュ
ナ
ン
は
、
苦
痛
は
万
人
に
と
っ
て
等
し
く
同
じ
で
あ
り
、
い
ま
肝
心
な
の
は
そ
の
救
護
だ
と
女

性
た
ち
に
言
い
聞
か
せ
た
の
だ
っ
た
。
ほ
ど
な
く
、女
性
た
ち
も
デ
ュ
ナ
ン
の
発
し
た
言
葉
「
ト
ゥ
ッ

テ
ィ
・
フ
ラ
テ
ッ
リ
（Tutti Fratelli! —

—
わ
れ
ら
は
み
ん
な
兄
弟
）」
を
口
々
に
繰
り
返
す
よ
う

に
な
っ
て
い
た
。

　

同
情
に
加
え
て
、
デ
ュ
ナ
ン
は
自
分
の
中
に
別
の
感
情
が
こ
み
あ
げ
て
く
る
の
を
感
じ
た
。
そ
れ

は
、
や
り
場
の
な
い
憤
り
で
あ
っ
た
。
彼
が
昼
夜
を
問
わ
ず
手
当
て
を
し
た
負
傷
兵
た
ち
が
「
あ
あ
、
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聞
い
て
く
だ
さ
い
！　

我
々
は
立
派
に
戦
い
、
で
も
い
ま
、
見
殺
し
に
さ
れ
て
い
る
の
で
す
」
と
口
々

に
い
う
の
を
聞
い
た
か
ら
だ
。

　

置
き
去
り
に
さ
れ
、
見
捨
て
ら
れ
る
と
い
う
兵
士
の
そ
の
思
い
に
、
デ
ュ
ナ
ン
は
衝
撃
を
受
け
た
。

一
度
に
２
、３
名
ず
つ
の
負
傷
兵
を
戦
場
か
ら
連
れ
帰
る
た
め
の
騾ら

ば馬
が
出
さ
れ
る
こ
と
も
、
こ
こ
で

は
ご
く
ま
れ
だ
っ
た
。
戦
場
に
置
き
去
り
に
さ
れ
た
兵
士
た
ち
は
、
日
が
落
ち
れ
ば
盗
賊
の
な
す
が

ま
ま
に
さ
れ
、
身
ぐ
る
み
は
が
さ
れ
、
疲
労
と
喉
の
渇
き
で
死
ん
で
い
く
以
外
に
な
か
っ
た
。
幸
運

に
も
、
情
け
深
い
戦
友
に
救
わ
れ
た
負
傷
兵
や
、
手
当
て
を
し
て
も
ら
え
そ
う
な
場
所
ま
で
自
力
で

た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
た
兵
士
に
し
て
も
、
大
差
は
な
か
っ
た
。
デ
ュ
ナ
ン
に
は
、
そ
の
場
の
状

況
か
ら
何
が
問
題
な
の
か
が
わ
か
っ
た
。
カ
ス
テ
ィ
リ
オ
ー
ネ
に
は
、
９
千
人
の
負
傷
兵
に
対
し
て

フ
ラ
ン
ス
軍
の
軍
医
が
わ
ず
か
６
名
し
か
い
な
か
っ
た
の
だ
。
驚
い
た
の
は
、
こ
れ
が
単
な
る
不
幸

な
偶
然
な
ど
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
も
常
に
そ
う
で
あ
っ
た
点
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
兵
士
の
数
と
衛

生
部
隊
の
人
数
の
途
方
も
な
い
こ
の
不
均
衡
の
せ
い
で
、
衛
生
兵
は
決
定
的
に
少
な
く
、
実
質
的
に

は
い
な
い
の
に
等
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
戦
闘
が
で
き
な
い
兵
士
は
、
も
は
や
誰
に
と
っ
て
も
何
ら

価
値
が
な
い
存
在
だ
っ
た
。
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５
．
赤
十
字
の
誕
生

　

ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
の
出
張
は
、
望
ん
で
い
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
Ⅲ
世
へ
の
謁
見
が
実
現
せ
ず
、
失

敗
に
終
わ
っ
た
。
パ
リ
に
戻
っ
た
彼
は
、
か
つ
て
あ
ら
ゆ
る
省
庁
で
経
験
し
た
の
と
同
じ
、
も
の
ぐ

さ
な
お
役
所
仕
事
に
対
す
る
闘
い
を
再
び
開
始
し
た
。
控
室
か
ら
次
の
控
室
へ
と
た
ら
い
回
し
に
さ

れ
、
そ
う
こ
う
し
な
が
ら
２
年
が
過
ぎ
た
。
そ
の
間
に
、
カ
ス
テ
ィ
リ
オ
ー
ネ
の
記
憶
は
、
時
の
流

れ
の
中
で
薄
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
ん
な
は
ず
は
な
か
っ
た
。
デ
ュ
ナ
ン
は

自
分
が
目
撃
し
た
恐
ろ
し
い
光
景
が
忘
れ
ら
れ
ず
に
い
た
。
あ
の
光
景
の
せ
い
で
、
心
の
奥
深
く
で
、

自
分
に
は
ま
だ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
の
だ
と
い
う
、
漠
然
と
し
た
衝
動
に
駆
ら
れ
る

の
だ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
あ
る
日
突
然
に
、
も
う
そ
れ
以
上
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
へ
戻
る
と
自

室
に
独
り
閉
じ
こ
も
り
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
導
か
れ
る
ま
ま
一
冊
の
本
を
書
き
上
げ
、『
ソ
ル

フ
ェ
リ
ー
ノ
の
思
い
出
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
た
。

　

彼
は
自
分
が
経
験
し
た
あ
の
恐
ろ
し
い
衝
撃
を
、
読
者
と
分
か
ち
合
い
た
い
と
願
っ
た
。
ふ
つ
う
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は
入
念
に
隠
蔽
さ
れ
、
表
に
で
る
こ
と
の
な
い
戦
争
の
側
面
を
垣
間
見
た
こ
と
で
知
っ
た
、
あ
の
恐

ろ
し
い
衝
撃
で
あ
る
。
デ
ュ
ナ
ン
は
自
分
と
共
に
読
者
を
戦
地
へ
、
壊え

そ疽
と
血
の
悪
臭
が
漂
う
あ
の

戦
場
へ
連
れ
て
い
こ
う
と
意
図
し
た
の
で
あ
る
。こ
の
本
は
大
変
な
成
功
を
お
さ
め
た
。文
芸
の
大
作
、

自
然
主
義
文
学
の
最
高
傑
作
の
ひ
と
つ
と
ま
で
い
わ
れ
て
称
賛
を
浴
び
た
。
し
ば
し
ば
痛
烈
な
批
評

を
書
く
こ
と
で
知
ら
れ
た
ゴ
ン
ク
ー
ル
兄
弟
も
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
こ
の
本
の
ペ
ー
ジ
を
繰
り
な
が
ら
私
は
感
動
で
う
ち
震
え
た
。
人
間
の
感
情
の
琴
線
に
触
れ

『ソルフェリーノの思い出』
初版本（1862）
初版本は 1862 年 11 月に 1600 部
が印刷され、うち 400 部が非売品
の献呈本として革装丁で製作され
た。さらに 12 月には残っていた
初版本をペーパーバックに変更し
て 1000 部 が、 翌 1863 年 に 第 3
版として 3000 部が製作された。
Ⓒ 日本赤十字社 / 赤十字情報プラザ
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る
作
品
で
あ
り
、崇
高
の
域
に
達
し
て
い
る
。
ホ
ー
マ
ー
よ
り
も
、『
一
万
人
の
退
却
』8）

よ
り
も
、

他
の
ど
れ
よ
り
抜
き
ん
で
て
優
れ
て
お
り
、
何
千
倍
も
素
晴
ら
し
い
…
…
。
読
者
は
、
あ
ら
ゆ

る
戦
争
を
呪
い
な
が
ら
こ
の
本
を
読
み
終
え
る
だ
ろ
う
。」

　

デ
ュ
ナ
ン
は
、
他
の
誰
よ
り
も
戦
争
に
対
し
て
嫌
悪
感
を
抱
い
て
い
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
本
を

読
ん
で
彼
の
気
持
ち
に
共
感
し
な
い
者
は
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
デ
ュ
ナ
ン
の
望
ん
だ
目
的
で

は
な
か
っ
た
。
彼
が
め
ざ
し
て
い
た
の
は
、
戦
争
の
持
つ
す
べ
て
の
憎
む
べ
き
側
面
、
す
な
わ
ち
、

兵
士
を
動
員
し
、
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
苦
難
と
危
険
な
目
に
さ
ら
し
、
そ
の
後
に
、
敵
の
砲
弾
の

せ
い
で
兵
士
が
戦
え
な
く
な
り
、
保
護
を
必
要
と
す
る
状
態
に
な
れ
ば
、
家
畜
の
よ
う
に
見
殺
し
に

す
る
現
実
を
強
調
す
る
点
に
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
デ
ュ
ナ
ン
は
世
論
に
こ
う
訴
え
た
…
…

「
し
た
が
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
国
、
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
人
々
、
現
世
に
権
力
を
有
す
る
人
に
も
、

8) クセノポン著『アナバシス』
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つ
つ
ま
し
や
か
な
工
員
に
も
訴
え
、
懇
願
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
こ
の
訴
え
は
、
男
性

と
同
様
に
女
性
に
も
、
…
…
将
軍
や
そ
の
他
の
下
士
官
に
も
、
博
愛
主
義
者
に
も
、
そ
し
て
作

家
に
も
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
…
」

　

さ
ら
に
進
ん
で
、
デ
ュ
ナ
ン
は
建
設
的
な
提
案
を
し
て
い
る
…
…

「
…
…
各
国
の
軍
事
戦
略
の
第
一
人
者
た
ち
が
一
堂
に
会
す
る
よ
う
な
特
別
の
機
会
に
、
こ
の

会
議
と
も
呼
ぶ
べ
き
好
機
に
乗
じ
て
、
何
ら
か
の
国
際
的
に
神
聖
な
協
約
と
し
て
、
一
つ
の
原

則
を
定
め
る
こ
と
は
望
め
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
原
則
が
一
度
承
認
を
受
け
て
批
准
さ
れ
れ

ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
に
お
け
る
「
負
傷
兵
救
護
団
体
」
を
設
立
す
る
根
拠
と
な
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
？
…
…

人
道
と
文
明
は
、
こ
こ
で
提
案
し
た
よ
う
な
組
織
体
を
、
い
や
お
う
な
し
に
要
求
す
る
も
の

で
あ
る
…
…
そ
の
援
助
に
手
を
貸
す
の
を
拒
む
よ
う
な
王
族
や
君
主
が
い
る
で
あ
ろ
う
か
…
…

大
切
な
国
民
の
生
命
を
守
る
た
め
に
、
懸
命
に
尽
力
す
る
人
々
へ
の
保
護
を
た
め
ら
う
国
家
が
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あ
る
だ
ろ
う
か
…
…
そ
ん
な
士
官
が
、
将
軍
が
…
…
そ
ん
な
主
計
官
が
、
軍
医
が
い
る
だ
ろ
う

か
…
…
？

熱
心
で
、
献
身
的
で
、
こ
う
い
う
仕
事
を
す
る
資
格
の
十
分
に
あ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
た
ち
の

手
で
、
戦
争
の
と
き
に
負
傷
兵
を
看
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
救
護
団
体
を
、
平
和
で
穏
や

か
な
時
代
に
組
織
し
て
お
く
方
法
は
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
？
」

　

す
べ
て
の
問
題
は
、
こ
の
質
問
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
土
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
手
紙
は
、
デ
ュ
ナ
ン
の
訴
え
が
、
あ

の
ロ
マ
ン
主
義
的
思
潮
が
全
盛
だ
っ
た
19
世
紀
半
ば
の
人
々
の
心
の
琴
線
に
触
れ
、
大
き
な
感
動
を

呼
び
覚
ま
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
そ
ん
な
折
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
読
者
の
中
に
、
共
感
し
た
と
手

紙
に
書
く
だ
け
で
は
と
て
も
す
ま
な
い
ほ
ど
感
動
に
震
え
て
い
た
一
人
の
男
が
い
た
。

　

そ
の
人
物
、
ギ
ュ
ス
タ
ー
フ
・
モ
ア
ニ
エ
は
、
デ
ュ
ナ
ン
よ
り
ほ
ん
の
２
歳
年
上
で
、『
ソ
ル
フ
ェ

リ
ー
ノ
の
思
い
出
』
が
出
版
さ
れ
た
１
８
６
２
年
に
は
36
歳
で
あ
っ
た
。
法
律
家
を
生な

り
わ
い業

と
し
、人
々

の
社
会
的
向
上
の
た
め
に
献
身
す
る
非
常
に
勤
勉
な
人
物
だ
っ
た
。
社
会
問
題
の
研
究
に
没
頭
し
て
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お
り
、そ
の
多
く
の
活
動
の
ひ
と
つ
に
は
、世
間
の
誰
も
が
一
目
置
く
「
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
公
益
福
祉
協
会
」

の
会
長
職
の
仕
事
が
あ
っ
た
。

　
『
ソ
ル
フ
ェ
リ
ー
ノ
の
思
い
出
』
を
読
ん
で
、
そ
の
結
論
に
賛
同
し
た
モ
ア
ニ
エ
は
、
そ
の
ま
ま
椅

子
に
ふ
ん
ぞ
り
返
っ
て
何
も
し
な
い
よ
う
な
人
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
す
ぐ
に
デ
ュ
ナ
ン
の
も
と
を

訪
ね
た
。
こ
の
二
人
は
、
あ
る
部
分
で
は
互
い
に
補
い
合
う
よ
う
な
性
格
の
持
ち
主
で
も
あ
っ
た
が
、

一
方
で
、
想
像
を
絶
す
る
ほ
ど
対
照
的
に
異
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
二
人
が
お
互
い
を
深
く

理
解
し
合
え
な
か
っ
た
こ
と
は
驚
く
に
あ
た
ら
な
い
。
だ
が
、
彼
ら
が
合
意
で
き
た
も
の
も
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
デ
ュ
ナ
ン
の
考
え
を
実
行
に
移
す
た
め
の
小
委
員
会
を
設
立
す
る
こ
と
だ
っ

た
。

　

１
８
６
３
年
２
月
に
そ
の
委
員
会
は
設
立
さ
れ
、
わ
ず
か
５
人
だ
け
で
構
成
さ
れ
た
委
員
会
だ
っ

た
た
め
、
通
称
「
５
人
委
員
会
」
と
呼
ば
れ
た
。
こ
れ
が
５
人
だ
け
で
構
成
さ
れ
た
こ
と
は
、
と
て

も
賢
明
な
判
断
で
あ
っ
た
。



「5 人委員会」の創設メンバー

（左上）ギュスターフ・モアニエ  （右上）アンリー・デュナン

（中央）ギョーム・アンリー・デュフール将軍

（左下）ルイ・アピア医学博士　　（右下）テオドル・モーノワール医学博士

Ⓒ ICRC Archives

（上記 5人のカタカナ名表記については、赤十字国際委員会駐日事務所の定訳に準拠している。）
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こ
の
５
人
の
「
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
紳
士
た
ち
」
は
、
た
だ
ち
に
行
動
計
画
を
策
定
し
た
。

　

デ
ュ
ナ
ン
と
同
じ
く
、
委
員
全
員
が
す
べ
て
の
国
で
戦
争
が
起
こ
る
以
前
に
、
訓
練
を
受
け
た
「
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
救
護
員
」
と
、
医
療
器
材
や
担
架
や
リ
ン
ト
布

9）
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
資
材
を
備
え
た
団

体
を
創
設
し
て
お
く
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
い
ざ
戦
争
が
勃
発
し
た
ら
、
十
分
と
は
い
え

  9）包帯や湿布に用いる、起毛加工を施した綿布

ギ
ョ
ー
ム
・
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
フ
ー
ル
将
軍
＿
＿
初
代
委
員
長
。
委
員
会
の
最
長
老
で
ス
イ
ス
連

邦
軍
の
創
始
者
と
し
て
も
知
ら
れ
た
。

ギ
ュ
ス
タ
ー
フ
・
モ
ア
ニ
エ
＿
＿
デ
ュ
フ
ー
ル
将
軍
の
後
に
委
員
長
に
就
任
し
、
以
後
、
半
世
紀

に
わ
た
っ
て
堅
実
に
委
員
長
を
務
め
た
。

ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
＿
＿
５
人
の
中
の
最
年
少
者
で
、
委
員
会
書
記
を
務
め
た
。

ル
イ
・
ア
ピ
ア
医
学
博
士
＿
＿
戦
傷
外
科
の
権
威
で
、
デ
ュ
ナ
ン
よ
り
も
先
に
ソ
ル
フ
ェ
リ
ー
ノ

の
戦
い
で
救
護
活
動
を
行
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。

テ
オ
ド
ル
・
モ
ー
ノ
ワ
ー
ル
医
学
博
士
＿
＿
庶
民
派
の
外
科
医
で
、
そ
の
鋭
く
思
慮
深
い
判
断
力

か
ら
、
委
員
会
の
名
助
言
者
と
も
い
わ
れ
た
。
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な
い
自
国
軍
の
医
療
活
動
を
支
援
す
る
た
め
に
、
た
だ
ち
に
こ
の
団
体
が
戦
場
へ
赴
く
の
だ
。

　

計
画
は
ご
く
単
純
な
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
た
だ
の
素
人
と
し
か
思
え
な
い
民
間
人
が
戦
場
に

出
て
く
る
こ
と
を
、
政
府
や
軍
が
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

　

プ
ロ
イ
セ
ン
の
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
Ⅰ
世

10）
が
、
宰
相
ビ
ス
マ
ル
ク
の
い
る
国
の
国
王
は
楽
じ
ゃ
な
い

と
ロ
シ
ア
の
皇
帝
に
漏
ら
し
た
よ
う
に
、
モ
ア
ニ
エ
も
、
デ
ュ
ナ
ン
を
書
記
に
し
て
自
分
が
委
員
長

を
務
め
て
い
く
こ
と
は
楽
な
航
海
で
は
な
い
と
気
づ
い
て
い
た
。
デ
ュ
ナ
ン
が
計
画
を
ど
ん
ど
ん
先

に
進
め
る
よ
う
、
い
つ
も
彼
を
急せ

き
た
て
る
か
ら
で
あ
る
。

　

デ
ュ
ナ
ン
は
、
戦
争
に
関
す
る
調
査
を
続
け
、
オ
ラ
ン
ダ
の
友
人
で
あ
る
バ
ス
テ
ィ
ン
グ
陸
軍
軍

医
と
意
見
を
交
わ
す
中
で
、

あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。

も
し
も
交
戦
中
に
二
分
さ

れ
て
い
る
地
域
で
、
負
傷

者
の
救
護
に
軍
医
が
飛
び

出
し
て
い
け
ば
、
敵
は
即

デュナンの友人で協力者だった
J. H. C. バスティング医学博士 

〈1817―1870〉
オランダ陸軍軍医。『ソルフェ
リーノの思い出』に感銘受け、
オランダ語に訳出した。1863
年 3 月にベルリンで開催され
た国際統計会議の際には、デュ
ナンと共に「中立」の重要性を
説いた。
Ⓒ ICRC Archives

  10）プロイセン王で、後の初代ドイツ皇帝
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座
に
彼
に
向
け
て
発
砲
す
る
。
敵
か
ら
す
れ
ば
射
撃
を
控
え
る
理
由
な
ど
な
い
。
軍
服
姿
の
そ
の
男

が
、
た
だ
負
傷
兵
を
収
容
す
る
た
め
だ
け
に
出
て
き
た
の
だ
と
示
す
も
の
が
何
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

も
し
そ
れ
が
歩
兵
隊
の
軍
医
な
ら
歩
兵
の
軍
服
を
着
て
い
る
だ
ろ
う
し
、
騎
兵
隊
の
軍
医
な
ら
騎
兵

の
軍
服
に
身
を
包
ん
で
い
る
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
彼
は
正
当
な
射
撃
目
標
と
な
っ
て
し
ま
う
。

射
程
圏
内
に
馬
車
が
入
っ
て
来
た
場
合
も
同
じ
こ
と
だ
。
敵
は
そ
れ
を
爆
破
し
よ
う
と
す
る
に
違
い

な
い
。
そ
の
馬
車
が
単
に
負
傷
兵
を
乗
せ
て
い
る
だ
け
だ
と
示
す
方
法
が
な
い
か
ら
だ
。
ま
た
、
敵

陣
内
の
建
物
は
、
そ
の
周
囲
に
忙
し
く
動
き
回
る
兵
士
た
ち
が
い
れ
ば
、
当
然
攻
撃
を
受
け
る
。
残

念
な
が
ら
、
そ
れ
が
野
戦
病
院
で
あ
る
こ
と
を
示
す
術
が
な
い
か
ら
だ
。
も
し
何
か
示
す
も
の
さ
え

あ
れ
ば
、
そ
こ
は
攻
撃
さ
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
も
は
や
戦
闘
能
力
を
失
っ
た
哀
れ
な
兵
士
た
ち
を
、

な
ぜ
殺
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

　

デ
ュ
ナ
ン
の
偉
大
な
功
績
は
、
そ
の
よ
う
な
戦
場
で
生
じ
る
、
人
命
を
左
右
し
不
条
理
極
ま
り
な

い
状
況
を
一
変
す
る
方
法
を
考
え
出
し
た
点
に
あ
っ
た
。
デ
ュ
ナ
ン
が
提
案
し
た
解
決
策
は
、
あ
ま

り
に
＿
＿
天
才
級
と
も
呼
ぶ
べ
き
＿
＿
単
純
明
快
な
も
の
だ
っ
た
の
で
、
な
ぜ
も
っ
と
早
く
に
思
い

つ
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
誰
も
が
驚
い
た
。
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必
要
と
さ
れ
た
の
は
、
す
べ
て
の
国
の
軍
隊
に
通
用
す
る
、
た
っ
た
ひ
と
つ
の
特
殊
標
章
を
決
め

る
こ
と
だ
け
だ
っ
た
。
そ
の
標
章
を
医
師
や
看
護
師
が
身
に
つ
け
、
救
急
搬
送
用
の
馬
車
に
表
示
し
、

そ
の
標
章
旗
を
衛
生
部
隊
や
野
戦
病
院
の
上
に
掲
げ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
標
章
と
は
、
軍

の
一
員
で
は
あ
る
も
の
の
、
戦
闘
行
為
に
は
一
切
参
加
せ
ず
、
ま
さ
に
そ
の
理
由
か
ら
、
攻
撃
さ
れ

る
べ
き
で
は
な
い
す
べ
て
の
人
々
を
示
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
標
章
は
、
こ
れ
を
つ

け
て
い
る
者
に
、
攻
撃
を
受
け
な
い
と
い
う
、
デ
ュ
ナ
ン
が
「
中
立
」
と
呼
ん
だ
新
た
な
法
的
地
位

を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

実
際
、
こ
の
考
え
は
非
常
に
斬
新
だ
っ
た
の
で
、「
５
人
委
員
会
」
の
他
の
委
員
た
ち
は
懐
疑
的
な

姿
勢
を
崩
さ
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
取
り
組
み
全
体
を
自
分
た
ち
の
財
源
で
賄
う
の
は
難
し
い

と
も
考
え
た
。
国
際
法
と
し
て
条
約
を
締
結
し
、
各
国
政
府
相
互
間
の
約
束
を
取
り
つ
け
る
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
こ
の
種
の
こ
と
は
、
い
ま
だ
か
つ
て
一
度
も
行
わ
れ
た
こ
と
が
な

い
で
は
な
い
か
。
戦
争
に
つ
い
て
の
慣
習
法
は
こ
れ
ま
で
に
も
確
か
に
存
在
し
た
し
、
規
則
に
な
っ

た
慣
習
も
あ
る
。
だ
が
、
交
戦
国
に
対
し
て
、
戦
場
で
の
行
動
の
変
更
を
強
制
す
る
よ
う
な
正
式
な

条
約
の
締
結
な
ど
、
当
時
は
想
像
も
つ
か
な
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
戦
争
と
は
、
そ
も
そ
も
、
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あ
ら
ゆ
る
法
規
を
破
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

　

と
は
い
え
、
緻
密
な
論
理
と
人
道
で
自
分
の
主
張
を
訴
え
る
デ
ュ
ナ
ン
に
、
誰
が
異
を
唱
え
た
り

で
き
た
だ
ろ
う
か
。

　

デ
ュ
ナ
ン
の
計
画
は
し
ご
く
簡
単
だ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
の
元
首
あ
て
に
書
状
を
書
き
送
り
、

そ
の
国
の
代
表
を
会
議
に
派
遣
す
る
よ
う
依
頼
す
る
の
で
あ
る
。
会
議
の
開
催
日
時
と
場
所
は
す
で

に
決
ま
っ
て
お
り
、
１
８
６
３
年
10
月
26
日
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
お
い
て
と
さ
れ
た
。
委
員
た
ち
の
疑

念
を
よ
そ
に
、
デ
ュ
ナ
ン
は
ベ
ル
リ
ン
で
開
催
さ
れ
る
国
際
統
計
会
議
に
自
費
で
赴
い
た
。
そ
の
目

的
は
、
そ
の
場
で
自
分
の
考
え
を
発
表
し
て
国
際
社
会
か
ら
の
支
持
を
得
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
言
い

換
え
れ
ば
、「
問
題
提
起
」
で
あ
る
。
デ
ュ
ナ
ン
は
ベ
ル
リ
ン
で
、
友
人
の
バ
ス
テ
ィ
ン
グ
軍
医
に
手

伝
っ
て
も
ら
い
、
自
分
だ
け
の
発
案
で
書
状
を
書
き
、
自
費
で
印
刷
し
た
う
え
で
、
各
国
政
府
に
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
会
議
へ
代
表
を
送
る
よ
う
求
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
書
状
は
、「
５
人
委
員
会
」
が
提
案
し
て

い
た
議
定
書
案
の
最
後
に
、
デ
ュ
ナ
ン
が
自
ら
の
「
中
立
」
の
考
え
に
関
す
る
条
項
を
補
足
し
、「
５

人
委
員
会
」11）

の
名
を
冠
し
、「
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
委
員
会
書
記　

Ｊ
・
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
」
の
名
で

出
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
い
た
。

11）実際には「負傷軍人救護の国際委員会」と記されている
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国
際
統
計
会
議
の
会
期
中
に
開
催
さ
れ
た
パ
ー
テ
ィ
の
席
で
、
デ
ュ
ナ
ン
は
数
多
く
の
地
位
の
高

い
人
々
と
会
い
、
自
国
の
政
府
か
ら
代
表
を
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
へ
派
遣
さ
せ
る
と
い
う
確
約
を
取
り
つ
け

た
。
デ
ュ
ナ
ン
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
国
王
と
皇
太
子
、
皇
太
子
妃
の
３
人
に
紹
介
さ
れ
た
。
全
員
が
デ
ュ

ナ
ン
の
本
を
読
ん
で
お
り
、
彼
は
温
か
く
迎
え
ら
れ
た
。
ベ
ル
リ
ン
に
続
き
、
ド
レ
ス
デ
ン
、
ウ
ィ
ー

ン
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
を
訪
ね
た
デ
ュ
ナ
ン
は
、
ザ
ク
セ
ン
王
国
の
ヨ
ハ
ン
国
王
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ラ

イ
ナ
ー
大
公
、
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
の
陸
軍
大
臣
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
人
々
に
会
い
、
訪
ね
た
先
々

で
熱
烈
な
歓
迎
を
受
け
た
。
ザ
ク
セ
ン
王
国
の
ヨ
ハ
ン
国
王
は
「
こ
の
考
え
を
是
と
し
な
い
国
家
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
世
論
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
言
明
し
た
。
デ
ュ
ナ
ン
の
旅
は
、
途
方

も
な
い
大
成
功
を
お
さ
め
た
の
で
あ
る
。

　

デ
ュ
ナ
ン
は
10
月
20
日
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
戻
っ
た
。「
５
人
委
員
会
」
は
ベ
ル
リ
ン
で
デ
ュ
ナ
ン
が

独
断
で
行
っ
た
書
状
の
一
件
に
関
し
、
非
常
に
警
戒
心
を
強
め
て
い
た
。
モ
ア
ニ
エ
は
も
っ
と
も
冷

や
や
か
で
、
デ
ュ
ナ
ン
の
「
中
立
」
と
い
う
考
え
は
ど
う
み
て
も
時
期
尚
早
だ
と
思
っ
て
い
た
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
方
の
予
想
を
遥
か
に
上
ま
わ
る
返
事
が
殺
到
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

　

10
月
26
日
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
「
国
際
会
議
」
が
始
ま
っ
た
。
そ
の
反
応
は
主
催
者
側
の
期
待
に
完
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12）後の「赤十字社」

璧
に
応
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
会
議
は
ま
さ
に
大
成
功
で
、
14
カ
国
の
政
府
か
ら
18
名
の
代
表
が
出

席
し
た
。
そ
れ
で
も
、
高
級
将
校
や
軍
医
、
主
計
総
監
な
ど
か
ら
な
る
参
加
者
た
ち
は
、
目
の
前
に

お
か
れ
た
計
画
の
あ
ま
り
の
斬
新
さ
と
大
胆
さ
に
、
最
初
は
や
や
疑
心
暗
鬼
に
な
っ
た
ほ
ど
だ
っ
た
。

彼
ら
は
み
な
、
軍
の
衛
生
部
隊
が
不
十
分
だ
と
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
し
、
戦
争
が
起
こ
っ
た
際

に
行
動
で
き
る
よ
う
十
分
に
訓
練
を
受
け
、
き
ち
ん
と
組
織
化
さ
れ
た
団
体
が
あ
れ
ば
、
有
効
な
救

護
活
動
が
で
き
、
ま
た
、
膨
大
な
数
の
人
々
の
生
命
を
救
い
う
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
た
の
だ
っ
た
。

会
議
は
、
最
終
的
に
は
と
て
も
積
極
的
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
、
そ
こ
で
い
く
つ
も
の
決
議
が
起
草
さ

れ
た
。
そ
の
主
要
な
条
項
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

第
１
条　

各
国
は
一
つ
の
「
中
央
委
員
会
」12）

を
組
織
し
、そ
の
任
務
は
、戦
時
に
必
要
な
場
合
、

力
の
及
ぶ
か
ぎ
り
あ
ら
ゆ
る
方
法
に
よ
っ
て
軍
の
衛
生
活
動
を
支
援
す
る
も
の
と
す
る
。

第
５
条　

戦
時
に
お
い
て
交
戦
国
の
「
中
央
委
員
会
」
は
そ
の
力
の
及
ぶ
か
ぎ
り
そ
れ
ぞ
れ

の
軍
隊
に
衛
生
活
動
の
た
め
の
救
援
物
資
を
配
給
す
る
も
の
と
し
、
特
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
組
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織
し
活
動
に
従
事
さ
せ
、
軍
当
局
と
協
議
の
う
え
、
負
傷
者
を
看
護
す
る
場
所
を
設
け
る
も
の

と
す
る
。

　

こ
れ
ら
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
は
、
ど
の
よ
う
に
識
別
さ
れ
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
一
般
市
民
と

区
別
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
ま
た
、
決
議
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

第
８
条　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
救
護
員
は
、
す
べ
て
の
国
に
お
い
て
同
一
の
識
別
標
章
と
し
て
、

白
地
に
赤
十
字
の
腕
章
を
つ
け
る
も
の
と
す
る
。

　

デ
ュ
ナ
ン
が
非
常
に
重
要
視
し
た
「
中
立
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
同
会
議
で
採
択
さ
れ
た
３
つ

の
勧
告
の
う
ち
の
２
番
目
に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
戦
争
時
に
お
い
て
、
交
戦
国
は
野
戦
病
院
お
よ
び
陸
軍
病
院
の
中
立
を
宣
言
し
、
ま
た
、
そ
の

中
立
は
、
公
的
医
療
要
員
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
救
護
員
、
負
傷
者
の
救
護
に
あ
た
る
当
事
国
の
住
民
、
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13）現在は、赤十字国際委員会（ICRC）と名称が変わった「５人委員会」による第１回目の会合が開かれた 1863 年 2 月 17 日を
その創設日とし、「赤十字誕生の日」としている
14）19 世紀から 20 世紀初頭にかけてドイツ北西部を統治した王国 

15）19 世紀から 20 世紀初頭にかけてドイツ南部を統治した領邦国家 

16）現在のドイツ北部からポーランド西部を治めた王国。首都はベルリン

17）ドイツ北部で 14 世紀から続いた公国の流れをくむこの大公国は、19 世紀から 20 世紀半ばまで存在した領邦国家

18）中世からハンザ同盟の中心的存在であった帝国都市。この時期は自由都市としてドイツ連邦の一員であった

お
よ
び
負
傷
者
自
身
に
関
し
て
も
同
様
に
、
完
全
に
無
条
件
で
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」

　

こ
の
す
べ
て
の
基
盤
と
な
る
赤
十
字
規
約
の
末
尾
に
記
さ
れ
た
日
付
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。
１
８
６
３
年
10
月
29
日
が
、
赤
十
字
誕
生
の
日
13）
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
２
カ

月
と
た
た
な
い
う
ち
に
、「
負
傷
軍
人
救
護
の
国
際
委
員
会
（
以
下
、「
国
際
委
員
会
」）」
＿
＿

こ
れ
が
「
５
人
委
員
会
」
が
採
用
し
た
名
称
だ
っ
た
＿
＿
は
、
最
初
の
中
央
委
員
会
が
ヴ
ュ
ル

テ
ン
ブ
ル
ク
王
国
14）
に
設
立
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
喜
ん
だ
。
そ
の
後
、
事
は
急
速
に
進
ん
だ
。

１
年
以
内
に
、
さ
ら
に
９
つ
の
中
央
委
員
会
が
設
立
さ
れ
、
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
大
公
国
15）
、
ベ

ル
ギ
ー
、プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
16）
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
（
の
ミ
ラ
ノ
）、
メ

ク
レ
ン
ブ
ル
ク
大
公
国
17）
、
ス
ペ
イ
ン
、
そ
し
て
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
18）
に
中
央
委
員
会
が
で
き
た

の
で
あ
る
。

　

モ
ア
ニ
エ
に
と
っ
て
、
あ
る
考
え
を
採
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
実
行
に
移
す
こ
と

を
意
味
し
た
。
再
び
モ
ア
ニ
エ
と
デ
ュ
ナ
ン
は
、
手
分
け
を
し
て
仕
事
に
取
り
組
ん
だ
。
モ
ア
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ニ
エ
は
お
互
い
に
締
結
す
る
こ
と
を
切
望
し
て
い
た
条
約
の
草
案
作
り
を
し
、
一
方
の
デ
ュ
ナ
ン
は
、

こ
れ
ま
で
と
同
様
に
、
自
分
が
得
意
と
す
る
、
い
ま
な
ら
「
広
報
活
動
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
仕
事
に

専
念
し
た
。

　

条
約
締
結
に
向
け
て
の
一
般
的
な
手
続
き
に
は
、
外
交
会
議
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
会
議
の
開

催
準
備
は
一
般
の
国
民
で
は
で
き
な
い
。
外
交
会
議
の
招
集
通
知
は
、
一
国
の
政
府
が
出
す
必
要
が

あ
る
か
ら
だ
。
今
回
の
場
合
は
、
ス
イ
ス
連
邦
政
府
が
自
ら
進
ん
で
会
議
の
招
集
を
宣
言
し
、
し
か

も
そ
の
開
催
地
は
首
都
ベ
ル
ン
で
は
な
く
、
赤
十
字
誕
生
の
地
で
あ
る
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
各
国
政
府
関
係
者
の
関
心
を
引
き
、
こ
の
新
し
い
外
交
文
書
に
署
名
す
る
資

格
の
あ
る
全
権
大
使
を
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
派
遣
す
る
よ
う
政
府
関
係
者
を
説
得
す
る
、
と
い
う
根
回
し

の
仕
事
が
ま
だ
残
っ
て
い
た
。
早
速
デ
ュ
ナ
ン
は
こ
の
仕
事
に
取
り
か
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
諸
邦
に
は
、

す
で
に
デ
ュ
ナ
ン
の
意
見
が
大
方
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
デ
ュ
ナ
ン
の
注
意
は
も
っ
ぱ
ら
フ

ラ
ン
ス
に
向
け
ら
れ
た
。
デ
ュ
ナ
ン
が
、
自
分
の
考
え
を
実
に
熱
く
語
っ
た
の
が
功
を
奏
し
、
フ
ラ

ン
ス
の
外
務
大
臣
ド
ル
ア
ン
・
ド
・
リ
ュ
イ
ス
の
支
持
を
取
り
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
結
果
、

リ
ュ
イ
ス
外
相
は
、
軍
の
衛
生
部
隊
の
「
中
立
」
と
い
う
問
題
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
Ⅲ
世
が
個
人
的
に
関
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心
を
寄
せ
て
い
る
と
駐
在
国
の
政
府
に
伝
え
る
よ
う
、
各
国
に
い
る
フ
ラ
ン
ス
大
使
に
向
け
て
指
令

を
出
し
た
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
の
国
々
に
決
断
を
さ
せ
る
に
は
、
そ
れ
で
十
分
だ
っ
た
。

　

１
８
６
４
年
８
月
８
日
に
始
ま
っ
た
外
交
会
議
に
、
16
カ
国
の
政
府
代
表
が
集
ま
っ
た
。
ど
の
代

表
も
「
国
際
委
員
会
」
が
準
備
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
草
案
を
事
前
に
読
み
込
ん
で
き
て
お
り
、
会
議
の

当
初
か
ら
、
合
意
に
達
し
た
い
と
い
う
真
摯
な
思
い
に
あ
ふ
れ
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
た
。
モ
ア

ニ
エ
が
起
草
し
た
条
約
案
の
文
言
は
、
実
に
見
事
に
書
か
れ
て
い
た
の
で
、
細
部
の
ご
く
わ
ず
か
な

変
更
が
必
要
と
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
歴
史
あ
る
市
役
所
を
会
場

に
し
て
開
か
れ
た
会
議
に
出
席
し
た
全
権
大
使
の
面
々
に
と
っ
て
、
最
終
文
言
を
決
定
す
る
に
は
２
、

３
日
あ
れ
ば
十
分
だ
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
次
の
よ
う
な
条
文
が
含
ま
れ
て
い
た
＿
＿

第
１
条　

野
戦
病
院
お
よ
び
陸
軍
病
院
は
局
外
中
立
と
み
な
す
も
の
と
す
る
。
そ
こ
に
傷
病
者
が

収
容
さ
れ
て
い
る
間
は
、
戦
闘
員
は
こ
れ
を
保
護
し
、
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
２
条　

野
戦
病
院
で
活
動
す
る
監
督
員
、
医
員
、
事
務
員
、
担
架
兵
、
宗
教
要
員
を
含
む
要
員
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1864 年 8 月 22 日に締結されたジュネーヴ条約
署名は条約書の第 7、8 頁で、最初にデュフール将軍、続いてモアニエ
の署名が見える。最終頁は以後も続けて署名が行える体裁になってい
る。外交会議はジュネーヴ市庁舎に現在も残る会議室（後に「アラバマ・
ルーム」と呼ばれる）で行われた。
Ⓒ ICRC Archives

第１頁

第 7 頁 第 8 頁
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は
、
そ
の
職
務
に
従
事
し
、
負
傷
者
を
収
容
し
看
護
に
従
事
す
る
間
は
、
同
様
に
中
立
の
資
格
を
享

受
す
べ
き
も
の
と
す
る
。

第
７
条　

明
瞭
に
識
別
で
き
る
よ
う
、
陸
軍
病
院
、
野
戦
病
院
、
お
よ
び
、
傷
病
者
を
後
送

す
る
移
送
班
に
は
、
各
国
共
通
の
旗
を
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
際
、
い
か
な
る
場
合
に

も
国
旗
を
併
用
す
る
も
の
と
す
る
。

中
立
の
資
格
の
あ
る
者
は
、
腕
章
を
着
用
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
交
付
は
軍
当

局
の
決
定
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

旗
お
よ
び
腕
章
は
、
白
地
に
赤
十
字
と
す
る
。

　　

こ
こ
で
も
、
再
び
赤
十
字
標
章
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
１
年
前
に
は
、
標

章
が
「
国
際
委
員
会
」
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
救
護
員
の
み
を
明
示
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
時
点
で
は
、
そ
の
標
章
の
意
味
合
い
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
た
。

そ
れ
は
、
標
章
を
つ
け
て
い
る
人
に
加
え
て
、
標
章
を
掲
げ
た
車
両
や
建
物
に
、
あ
る
種
の
特
別
な
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地
位
を
与
え
た
点
で
あ
る
。
こ
の
標
章
は
、
西
欧
列
強
が
締
結
し
た
「
戦
地
に
あ
る
軍
隊
の
傷
者
救

護
の
た
め
の
１
８
６
４
年
８
月
22
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
」19）

と
命
名
さ
れ
た
こ
の
正
式
な
条
約
に

よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
人
と
物
を
保
護
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
日
付
も
ま
た
記
憶
に
と
ど
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
10
カ
条
か
ら
成
る
短
い
条
約
の
誕

生
は
、
人
類
史
上
に
お
け
る
画
期
的
な
金
字
塔
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
す
べ
て
の
人
道
法
お
よ
び

戦
争
法
規
に
関
す
る
条
約
全
般
へ
の
道
が
拓
か
れ
た
。
こ
こ
か
ら
、
ハ
ー
グ
条
約
と
、
さ
ら
に
直
接

デンマーク戦争時、アピア博士が身につけ
た赤十字腕章
デンマーク戦争とは、1864 年夏、シュレー
スヴィヒ公国とホルシュタイン公国を巡っ
て勃発した、デンマーク軍とプロイセン・
オーストリア連合軍との戦争（別名「第 2
次シュレースヴィヒ＝ホルシュタイン戦
争」）。腕章裏には「国際委員会」を代表し
てモアニエの署名があり、ルイ・アピア博
士がつけたこの腕章が、赤十字標章が戦場
で使われた最初の事例である。
Ⓒ ICRC Archives

19）別名「赤十字条約」とも呼ばれる
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20）第１回赤十字国際会議

的
に
は
、
後
に
４
つ
の
条
約
に
発
展
す
る
、
現
在
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
が
生
ま
れ
た
の
だ
。

　

こ
れ
以
降
＿
＿
デ
ュ
ナ
ン
自
身
が
捕
虜
の
問
題
に
つ
い
て
の
報
告
者
と
な
っ
た
１
８
６
７
年
の
パ

リ
会
議

20）
を
除
き
＿
＿
デ
ュ
ナ
ン
が
公
式
に
国
際
会
議
に
参
加
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

彼
は
自
分
の
考
え
の
普
及
と
、
外
交
会
議
や
国
際
協
定
に
よ
っ
て
、
戦
争
の
捕
虜
や
海
洋
で
の
負
傷

軍
人
と
難
船
者
、
お
よ
び
、
あ
る
種
の
民
間
人
を
保
護
し
よ
う
と
、
あ
ら
ゆ
る
障
害
に
立
ち
向
か
い

孤
軍
奮
闘
し
た
の
で
あ
る
。
デ
ュ
ナ
ン
な
し
で
、
そ
の
よ
う
な
目
的
す
べ
て
が
達
成
さ
れ
る
に
は
、

ま
だ
何
年
も
の
歳
月
が
流
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

一
方
、
す
で
に
そ
の
こ
ろ
に
は
、「
国
際
委
員
会
」
の
内
部
に
不
協
和
音
が
生
じ
て
い
た
。
デ
ュ
ナ

ン
が
答
え
る
気
に
も
な
れ
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
が
彼
自
身
に
向
け
ら
れ
、
モ
ア
ニ
エ
の
デ
ュ
ナ
ン

に
対
す
る
態
度
に
も
不
信
感
が
見
て
と
れ
た
。
外
交
会
議
の
開
催
を
控
え
た
１
８
６
４
年
５
月
25
日

に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
非
難
に
嫌
気
が
さ
し
た
デ
ュ
ナ
ン
が
、
モ
ア
ニ
エ
に
手
紙
を
書
い
て
い
る
。

「
さ
て
、我
々
の
仕
事
の
前
進
と
発
展
に
向
け
て
私
が
貢
献
で
き
そ
う
な
こ
と
は
、す
べ
て
や
っ

て
き
た
と
存
じ
ま
す
。
私
は
き
っ
ぱ
り
と
身
を
引
き
た
い
の
で
す
。
こ
の
仕
事
に
積
極
的
に
か
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か
わ
る
こ
と
は
や
め
ま
す
か
ら
、
も
う
私
を
当
て
に
し
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
。
私
は
舞
台
裏

に
引
っ
込
む
つ
も
り
で
お
り
ま
す
。
事
業
は
す
で
に
緒
に
就
き
ま
し
た
。
私
は
神
の
御
手
に
あ

る
道
具
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
の
事
業
を
推
し
進
め
て
い
く
に
は
、
私
よ
り

も
っ
と
適
任
の
方
々
が
い
る
は
ず
で
す
。」

　　

モ
ア
ニ
エ
は
デ
ュ
ナ
ン
の
辞
意
に
異
を
唱
え
た
。そ
の
結
果
、デ
ュ
ナ
ン
は
そ
の
慰
留
を
受
け
入
れ
、

１
８
6
7
年
ま
で
「
国
際
委
員
会
」
の
書
記
職
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
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21) 普
ふ お う

墺戦争。1866 年、ドイツ統一をめぐりプロイセンとオーストリアとの間で行われ
た戦争。シュレースヴィヒ・ホルシュタイン問題が発端で、プロイセンが圧勝した

６
．
栄
光
の
日
々

　

１
８
６
６
年
６
月
、
プ
ロ
イ
セ
ン
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の
間
で
「
７
週
間
戦
争
」21）

が
勃
発
し
た
。

　

赤
十
字
に
関
し
て
、
旧
態
依
然
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
の
対
応
は
遅
れ
て
い
た
。
当
時
、
ウ
ィ
ー

ン
に
は
「
国
際
委
員
会
」
が
ま
だ
存
在
せ
ず
、同
国
政
府
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
に
加
入
し
て
い
な
か
っ

た
。
他
方
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
状
況
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
た
。
す
で
に
多
く
の
赤
十
字
社
が
き
ち
ん

と
設
立
さ
れ
て
お
り
、
誰
も
が
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
。
こ
の
差
異
は
す
ぐ
に
、

と
て
も
顕
著
な
形
で
露
呈
し
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
衛
生
部
隊
は
極
め
て
お
粗
末
な
状
況
だ
っ
た
の

に
対
し
、
プ
ロ
イ
セ
ン
は
、
優
れ
た
装
備
を
整
え
、
見
事
に
訓
練
さ
れ
た
医
療
救
護
班
が
軍
医
と
衛

生
兵
を
支
援
し
て
い
た
。プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
は
、敵
側
に
な
ん
ら
互
恵
的
見
返
り
を
求
め
る
こ
と
な
く
、

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
を
厳
正
に
適
用
し
た
。
そ
の
結
果
は
、
戦
死
者
数
に
歴
然
と
現
れ
た
。
死
者
の
数

が
あ
ま
り
に
多
か
っ
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
、「
７
週
間
戦
争
」
の
終
結
を
待
た
ず
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約

に
加
入
し
た
。

　

勝
利
し
た
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
が
ボ
ヘ
ミ
ア
か
ら
凱
旋
す
る
と
、
ベ
ル
リ
ン
は
歓
呼
し
て
迎
え
た
。
首
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都
全
体
が
歓
喜
に
酔
い
し
れ
て
い
た
。
軍
隊
は
凱
旋
門
を
く
ぐ
り
旗
で
飾
ら
れ
た
街
路
を
行
進
し
た
。

そ
の
と
き
、
き
ら
び
や
か
な
軍
服
に
身
を
包
ん
だ
人
々
に
交
じ
っ
て
貴
賓
席
に
い
る
黒
い
フ
ロ
ッ
ク

コ
ー
ト
姿
の
男
性
が
人
目
を
引
い
た
。
そ
の
人
物
こ
そ
、ア
ウ
グ
ス
タ
女
王

22）
に
招
か
れ
た
ア
ン
リ
ー
・

デ
ュ
ナ
ン
で
あ
っ
た
。
女
王
は
、
自
ら
負
傷
兵
を
看
護
し
、
赤
十
字
標
章
の
も
と
に
あ
る
団
体
の
利

点
を
高
く
評
価
し
て
い
た
。

　

そ
の
夜
、デ
ュ
ナ
ン
は
プ
ロ
イ
セ
ン
王
室
に
招
か
れ
た
。ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
Ⅰ
世
は
デ
ュ
ナ
ン
に
、ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
条
約
に
対
す
る
自
ら
の
称
賛
の
思
い
と
重
要
性
を
明
言
し
た
。

赤十字腕章をつけたアウグスタ女
王〈1811―1890〉
デュナンの考えに感銘を受けたア
ウグスタ女王は、プロイセンで「愛
国婦人会」を組織して平時からボ
ランティア看護師の養成を行い、
赤十字活動を精力的に推進した。
Ⓒ ICRC Archives

22) プロイセン王で、後の初代ドイツ皇帝ヴィルヘルムⅠ世の妃
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さ
ら
に
数
日
後
、
デ
ュ
ナ
ン
は
再
び
宮
殿
に
招
か
れ
た
。
ア
ウ
グ
ス
タ
女
王
は
、
デ
ュ
ナ
ン
の
名

誉
を
称
え
る
た
め
に
赤
十
字
の
腕
章
を
つ
け
て
お
り
、
晩
餐
後
に
は
デ
ュ
ナ
ン
と
ゆ
っ
く
り
と
懇
談

し
た
。
女
王
は
『
ソ
ル
フ
ェ
リ
ー
ノ
の
思
い
出
』
を
読
ん
だ
と
き
の
感
動
を
話
し
、
自
分
は
デ
ュ
ナ

ン
の
信
奉
者
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
理
由
で
、
コ
レ
ラ
の
危
険
を
も
か
え
り
み
ず
、
負
傷
兵
の
看
護

に
出
向
く
こ
と
を
自
ら
の
使
命
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
た
。
デ
ュ
ナ
ン
は
望
外
の
喜
び
で

胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
。
ま
さ
に
、
こ
れ
ま
で
の
功
労
が
報
わ
れ
た
瞬
間
で
あ
り
、
彼
の
仕
事
に

こ
れ
以
上
の
誉
め
言
葉
が
他
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
デ
ュ
ナ
ン
に
と
っ
て
、
人
生
の
絶

頂
を
実
感
さ
せ
る
で
き
ご
と
だ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
の
荊い

ば
らの

日
々
も
す
ぐ
そ
こ
ま
で
迫
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
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７
．
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
街
と
の
決
別

　

問
題
の
中
に
は
、放
っ
て
お
い
て
も
自
然
に
解
決
す
る
も
の
が
あ
る
が
、不
幸
に
も
、「
モ
ン
ス・
ジ
ェ

ミ
ラ
製
粉
」
が
抱
え
て
い
た
問
題
は
そ
う
は
い
か
な
か
っ
た
。
社
長
で
あ
る
デ
ュ
ナ
ン
が
負
傷
兵
の

命
を
救
う
た
め
に
費
や
し
て
い
た
４
年
間
は
、
そ
の
会
社
の
状
況
を
改
善
す
る
の
に
は
少
し
も
役
に

立
た
な
か
っ
た
。
何
も
か
も
が
崩
れ
か
け
て
い
て
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
も
う
ひ
と
揺
れ
で
、
事
業
全

体
が
破
綻
す
る
状
況
に
な
っ
て
い
た
。

　

１
８
６
７
年
、
デ
ュ
ナ
ン
も
そ
の
理
事
会
に
名
を
連
ね
て
い
た
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
信
託
銀
行
が
倒
産
し

た
。商
事
裁
判
所
は
理
事
会
に
厳
し
い
判
決
を
下
し
た
が
、デ
ュ
ナ
ン
の
名
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
１
年
後
の
民
事
裁
判
所
で
の
訴
訟
で
は
、
理
事
会
の
メ
ン
バ
ー
全
員
が
有
罪
判
決
を

受
け
、
さ
ら
に
デ
ュ
ナ
ン
だ
け
が
仲
間
を
「
故
意
に
だ
ま
し
た
」
と
い
う
詐さ

ぎ欺
罪
に
も
問
わ
れ
た
。

　

デ
ュ
ナ
ン
は
そ
の
一
撃
で
す
っ
か
り
打
ち
の
め
さ
れ
て
し
ま
い
、
破
産
宣
告
を
受
け
、
百
万
フ
ラ

ン
近
い
負
債
を
負
う
こ
と
に
も
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
知
ら
せ
を
パ
リ
で
受
け
取
っ
た
デ
ュ
ナ
ン

は
、
そ
の
後
、
自
分
の
故
郷
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
を
二
度
と
目
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
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23) フランス皇帝ナポレオンⅢ世の妃

　

後
年
、
デ
ュ
ナ
ン
は
、
と
き
に
は
歩
道
の
ベ
ン
チ
や
駅
の
待
合
室
で
夜
を
明
か
す
ま
で
に
落
ち
ぶ

れ
た
と
、
悲
惨
だ
っ
た
自
分
に
つ
い
て
明
か
し
て
い
る
。
パ
ン
屋
の
前
を
通
り
が
か
っ
た
と
き
に
は
、

腹
が
鳴
っ
て
ど
う
し
よ
う
も
な
か
っ
た
し
、
靴
下
は
穴
だ
ら
け
だ
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
隠
す
の
に
か

か
と
に
墨
を
塗
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

そ
ん
な
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
１
８
６
７
年
7
月
7
日
に
彼
は
、
ウ
ジ
ェ
ニ
ー
皇
后

23）
か
ら
パ

リ
の
テ
ュ
イ
ル
リ
ー
宮
殿
へ
来
る
よ
う
招
か
れ
た
。
皇
后
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
を
海
軍
の
兵
士
に

も
拡
げ
る
た
め
に
草
案
を
準
備
す
る
よ
う
デ
ュ
ナ
ン
に
依
頼
し
、
一
方
の
デ
ュ
ナ
ン
は
、
捕
虜
の
窮

状
に
配
慮
が
必
要
だ
と
訴
え
た
の
だ
っ
た
。

　
「
国
際
委
員
会
」
で
は
デ
ュ
ナ
ン
へ
の
疑

念
が
膨
ら
ん
で
い
た
。
す
で
に
１
８
６
７
年

の
夏
、
第
一
審
の
判
決
が
下
さ
れ
る
以
前
か

ら
、
モ
ア
ニ
エ
は
デ
ュ
ナ
ン
を
委
員
会
か
ら

排
除
し
よ
う
と
画
策
し
て
い
た
。

　

１
８
６
７
年
８
月
25
日
、
ち
ょ
う
ど
パ
リ

ナポレオンⅢ世の妃、ウジェニー
皇后〈1826―1920〉
1860 年ごろ。
C via Wikimedia Commons
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の「
万
国
博
覧
会
」の
と
き
に
赤
十
字
社
の
会
議
に
出
席
し
た
デ
ュ
ナ
ン
は
、母
親
に
手
紙
を
書
き
送
っ

て
い
る
。

　
　
　

「
私
は
モ
ア
ニ
エ
氏
と
面
識
が
あ
る
よ
う
な
素
ぶ
り
は
見
せ
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
彼
も
私
の
ほ
う

へ
近
寄
ろ
う
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
た
ち
は
お
互
い
に
、
目
も
合
わ
せ
な
け
れ
ば
、
口
を
き
こ

う
と
も
し
な
か
っ
た
の
で
す
。」

　

し
か
し
、
赤
十
字
の
会
議
で
は
、
そ
の
最
初
の
会
合
で
、
デ
ュ
ナ
ン
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
プ
ロ
イ
セ
ン
そ
し
て
ス
ペ
イ
ン
の
各
国
「
中
央
委
員
会
」
か
ら
名
誉
会
員
に
推
薦

さ
れ
、
さ
ら
に
彼
は
、
ギ
ュ
ス
タ
ー
フ
・
モ
ア
ニ
エ
、
デ
ュ
フ
ー
ル
将
軍
と
共
に
「
万
国
博
覧
会
金
賞
」

を
受
賞
し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
先
立
ち
、
８
月
25
日
に
デ
ュ
ナ
ン
は
「
国
際
委
員
会
」
宛
て
に
も
書
簡
を
送
っ
て
お
り
、

９
月
８
日
に
ギ
ュ
ス
タ
ー
フ
・
モ
ア
ニ
エ
は
そ
れ
を
他
の
委
員
に
向
け
て
読
み
あ
げ
て
い
る
。
そ
の

書
簡
の
中
で
デ
ュ
ナ
ン
は
、
委
員
会
の
書
記
を
辞
任
す
る
と
表
明
し
た
の
だ
っ
た
。
会
合
の
議
事
録
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に
は
、
こ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
当
委
員
会
の
書
記
職
の
み
で
な
く
、
委
員
会
の
委
員
の
職
も
辞
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
旨
、
返

答
を
送
る
こ
と
と
す
る
。」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　

19
世
紀
末
の
当
時
は
、
倒
産
に
伴
う
信
用
失
墜
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
カ
ル
ヴ
ァ

ン
24）
の
街
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
、
破
産
宣
告
を
受
け
た
人
間
が
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
代
償
で
あ
っ
た
。

24) ジャン・カルヴァン〈1509 年―1564 年〉はキリスト教宗教改革の指導者のひとりで、
ジュネーヴはカルヴァン主義が実践された地として知られる。カルヴァン主義では、何も持
たない者や役に立たない者を神は零

れいらく
落させるとされた
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８
．
忘
却
の
淵
か
ら

　

１
８
７
０
年
、
プ
ロ
イ
セ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
間
で
戦
争

25）
が
始
ま
っ
た
と
き
、
デ
ュ
ナ
ン
の
経

済
状
況
は
少
し
も
よ
く
な
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
彼
は
ど
の
よ
う
な
超
人
的
努
力
で
、
人
々
の
忘
却

の
淵
か
ら
這
い
あ
が
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？　

そ
れ
は
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
デ
ュ
ナ
ン

は
、
さ
ら
に
多
く
の
負
傷
者
を
救
う
た
め
に
、
再
び
こ
の
世
の
表
舞
台
に
登
場
し
た
の
だ
っ
た
。

　

１
８
６
７
年
７
月
７
日
に
、
パ
リ
で
ウ
ジ
ェ
ニ
ー
皇
后
か
ら
テ
ュ
イ
ル
リ
ー
宮
殿
に
招
か
れ
た
と

き
、
デ
ュ
ナ
ン
は
皇
后
と
か
な
り
長
時
間
に
わ
た
っ
て
話
を
す
る
機
会
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し

て
ほ
し
い
。
そ
の
と
き
に
皇
后
は
「
負
傷
し
た
水
兵
や
難
破
船
の
兵
士
、
す
べ
て
の
国
の
救
援
船
や

そ
の
乗
組
員
た
ち
が
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
が
宣
言
す
る
中
立
の
恩
恵
を
享
受
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
」

と
い
う
熱
い
思
い
を
デ
ュ
ナ
ン
に
語
っ
た
。

　

１
８
７
０
年
８
月
20
日
、
デ
ュ
ナ
ン
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
を
さ
ら
に
一
歩
進
め
る
た
め
の
新
た
な

計
画
に
つ
い
て
知
ら
せ
る
書
簡
を
ウ
ジ
ェ
ニ
ー
皇
后
に
送
っ
て
い
る
。

　
　
　

25) 普
ふ ふ つ

仏戦争。1870 年〜 71 年、プロイセンを中心とするドイツ諸邦とフランスと
の間で行われた戦争。この結果、プロイセンが大勝してドイツ統一を果たし、フラ
ンスはナポレオンⅢ世が退位に追い込まれた
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「
皇
后
陛
下
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
負
傷
者
の
搬
送
先
と
な
る
街
を
中
立
と
す
る
よ
う
、
プ
ロ

イ
セ
ン
に
提
案
す
る
こ
と
に
、計
り
知
れ
ぬ
意
義
が
あ
る
と
は
お
考
え
に
な
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
ょ

う
か
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
負
傷
者
は
戦
闘
に
よ
る
危
険
か
ら
保
護
さ
れ
る
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。」

　

こ
の
提
案
が
実
を
結
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
根
本
に
あ
る
理
念
の
種
は
蒔
か
れ
、

後
に
、
交
戦
国
は
負
傷
者
や
難
民
を
保
護
す
る
こ
の
種
の
安
全
地
帯
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

デ
ュ
ナ
ン
が
精
力
的
に
活
動
に
力
を
注
い

だ
の
で
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
の
こ
と
を
一
度

は
完
全
に
忘
れ
て
し
ま
っ
た
か
に
見
え
た
フ

ラ
ン
ス
政
府
も
、
条
約
文
を
公
式
に
刊
行
す

る
こ
と
を
決
め
た
。
デ
ュ
ナ
ン
は
、
特
に
、

負
傷
者
を
救
護
す
る
た
め
の
努
力
を
次
々
に

ウ ジ ェ ニ ー 皇 后 に 宛 て た、
1870 年 8 月 20 日付のデュナ
ンの手紙
Ⓒ ICRC Archives
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重
ね
て
い
っ
た
。
彼
は
、「
フ
ラ
ン
ス
国
際
委
員
会
」
が
戦
地
に
派
遣
す
る
救
護
隊
に
自
ら
も
参
加
し

た
。
12
年
前
の
カ
ス
テ
ィ
リ
オ
ー
ネ
の
と
き
と
同
様
に
、
デ
ュ
ナ
ン
は
パ
リ
へ
搬
送
さ
れ
て
戻
っ
て

き
た
負
傷
者
た
ち
を
慰
問
し
た
。
さ
ら
に
死
者
の
身
元
を
確
認
で
き
る
よ
う
に
認
識
票
の
シ
ス
テ
ム

を
導
入
し
、
ま
た
、
彼
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
無
法
者
の
武
装
農
民
と
し
て
狙
撃
さ
れ
な
い
よ
う
に
、

軍
服
で
は
な
い
が
チ
ュ
ニ
ッ
ク

26）
を
着
て
い
る
」
不
正
規
軍
兵
士
や
遊
撃
志
願
兵
に
対
し
て
、
交
戦

国
兵
士
の
地
位
を
与
え
る
問
題
に
つ
い
て
も
忙
し
く
動
き
回
っ
た
。
デ
ュ
ナ
ン
は
す
で
に
ゲ
リ
ラ
軍

の
保
護
の
容
認
に
向
け
て
も
奮
闘
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

１
８
７
１
年
の
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
と
き
は
、
デ
ュ
ナ
ン
は
単
に
同
情
を
示
す
だ
け
で
な
く
、

と
て
も
勇
猛
果
敢
に
行
動
し
た
。
並
々
な
ら
ぬ
勇
気
を
も
っ
て
、
パ
リ
の
革
命
政
府
側
か
ら
多
く
の

犠
牲
者
を
救
い
出
し
、
ま
た
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
の
臨
時
国
防
政
府
が
過
激
な
攻
撃
を
仕
掛
け
る
の
で

は
な
い
か
と
恐
れ
た
デ
ュ
ナ
ン
は
、そ
れ
を
阻
止
せ
ん
と
、臨
時
政
府
の
代
表
だ
っ
た
ア
ド
ル
フ
・
テ
ィ

エ
ー
ル
に
嘆
願
す
る
た
め
に
命
を
賭
し
て
戦
線
を
行
き
来
し
た
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
デ
ュ
ナ
ン
に
は
疑
い
の
目
が
向
け
ら
れ
た
。
こ
の
男
は
い
っ
た
い
何
者

な
の
か
？　

ド
イ
ツ
の
た
め
に
働
く
ス
パ
イ
か
？　

は
た
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
政
府
が
逮
捕
し

26) 詰襟で腰丈の上着
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て
投
獄
し
、
処
刑
し
よ
う
と
血
眼
に
な
っ
て
捜
し
て
い
る
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
の
一
員
な
の

か
？　
「
国
際
労
働
者
協
会
（
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ワ
ー
キ
ン
グ
・
メ
ン
ズ
・
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ

ン
）」
と
、
赤
十
字
の
仕
事
を
示
す
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
と
い
う
言
葉
で
、
ち
ょ
っ
と
し
た
混

乱
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
警
察
に
そ
の
よ
う
な
微
妙
な
区
別
を
期
待
す
る
の
は
、
土
台

無
理
な
話
で
あ
っ
た
。
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９
．
見
果
て
ぬ
夢
の
先
へ
＿
＿
理
想
と
現
実
の
狭
間
で

　

か
く
し
て
平
穏
が
戻
っ
て
き
た
も
の
の
、
デ
ュ
ナ
ン
は
自
ら
が
目
撃
し
た
い
ろ
い
ろ
な
利
己
主
義

や
卑
劣
な
行
為
に
嫌
気
が
さ
し
、
再
び
極
貧
生
活
の
日
々
へ
と
身
を
沈
め
た
。
ま
る
で
ド
ン
・
キ
ホ
ー

テ
の
よ
う
に
。と
は
い
っ
て
も
、ロ
バ
の
ロ
シ
ナ
ン
テ
と
忠
実
な
従
士
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
は
い
な
か
っ

た
が
、
さ
ら
な
る
広
い
視
野
を
捜
し
求
め
た
の
だ
っ
た
。
頭
の
中
は
、
い
く
つ
も
の
壮
大
な
計
画
で

い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
。
も
し
紛
争
が
、
国
際
法
に
基
づ
い
た
「
国
際
仲
裁
裁
判
所
」
の
法
廷
で
、
国
際

的
権
威
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
こ
の
世
の
中
が
ど
う
な
る
の
か
が
彼
に
は
わ
か
っ
て
い

た
。
そ
の
た
め
に
は
、
世
論
を
醸
成
し
、
思
想
の
幅
を
拡
げ
、
理
念
を
平
和
の
構
築
へ
と
向
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

　

１
８
６
６
年
に
着
手
し
て
い
た
「
国
際
図
書
館
」
の
計
画
に
つ
い
て
、
デ
ュ
ナ
ン
は
、
そ
れ
を
再

開
す
る
こ
と
が
不
可
能
だ
と
わ
か
っ
た
。
１
８
６
９
年
に
パ
リ
で
最
初
の
刊
行
物
が
発
行
さ
れ
た
と

た
ん
に
、
普ふ

お
う墺

戦
争
が
勃
発
し
た
か
ら
で
あ
る
。
手
元
に
残
っ
た
の
は
、
も
う
二
度
と
換
金
で
き
な

く
な
っ
た
10
万
フ
ラ
ン
の
債
権
だ
け
だ
っ
た
。
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27) UNESCO（国際連合教育科学文化機関）

「
私
が
費
や
し
た
時
間
と
労
力
は
す
べ
て
む
だ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
考
え
は
よ
か
っ

た
の
だ
が
…
…
」

　

実
際
に
、「
ユ
ネ
ス
コ
」27）

へ
の
萌
芽
が
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
デ
ュ
ナ
ン
は
、
少
な
く
と
も
１
８
６
６
年
以
来
温
め
て
き
た
そ
の
他
の
２
つ
の
大

き
な
計
画
を
提
唱
し
て
歩
い
た
。
す
な
わ
ち
、「
ユ
ダ
ヤ
人
の
パ
レ
ス
チ
ナ
へ
の
再
入
植
」
と
「
捕
虜

の
保
護
」
に
つ
い
て
の
計
画
で
あ
る
。
デ
ュ
ナ
ン
の
パ
レ
ス
チ
ナ
構
想
に
つ
い
て
は
、
そ
の
計
画
の

現
実
性
と
先
見
的
な
思
考
力
と
い
う
点
で
、
時
代
の
遥
か
先
を
い
っ
て
い
た
の
で
、
当
時
は
誰
か
ら

も
理
解
を
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
唯
一
、１
８
９
７
年
に
ス
イ
ス
の
バ
ー
ゼ
ル
で
開
か
れ
た
第
１
回
シ
オ

ニ
ス
ト
会
議
で
、
国
際
シ
オ
ニ
ズ
ム
運
動
の
主
導
者
の
一
人
で
あ
っ
た
テ
オ
ド
ー
ル
・
ヘ
ル
ツ
ル
が
、

デ
ュ
ナ
ン
を
先
駆
者
だ
と
絶
賛
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

　

現
在
、
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
の
名
を
冠
し
た
木
立
が
、
エ
ル
サ
レ
ム
の
傾
斜
地
に
広
が
る
人
類

の
恩
人
た
ち
に
捧
げ
ら
れ
た
森
の
中
に
茂
っ
て
い
る
。
だ
が
、
デ
ュ
ナ
ン
の
ア
イ
デ
ア
の
多
く
は
、

い
ま
だ
に
実
現
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
の
ア
イ
デ
ア
は
、
疑
い
も
な
く
中
東
問
題
の
平
和
的
解
決
の
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基
盤
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。

　

捕
虜
の
保
護
に
関
し
て
は
、
デ
ュ
ナ
ン
は
最
初
の
外
交
会
議

28）
の
前
の
１
８
６
３
年
に
は
、
す
で

に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
。
１
８
６
７
年
、
パ
リ
会
議
に
向
け
て
、
彼
は
こ
の
問
題
に
関

す
る
報
告
書
を
起
草
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
労
力
に
は
関
係
者
か
ら
何
ら
反
応
が
得
ら

れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
後
に
、
彼
は
再
び
こ
の
難
問
に
取
り
組
み
、
パ
リ
で
特
別
委
員
会
を
立
ち

上
げ
た
。
１
８
７
２
年
６
月
、
パ
リ
か
ら
親
族
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
、
彼
は
こ
う
記
し
て
い
る
。

「
あ
あ
！　

も
し
彼
ら
が
、
私
の
経
験
し
た
困
難
と
苦
悩
、
苦
痛
と
悲
哀
、
そ
し
て
、
ど
う
し
よ

う
も
な
い
ほ
ど
の
貧
窮
を
わ
か
っ
て
さ
え
く
れ
た
な
ら
…
…
い
ま
私
は
、
捕
虜
の
窮
状
に
関
す
る
条

約
を
、
す
べ
て
の
文
明
国
に
受
け
入
れ
て
も
ら
う
た
め
に
設
け
ら
れ
た
国
際
常
置
委
員
会
の
委
員
長

を
務
め
て
い
る
の
で
す
。」

　　

フ
ラ
ン
ス
で
は
自
分
の
主
張
に
耳
を
傾
け
る
ま
で
の
機
が
熟
し
て
い
な
い
と
悟
っ
た
デ
ュ
ナ
ン
は
、

イ
ギ
リ
ス
へ
と
向
か
っ
た
。
ロ
ン
ド
ン
で
行
わ
れ
た
会
合
で
、
デ
ュ
ナ
ン
は
あ
ま
り
の
空
腹
か
ら
卒

28) 第１回ジュネーヴ会議
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倒
し
て
し
ま
い
、
演
説
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
数
日
後
に
は
イ
ギ
リ
ス

南
西
部
の
プ
リ
マ
ス
で
講
演
を
行
い
、「
国
際
仲
裁
裁
判
所
」
の
計
画
を
披
露
し
た
。
こ
う
し
て
、
さ

ら
に
多
く
の
種
子
が
地
に
蒔
か
れ
た
の
だ
…
…
。

　

デ
ュ
ナ
ン
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
固
い
決
意
を
胸
に
秘
め
な
が
ら
も
、
度
重
な
る
苦
労
と
身
を
切
ら

れ
る
よ
う
な
困
窮
に
あ
え
ぐ
２
年
間
の
始
ま
り
だ
っ
た
。
彼
が
め
ざ
し
た
目
標
は
、
捕
虜
の
取
り
扱

い
に
関
す
る
条
項
を
定
め
る
た
め
の
、
新
た
な
外
交
会
議
を
招
集
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

　

１
８
７
３
年
12
月
31
日
、
デ
ュ
ナ
ン
は
親
族
に
宛
て
た
手
紙
で
、
こ
う
書
い
て
い
る
。

「
こ
れ
ま
で
、
あ
ま
り
に
多
く
の
試
練
を
受
け
て
き
ま
し
た
が
、
け
っ
し
て
無
駄
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
経
験
し
た
試
練
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
清
め
ら
れ
、天
国
へ
の
道
が
開
か
れ
る
か
ら
で
す
。

で
す
が
、
そ
の
試
練
は
、
ほ
ん
と
う
に
耐
え
が
た
い
も
の
で
す
。
我
慢
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
身
体

の
苦
痛
や
、
明
日
ど
う
な
る
か
も
わ
か
ら
な
い
恐
れ
と
い
う
よ
り
も
、
あ
な
た
方
の
こ
と
を
思
う
と

き
の
精
神
的
な
苦
悶
と
、
私
の
せ
い
で
あ
な
た
方
に
か
け
て
い
る
心
配
や
迷
惑
や
気
苦
労
を
思
う
と
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き
の
苦
痛
が
耐
え
が
た
い
の
で
す
。
口
に
は
出
し
ま
せ
ん
が
、
と
き
に
は
、
こ
ん
な
絶
望
に
は
も
う

こ
れ
以
上
我
慢
で
き
な
い
と
思
う
と
き
も
あ
り
ま
す
…
…
」

　

そ
ん
な
折
、
ロ
シ
ア
皇
帝
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
Ⅱ
世
が
、
デ
ュ
ナ
ン
を
支
援
す
る
と
約
束
し
た
。
そ

し
て
、
１
８
７
４
年
８
月
に
ロ
シ
ア
が
主
催
国
と
な
り
、
ベ
ル
ギ
ー
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
外
交
会
議

を
開
く
と
い
う
提
案
を
行
っ
て
、
主
要
国
に
会
議
へ
の
参
集
を
促
し
た
の
で
あ
っ
た
。
デ
ュ
ナ
ン
は
、

こ
の
外
交
会
議
で
討
議
の
範
囲
を
拡
大
し
、「
戦
時
下
の
国
際
関
係
に
お
け
る
全
般
的
解
決
」
に
関
す

る
条
項
を
規
定
し
た
い
と
望
ん
で
い
た
。と
こ
ろ
が
、ロ
シ
ア
皇
帝
や
そ
の
閣
僚
た
ち
の
見
解
は
、デ
ュ

ナ
ン
の
そ
れ
と
は
一
致
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
イ
ギ
リ
ス
の
敵
意
の
せ
い
で
、
こ
の
件
に
関
す
る
欧
州
列
強
と
の
間
の
外
交
上
の
理
解
は
妨
げ

ら
れ
る
だ
ろ
う
」
と
デ
ュ
ナ
ン
は
記
し
て
い
る
。

　　

デ
ュ
ナ
ン
が
追
い
求
め
た
捕
虜
条
約

29）
が
、
１
９
２
９
年
に
最
終
的
に
調
印
さ
れ
る
ま
で
に
は
、

29）「1929 年の捕虜の待遇に関するジュネーヴ条約」
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ま
だ
長
い
年
月
を
要
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
間
、
第
一
次
世
界
大
戦
中
に
は
非
常
に
多
く
の
捕
虜
が
収

容
所
に
投
獄
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
の
外
交
会
議
に
お
け
る
討
議
は
、
戦
争
法
規
の
制
定
へ
と
傾
い
て
い
た
。
そ
の

結
果
を
、
デ
ュ
ナ
ン
は
こ
う
記
し
て
い
る
。

「
会
議
は
今
週
中
に
け
り
が
つ
く
だ
ろ
う
。
私
は
終
始
ロ
シ
ア
と
戦
っ
て
き
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ロ

シ
ア
が
戦
争
法
規
の
制
定
を
望
ん
で
い
る
か
ら
だ
。
彼
ら
は
、
戦
争
は
人
類
に
と
っ
て
通
常
の
状
態

で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
そ
う
だ
と
い
う
考
え
を
人
々
に
受
け
入
れ
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
私
と

捕
虜
の
た
め
の
委
員
会
（
と
負
傷
軍
人
の
た
め
の
委
員
会
）
が
、
戦
争
の
避
け
が
た
い
恐
怖
を
軽
減

し
た
い
と
切
に
願
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
だ
。
戦
争
と
は
、
次
世
代
の
人
々
か
ら
す
れ
ば
、
恐

ら
く
狂
気
で
し
か
な
い
、
恐
ろ
し
い
惨
劇
な
の
だ
。」

　

デ
ュ
ナ
ン
の
直
感
は
非
常
に
鋭
く
、
け
っ
し
て
誤
っ
た
方
向
に
進
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
事
実
、

国
際
仲
裁
裁
判
所
が
設
立
さ
れ
、
捕
虜
条
約
が
調
印
さ
れ
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
パ
レ
ス
チ
ナ
に
帰
り
、
世
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界
文
学
の
不
朽
の
名
作
が
あ
ら
ゆ
る
言
語
に
翻
訳
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
。
だ
が
、
そ
の
始

ま
り
に
は
、
な
ん
と
過
酷
な
戦
い
が
待
ち
受
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
！
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10
．
永
遠
の
デ
ュ
ナ
ン

　

も
う
ひ
と
つ
の
日
付
を
明
記
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
以
降
、
デ
ュ
ナ
ン
の
公
人
と
し
て

の
生
涯
が
終
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
日
付
だ
。
１
８
７
５
年
２
月
１
日
、「
黒
人
の
売
買
と
奴
隷
貿

易
の
全
廃
」
を
め
ざ
す
国
際
会
議
が
ロ
ン
ド
ン
で
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
外
交
会
議
は
、
デ
ュ
ナ
ン
が

１
８
７
０
年
の
普ふ

ふ
つ仏

戦
争
の
直
後
に
ま
ず
パ
リ
で
創
設
し
、
後
に
ロ
ン
ド
ン
で
創
設
し
た
「
秩
序
と

文
明
に
関
す
る
世
界
同
盟
」
に
よ
っ
て
招
集
さ
れ
た
。
彼
が
愛
し
て
や
ま
な
い
人
類
の
中
の
、
も
っ

と
も
哀
れ
な
人
々
の
た
め
に
働
き
な
が
ら
、
人
類
の
苦
痛
に
注
意
を
払
お
う
と
、
デ
ュ
ナ
ン
は
人
々

の
良
心
に
向
け
て
自
ら
の
最
後
の
訴
え
を
叫
び
続
け
た
の
だ
っ
た
。

　

そ
れ
か
ら
、
極
貧
生
活
に
転
落
し
た
放
浪
の
10
年
間
が
始
ま
っ
た
。
デ
ュ
ナ
ン
は
、
浮
浪
者
よ
ろ

し
く
施
し
を
受
け
な
が
ら
、
と
き
に
は
、
ほ
ん
の
ひ
と
握
り
の
友
人
た
ち
の
好
意
に
支
え
ら
れ
、
ア

ル
ザ
ス
や
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
を
歩
き
回
っ
た
。
そ
の
中
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
作
曲
家
ジ
ャ
ン
・
ジ
ョ

ル
ジ
ュ
・
カ
ス
ト
ネ
ル
の
未
亡
人
レ
オ
ニ
・
カ
ス
ト
ネ
ル
も
い
た
。
デ
ュ
ナ
ン
は
公
の
場
か
ら
引
退

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
引
き
続
き
誹
謗
中
傷
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
カ
ス
ト
ネ
ル
夫
人
は
、
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１
８
８
８
年
に
自
分
が
亡
く
な
る
ま
で
、そ
ん
な
彼
に
支
援
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。
デ
ュ
ナ
ン
は
ず
っ

と
妬
み
と
悪
意
に
つ
き
ま
と
わ
れ
て
い
た
の
だ
。

　

デ
ュ
ナ
ン
の
生
涯
に
お
け
る
こ
の
時
期
の
知
的
活
動
の
詳
細
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
に
よ
っ
て
明

ら
か
に
な
る
ま
で
に
は
、
ま
だ
相
当
の
時
間
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
い
ま
私
た
ち
に
で
き
る
の
は
、

そ
の
生
涯
の
終
わ
り
に
臨
ん
で
、
豊
か
に
実
を
結
ん
だ
デ
ュ
ナ
ン
の
思
想
か
ら
紡
が
れ
た
、
ハ
イ
デ

ン
で
の
彼
の
知
的
活
動
の
成
果
に
思
い
を
は
せ
る
こ
と
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
豊
か
に
実
を
結
ん
だ
思
想

と
は
、
そ
の
時
代
の
闘
争
や
希
望
や
栄
枯
盛
衰
を
超
越
し
た
天
才
こ
そ
が
持
つ
思
想
で
あ
り
、
20
世

紀
の
大
き
な
対
立
の
中
か
ら
、
人
間
が
人
類
と
し
て
一
体
と
な
り
、
連
帯
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
目

覚
め
、
つ
い
に
は
世
界
に
平
和
を
も
た
ら
し
、
人
類
の
存
続
を
確
実
に
す
る
た
め
の
、
唯
一
の
可
能

な
解
決
方
法
を
世
界
に
対
し
て
提
案
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

デ
ュ
ナ
ン
の
存
在
と
は
、
な
ん
と
変
わ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
！　

最
初
の
34
年
間
の

人
生
は
、
な
ん
ら
目
立
つ
こ
と
も
な
く
、
自
身
の
内
面
の
準
備
と
研
究
と
思
索
と
活
動
の
日
々
で
あ
っ

た
。
そ
れ
に
続
く
５
年
間
は
、『
ソ
ル
フ
ェ
リ
ー
ノ
の
思
い
出
』
の
出
版
か
ら
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
信
託
銀

行
の
倒
産
に
至
る
ま
で
の
名
声
と
成
功
の
日
々
。
次
の
28
年
間
は
貧
困
と
放
浪
と
隠
遁
生
活
の
日
々
。
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そ
し
て
最
後
の
15
年
間
は
、
著
名
人
と
し
て
の
日
々
で
あ
り
、
亡
く
な
る
そ
の
日
ま
で
、
デ
ュ
ナ
ン

は
ハ
イ
デ
ン
の
病
室
を
離
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

１
９
１
０
年
10
月
30
日
、
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
は
こ
の
世
を
去
っ
た
。
彼
の
死
を
終し

ゅ
う
え
ん焉と

呼
ぶ

の
は
正
確
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
彼
の
魂
は
、
む
し
ろ
、
世
界
中
で
も
っ
と
活
躍
す
る
た
め
に
解
き
放

た
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ま
も
彼
は
、
人
々
の
胸
の
内
に
使
命
感
を
呼
び
覚
ま
し
、
よ
き

模
範
と
な
り
、
苦
し
む
人
々
を
救
い
続
け
て
い
る
。
デ
ュ
ナ
ン
の
活
動
は
、
い
ま
な
お
繰
り
返
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
人
が
ど
こ
の
出
身
で
あ
る
か
や
、
誰
に
仕
え
て
い
る
か
に
関
係
な
く
、
男

性
で
あ
れ
女
性
で
あ
れ
、
た
だ
苦
し
ん
で
い
る
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
、
人
間
が
、
苦
し
ん
で
い
る

人
間
を
救
う
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
お
い
て
、
日
々
そ
の
活
動
は
連
綿
と
続
い
て
い
る
の
だ
。
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アンリー・デュナンの墓碑 （スイス、チューリッヒ；ジールフェルト墓地）
Ⓒ Hata/I.H.S.
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　デュナンの墓碑（前頁写真）は、1931 年、デュナン生誕 100 周年
を記念して、スイス、チューリッヒのジールフェルト墓地に建立され
た。デュナンの没後、遺言にしたがって遺体はハイデンからチューリッ
ヒに移され、このジールフェルト墓地で荼毘に付された。しかし、遺
骨は同墓地の納骨棚に収められたまま、墓は作られなかったのである。

　没後およそ 20 年が経過し、チューリッヒのサマリタン協会が発起
人となってスイス全国規模での募金活動により寄付が集められ、この
墓碑が建立された。除幕式は 1931 年 5 月 9 日に行われ、遺骨はその
前日、デュナンの誕生日である 5 月 8 日に納骨棚からこの墓碑の下に
埋葬された。

　墓碑には、ドイツ語で次のように記されている：

J. アンリー・デュナン
1828 年 5 月 8 日ジュネーヴに生まれ、
1910 年 10 月 30 日ハイデンで没す。
ジュネーヴ条約と赤十字の創始者、

崇高なる精神を持った『ソルフェリーノの思い出』の著者、
第 1 回ノーベル平和賞受賞者

これを讃える国民の寄付により建立。
1931 年

　墓碑の彫像は、新約聖書のルカによる福音書 10 章にある、いわゆ
る「よきサマリア人

びと

」の逸話を題材にしている。エルサレムからエリ
コの街に下る途中で、盗賊に襲われたユダヤ人の旅人が瀕死の重傷を
負って道に倒れていた。そこを通りがかったユダヤ人の祭司も、次に
通りがかったレビ人

びと

も、見て見ぬふりをして何もせずに通り過ぎたの
だが、最後に通りがかったサマリア人だけが、その旅人に同情し、隣
人として彼を介抱したという逸話である。
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訳
者
あ
と
が
き

　

赤
十
字
の
創
始
者
で
あ
り
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
を
発
想
し
推
進
し
た
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
の
功

績
や
全
体
像
に
つ
い
て
詳
述
し
た
日
本
語
の
一
般
書
は
、
実
は
意
外
に
少
な
い
。
特
に
そ
の
伝
記
に

つ
い
て
は
、こ
れ
ま
で
に
何
点
か
出
版
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、子
ど
も
向
け
の
偉
人
伝
等
を
除
く
と
、

現
在
、
手
軽
に
入
手
で
き
る
も
の
は
ほ
ぼ
皆
無
に
等
し
い
の
が
実
情
で
あ
る
。

　

本
書
は
、
ピ
エ
ー
ル
・
ボ
ワ
シ
エ
著
『H

enry D
unant

』
の
全
訳
で
あ
る
。
著
者
の
ボ
ワ
シ
エ
は
、

執
筆
当
時
「
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
研
究
所
」
の
所
長
で
あ
り
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）

の
理
事
も
務
め
て
い
た
。
し
か
し
、
１
９
７
４
年
４
月
26
日
、
そ
の
完
成
を
見
ぬ
ま
ま
不
慮
の
事
故

で
急
逝
し
た
。
英
文
原
著
の
初
出
は
、
１
９
７
４
年
8
月
発
行
の
『International Review

 of 

the Red Cross, Vol. 14, N
o.161

』
で
あ
り
、そ
の
後
、同
年
に
「
ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
研
究
所
」

か
ら
抜
き
刷
り
が
冊
子
と
し
て
発
行
さ
れ
た
。
現
在
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
か
ら
そ
の
冊
子
の

Ｐ
Ｄ
Ｆ
版
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

https://w
w

w.icrc.org/eng/resources/docum
ents/publication/p2028.htm
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原
著
の
日
本
語
訳
は
、
過
去
に
一
度
、
日
本
赤
十
字
看
護
大
学
助
教
授
で
あ
っ
た
太
田
成
美
氏
に

よ
っ
て
訳
出
さ
れ
、
１
９
８
８
年
に
『
赤
十
字
の
創
始
者　

ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
』
の
書
名
で
蒼

生
書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
か
ら
30
年
が
過
ぎ
、
残
念
な
こ
と
に
現
在
は
絶
版
で
ま
っ

た
く
入
手
で
き
な
い
。
今
回
新
し
く
訳
出
し
た
本
書
が
こ
の
よ
う
な
状
況
を
少
し
で
も
改
善
し
、
ア

ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
と
赤
十
字
の
理
解
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

訳
出
に
あ
た
っ
て
は
、
日
本
の
読
者
に
な
じ
み
が
薄
い
と
思
わ
れ
る
人
名
や
地
名
、
史
実
や
文
化

背
景
な
ど
に
関
し
て
訳
注
を
付
し
、
そ
の
他
に
も
、
原
著
に
は
な
い
情
報
を
加
筆
し
て
訳
出
し
た
部

分
が
あ
る
。
ま
た
、
原
著
の
発
表
後
に
判
明
し
た
事
実
関
係
を
反
映
し
、
修
正
や
変
更
を
加
え
た
箇

所
が
あ
る
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
し
て
お
く
。
さ
ら
に
、
引
用
さ
れ
た
条
約
の
文
言
等
に
つ
い
て
は
、

正
式
な
日
本
語
訳
で
は
な
く
、
内
容
の
わ
か
り
や
す
さ
を
優
先
し
て
訳
出
し
た
。
同
様
に
、
読
み
や

す
く
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
し
た
い
と
い
う
一
念
か
ら
、
各
章
に
原
著
に
は
な
か
っ
た
章
タ
イ
ト
ル

を
付
し
、
章
立
て
も
一
部
変
更
し
、
原
著
に
は
ま
っ
た
く
入
っ
て
い
な
い
写
真
や
絵
画
の
画
像
等
を

収
録
す
る
工
夫
を
し
た
。

　

末
筆
な
が
ら
、
本
書
の
刊
行
に
際
し
て
著
作
権
許
諾
の
労
を
と
っ
て
く
だ
さ
り
、
ま
た
、
内
容
に
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つ
い
て
も
ご
助
言
を
い
た
だ
い
た
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
駐
日
事
務
所
の
広
報
統
括
官
で
あ
る
眞
壁

仁
美
氏
と
、
私
に
こ
の
よ
う
な
訳
出
の
機
会
を
与
え
て
監
修
し
て
く
だ
さ
っ
た
日
本
赤
十
字
国
際
人

道
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
の
井
上
忠
男
氏
、
そ
し
て
、
多
忙
な
時
間
を
さ
い
て
拙
訳
草
稿
に
目
を
通
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
助
言
や
指
摘
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
日
本
赤
十
字
国
際
人
道
研
究
セ
ン
タ
ー
研

究
員
諸
氏
と
関
係
者
の
皆
さ
ま
に
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
改
め
て
心
か
ら
感
謝
を
申
し
あ
げ
る
。

２
０
１
８
年
10
月
30
日　

デ
ュ
ナ
ン
没
後
一
〇
八
年
目
の
命
日
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

 

　
　
　
　
　

廣
渡
太
郎
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「アンリー・デュナン研究所」について

　本書の著者ボワシエが初代所長を務めた「アンリー・デュ
ナン研究所（Henry Dunant Institute）」は、ボワシエ自身
の発案により、1965 年、デュナンと赤十字に関する研究・
調査、および、赤十字運動の普及・教育活動を主な目的と
して、ICRC、赤十字社連盟（現在の「国際赤十字・赤新月
社連盟（IFRC）」）、スイス赤十字社の三者が合同でジュネー
ヴに設立した教育研究機関である。設立以来 30 余年わた
り、人道教育や研究活動、国際人道法の発展等においてさ
まざまな業績を残してきたが、1999 年に「人道対話のため
のアンリー・デュナン・センター（Henry Dunant Centre 
for Humanitarian Dialogue）」（別名「人道対話センター ; 
Centre for Humanitarian Dialogue」）と改称され、NGO と
して、赤十字以外の人道機関や研究者も含めた人々による運
営へと方針転換がなされた。ここでは赤十字に限定せず、多
様化し複雑化する人道問題に対応するため、人道、公平、独
立の原則に基づき、対話と調停で武力紛争の抑止や解決に取
り組むことを任務とするスイスの私的外交機関の位置づけへ
と変貌を遂げている。
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【著者】ピエール・ボワシエ（Pierre Boissier）

　1920 年、ジュネーヴ生まれ。ジュネーヴ大学で法学を

修めた後、1946 年から ICRC に参加し、1972 年までの

間に、フランス、キプロス、イスラエル、ヨルダン、レバ

ノン、インドの各地で、捕虜の保護や難民問題を中心にさ

まざまな任務を精力的に遂行した。

　一方、1966 年からアンリー・デュナン研究所所長を兼務し、ICRC の歴

史書編纂をはじめ、デュナンや赤十字の研究・教育活動に深く携わる。さら

に、1973 年には ICRC の理事に選出されたが、1974 年、兵役訓練での不

慮の事故により 54 歳の若さで逝去。

　主な著書に、Histoire du Comité International de la Croix-Rouge: De Solférino 

à Tsushima などがある。

【訳者】廣渡太郎（Taro Hirowatari）

　日本赤十字秋田看護大学看護学部教授。日本赤十字国

際人道研究センター研究員。　

　1959 年、東京生まれ。アリゾナ州立大学大学院で英

語教育学と言語人類学を学ぶ。帰国後、講談社インター

ナショナルで編集者として語学教材や日本文学の英訳出版を手がけたのち、

立教大学、日本大学芸術学部で教壇に立ち、その傍ら、NHK のテレビ番組『英

語でしゃべらナイト』で「パックン英検」の企画・監修を担当するなど、英

語教育に力を注いできた。現在は、看護学生への英語教育と赤十字思想の普

及活動に取り組む。

　主な著書に、『パックン辞書』、『間違いだらけのカタカナ英語』、（以上、

GAKKEN）、『時事英語を読んで「話す力」をつける本』（中経出版）、『ビジ

ネスに役立つ英語の音読』（ジャパンタイムズ）など。翻訳書に、バンクシー

著『Wall and Piece』（パルコ）などがある。

Ⓒ ICRC Archives 
(ARR)
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アンリー・デュナンの胸像　（スイス、ジュネーヴ）
ジュネーヴの都心、ヌーヴ広場近くに 1980 年に設置。台座
に「赤十字の創始者」の言葉が刻まれたのは、ジュネーヴでは
これが最初である。
Ⓒ Hirowatari /I.H.S.
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