
は 

し 

が 

き

　
　

二
〇
二
〇
年
、
広
島
は
被
爆
七
五
年
を
迎
え
た
。
奇
し
く
も
こ
の
年
か
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
が
本
格
的
に
世
界
中
に
蔓
延
し

た
。
感
染
症
の
恐
怖
、
生
活
の
先
行
き
不
安
。
職
場
や
学
校
、
さ
ま
ざ
ま
な
集
い
な
ど
、
な
ん
と
か
心
を
つ
な
い
で
き
た
場
所
へ
も
行

け
な
く
な
っ
た
。
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
に
広
島
市
立
大
学
広
島
平
和
研
究
所
で
は
多
く
の
研
究
活
動
を
中
止
せ
ざ
る
を
得
ず
、
教
育

活
動
も
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
被
爆
七
五
年
に
お
け
る
研
究
活
動
と
し
て
、
広
島
平
和
研

究
所
の
す
べ
て
の
教
員
が
執
筆
し
て
『
広
島
発
の
平
和
学
』
を
出
版
す
る
こ
と
を
決
め
た
。

　
「
広
島
発
の
平
和
学
」
と
い
う
の
は
、
広
島
に
あ
る
大
学
ら
し
い
フ
レ
ー
ズ
で
あ
り
、
私
自
身
、
広
島
平
和
研
究
所
の
役
割
や
大
学

院
平
和
学
研
究
科
の
特
徴
を
述
べ
る
と
き
に
、
こ
の
フ
レ
ー
ズ
を
よ
く
使
う
。

　

し
か
し
、「
広
島
発
の
平
和
学
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
、
広
島
平
和
研
究
所
（
一
九
九
八
年
四
月
設
置
）
の
基
本
構
想
で
す
で
に
使
わ

れ
て
い
る
。
基
本
構
想
は
本
研
究
所
の
具
体
的
課
題
の
一
つ
と
し
て
、「
平
和
研
究
の
発
展
に
寄
与
し
つ
つ
、『
広
島
か
ら
発
信
す
る
平

和
学
』
を
構
築
し
て
、
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
模
索
し
て
い
く
」（
四
―
五
頁
）
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
「
広
島
市
の

設
置
し
た
大
学
が
負
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
責
務
」（
五
頁
）
と
記
し
て
い
る
。

　

今
回
の
『
広
島
発
の
平
和
学
』
の
出
版
は
、
い
わ
ば
二
〇
年
越
し
の
宿
題
へ
の
取
組
と
な
る
。
と
い
っ
て
も
、
よ
り
直
接
的
な
き
っ

か
け
は
、
二
〇
一
九
年
四
月
に
大
学
院
平
和
学
研
究
科
（
修
士
課
程
、
現
在
博
士
前
期
課
程
）
を
開
設
し
、
二
〇
二
一
年
四
月
に
博
士
後

期
課
程
を
設
置
し
た
こ
と
に
あ
る
。
な
ぜ
、
広
島
に
き
て
平
和
学
／
平
和
研
究
（
以
下
、
平
和
学
と
記
す
）
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。
東
京
や
関
西
、
あ
る
い
は
欧
州
や
米
国
の
大
学
院
で
学
ぶ
平
和
学
と
ど
こ
が
異
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
す
る
答
え
を
書

物
で
示
し
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　
『
広
島
発
の
平
和
学
』
の
編
集
・
執
筆
を
進
め
る
な
か
で
、
い
く
つ
か
深
く
考
察
し
た
い
課
題
が
浮
か
ん
で
き
た
。

iii



　

ま
ず
、「
広
島
発
」
と
い
う
と
き
の
広
島
と
は
何
か
。
広
島
の
自
己
像
と
諸
外
国
に
お
け
る
広
島
観
は
ど
の
よ
う
に
相
違
し
て
い
る

の
か
。
ま
た
、
広
島
・
長
崎
の
被
爆
に
関
す
る
研
究
を
い
か
に
す
れ
ば
平
和
学
の
理
論
・
概
念
に
取
り
入
れ
、
平
和
学
を
さ
ら
に
発
展

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
、
平
和
学
は
学
際
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
学
際
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
何
か
。

こ
れ
ま
で
に
も
繰
り
返
し
問
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
一
つ
の
事
象
を
さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
分
析
し
、
多
面
的
に
把
握
す

る
。
し
か
し
、
基
本
構
想
は
そ
こ
に
留
ま
ら
ず
、「
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
構
築
し
て
い
く
」
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

さ
ら
に
何
が
必
要
な
の
だ
ろ
か
。
最
後
に
、「
広
島
発
の
平
和
学
」
と
し
て
取
り
上
げ
る
べ
き
多
く
の
テ
ー
マ
を
一
冊
の
本
で
網
羅
的

に
考
察
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
難
し
い
。
加
え
て
、
国
際
関
係
の
理
論
研
究
の
場
合
で
あ
る
が
、
い
か
に
科
学
性
を
追
求
し
よ
う
と
も
、

偏
狭
性
（
パ
ロ
キ
ア
リ
ズ
ム
）
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
議
論
も
あ
る
（K

. J. H
olsti, 

“Theories of International Relations : 

Parochia or International ?

”『
国
際
政
治
』
第
八
五
号
、
一
九
八
七
年
、
一
七
―
三
三
頁
）。
こ
れ
ま
で
見
落
と
し
て
き
た
重
要
な
問
題
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

本
書
は
「
広
島
発
の
平
和
学
」
に
つ
い
て
、
広
島
平
和
研
究
所
の
教
員
全
員
で
取
り
組
む
最
初
の
書
物
で
あ
り
、
こ
う
し
た
課
題
に

た
と
え
一
つ
ず
つ
で
も
果
敢
に
挑
戦
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

二
〇
二
一
年
四
月

 

広
島
平
和
研
究
所
長　

大
芝　

亮　
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