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昭
和
二
十
年
の
夏 

 

 

 

八
月
六
日
の
広
島
原
爆
忌
、
六
十
六
回
目
の
今
年
は
材
木
座
の
休
日
夜
間
診

療
所
の
当
直
の
日
で
あ
っ
た
。 

 

医
学
生
の
頃
は
か
な
り
関
心
も
あ
っ
て
、
兵
庫
県
境
か
ら
広
島
県
境
ま
で
二

日
が
か
り
の
平
和
行
進
に
同
行
し
た
り
、
広
島
の
原
水
禁
世
界
大
会
に
参
加
し

た
年
も
あ
っ
た
が
、
ノ
ド
元
過
ぎ
れ
ば
で
、
忘
れ
て
い
る
こ
と
も
多
く
、
近
年

は
ニ
ュ
ー
ス
で
定
番
に
な
っ
て
い
る
原
爆
ド
ー
ム
と
灯
篭
流
し
の
映
像
を
見
て
、

あ
、
今
年
も
、
と
思
う
だ
け
で
や
り
過
ご
す
こ
と
が
多
か
っ
た
。 

 

六
日
の
夜
、
自
宅
に
居
た
ら
多
分
見
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
テ
レ
ビ
の
特
集
番

組
を
、
夜
間
診
療
所
の
診
察
室
で
欠
伸
を
噛
み
殺
し
な
が
ら
見
始
め
た
が
、
元

軍
人
の
興
味
深
い
証
言
に
す
っ
か
り
惹
き
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。 

 

六
十
年
も
繰
り
返
せ
ば
毎
年
の
回
顧
番
組
に
も
新
味
は
あ
る
ま
い
と
初
め
タ

カ
を
括
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
ど
う
し
て
ど
う
し
て
今
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル

は
力
作
で
あ
っ
た
。
メ
デ
ィ
ア
で
終
戦
秘
話
の
類
が
報
道
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
か
ら
半
世
紀
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
に
、
今
ま
で
知
る
人
ぞ
知
る
で
し
か
な
か

っ
た
六
十
六
年
前
の
事
実
が
、
今
ま
さ
に
そ
の
当
事
者
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
、

し
か
も
語
る
人
の
年
齢
か
ら
察
す
る
に
こ
れ
が
最
後
の
証
言
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

て
、
そ
の
こ
と
に
も
感
動
し
た
。 
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私
に
は
初
耳
の
新
事
実
ば
か
り
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
を
語
る
齢
の
老
兵
士
達

の
お
顔
が
と
て
も
よ
か
っ
た
。 

  

意
外
な
こ
と
に
敗
戦
ま
ぎ
わ
の
日
本
の
防
空
監
視
哨
は
、
中
小
の
都
市
を
片
端

か
ら
爆
撃
し
て
い
た
米
空
軍
の
動
き
を
、
交
錯
す
る
電
波
か
ら
ほ
ぼ
的
確
に
掴

ん
で
い
て
、
大
編
成
の
サ
イ
パ
ン
、
グ
ア
ム
の
Ｂ

の
群
れ
と
は
別
に
、
昭
和

二
十
年
初
夏
か
ら
は
テ
ニ
ア
ン
島
に
も
Ｂ

の
小
集
団
が
出
現
し
た
こ
と
も
判

っ
て
い
た
と
い
う
。 

 

こ
の
六
〇
〇
番
台
の
番
号
で
呼
び
合
う
Ｂ

の
群
が
原
爆
投
下
の
特
殊
訓
練

を
繰
り
返
し
て
い
た
部
隊
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
広
島
を
攻
撃
し
た
エ
ノ
ー
ラ
・

ゲ
イ
号
の
乗
務
員
で
唯
独
り
生
存
し
て
い
る
元
米
空
軍
兵
士
が
証
言
し
て
い
る
。 

 

八
月
六
日
、
広
島
に
「
新
型
爆
弾
」
を
投
下
し
た
一
機
が
、
サ
イ
パ
ン
で
は

な
く
テ
ニ
ア
ン
か
ら
単
独
で
飛
来
し
た
Ｂ

で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
三
日

後
の
八
月
九
日
、
同
じ
グ
ル
ー
プ
の
別
の
一
機
が
単
独
で
豊
後
水
道
か
ら
北
九

州
に
侵
入
し
、
小
倉
上
空
で
反
転
し
て
南
下
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
、
市
ヶ
谷
の

電
波
探
知
班
は
早
朝
か
ら
知
っ
て
い
た
。 

し
か
も
こ
の
朝
テ
ニ
ア
ン
を
発
進
し
て
来
た
こ
の
Ｂ

が
、
そ
の
行
動
か
ら

二
発
目
の
「
新
型
爆
弾
」
を
搭
載
し
て
い
る
と
推
定
し
て
い
た
。 

電
波
探
知
班
の
陸
軍
将
校
は
既
に
亡
く
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
情
報
を
大
本
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営
に
届
け
た
部
下
の
ひ
と
り
が
現
存
し
て
い
て
、
明
確
に
証
言
し
て
い
る
。 

 

長
崎
に
「
新
型
爆
弾
」
が
投
下
さ
れ
る
午
前
十
一
時
よ
り
も
、
五
時
間
も
前

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
刻
、
大
本
営
で
は
戦
争
の
帰
趨
を
決
め
る
御
前
会
議

の
最
中
で
あ
っ
た
。
原
子
爆
弾
と
い
う
言
葉
が
も
う
使
わ
れ
て
い
た
の
か
ど
う

か
は
知
ら
な
い
が
、
そ
の
席
で
の
陸
軍
参
謀
総
長
の
発
言
と
し
て
、 

「
原
子
爆
弾
の
威
力
は
凄
ま
じ
い
と
い
う
が
、
い
く
ら
米
英
で
も
そ
ん
な
に
何

発
も
作
れ
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
の
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
。 

  

長
崎
の
大
村
基
地
に
は
九
州
防
衛
を
任
務
と
す
る
戦
闘
機
部
隊
が
温
存
さ
れ

て
い
た
の
に
、
大
本
営
で
は
九
州
上
空
の
一
機
は
問
題
に
も
さ
れ
な
か
っ
た
の

か
、
そ
の
日
迎
撃
命
令
は
出
さ
れ
て
い
な
い
。
戦
争
末
期
、
日
本
の
空
は
米
軍

機
の
思
う
が
ま
ま
で
、
中
小
の
都
市
へ
の
空
襲
は
数
日
前
の
ビ
ラ
に
よ
る
予
告

付
き
と
い
う
惨
憺
た
る
有
様
で
あ
っ
た
か
ら
、
単
機
で
高
空
を
飛
ぶ
偵
察
機
ら

し
い
Ｂ

は
既
に
珍
し
く
も
な
く
、
テ
ニ
ア
ン
発
進
の
Ｂ

一
機
が
い
か
に
危

険
で
あ
る
か
の
認
識
は
、
残
念
な
が
ら
電
波
探
知
班
だ
け
に
留
ま
っ
た
。 

 

大
村
基
地
で
終
戦
を
迎
え
た
八
十
八
歳
の
戦
闘
機
乗
り
の
元
航
空
兵
は
、 

「
紫
電
改
は
一
万
米
の
高
空
を
飛
ぶ
Ｂ

を
落
す
こ
と
の
出
来
る
戦
闘
機
だ
っ

た
、
あ
の
日
何
故
命
令
が
出
な
か
っ
た
の
か
」
と
訝
る
。
こ
の
人
の
操
縦
す
る

29
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飛
行
機
は
六
日
た
ま
た
ま
兵
庫
か
ら
九
州
へ
飛
ん
で
い
て
、
原
爆
投
下
直
後
の

広
島
上
空
で
爆
風
に
煽
ら
れ
、
辛
う
じ
て
立
ち
直
っ
て
見
下
ろ
し
た
市
街
に
は

先
刻
ま
で
あ
っ
た
何
も
か
も
が
一
切
無
く
な
っ
た
よ
う
に
見
え
た
と
語
っ
て
い

る
。 

  

敗
戦
前
後
の
出
来
事
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
編
ま
れ
た
多
く
の
記
録
で
大
抵

の
こ
と
は
知
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
キ
ノ
コ
雲
の
吹
き
上
が
っ
た

広
島
上
空
に
日
本
の
戦
闘
機
が
飛
ん
で
い
た
こ
と
や
、
遥
か
マ
リ
ア
ナ
海
域
の

米
空
軍
の
動
向
を
掌
握
す
る
電
波
技
術
を
日
本
陸
軍
が
持
っ
て
い
た
こ
と
な
ど

は
知
ら
な
か
っ
た
。
昭
和
十
七
年
四
月
の
京
浜
、
名
古
屋
へ
の
初
空
襲
か
ら
始

ま
っ
た
米
軍
の
焦
土
作
戦
の
目
標
は
、
十
九
年
十
一
月
の
マ
リ
ア
ナ
基
地
群
の

完
成
以
後
、
大
都
市
か
ら
広
く
全
土
の
中
小
都
市
の
全
て
に
拡
大
さ
れ
て
、
日

本
の
空
の
全
て
が
無
防
備
に
な
っ
て
い
た
。
二
十
年
の
春
以
後
は
毎
日
の
よ
う

に
ど
こ
か
の
市
街
地
が
襲
わ
れ
て
い
て
、
日
本
が
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
て

正
式
に
手
を
挙
げ
た
八
月
十
五
日
の
ま
さ
に
そ
の
当
日
に
も
秋
田
、
伊
勢
崎
、

高
崎
、
熊
谷
、
小
田
原
の
五
都
市
が
空
襲
さ
れ
、
死
者
三
七
六
人
、
焼
失
家
屋

六
、
四
七
九
戸
の
損
害
を
出
し
て
い
る
。 

  

国
力
を
比
較
す
れ
ば
日
本
が
ア
メ
リ
カ
と
の
戦
争
に
勝
つ
可
能
性
は
初
め
か
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ら
無
い
。
日
本
が
犠
牲
を
最
小
に
と
ど
め
て
開
戦
の
過
ち
を
正
す
に
は
、
緒
戦

の
戦
果
を
テ
コ
に
し
て
早
期
に
講
和
を
結
ぶ
の
が
最
善
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
ミ

ッ
ド
ウ
ェ
イ
の
敗
北
以
後
そ
の
機
会
は
無
か
っ
た
。 

 

歴
史
に
タ
ラ
レ
バ
を
持
ち
込
ん
で
も
意
味
は
な
い
が
、
昭
和
の
戦
争
指
導
者

た
ち
は
一
貫
し
て
自
分
た
ち
に
都
合
の
良
い
情
報
に
こ
だ
わ
り
、
不
都
合
な
情

報
を
軽
視
す
る
悪
弊
に
陥
っ
て
い
た
こ
と
は
否
め
な
い
。 

 

彼
ら
が
必
敗
の
戦
争
を
何
故
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
は
、
ど
う

考
え
て
も
判
ら
な
い
。
い
っ
た
い
戦
争
を
し
た
か
っ
た
の
は
誰
な
の
だ
。 

負
け
い
く
さ
を
い
か
に
早
く
収
束
さ
せ
て
犠
牲
を
最
小
限
に
止
め
る
か
を
構

想
出
来
な
か
っ
た
日
本
人
の
無
能
と
、
終
戦
を
早
め
て
自
国
軍
隊
の
犠
牲
を
少

な
く
す
る
為
に
は
、
広
島
長
崎
の
市
民
の
惨
苦
は
必
要
な
こ
と
だ
っ
た
と
い
う

米
国
人
の
傲
慢
も
、
許
せ
な
い
。 

 

 

そ
れ
に
し
て
も
二
発
目
の
投
下
目
標
で
あ
っ
た
小
倉
が
視
界
不
良
の
た
め
に

長
崎
に
向
か
い
つ
つ
あ
っ
た
Ｂ

こ
そ
は
、
絶
対
に
撃
墜
す
べ
き
標
的
で
あ
っ

た
こ
と
、
し
か
も
そ
の
た
め
の
機
会
の
十
分
に
あ
っ
た
こ
と
を
、
今
回
初
め
て

知
ら
さ
れ
た
時
の
老
戦
闘
機
乗
り
の
表
情
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

（
神
庫 

二
〇
一
二
年
三
月 

） 
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