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今
、
そ
こ
に
あ
る
意
味

～
あ
る
被
爆
建
物
を
め
ぐ
っ
て
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「
に
ん
げ
ん
を
か
え
せ
」
と
い
う
言
葉
で
原
爆
の
非
人
道
性
を
鋭
く
衝
い
た
詩
人
、
峠
三
吉
ⅰ
。
彼
は
爆

心
地
か
ら
三
キ
ロ
離
れ
た
自
宅
で
閃
光
を
浴
び
た
。

彼
は
一
九
四
五
年
八
月
六
日
の
広
島
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
「
メ
モ
～
覚
え
書
～
感
想
」
を
残
し
て

い
る
。

「
八
・
六
、
午
前
八
時
十
分
敵
三
又
は
四
機
わ
が
広
島
に
新
型
爆
弾
を
投
下
、
広
範
囲
に
及
ぶ
爆
風
と
共

に
、
光
線
に
近
き
熱
波
を
伴
ふ
。（
原
子
爆
弾
）

郊
外
に
近
き
町
を
余
し
た
る
全
市
家
屋
倒
壊
、
屋
内
に
居
た
る
も
の
は
下
敷
と
な
り
発
し
た
る
火
に

よ
っ
て
焼
死
、
戸
外
に
あ
り
た
る
者
は
殆
ん
ど
火
傷
を
受
け
多
く
の
者
死
す
。」

こ
う
書
き
始
め
た
峠
三
吉
は
、
そ
の
後
訪
れ
た
、
広
島
市
街
の
中
南
部
に
位
置
す
る
陸
軍
の
被
服
支
廠
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足
の
ふ
み
場
も
な
く
こ
ろ
が
っ
て
い
る
の
は
お
お
か
た
疎
開
家
屋
の
跡
片
付
に
出
て
い
た
女
学
校

の
下
級
生
だ
が
、
顔
か
ら
全
身
へ
か
け
て
の
火
傷
や
、
赤
チ
ン
、
凝
血
、
油
薬
、
繃
帯
な
ど
の
た
め

に
汚
穢
な
変
貌
を
し
て
も
の
乞
の
老
婆
の
群
の
よ
う
。

壁
ぎ
わ
や
太
い
柱
の
陰
に
桶
や
馬
穴
が
汚
物
を
い
っ
ぱ
い
溜
め
、
そ
こ
ら
に
糞
便
を
な
が
し
、
骨

を
さ
す
異
臭
の
な
か

「
助
け
て　

お
と
う
ち
ゃ
ん　

た
す
け
て

「
水
、
み
づ
だ
わ
！　

あ
あ
う
れ
し
い
う
れ
し
い
わ

「
五
十
銭
！　

こ
れ
が
五
十
銭
！

「
の
け
て　

足
の
と
こ
の　

死
ん
だ
の　

の
け
て
…
…

声
は
た
か
く
ほ
そ
く
と
め
ど
も
な
く
、
す
で
に
頭
を
犯
さ
れ
た
も
の
も
あ
っ
て
な
か
ば
は
も
う
動

か
ぬ
屍
体
だ
が
と
り
の
け
る
人
手
も
な
い
。
と
き
お
り
娘
を
さ
が
す
親
が
厳
重
な
防
空
服
装
で
入
っ

て
来
て
、
似
た
顔
だ
ち
や
も
ん
ぺ
の
縞
目
を
お
ろ
お
ろ
と
の
ぞ
い
て
廻
る
。
そ
れ
を
知
る
と
少
女
た

ち
の
声
は
ひ
と
し
き
り
必
死
に
水
と
助
け
を
求
め
る
。

「
お
ぢ
さ
ん
ミ
ヅ
！　

ミ
ヅ
を
く
ん
で
き
て
！
」

髪
の
な
い
、
片
目
が
ひ
き
つ
り
全
身
む
く
み
か
け
て
き
た
む
す
め
が
柱
の
か
げ
か
ら
半
身
を
起
し
、

へ
し
ゃ
げ
た
水
筒
を
さ
し
あ
げ
ふ
っ
て
み
せ
、
い
つ
ま
で
も
あ
き
ら
め
ず
に
く
り
返
し
て
い
た
が
、

に
つ
い
て
克
明
に
記
し
て
い
る
。

「
被
服
本
廠
負
傷
者
収
容
所
、
附
近
の
田
畑
、
熱
火
に
て
葉
を
ち
り
ち
り
に
巻
く
。

建
物
外
観
コ
ン
ク
リ
ー
ト
巨
大
な
倉
庫
二
階
建
、
小
さ
き
窓
、
鉄
格
子
鉄
扉
皆
歪
む
。

門
前
不
安
な
人
つ
め
か
く
、二
、三
日
し
て
収
容
者
氏
名
（
不
明
の
も
の

―
附
中
二
年
生
等
ア
リ

―
）

貼
り
出
さ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

×

広
き
構
内
白
日
下
に
散
乱
す
る
倒
壊
も
木
造
一
棟
、
人
、
擔
架
右
往
左
往
。

被
服
廠
神
社
の
前
に
て
敬
礼
す
る
者
、
擔
送
者
の
顔
の
上
に
置
く
蓮
の
葉
。」

こ
の
陸
軍
被
服
支
廠
で
峠
が
見
た
惨
状
は
「
倉
庫
の
記
録
」
と
題
し
た
散
文
詩
の
形
で
、
一
九
五
一
年

に
自
費
出
版
さ
れ
た
『
原
爆
詩
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
八
月
六
日
当
日
に
関
す
る
記
述
を
抜
粋
す
る
。

そ
の
日

い
ち
め
ん
蓮
の
葉
が
馬
蹄
型
に
焼
け
た
蓮
畑
の
中
の
、
そ
こ
は
陸
軍
被
服
廠
倉
庫
の
二
階
、
高
い

格
子
窓
だ
け
の
う
す
暗
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
床
。
そ
の
う
え
に
軍
用
毛
布
を
一
枚
敷
い
て
、
逃
げ
て

来
た
も
の
た
ち
が
向
き
む
き
に
横
は
っ
て
い
る
。
み
ん
な
か
ろ
う
じ
て
ズ
ロ
ー
ス
や
も
ん
ぺ
の
切
れ

は
し
を
腰
に
ま
と
っ
た
裸
体
。
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て
い
た
こ
と
に
な
る
。

被
服
支
廠
は
十
三
棟
あ
っ
た
が
、
現
存

し
て
い
る
の
は
四
棟
。
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
り
、
煉
瓦
貼
り
で
、
高
さ
十
五
メ
ー

ト
ル
余
り
の
三
階
建
て
、
長
辺
が
九
一
～

一
〇
五
メ
ー
ト
ル
あ
り
、
い
ず
れ
も
延
べ

面
積
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
前
後
あ
る

巨
大
な
建
物
だ
（
数
値
は
広
島
県
調
べ
）。

記
録
に
よ
る
と
一
九
一
三
（
大
正
二
）

年
に
建
て
ら
れ
、
軍
帽
、
軍
靴
、
ベ
ル
ト
、

ボ
タ
ン
、
肌
着
と
い
っ
た
陸
軍
関
係
の
衣

料
に
留
ま
ら
ず
、
毛
布
や
背
嚢
、
飯
盒
や

水
筒
と
い
っ
た
身
の
回
り
の
品
々
を
製

造
、
修
理
、
保
管
し
て
い
た
。
最
盛
期
に

は
約
二
千
人
が
働
き
、
戦
争
末
期
に
は
徴

用
工
や
学
徒
ら
も
大
勢
動
員
さ
れ
て
い

や
け
ど
に
水
は
い
け
な
い
と
き
か
さ
れ
て
い
る
お
と
な
は
決
し
て
そ
れ
に
と
り
あ
は
な
か
っ
た
の
で
、

多
く
の
少
女
は
叫
び
つ
か
れ
う
ら
め
し
げ
に
声
を
お
と
し
そ
の
子
も
や
が
て
柱
の
か
げ
に
崩
折
れ
る
。

灯
の
な
い
倉
庫
は
遠
く
燃
え
つ
づ
け
る
ま
ち
の
ひ
び
き
を
地
に
つ
た
わ
せ
、
衰
え
て
は
高
ま
る
狂

声
を
こ
め
て
夜
の
闇
に
の
ま
れ
て
ゆ
く
。　
　
　
　
（「
倉
庫
の
記
録
」
よ
り
ⅱ
）

「
灯
の
な
い
倉
庫
」
と
し
て
、
数
多
く
の
死
を
呑
み
込
ん
だ
陸
軍

被
服
支
廠
は
、
七
五
年
経
っ
た
今
も
残
る
数
少
な
い
被
爆
建
物
の

ひ
と
つ
だ
。

広
島
市
南
区
出
汐
町
に
四
棟
が
残
る
「
旧
陸
軍
被
服
支
廠
」
は
、

一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
に
陸
軍
被
服
廠
広
島
出
張
所
と
し
て

設
け
ら
れ
、
二
年
後
に
支
廠
と
な
っ
た
。「
廠
」
と
は
、
も
と
も
と

内
部
に
仕
切
り
の
な
い
建
物
を
意
味
し
、
そ
こ
か
ら
工
場
を
指
す

よ
う
に
な
っ
た
言
葉
だ
。
被
服
本
廠
は
東
京
の
赤
羽
台
に
、
支
廠

は
大
阪
、
広
島
な
ど
に
お
か
れ
た
。
広
島
に
は
被
服
支
廠
の
ほ
か
、

糧
秣
支
廠
、兵
器
支
廠
も
お
か
れ
、い
わ
ゆ
る
「
陸
軍
三
廠
」
が
揃
っ

旧広島陸軍被服支廠（広島市南区）

旧広島陸軍被服支廠の全体図（広島県HPより）
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四
棟
の
建
物
の
う
ち
、
三
棟
は
広
島
県
が
、
一
棟
は
国
が
所
有
し
て
い
る
が
、
一
九
九
五
年
前
後
に
は

「
瀬
戸
内
海
文
化
博
物
館
」
構
想
が
か
な
り
具
体
的
に
検
討
さ
れ
た
。
関
係
者
ⅲ
に
よ
る
と
、
三
棟
を
歴

史
博
物
館
、
技
術
史
博
物
館
、
水
族
館
に
そ
れ
ぞ
れ
割
り
当
て
、
残
り
一
棟
は
、
パ
フ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ー

ツ
系
の
ア
ー
ト
セ
ン
タ
ー
と
す
る
構
想
だ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
外
部
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
か
ら
の
提
案

に
、
地
元
で
検
討
を
重
ね
て
き
た
有
識
者
が
強
く
反
発
し
た
上
に
、
県
議
会
の
有
力
議
員
が
「（
構
想
に

つ
い
て
）
お
れ
は
聞
い
て
い
な
い
ぞ
」
と
へ
そ
を
曲
げ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
現
状
の
建
物
を
活
か
す
前
提

だ
と
予
想
以
上
の
費
用
が
見
込
ま
れ
た
こ
と
か
ら
、
残
念
な
が
ら
こ
の
構
想
は
頓
挫
し
た
。

一
九
九
九
年
頃
か
ら
は
ロ
シ
ア
の
エ
ル
ミ
タ
ー
ジ
ュ
美
術
館
の
分
館
を
誘
致
し
よ
う
と
い
う
検
討
が
始

ま
っ
た
。
だ
が
、
広
島
と
エ
ル
ミ
タ
ー
ジ
ュ
美
術
館
と
の
間
に
接
点
が
特
段
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
集
客

も
見
込
め
ず
持
続
的
な
運
営
が
困
難
だ
と
い
う
理
由
で
誘
致
は
見
送
ら
れ
た
。
至
極
当
然
の
帰
結
だ
っ
た
。

結
局
再
活
用
に
つ
い
て
何
の
進
展
も
な
い
ま
ま
、
被
服
支
廠
は
放
置
さ
れ
続
け
た
。

そ
う
し
た
な
か
、
二
〇
一
九
年
十
二
月
、
広
島
県
は
所
有
す
る
三
棟
の
う
ち
、
一
棟
の
み
外
観
を
残
し
、

二
棟
を
解
体
す
る
方
針
を
明
ら
か
に
し
た
の
だ
。

そ
の
最
も
大
き
な
理
由
は
二
〇
一
七
年
に
行
っ
た
耐
震
性
の
調
査
だ
っ
た
。「
震
度
６
強
の
地
震
で
倒

壊
ま
た
は
崩
壊
す
る
危
険
性
が
高
い
」
と
い
う
の
だ
。
し
か
も
試
算
で
は
耐
震
性
を
高
め
る
改
修
に
は
数

十
億
円
か
か
る
と
い
う
。

た
と
い
う
。

ヒ
ロ
シ
マ
を
描
き
続
け
た
画
家
と
し
て
再
評
価
さ
れ
て
い
る
四
國
五

郎
（
一
九
二
四
～
二
〇
一
四
）
も
一
九
四
二
年
か
ら
三
年
間
こ
こ
で
働

い
た
。

原
爆
に
よ
る
爆
風
で
も
崩
れ
な
か
っ
た
支
廠
は
、
直
後
は
救
護
所
と

し
て
使
わ
れ
た
。

戦
後
は
県
立
工
業
高
校
の
校
舎
、
民
間
物
流
会
社
の
倉
庫
な
ど
と

し
て
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
活
用
さ
れ
た
。
ち
な
み
に
私
が
広
島
で
学
生

生
活
を
送
っ
て
い
た
頃
、
国
が
所
有
す
る
一
棟
の
一
部
は
「
薫
風
寮
」

と
い
う
名
の
学
生
寮
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
た
（
大
学
移
転
に
伴
い

一
九
九
五
年
閉
鎖
）。

か
つ
て
は
広
大
な
敷
地
の
な
か
に
あ
っ
た
被
服
支
廠
だ
が
、
戦
後
、

周
辺
の
住
宅
開
発
が
進
め
ら
れ
、
道
路
ひ
と
つ
隔
て
た
と
こ
ろ
に
一
般

の
住
宅
が
密
集
し
て
建
っ
て
い
る
。

大
正
か
ら
昭
和
、
平
成
か
ら
令
和
へ
と
時
代
を
経
て
き
た
こ
の
建
物

を
再
利
用
し
よ
う
と
い
う
動
き
は
、
こ
れ
ま
で
何
度
も
あ
っ
た
。

旧広島陸軍被服支廠（広島県HPより）
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い
な
が
ら
、
具
体
的
な
被
爆
建
物
の
保
存
等
に
は
手
を
こ
ま
ぬ
く
。
そ
れ
は
戦
後
の
広
島
を
ず
っ
と
貫
い

て
き
た
あ
る
種
の
ジ
レ
ン
マ
で
も
あ
る
。

広
島
の
内
部
で
生
活
し
て
い
る
と
、「
今
、
そ
こ
に
あ
る
意
味
」
に
対
し
て
き
わ
め
て
鈍
感
に
な
っ
て

し
ま
う
。
外
部
か
ら
見
れ
ば
、「
ヒ
ロ
シ
マ
」
に
あ
る
「
被
爆
建
物
」
が
「
そ
の
ま
ま
の
形
で
現
存
し
て

い
る
」
と
い
う
事
実
こ
そ
が
重
要
な
の
だ
が
、
多
く
の
市
民
に
と
っ
て
「
被
爆
地
で
あ
る
こ
と
」
は
あ
ま

り
に
ロ
ー
カ
ル
な
日
常
で
あ
り
、
え
て
し
て
無
関
心
に
陥
っ
て
し
ま
う
傾
向
に
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

こ
れ
ま
で
も
数
多
く
の
被
爆
建
物
が
人
知
れ
ず
解
体
さ
れ
、
姿
を
消
し
て
き
た
。
私
有
で
あ
れ
ば
そ
れ

も
致
し
方
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
だ
が
、
公
共
財
産
と
し
て
、
巨
大
な
被
服
支
廠
が
被
爆
七
五
年
を
経
て

残
っ
て
い
る
意
味
は
、
広
島
を
離
れ
、
世
界
的
な
俯
瞰
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

ま
ず
、
こ
の
建
物
そ
の
も
の
の
価
値
だ
。

一
九
一
三
年
に
完
成
し
た
建
物
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
使
用
さ
れ
た
国
内
で
も
最
古
級
の
建
物
だ

が
、
特
筆
す
べ
き
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
煉
瓦
を
併
用
し
て
い
る
点
だ
と
い
う
。
煉
瓦
貼
り
は
共
通
す

る
が
、
当
時
兵
器
支
廠
は
木
、
糧
秣
支
廠
は
鉄
を
併
用
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

を
用
い
た
ケ
ー
ス
は
き
わ
め
て
珍
し
い
の
だ
そ
う
だ
。

た
だ
そ
れ
で
あ
れ
ば
一
棟
残
せ
ば
そ
れ
で
い
い
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
方
も
成
立
す
る
。

だ
が
、
こ
の
巨
大
な
建
物
が
「
群
」
と
し
て
存
在
す
る
「
場
」
に
こ
そ
、
こ
の
被
服
支
廠
の
価
値
が
あ

広
島
県
の
原
案
に
よ
る
と
、
外
観
を
保
存
す
る
一
棟

は
、
大
き
な
地
震
が
発
生
し
て
も
近
く
の
住
宅
に
被
害
が

出
な
い
よ
う
外
壁
を
補
強
、
屋
根
な
ど
も
改
修
す
る
。
残

り
二
棟
は
解
体
す
る
が
、「
Ｖ
Ｒ
」（
バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ

テ
ィ
＝
仮
想
現
実
）
技
術
を
用
い
て
、
内
部
の
状
況
を
デ

ジ
タ
ル
映
像
と
し
て
保
存
す
る
と
い
う
も
の
だ
（
国
所
有

の
一
棟
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
早
晩
県
の
解
体

方
針
に
歩
調
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
）。

実
は
、
広
島
県
は
解
体
方
針
を
打
ち
出
す
一
年
前
に

は
、
一
旦
は
被
服
支
廠
を
残
す
方
向
で
改
修
案
を
ま
と
め

て
い
た
の
だ
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
県
議
会
最
大
会
派
の

自
民
党
か
ら
将
来
の
財
政
負
担
を
懸
念
す
る
声
が
出
た

た
め
、
方
針
を
転
換
し
た
の
だ
そ
う
だ
。

広
島
に
残
っ
た
数
少
な
い
被
爆
建
物
を
、「
予
算
が
な
い
か
ら
」
と
解
体
に
踏
み
切
ろ
う
と
す
る
行
政

に
対
し
、
保
存
を
望
む
声
は
決
し
て
少
な
く
な
い
。
し
か
も
、
こ
れ
ま
で
建
物
を
活
か
そ
う
と
い
う
積
極

的
な
動
き
を
ほ
と
ん
ど
し
て
来
な
か
っ
た
の
は
行
政
の
怠
慢
だ
と
も
い
え
る
。
平
和
行
政
を
高
ら
か
に
謳

旧広島陸軍被服支廠（広島県HPより）
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行
政
サ
イ
ド
の
罪
が
大
き
い
の
は
確
か
だ
。
し
か
し
な
が
ら
一
方
で
、
被
服
支
廠
の
利
活
用
を
め
ぐ
っ
て

多
く
の
市
民
が
無
関
心
を
決
め
込
ん
で
き
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
耐
震
費
用
を
含
め
、
ど
の
よ
う
に

考
え
れ
ば
負
債
に
な
ら
な
い
有
意
義
な
形
で
将
来
に
残
せ
る
か
を
真
剣
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

広
島
の
戦
後
復
興
を
描
い
た
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
『
平
和
の
栖
す
み
か 

広
島
か
ら
続
く
道
の
先
に
』
等

で
知
ら
れ
る
作
家
の
弓ゆ

狩が
り

匡ま
さ

純ず
み
ⅳ
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
の
論
評
と
し
て
「
新
た
な
発
想
で
被
服
支
廠
の

存
在
意
義
に
付
加
価
値
を
加
え
な
け
れ
ば
進
展
は
望
め
な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
誰
も
、
本
気
で
被

服
支
廠
の
保
全
を
考
え
て
は
い
な
い
の
で
は
？
ⅴ
」
と
敢
え
て
厳
し
い
言
葉
を
投
げ
か
け
て
い
る
。 

「
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
歴
史
的
遺
産
で
あ
り
残
す
べ
き
だ
」
と
い
う
理
念
は
誰
も
否
定
し
な
い
。

し
か
し
、
今
の
ま
ま
残
し
て
も
、
改
修
費
用
は
捻
出
で
き
な
い
し
、
ま
し
て
や
収
入
が
見
込
め
る
施
設
に

は
な
ら
な
い

―
そ
こ
ま
で
考
え
な
く
て
は
意
味
が
な
い
、
と
い
う
の
だ
。

そ
こ
に
は
、広
島
市
が
今
後
ど
の
よ
う
な
都
市
を
目
指
す
の
か
と
い
う
根
本
的
な
問
題
も
関
わ
っ
て
い
る
。

広
島
市
へ
の
観
光
客
は
、
原
爆
ド
ー
ム
の
世
界
遺
産
登
録
が
決
ま
っ
た
翌
年
の
一
九
九
七
年
に
初
め

て
一
千
万
人
を
突
破
し
、
二
〇
一
八
年
に
は
一
三
三
六
万
人
が
訪
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
外
国
人
の
数
は

二
〇
一
五
年
に
初
め
て
百
万
人
を
超
え
、
二
〇
一
八
年
は
一
七
八
万
人
に
達
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
観
光
地
と
し
て
の
魅
力
が
前
提
に
あ
る
が
、
そ
の
核
心
に
あ
る
の
は
「
人
類
初
の
原

爆
が
投
下
さ
れ
た
都
市
」
に
こ
そ
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
平
和
都
市
を
標
榜
す
る
広
島
市
に
と
っ
て
も
認
識

る
、
と
い
う
考
え
方
に
私
は
賛
同
す
る
。

戦
前
、
こ
の
巨
大
建
物
群
は
軍
需
工
場
で
あ
り
、
大
勢
の
人
が

働
き
、
そ
こ
に
は
学
徒
や
女
子
挺
身
隊
、
徴
用
工
も
い
た
。
そ
し

て
原
爆
投
下
直
後
に
は
被
爆
者
を
収
容
す
る
救
護
所
と
な
り
、
大

勢
の
人
が
こ
こ
で
命
を
落
と
し
た
。
歪
ん
だ
鉄
扉
を
前
に
す
る

と
、
そ
う
し
た
歴
史
を
踏
ま
え
た
無
言
の
訴
え
が
胸
を
貫
く
。

巨
大
な
建
物
の
威
圧
感
と
沈
黙
が
、
迫
っ
て
来
る
。

そ
れ
こ
そ
が
「
今
、
そ
こ
に
あ
る
意
味
」
で
は
な
い
の
か
。

ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
強
制
収
容
所
は
、
今
も
そ
の
ま
ま
保
存

さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
の
事
実
を
私
た
ち
に
突

き
つ
け
て
く
る
。
同
じ
よ
う
に
、
被
爆
し
た
巨
大
建
物
群
は
、
峠

三
吉
の
詩
と
と
も
に
ヒ
ロ
シ
マ
の
被
爆
直
後
の
実
相
と
、
被
爆

「
前
」
の
史
実
を
私
た
ち
に
突
き
つ
け
て
く
る
。

逆
に
い
え
ば
、
広
島
を
語
る
「
場
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
こ
の
巨
大
建
物
群
を
利
用
し
な
い
手
は
な

い
、
と
考
え
る
。
こ
れ
ま
で
市
民
か
ら
も
い
ろ
い
ろ
な
ア
イ
デ
ィ
ア
が
提
案
さ
れ
て
き
た
経
緯
を
考
え
る

と
、
そ
れ
ら
を
ま
と
も
に
取
り
上
げ
ず
、
無
策
の
ま
ま
「
解
体
」
と
い
う
安
易
な
方
向
性
を
打
ち
出
し
た

錆びついた鉄扉
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さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
。
し
か
し
、
原
爆
ド
ー
ム
を
中
心
と
し
た
広
島
平
和
記
念
公
園
周
辺
の
整
備
に
は
力

を
入
れ
て
き
た
も
の
の
、
そ
の
エ
リ
ア
外
に
あ
る
被
爆
建
物
の
保
全
に
は
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
積
極
的
と

は
い
え
な
か
っ
た
。
確
か
に
被
服
支
廠
が
あ
る
の
は
、
原
爆
ド
ー
ム
の
あ
る
場
所
か
ら
二
・
七
キ
ロ
離
れ

て
い
て
、
立
地
条
件
が
い
い
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
た
め
、
市
民
で
あ
っ
て
も
訪
ね
た
こ
と
が
な
い
と
い

う
人
は
少
な
く
な
い
。

弓
狩
は
そ
う
し
た
不
利
な
立
地
を
活
か
す
た
め
に
、
平
和
公
園
か
ら
被
服
支
廠
、
そ
し
て
宇
品
港
か
ら

瀬
戸
内
の
魅
力
的
な
島
々
へ
と
つ
な
ぐ
ル
ー
ト
を
開
拓
す
れ
ば
、
欧
米
か
ら
の
観
光
客
を
惹
き
つ
け
る
エ

コ
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
も
つ
な
が
る
と
提
案
す
る
。
と
り
あ
え
ず
忘
れ
ら
れ
た
被
爆
建
物
を
ひ
と
り
で
も
多

く
の
人
に
体
感
し
て
も
ら
う
に
は
、
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
の
保
全
を
考
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
被
服
支
廠
を

含
む
「
線
」「
面
」
と
し
て
戦
略
を
立
て
る
こ
と
が
必
要
だ
。
そ
の
意
味
で
彼
の
主
張
は
傾
聴
に
値
す
る
。

さ
ら
に
被
服
支
廠
の
巨
大
な
建
物
そ
の
も
の
を
ど
う
再
生
す
る
か
も
大
き
な
課
題
だ
。
ア
ー
ト
ス
ペ
ー

ス
や
劇
場
と
し
て
活
用
で
き
な
い
か
、
あ
る
い
は
国
連
機
関
を
招
致
す
る
の
は
ど
う
か
と
い
っ
た
い
ろ
い

ろ
な
声
が
上
が
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
立
地
の
問
題
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

な
か
な
か
簡
単
に
答
え
が
出
る
問
題
で
は
な
さ
そ
う
だ
が
、
ま
ず
「
被
爆
地
・
国
際
平
和
都
市
と
し
て

の
理
念
」、
そ
し
て
「
活
用
に
あ
た
っ
て
の
環
境
整
備
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
を
し
っ
か
り
踏
ま
え
た
上
で
、

将
来
に
向
け
た
計
画
を
立
て
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

た
だ
今
回
、
広
島
県
が
解
体
の
方
針
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
、
若
者
を
中
心
に
「
旧
広
島
陸
軍
被
服

支
廠
倉
庫
の
保
存
・
活
用
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
が
立
ち
上
が
り
、
わ
ず
か
二
週
間
で
被
服
支
廠
の
保
存
を
求

め
る
一
万
二
千
筆
の
署
名
を
集
め
た
こ
と
は
特
筆
に
値
す
る
。
ま
た
、
県
が
募
集
し
た
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・

コ
メ
ン
ト
」
も
二
千
二
百
通
を
超
え
、
こ
れ
は
こ
の
種
の
パ
ブ
コ
メ
と
し
て
は
異
例
の
多
さ
だ
と
い
う
。

こ
れ
ら
の
動
き
を
受
け
て
広
島
県
は
「
二
〇
二
〇
年
度
の
解
体
着
手
を
見
送
る
方
針
を
固
め
た
」
と
報

じ
ら
れ
て
い
る
ⅵ
。
た
だ
、
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
現
段
階
で
は
解
体
ま
で
の
猶
予
期
間
が
設
け
ら
れ

た
に
過
ぎ
な
い
。

被
服
支
廠
が
存
続
す
る
か
ど
う
か
は
予
断
を
許
さ
な
い
。
だ
が
、
市
民
を
巻
き
込
ん
で
議
論
を
深
め
る

き
っ
か
け
に
な
っ
た
こ
と
も
確
か
だ
。「
国
際
平
和
都
市
」
と
し
て
、
解
体
す
べ
き
か
保
存
す
べ
き
か
を

考
え
れ
ば
答
え
は
自
明
だ
。
だ
と
す
れ
ば
必
要
な
の
は
、
国
際
平
和
都
市
の
な
か
で
の
位
置
づ
け
だ
け
で

な
く
、観
光
客
や
市
民
に
対
し
て
い
か
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
く
の
か
、ど
う
新
た
な
価
値
を
付
与
す
る
か
だ
。

そ
こ
ま
で
議
論
を
深
め
れ
ば
、
被
服
支
廠
に
限
ら
ず
、
今
後
の
国
際
平
和
都
市
の
あ
り
よ
う
も
見
え
て

く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

峠
三
吉
の
散
文
詩
「
倉
庫
の
記
録
」
は
八
月
六
日
を
「
そ
の
日
」
と
し
、「
二
日
め
」「
三
日
め
」
と
続

く
。
被
服
支
廠
の
内
部
に
溢
れ
て
い
た
女
子
学
生
や
若
い
工
員
ら
の
呻
き
は
次
第
に
薄
れ
、
聴
こ
え
な
く
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記
憶
は
人
に
だ
け
許
さ
れ
る
特
権
で
は
な
い
。
残
さ
れ
た
「
場
」
も
ま
た
確
か
に
記
憶
し
て
い
る
。

（
敬
称
略
）

註ⅰ　

 

峠
三
吉
（
一
九
一
七
～
五
三
）
に
関
し
て
は
拙
稿
「
生
き
た
墓
標
～
峠
三
吉
・
怒
り
の
文
学
」（「
千
里
眼
」

一
三
九
号
所
収
）
を
参
照
の
こ
と
。

ⅱ　

  

峠
三
吉
自
筆
原
稿
よ
り
書
き
起
こ
し
た
た
め
『
原
爆
詩
集
』（
一
九
五
二
年　

青
木
書
店
刊
）
と
は
一
部
表

記
が
異
な
る
。
女
子
学
生
の
言
葉
の
カ
ギ
括
弧
が
一
方
だ
け
な
の
は
、
自
筆
原
稿
を
踏
襲
。

ⅲ　

 「
瀬
戸
内
海
文
化
博
物
館
の
構
想
」（
ラ
イ
ブ
ド
ア
ブ
ロ
グ
「
幻
の
文
化
施
設
」
第
十
五
回
）
参
照
。
当
時

博
物
館
構
想
を
託
さ
れ
た
文
化
系
シ
ン
ク
タ
ン
ク
の
担
当
者
の
回
想
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
著
者
名
の
記

載
は
な
い
が
、
シ
ン
ク
タ
ン
ク
「
Ｃ
Ｄ
Ｉ
」
を
経
て
武
庫
川
女
子
大
学
教
授
と
な
っ
た
Ｍ
・
Ｓ
氏
に
よ
る

記
述
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。

ⅳ　

 

弓
狩
匡
純（
一
九
五
九
～
）ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家
。
著
書
に『
国
の
う
た
』（
文
藝
春
秋
社
、二
〇
〇
四
年
）

『
社
歌
』（
文
藝
春
秋
社
、
二
〇
〇
六
年
）
ほ
か
多
数
。

ⅴ　

 「
弓
狩
匡
純
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
」
内
の
【
旧
・
広
島
陸
軍
被
服
支
廠
倉
庫
の
再
生
問
題
を
つ
ら
つ
ら
考
え
る

の
巻
】（
二
〇
一
九
年
一
二
月
二
四
日
か
ら
断
続
的
に
連
載
）
よ
り
。

ⅵ　

  「
２
棟
解
体
先
送
り
の
公
算
大　

広
島
の
被
服
支
廠
」（
二
〇
二
〇
年
一
月
二
七
日
付
中
国
新
聞
）

な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
「
倉
庫
の
記
録
」
は
「
八
日
め
」
で
終
わ
る
。

　

八
日
め

　
　

が
ら
ん
ど
う
に
な
っ
た
倉
庫
。
歪
ん
だ
鉄
格
子
の
空
に
、
き
ょ

　

う
も
外
の
空
地
に
積
み
あ
げ
た
死
屍
か
ら
の
煙
が
あ
が
る
。

　

柱
の
蔭
か
ら
、
ふ
と
水
筒
を
ふ
る
手
が
あ
っ
て
、
無
数
の
眼
だ
ま

　

が
お
び
え
て
重
な
る
暗
い
壁
。
Ｋ
夫
人
も
死
ん
だ
。

　

―
収
容
者
な
し
、
死
亡
者
誰
々

―

　

門
前
に
貼
り
出
さ
れ
た
紙
片
に
墨
汁
が
乾
き

　

む
し
り
と
ら
れ
た
蓮
の
花
片
が
、
敷
石
の
う
え
に
し
ろ
く
散
っ
て

　

い
る
。

哲
学
者
の
柿
木
伸
之
ⅶ
は
、
峠
が
書
い
た
こ
の
「
八
日
め
」
が
今
も
続
き
、「
そ
の
建
物
を
見
る
者
を

死
者
の
苦
難
に
向
き
合
わ
せ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。「
赤
煉
瓦
の
『
倉
庫
』
を
再
生
さ
せ
る
と
は
、戦
争
、

核
開
発
、
植
民
地
主
義
の
歴
史
を
他
者
と
と
も
に
見
返
し
、
そ
れ
に
抗
う
生
存
の
文
化
の
拠
点
を
広
島
に

創
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
ⅷ
」
の
だ
と
。

1913年竣工当時のままの煉瓦



16

ⅶ　

 

柿
木
伸
之
（
一
九
七
〇
～
）
広
島
市
立
大
学
国
際
学
部
教
授
（
ド
イ
ツ
哲
学
）。
著
書
に
『
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
～
闇
を
歩
く
批
評
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
一
九
年
）、『
パ
ッ
ト
剝
ギ
ト
ッ
テ
シ
マ
ッ
タ
後
の
世

界
ヘ

―
ヒ
ロ
シ
マ
を
想
起
す
る
思
考
』（
イ
ン
パ
ク
ト
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
）
ほ
か
多
数
。

ⅷ　
 

柿
木
伸
之
「
生
存
の
文
化
の
拠
点
と
し
て
の
『
倉
庫
』
の
再
生
の
た
め
に
」

https://note.com
/hiroshim

a_0806/n/n5fef66980bb5


