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【
江
戸
川
・
書
記
・
中
村
安
彦

通
信
員
】
1
9
8
1
年
に
完
成
し

た
、
広
島
・
長
崎
の
原
爆
犠
牲
者

の
追
悼
碑
で
す
。
被
爆
地
以
外
で

区
立
公
園
の
中
に
設
置
さ
れ
て
い

る
の
は
全
国
で
も
珍
し
く
、
江
戸

川
区
民
全
体
の
平
和
を
願
う
シ
ン

ボ
ル
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
「
被
爆
者
も
家
族
も

高
齢
化
し
広
島
・
長
崎
へ
の
慰
霊

参
拝
が
年
々
困
難
に
な
る
。
何
と

か
区
内
で
慰
霊
が
で
き
な
い
だ
ろ

う
か
」
と
い
う
声
を
も
と
に
、
江

戸
川
区
原
爆
被
害
者
の
会
「
親
江

会
」
が
中
心
と
な
っ
て
1
9
8
0

年
に
「
江
戸
川
区
に
原
爆
犠
牲
者

追
悼
碑
を
建
立
す
る
会
」
が
結
成

さ
れ
、
募
金

活
動
な
ど
を

始
め
て
建
立

に
至
っ
た
も

の
で
す
。
追

悼
碑
に
は

「
原
爆
の
図
」

作
者
の
丸
木

位
里
・
俊
夫

妻
が
描
い
た

絵
「
平
和
の

図
」
が
刻
ま

れ
て
お
り
、

碑
に
手
を
合

わ
せ
る
と
広

島
・
長
崎
を
向
く
方
向
に
建
っ
て

い
ま
す
。

建
立
後
は
江
戸
川
区
に
寄
贈
さ

れ
、
1
9
8
1
年
7
月
に
追
悼
碑

除
幕
式
と
第
1
回
「
江
戸
川
区
原

爆
犠
牲
者
追
悼
式
」が
挙
行
さ
れ
、

追
悼
式
は
現
在
も
毎
年
続
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
追
悼
式
に
は
、
被
爆

者
・
「
若
い
世
代
の
言
葉
」
（
地

元
の
高
校
生
や
中
学
生
に
よ
る
）

・
江
戸
川
区
長
・
江
戸
川
区
議
会

議
員
な
ど
が
参
加
し
、
被
爆
の
恐

ろ
し
さ
や
語
り
継
ぐ
こ
と
の
大
切

さ
を
発
表
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
原
爆
瓦
の
記
念
碑
は
、

1
9
8
2
年
6
月
、
広
島
・
長
崎

両
市
か
ら
被
爆
し
た
瓦
の
10
数
枚

の
寄
贈
を
受
け
て
建
立
さ
れ
た
記

念
碑
で
、
同
場
所
の
「
原
爆
犠
牲

者
追
悼
碑
」
に
隣
接
す
る
よ
う
に

配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
碑
に
は
、

被
爆
し
た
瓦
の
辿
っ
た
経
過
が

「
一
瞬
の
閃
光
に
焼
か
れ
爆
風
に

は
ね
ら
れ
た
瓦
川
底
に
眠
る
こ

と
三
十
余
年
平
和
を
願
う
子
供

達
の
手
で
す
く
い
あ
げ
ら
れ
た
」

と
し
て
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
追
悼

碑
と
と
も
に
、
江
戸
川
区
の
核
兵

器
廃
絶
へ
の
願
い
の
象
徴
に
も
な

っ
て
い
ま
す
。

丸木夫妻による「平和の図」が刻まれている

鉄
骨

坂
爪
幸
男

50
年
ほ
ど
前
、
八
王
子
の
片
田

舎
に
住
ん
で
い
た
私
は
、
縁
あ
っ

て
中
野
区
に
あ
る
明
大
中
野
中
学

に
進
学
。
国
鉄（
当
時
）で
中
央
線

西
八
王
子
駅
か
ら
東
中
野
駅
ま
で

通
学
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

入
学
し
て
間
も
な
く
、
八
王
子

駅
か
ら
通
う
原
君
と
い
う
子
と
知

り
合
い
ま
し
た
。
私
が
西
八
王
子

駅
か
ら
毎
朝
6
時
半
の
電
車
に
乗

り
、
彼
が
待
っ
て
い
る
八
王
子
駅

へ
。
彼
は
彼
で
私
が
来
る
の
を
八

王
子
駅
で
待
っ
て
い
る
。
そ
の
よ

う
な
好
循
環
が
生
ま
れ
、
い
つ
し

か
二
人
は
中
学
、
高
校
と
も
6
年

間
、
皆
勤
賞
ま
で
い
た
だ
き
ま
し

た
。
彼
と
は
色
々
な
こ
と
に
お
い

て
助
け
合
い
、
励
ま
し
合
っ
た
親

友
で
あ
り
、
家
族
ぐ
る
み
で
付
き

合
う
仲
で
も
あ
り
ま
し
た
。

特
に
彼
の
母
君
に
は
、
我
が
子

の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
教

え
て
い
た
だ
き
、
深
く
感
謝
し
て

い
ま
す
。
彼
女
は
未
来
を
紐
解
く

力
を
有
し
て
お
り
、
私
が
人
生
の

岐
路
に
立
っ
た
時
に
は
適
格
な
ア

ド
バ
イ
ス
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
な
環
境
に
巡
り
合

え
た
の
は
偶
然
で
は
な
く
、
必
然

的
に
人
生
の
友
、
人
生
の
師
、
に

会
え
る
運
命
だ
っ
た
の
で
は
と
今

で
は
思
わ
れ
ま
す
。

彼
の
母
君
（
原
先
生
）
の
具
合

が
悪
い
と
聞
き
入
院
先
へ
お
見
舞

い
に
行
っ
た
時
の
こ
と
。
廊
下
で

家
に
帰
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
原
君
と

バ
ッ
タ
リ
。
一
緒
に
病
室
へ
戻
っ

た
瞬
間
、
母
君
は
息
を
引
き
取
り

ま
し
た
。
こ
の
こ
と
も
偶
然
と
は

思
え
ぬ
運
命
的
な
出
来
事
と
し
て

覚
え
て
い
ま
す
。

原
先
生
に
色
々
と
ご
指
導
い
た

だ
い
た
こ
と
は
、
感
謝
し
て
も
感

謝
し
き
れ
ま
せ
ん
。
今
ま
で
の
自

分
の
人
生
を
振
り
返
る
と
幸
せ
で

あ
り
、
残
り
の
人
生
、
仕
事
、
土

建
と
趣
味
を
、
も
う
少
し
楽
し
み

た
い
と
思
い
ま
す
。
（
八
王
子
）

破

門

鳥
飼
達
夫
は
高
校
2
年
の

時
、
当
時
ラ
ジ
オ
の
深
夜
放
送

で
も
大
人
気
だ
っ
た
笑
福
亭
鶴

光
に
弟
子
入
り
を
直
訴
。
通
い

弟
子
と
な
っ
て
高
校
卒
業
後
は

鶴
光
の
内
弟
子
と
し
て
笑
福
亭

笑
光
を
名
乗
る
よ
う
に
な
る
。

し
か
し
若
気
の
至
り
か
、
落

語
を
学
ば
ず
遊
び
惚
け
て
い
た

た
め
破
門
に
。
そ
の
後
バ
イ
ト

を
し
な
が
ら
全
国
を
放
浪
中
に

独
自
の
替
え
歌
を
作
り
始
め
た

が
、
こ
れ
が
偶
然
ア
ミ
ュ
ー
ズ

の
大
里
会
長
の
耳
に
と
ま
り
、

元
祖
替
え
歌
芸
人
・
嘉
門
達
夫

の
誕
生
に
つ
な
が
っ
た
。

規
制
改
革
推
進
会
議
の
提
言
を

受
け
て
、
政
府
は
民
間
企
業
や
官

民
の
取
引
の
契
約
書
に
押
印
は
必

ず
し
も
必
要
な
い
と
の
見
解
を
示

し
た
。
押
印
で
な
く
て
も
メ
ー
ル

の
履
歴
な
ど
で
契
約
を
証
明
で
き

る
と
周
知
す
る
そ
う
だ
。
新
型
コ

ロ
ナ
感
染
症
の
拡
大
を
受
け
、
電

子
印
鑑
の
需
要
も
増
え
て
い
た
よ

う
だ
が
、
こ
れ
で
さ
ら
に
テ
レ
ワ

ー
ク
の
可
能
性
が
広
が
っ
た
。

「
テ
レ
ワ
ー
ク
が
始
ま
っ
た
。

ハ
ン
コ
を
押
す
た
め
に
出
社
し

た
」
。
労
務
ソ
フ
ト
を
開
発
す
る

Ｓ
ｍ
ａ
ｒ
ｔ
Ｈ
Ｒ
社
が
出
し
た
電

車
広
告
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
だ
。

緊
急
事
態
宣
言
後
、
通
勤
も
命
が

け
と
の
思
い
を
し
た
人
た
ち
に
と

っ
て
、
押
印
必
要
な
し
と
い
う
の

は
朗
報
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

【
本
部
・
佐
藤
正
雄
記
】
イ

タ
リ
ア
の
著
名
な
作
家
で
あ
り

物
理
学
者
で
も
あ
る
パ
オ
ロ
・

ジ
ョ
ル
ダ
ー
ノ
の
エ
ッ
セ
イ
集

だ
。
こ
と
し
2
月
末
か
ら
3
月

頭
、
ま
さ
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
が
世
界
を
席
巻
し
て
い
く

時
期
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
。

こ
の
数
カ
月
間
、
日
本
に
住

む
私
た
ち
も
含
め
、

人
類
は
「
コ
ロ
ナ
時

代
」を
生
き
て
い
る
。

「
コ
ロ
ナ
禍
」
と
よ

く
言
わ
れ
る
。
い
う

ま
で
も
な
く
人
類
に

と
っ
て
大
変
な
わ
ざ

わ
い
だ
。
感
染
の
危

険
、
多
大
な
犠
牲
、

行
動
の
制
限
、
景
気

の
墜
落
。

し
か
し
同
時
に
著

者
は
、
今
回
の
コ
ロ

ナ
流
行
は
地
球
環
境

破
壊
、
野
放
図
な
消

費
活
動
な
ど
に
よ
り

人
類
が
招
き
寄
せ
た

必
然
の
も
の
だ
と
指
摘
す
る
。

「
森
林
破
壊
は
、
元
々
人
間
な

ん
か
い
な
か
っ
た
環
境
に
僕
ら

を
近
づ
け
た
。
ウ
イ
ル
ス
は
環

境
破
壊
が
生
ん
だ
難
民
の
一

部
。
僕
ら
の
ほ
う
が
彼
ら
を
巣

か
ら
引
っ
張
り
出
し
た
」
。
今

回
の
流
行
が
何
と
か
終
息
し
た

と
し
て
も
、
「
コ
ロ
ナ
時
代
」

は
続
く
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
し
て
著
者
は
述
べ
る
。「
こ

の
大
き
な
苦
し
み
が
無
意
味
に

過
ぎ
去
る
の
を
許
し
て
は
い
け

な
い
。
元
に
戻
っ
て

ほ
し
く
な
い
こ
と
に

つ
い
て
考
え
て
み
よ

う
」
。

日
本
社
会
で
も
、

コ
ロ
ナ
は
多
く
の
社

会
矛
盾
を
さ
ら
け
出

し
た
。
大
企
業
の
利

益
が
優
先
さ
れ
、
格

差
は
拡
大
、
保
健
所

や
医
療
・
介
護
な
ど

社
会
保
障
が
削
減
さ

れ
て
き
た
。
そ
の
結

果
、
コ
ロ
ナ
襲
来
に

対
し
て
保
健
所
機
能

は
パ
ン
ク
、
病
床
数

は
逼
迫
、
医
療
崩
壊

寸
前
と
な
っ
た
。
体
力
の
な
い

中
小
零
細
企
業
と
労
働
者
が
危

機
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
。
こ

の
ま
ま
で
よ
い
の
か
。

こ
れ
か
ら
の
社
会
の
あ
る
べ

き
姿
を
考
え
、
行
動
し
、
こ
の

時
代
を
生
き
る
た
め
に
、
一
読

を
お
す
す
め
し
た
い
。

（
早
川
書
房
・
1
3
0
0
円

＋
税
）

29
葛西駅
徒歩５分

原
爆
犠
牲
者
追
悼
碑

原
爆
犠
牲
者
追
悼
碑

人
生
の
岐
路
で
導
か
れ
た

区民の平和の象徴
被爆の恐ろしさ語り継ぐ

友
人
の
母
君
に
感
謝

この大きな苦しみを無駄にするな

著＝パオロ・ジョルダ
ーノ／訳＝飯田亮介コロナの時代の僕らコロナの時代の僕ら

チ
ョ
ッ
ト
一
服（
１０１５
）


