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◇

書
評川

口
隆
行
著
『
広
島

抗
い
の
詩
学
―
原
爆
文
学
と
戦
後
文
化
運
動

―
』

ヒ
ロ
シ
マ

佐

藤

泉

後
年
の
た
め
の
覚
書
と
し
て
『
広
島

抗
い
の
詩
学

―
原
爆
文
学
と
戦

ヒ
ロ
シ
マ

後
文
化
運
動

―
』（
琥
珀
書
房
、
二
〇
二
二
年
二
月
二
八
日
発
行
）
が
歴
史
の

ど
の
地
点
で
刊
行
さ
れ
た
の
か
を
書
い
て
お
こ
う
。
未
来
か
ら
振
り
返
ら
れ

た
と
き
に
、
こ
の
年
こ
そ
が
引
き
返
し
不
可
能
の
変
化
が
起
き
た
年
と
さ
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
予
感
が
あ
る
か
ら
だ
。二
〇
二
二
年
二
月
二
四
日
、

ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
事
進
攻
が
始
ま
っ
た
。
侵
攻
開
始
に
あ
た
っ

て
、
プ
ー
チ
ン
大
統
領
は
ロ
シ
ア
が
有
力
な
核
保
有
国
で
あ
る
こ
と
を
強
調

し
、
侵
攻
後
の
一
時
期
は
ロ
シ
ア
が
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
を
制
圧
す
る
と

い
う
局
面
も
あ
っ
て
世
界
が
一
瞬
凍
り
付
い
た
。
核
の
威
嚇
に
よ
っ
て
国
際

社
会
の
介
入
を
遮
断
し
つ
つ
通
常
兵
器
で
侵
攻
を
進
め
る
と
い
う
「
抑
止
」

の
使
用
法
が
あ
り
得
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
態
を
も
っ
て
核
兵
器

の
保
持
が
戦
争
を
防
止
す
る
と
い
う
核
抑
止
論
は
破
綻
し
た
と
い
う
べ
き

だ
。
六
月
に
は
核
兵
器
禁
止
条
約
第
一
回
締
約
国
会
議
が
行
わ
れ
、
採
択
さ

れ
た
ウ
ィ
ー
ン
宣
言
は
「
核
抑
止
論
の
誤
り
」
を
明
確
に
し
て
い
る
。
だ
が

そ
の
後
、
日
本
に
拡
が
っ
た
光
景
は
奇
怪
な
も
の
だ
っ
た
。

砲
撃
を
受
け
て
崩
壊
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
、
地
下
室
で
怯
え
る
住
民
の
映
像

が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
テ
レ
ビ
で
流
れ
、
略
奪
、
性
的
暴
行
、
夫
と
別
れ
て

国
外
に
避
難
す
る
母
子
の
姿
が
伝
え
ら
れ
た
。
今
回
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
報
道
は

こ
れ
ま
で
に
比
し
て
そ
の
情
報
量
が
格
段
に
増
し
て
き
て
い
る
。
戦
場
と
な

っ
た
場
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
が
広
く
知
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う

点
で
、
そ
れ
は
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
私
た
ち
は
戦
争
の
恐
ろ
し
さ
を

あ
ら
た
め
て
理
解
し
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
だ
と
い
う
確
信
を
強
く
し

た
。
戦
争
は
恐
ろ
し
く
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
通
り
な
の
だ
。
だ
が

そ
の
後
に
続
い
た
の
は
、
だ
か
ら
抑
止
力
を
、
と
い
う
流
れ
だ
っ
た
。
侵
攻

直
後
の
世
論
調
査
で
は
、
日
本
と
周
辺
国
と
の
間
で
戦
争
が
起
こ
る
か
も
し

れ
な
い
不
安
を
以
前
よ
り
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て

八
割
が
イ
エ
ス
と
答
え
、
ま
た
こ
れ
に
連
動
し
て
軍
事
費
増
額
を
容
認
す
る

調
査
結
果
が
あ
い
つ
い
だ
。
政
府
与
党
を
中
心
に
日
本
も
中
国
を
念
頭
に
お

い
た
軍
事
力
強
化
が
必
要
だ
と
す
る
声
が
高
ま
り
、「
敵
基
地
攻
撃
能
力
」

「
核
共
有
」
と
い
う
言
葉
が
飛
び
交
う
よ
う
に
な
っ
た
。
抑
止
が
破
綻
し
た

と
き
に
抑
止
力
の
強
化
が
喧
伝
さ
れ
、
そ
れ
も
ロ
シ
ア
で
は
な
く
中
国
に
対

す
る
抑
止
力
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。前
後
の
経
緯
は
こ
こ
で
は
省
く
が
、
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臨
時
国
会
が
閉
会
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
を
見
計
ら
っ
た
か
の
よ
う
に
一
二
月
一

六
日
、
政
府
は
「
国
家
安
全
保
障
戦
略
」
な
ど
安
保
三
文
書
を
閣
議
決
定
し

た
。
敵
の
弾
道
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
に
対
処
す
る
た
め
の
「
反
撃
能
力
」
の
保
有

が
明
記
さ
れ
、日
本
の
安
全
保
障
政
策
を
大
き
く
転
換
さ
せ
る
内
容
で
あ
る
。

引
き
続
い
て
軍
事
費
増
の
た
め
の
増
税
な
い
し
国
債
発
行
の
是
非
が
議
論
さ

れ
た
が
、
財
源
論
の
影
で
軍
事
力
強
化
の
是
非
を
議
論
す
る
声
は
か
き
消
さ

れ
て
い
っ
た
。「
戦
後
日
本
」
を
覆
す
内
容
も
、
閣
議
決
定
と
い
う
そ
の
手

続
き
も
、
万
事
が
異
様
だ
っ
た
。

た
だ
、
年
が
あ
け
る
と
世
論
の
動
向
に
も
変
化
が
現
れ
、
軍
事
力
強
化
そ

の
も
の
に
反
対
す
る
声
が
世
論
調
査
の
結
果
で
も
多
数
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ

と
を
言
い
添
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
軍
事
費
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
二
％
以

上
の
増
額
が
物
価
高
騰
に
苦
し
む
人
々
の
生
活
に
ど
れ
だ
け
の
ダ
メ
ー
ジ
を

与
え
る
か
と
い
う
リ
ア
リ
テ
ィ
が
増
し
た
た
め
、
ま
た
そ
の
二
％
と
い
う
数

字
自
体
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
危
機
以
前
か
ら
の
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
の
要
求
で
あ
っ

て
、
ま
ず
は
数
字
合
わ
せ
が
先
行
し
て
い
た
事
情
も
分
か
っ
て
き
た
た
め
で

あ
る
。
要
す
る
に
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
危
機
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
私
た
ち

の
恐
怖
と
不
安
は
政
治
的
な
操
作
対
象
と
な
っ
て
い
た
の
だ
。
私
た
ち
は
ウ

ク
ラ
イ
ナ
の
人
々
の
悲
劇
を
前
に
し
て
か
き
た
て
ら
れ
た
自
分
た
ち
の
情
動

を
軍
事
化
の
資
源
と
し
て
操
作
さ
れ
た
く
は
な
い
。

も
う
ひ
と
つ
二
〇
二
二
年
が
歴
史
の
ど
の
よ
う
な
地
点
だ
っ
た
か
に
つ
い

て
は
、「
復
興
五
輪
」
の
翌
年
だ
と
い
う
こ
と
を
本
書
の
第
Ⅱ
部
復
興
批
判

論
に
関
連
し
て
記
し
て
お
き
た
い
。「
復
興
」
の
言
説
は
人
々
の
抗
い
や
希

望
を
す
り
替
え
て
い
く
が
、
人
び
と
の
夢
が
盗
ま
れ
て
い
く
経
緯
を
刻
ん
だ

作
品
に
本
書
は
重
点
を
置
い
て
い
る
か
ら
だ
。
私
た
ち
は
自
分
た
ち
の
希
望

を
盗
ま
れ
、
裏
切
ら
れ
、
自
分
た
ち
の
姿
を
書
き
換
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ば
か

り
か
現
在
進
行
形
で
恐
怖
と
不
安
を
操
作
さ
れ
、政
治
資
源
化
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
「
復
興
」
の
問
題
構
成
に
対
し
て
な
さ
れ
る
「
抗
い
」
は
文
学
の

仕
事
で
あ
り
、
そ
し
て
文
学
研
究
の
仕
事
で
あ
る
。
そ
れ
は
取
り
逃
が
し
た

夢
を
復
元
し
、
取
り
返
す
も
の
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。
そ
の
意
味
か
ら
も
本
書

は
こ
う
し
た
歴
史
の
今
に
対
す
る
介
入
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
記
し
て
お
き

た
い
。

本
書
は
川
口
氏
の
前
著
『
原
爆
文
学
と
い
う
問

題

領

域
』（
二
〇
〇
八
・

プ
ロ
ブ
レ
マ
テ
ィ
ー
ク

二
〇
一
一
）
以
来
の
体
験
の
個
別
性
・
協
約
不
可
能
性
（
石
原
吉
郎
）
／
体

験
の
普
遍
化
・
共
有
化
（
栗
原
貞
子
）
の
矛
盾
と
い
う
問
題
意
識
の
発
展
と

な
っ
て
お
り
、
ま
た
「
被
害
と
加
害
が
流
動
す
る
記
憶
の
場
」「
書
く
行
為

そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
、
被
害
と
加
害
と
い
う
自
明
化
さ
れ
た
分
節
の
あ
り
よ

う
が
揺
る
が
さ
れ
、
問
い
直
さ
れ
る
」（
二
一
四
頁
）
過
程
が
た
ど
ら
れ
て

い
る
。
特
色
と
し
て
は
、
原
爆
文
学
を
朝
鮮
戦
争
・
東
ア
ジ
ア
冷
戦
の
文
脈

に
お
い
て
読
む
点
、
そ
し
て
戦
後
文
化
運
動
に
お
け
る
政
治
と
文
化
の
問
題

の
掘
り
下
げ
、「
戦
後
的
主
体
」
概
念
の
刷
新
へ
と
考
察
が
深
め
ら
れ
て
い

る
点
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
と
、
と
も
に
私
と
し
て
は
本
書
に
底
流
す
る
「
文

学
」
そ
の
も
の
へ
の
問
い
に
動
か
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。

第
一
章
に
「
『
原
爆
詩
集
』
が
有
名
な
の
は
、
優
れ
た
詩
的
達
成
の
お
か

げ
と
い
う
よ
り
は
、
特
別
な
社
会
的
問
題
と
出
来
事
に
対
す
る
注
意
を
喚
起

し
た
点
に
あ
る
」（
三
一
頁
）
と
い
う
ジ
ョ
ン
・
Ｗ
・
ト
リ
ー
ト
の
引
用
が

あ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
詩
的
達
成
／
社
会
的
効
用
と
い
う
対
比
は
、
原
爆

文
学
、
あ
る
い
は
文
学
一
般
に
つ
い
て
ま
わ
る
対
立
と
い
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
つ
ま
り
一
方
に
は
自
動
詞
の
文
学
（
書
く
こ
と
自
体
を
テ
ー
マ
と
し
て
追

求
）
が
あ
り
、
他
方
に
は
他
動
詞
の
文
学
（
～
の
こ
と
を
書
く
文
学
、
ノ
ン
フ
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ィ
ク
シ
ョ
ン
等
）
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
に
ま
つ
わ
る
議
論
、
理
論

化
の
長
い
歴
史
に
つ
い
て
は
お
く
が
、
原
爆
文
学
と
は
、
自
動
詞
の
文
学
と

し
て
も
、
ま
た
他
動
詞
の
文
学
と
し
て
も
「
限
界
」
に
触
れ
る
文
学
で
あ
り
、

な
に
よ
り
そ
こ
に
特
異
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
終
始
感
じ
な
が
ら
私
は
本

書
を
読
ん
だ
。
た
と
え
ば
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
を
表
象
す
る
言
語
に
つ
い
て
次
の

よ
う
な
言
及
が
あ
る
。「
な
お
そ
れ
で
も
、
日
常
の
崩
壊
に
つ
い
て
何
が
し

か
の
言
葉
を
発
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
営
為
の
う
ち
に
言
葉
の
徹
底

的
な
不
自
由
さ
と
い
う
根
源
的
な
受
動
性
を
感
受
せ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ

う
。
言
葉
を
奪
わ
れ
、
言
葉
そ
れ
自
体
の
不
自
由
さ
に
さ
ら
さ
れ
る
存
在
論

的
危
機
は
既
存
の
主
体
と
言
葉
と
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
約
束
事
の
崩
壊
で
も

あ
る
。」（
第
八
章
、
二
一
一
頁
）

本
書
が
た
ど
る
の
は
、
こ
う
し
た
言
語
の
限
界
の
み
で
は
な
い
、
第
三
章

で
は
明
示
的
に
人
間
の
限
界
、
人
間
と
動
物
と
い
う
主
題
系
が
扱
わ
れ
て
い

る
が
、
こ
の
章
だ
け
で
な
く
第
五
章
で
『
ヂ
ン
ダ
レ
』
第
九
号
に
掲
載
さ
れ

た
金
時
鐘
の
「
た
し
か
に

そ
う
い
う

目
が
あ
る
」
も
こ
れ
に
数
え
入
れ

る
こ
と
が
で
き
る
。
殺
虫
剤
を
ま
い
た
「
私
」
が
「
お
も
し
ろ
い
ま
で
に

死
ん
で
ゆ
く
」
蚊
を
「
小
人
の
国
の

ガ
リ
バ
の
よ
う
に
」
眺
め
る
の
だ
が
、

さ
ら
に
そ
れ
を
背
後
か
ら
見
つ
め
て
い
る
「
も
ひ
と
つ
の
目
」
を
背
中
に
感

じ
る
、
と
い
う
詩
で
あ
る
。
化
学
兵
器
は
農
薬
・
殺
虫
剤
の
開
発
が
も
と
に

な
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
ま
た
霧
社
事
件
や
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
な
ど
の
例
の

よ
う
に
、
多
く
は
ア
ジ
ア
の
戦
場
で
そ
れ
が
使
わ
れ
た
（
西
欧
で
の
使
用
は

躊
躇
さ
れ
た
）
と
も
言
わ
れ
る
。
虫
の
よ
う
に
殺
し
て
よ
い
の
は
誰
な
の
か
、

人
間
の
境
界
が
ど
の
あ
た
り
に
引
か
れ
る
の
か
を
嫌
で
も
考
え
さ
せ
る
。
第

二
章
の
島
陽
二
の
来
る
べ
き
原
爆
詩
、
第
九
章
の
第
二
次
原
爆
文
学
、
原
子

力
と
藝
術
を
め
ぐ
る
議
論
な
ど
も
、
通
常
の
「
文
学
」
に
向
か
う
な
ら
特
に

こ
の
目
で
見
な
く
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
の
限
界
線
を
感
じ
る
箇
所
か
と
思

う
。
人
間
の
限
界
と
文
学
の
限
界
が
交
差
す
る
地
点
に
あ
っ
て
、
文
学
理
論

は
文
学
主
義
な
ら
ざ
る
ひ
と
つ
の
思
想
と
な
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
批
評
に

な
り
得
た
も
の
と
し
て
大
田
洋
子
『
夕
凪
の
街
と
人
と
』
を
と
り
あ
げ
た
終

章
に
注
目
し
た
い
。
大
田
の
作
品
に
は
「
失
人
間
」、
と
い
っ
た
戦
慄
を
禁

じ
得
な
い
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ス
ベ
テ
ア
ッ
タ
コ
ト
カ

ア
リ

エ
タ
コ
ト
ナ
ノ
カ
と
い
う
原
爆
投
下
当
時
に
露
呈
し
た
表
象
の
限
界
と
は
ま

た
別
の
、「
復
興
」
に
お
け
る
人
間
の
限
界
を
指
し
示
し
て
い
る
。「
篤
子
は

漸
く
気
づ
き
は
じ
め
て
い
た
。
み
ん
な
壊
れ
て
い
る
。
一
人
の
こ
ら
ず
壊
れ

て
い
る
の
だ
。
人
間
の
権
利
を
う
し
な
い
、
生
活
を
う
し
な
い
、
そ
し
て
肉

体
を
も
魂
を
も
う
し
な
っ
た
「
失
人
間
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
だ
と
篤
子
は

思
っ
た
。」「「
失
人
間
」
は
ど
ん
な
階
層
で
も
な
か
っ
た
。
貧
富
の
差
も
、

職
業
の
差
も
区
別
も
な
い
。
人
間
と
し
て
の
完
全
な
機
能
を
失
っ
た
者
た
ち

が
、「
失
人
間
」
と
し
て
の
新
し
い
階
層
と
な
っ
て
、
こ
ん
に
ち
う
ご
め
い

て
い
る
の
だ
っ
た
。
／
残
暑
の
な
か
で
、
夕
凪
は
じ
っ
と
風
を
と
め
て
い
た
。

篤
子
は
次
に
も
ま
た
、
欠
落
し
た
よ
う
な
幾
人
か
の
人
々
に
出
会
わ
な
く
て

は
な
ら
な
か
っ
た
。」

こ
う
し
た
人
間
の
リ
ミ
ッ
ト
は
、
本
作
品
で
は
次
の
よ
う
に
文
学
の
リ
ミ

ッ
ト
と
と
も
に
可
視
化
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
原
爆
文
学
の
恐
ろ
し
い
力
が

垣
間
見
え
る
。「
こ
の
街
の
様
相
を
ひ
と
皮
め
く
れ
ば
、
従
来
の
文
学
の
な

し
得
る
限
界
を
超
え
た
実
態
が
そ
こ
に
あ
っ
た
。
篤
子
は
「
小
説
」
を
書
き

得
る
能
力
を
自
分
が
う
し
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
ぬ
い
て
い
た
。」

そ
れ
ば
か
り
か
こ
の
作
品
か
ら
は
、
人
間
の
、
あ
る
い
は
文
学
の
限
界
に

突
き
当
た
り
つ
つ
な
お
為
さ
れ
る
文
学
は
必
然
的
に
そ
の
彼
方
を
書
き
込
む

こ
と
に
も
な
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
ら
れ
る
。
原
爆
が
も
た
ら
し
た
も
の
は
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次
の
よ
う
に
従
来
の
「
範
例
」
を
超
え
て
し
ま
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
法

は
法
の
彼
方
を
指
向
す
る
こ
と
に
な
る
。「
原
子
爆
弾
の
加
害
影
響
力
と
い

う
も
の
は
、
従
来
の
判
例
学
説
の
外
に
あ
る
も
の
で
し
ょ
う
。
わ
れ
わ
れ
は

こ
の
事
実
に
も
と
づ
い
て
法
律
上
の
考
案
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。」

以
上
、
具
体
的
な
細
部
を
論
じ
る
以
前
の
、
本
書
を
通
し
て
浮
か
び
上
が

る
さ
ま
ざ
ま
な
リ
ミ
ッ
ト
に
つ
い
て
書
い
た
が
、
本
書
に
お
い
て
重
要
な
の

は
や
は
り
原
爆
文
学
を
朝
鮮
戦
争
・
東
ア
ジ
ア
冷
戦
の
文
脈
に
置
き
直
し
た

点
、
そ
し
て
戦
後
文
化
運
動
に
関
わ
る
研
究
を
前
に
進
め
た
点
に
あ
る
。
非

体
験
者
が
表
現
者
に
な
る
こ
と
や
集
団
的
表
現
の
位
相
に
つ
い
て
な
ど
、
冒

頭
の
章
か
ら
す
で
に
多
く
の
発
見
が
あ
り
、
ま
た
な
ぜ
な
の
か
忘
れ
が
た
く

印
象
に
残
る
作
品
も
少
な
く
な
い
。「
古
い
家
」
に
拘
束
さ
れ
て
き
た
女
性

が
占
領
体
制
と
い
う
別
の
軸
と
交
差
点
で
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
選
ん
だ
か
、

ま
た
、「
弔
慰
金
」
の
「
三
万
円
に
／
つ
な
が
る
／
夢
が
／
こ
ぼ
れ
て
／
み

ん
な
大
事
な
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
つ
た
」
こ
と
を
書
き
付
け
た
詩
な
ど
、
比

較
的
簡
素
な
こ
と
ば
か
ら
こ
ぼ
れ
だ
す
よ
う
な
無
念
や
悔
い
が
爪
痕
の
よ
う

に
刻
ま
れ
て
い
る
。「
か
ん
ぢ
ん
な
事
」
の
忘
却
を
促
し
、
前
向
き
の
心
性

を
創
出
す
る
こ
と

―
「
復
興
」
が
ま
ず
第
一
に
は
そ
の
よ
う
に
人
々
の
情

動
を
政
治
的
に
操
作
す
る
営
為
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
抗
う
言
葉
を

拾
い
出
す
文
学
研
究
か
ら
は
や
は
り
押
し
流
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
の
な
い
お

び
た
だ
し
い
問
題
意
識
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ふ
た
た
び
、
み
た
び
と

繰
り
返
し
読
み
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
冊
だ
と
改
め
て
感
じ
た
。


