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ジ
ョ
ン
・
ハ
ー
シ
ー
の
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
と
「
ア
ダ
ノ
の
鐘
」
は
、
日
本
の

読
者
に
も
ひ
ろ
く
よ
ま
れ
た
。
そ
し
て
、
ハ
ー
シ
ー
の
作
品
に
に
じ
ん
で
い

る
人
間
性
に
感
銘
さ
れ
た
と
い
う
読
後
感
が
一
致
し
た
。
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
は

全
く
記
録
と
し
て
か
か
れ
て
い
て
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
を
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
に

扱
う
た
め
に
、
ハ
ー
シ
ー
は
日
本
へ
来
て
、
し
ず
か
に
勤
勉
に
ゆ
き
と
ど
い

た
科
学
的
態
度
で
材
料
を
集
め
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
が
人
類
の
生
活
に
ひ

き
お
こ
し
た
破
壊
と
惨
酷
の
姿
が
、
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
に
ま
ざ
ま
ざ
と
一
つ
の

典
型
を
示
し
て
い
る
。
原
子
爆
弾
が
、
は
じ
め
て
殺
人
の
武
器
と
し
て
登
場

し
た
こ
と
と
並
ん
で
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
は
、
人
類
が
そ
の
文
学
の
う
ち
に
初
め

て
も
っ
た
記
録
文
学
の
一
種
で
あ
る
。
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「
ヒ
ロ
シ
マ
」
が
す
べ
て
の
読
者
に
与
え
た
人
間
的
な
印
象
、
そ
こ
に
親
切

な
観
察
者
の
眼
と
心
が
働
い
て
い
る
と
い
う
感
銘
は
、
ひ
と
く
ち
に
ジ
ョ
ン

・
ハ
ー
シ
ー
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
と
云
わ
れ
て
来
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
と
い
う
言
葉
を
、
あ
り
き
た
り
の
心
の
温
さ
と
か
柔
軟
な

感
受
性
と
か
い
う
人
道
主
義
的
な
枠
の
中
で
理
解
す
る
だ
け
で
は
足
り
な
い

と
思
う
。
ハ
ー
シ
ー
が
、
一
九
一
四
年
天
津
で
生
れ
、
中
国
で
幼
年
、
少
年

時
代
を
す
ご
し
て
か
ら
イ
エ
ー
ル
と
ケ
イ
ム
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
学
ん
だ
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ハ
ー
シ
ー
の
人
生
の
見
か
た
、
世
界

の
で
き
ご
と
に
対
す
る
態
度
に
影
響
し
て
い
る
。
天
津
で
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
仕

事
を
し
て
い
た
ひ
と
の
息
子
と
し
て
生
れ
、
天
津
に
い
る
ア
メ
リ
カ
人
の
少

年
と
し
て
青
年
時
代
の
初
期
を
中
国
に
育
っ
た
ジ
ョ
ン
・
ハ
ー
シ
ー
の
心
は
、
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喧
騒
な
中
国
の
民
衆
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
あ
ふ
れ
出
て
い
る
苦
力
的
な

境
遇
、
底
し
れ
な
く
自
然
と
人
間
社
会
の
暴
威
に
生
存
を
お
び
や
か
さ
れ
な

が
ら
、
し
か
も
、
同
じ
よ
う
に
無
限
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
っ
て
抵
抗
を
持
続

し
て
ゆ
く
人
々
の
現
実
が
、
ど
ん
な
に
強
烈
な
人
間
生
活
の
色
彩
・
音
響
・

さ
ま
ざ
ま
の
状
況
の
図
絵
と
し
て
刻
み
こ
ま
れ
て
い
る
か
し
れ
な
い
だ
ろ
う
。

彼
は
、
そ
の
人
の
夢
の
中
に
中
国
の
情
景
が
あ
ら
わ
れ
る
少
数
の
ア
メ
リ
カ

人
の
一
人
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ジ
ョ
ン
・
ハ
ー
シ
ー
や
、
パ
ー
ル
・
バ

ッ
ク
や
ア
グ
ネ
ス
・
ス
メ
ド
レ
ー
、
エ
ド
ガ
ー
・
ス
ノ
ウ
、
ヒ
ュ
ー
・
デ
ィ

ー
ン
そ
の
他
見
る
夢
の
な
か
に
中
国
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
の
あ
る
人
々
の
精

神
は
、
東
洋
に
と
っ
て
貴
重
な
だ
け
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
常
識
の
良
識

と
誇
り
あ
る
べ
き
民
主
主
義
に
と
っ
て
、
今
日
ほ
ど
貴
重
で
あ
る
時
期
は
な
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い
。
な
ぜ
な
ら
現
代
の
ア
ジ
ア
は
何
か
の
権
勢
に
よ
っ
て
単
に
処
理
さ
れ
る

べ
き
と
こ
ろ
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
。

　
ジ
ョ
ン
・
ハ
ー
シ
ー
が
、
天
津
に
育
っ
て
い
る
外
国
人
の
少
年
と
し
て
子

供
時
代
か
ら
周
囲
の
生
活
を
観
察
し
、
そ
れ
を
、
あ
る
ま
ま
に
理
解
し
よ
う

と
し
て
来
た
心
の
習
慣
は
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
の
成
功
の
可
能
を
も
た
ら
し
て
い

る
。
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
に
た
た
え
ら
れ
て
い
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
は
人
間
の
不

幸
、
悲
惨
が
ど
う
い
う
程
度
の
も
の
で
あ
り
得
る
か
と
い
う
こ
と
を
深
く
理

解
し
て
い
る
一
人
の
男
が
、
そ
の
目
に
あ
っ
た
人
々
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
物

語
を
き
き
、
そ
こ
に
あ
っ
た
状
況
と
し
て
こ
の
真
実
性
と
そ
の
よ
う
な
状
況

に
ぶ
ち
こ
ま
れ
て
生
き
る
た
め
に
闘
っ
た
人
間
の
真
実
　
　
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ

ィ
を
尊
重
し
て
正
直
に
そ
れ
を
整
理
し
記
録
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
生
れ
て
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い
る
。
そ
の
過
程
で
ハ
ー
シ
ー
は
、
日
本
人
の
習
慣
的
な
感
情
、
天
皇
と
い

う
も
の
に
対
し
て
植
え
つ
け
ら
れ
て
い
る
錯
覚
的
な
信
頼
の
表
現
な
ど
さ
え

も
、
切
り
す
て
て
い
な
い
。
（
頁
一
〇
四
　
一
〇
五
）

　
新
し
い
文
学
を
語
る
と
き
、
作
者
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
が
ど
の
よ
う
な

角
度
で
題
材
そ
の
も
の
の
人
間
性
に
結
合
し
て
ゆ
く
か
と
い
う
点
　
　
結
晶

点
が
、
注
意
ぶ
か
く
社
会
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
い
と
思
う
。

　
第
二
次
大
戦
中
、
ア
メ
リ
カ
の
前
線
報
道
員
と
し
て
命
を
お
と
し
た
ア
ニ

ー
・
パ
イ
ル
の
ほ
ん
と
に
民
衆
の
友
と
し
て
の
働
き
か
た
は
、
こ
れ
も
現
代

の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
の
花
で
あ
っ
た
。
ア
ニ
ー
・
パ
イ
ル
も
、
こ
ん
に
ち

の
階
級
社
会
の
紛
乱
と
そ
の
わ
れ
目
に
お
ち
こ
む
多
数
の
人
々
の
不
幸
、
不

幸
に
な
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
人
に
と
っ
て
そ
の
不
幸
の
性
質
が
理
解
さ
れ
る
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よ
う
な
不
幸
に
つ
い
て
、
深
い
理
解
と
同
情
を
も
つ
す
ぐ
れ
た
人
々
の
一
人

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
一
握
り
の
人
間
が
、
決
し
て
自
分
の
靴
の
底
皮
を
ぬ

ら
す
こ
と
な
く
と
も
か
く
生
き
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
々
の
大
群
を
不

幸
に
追
い
こ
ん
で
い
る
現
代
の
戦
争
と
い
う
も
の
の
本
質
に
つ
い
て
深
く
知

っ
て
い
た
。

　
ハ
ー
シ
ー
の
「
ア
ダ
ノ
の
鐘
」
に
も
こ
の
感
情
が
主
調
を
な
し
て
い
る
。

ジ
ョ
ン
・
ハ
ー
シ
ー
と
い
う
人
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
プ
ラ
グ
マ

テ
ィ
ズ
ム
の
プ
ラ
ス
の
面
が
、
こ
の
作
品
に
人
間
ら
し
い
生
命
を
ふ
き
こ
ん

だ
。
天
津
に
生
れ
育
っ
た
ア
メ
リ
カ
人
の
ハ
ー
シ
ー
が
「
ア
ダ
ノ
の
鐘
」
の

主
人
公
と
し
て
イ
タ
リ
ー
系
の
ジ
ョ
ボ
ロ
少
佐
を
ア
ダ
ノ
の
市
に
見
出
し
て

い
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
。
ハ
ー
シ
ー
に
と
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
が
国
際
的
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国
家
で
あ
る
こ
と
を
よ
ろ
こ
び
得
る
理
由
は
「
ジ
ョ
ボ
ロ
少
佐
の
よ
う
な
人

々
を
も
つ
」
可
能
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
ん
に
ち
の
世
界
で
語
ら
れ
て
い

る
崇
高
で
理
想
に
み
ち
た
「
プ
ラ
ン
も
希
望
も
、
条
約
も
　
　
す
べ
て
こ
う

い
う
も
の
は
何
物
を
も
保
証
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
保
証
し
得
る
も

の
は
人
間
で
あ
る
。
い
か
な
る
圧
迫
に
も
撓
ま
ぬ
人
間
の
行
動
で
あ
り
、
わ

が
ジ
ョ
ボ
ロ
少
佐
の
よ
う
な
人
々
の
み
で
あ
る
」
と
云
っ
て
い
る
。
さ
て
、

ジ
ョ
ン
・
ハ
ー
シ
ー
は
、
マ
ー
ヴ
ィ
ン
将
軍
の
専
横
に
よ
っ
て
ア
ダ
ノ
か
ら

追
放
さ
れ
た
の
ち
の
ジ
ョ
ボ
ロ
少
佐
の
生
き
か
た
を
明
日
の
作
品
に
よ
っ
て

ど
の
よ
う
に
追
究
し
て
ゆ
く
だ
ろ
う
か
。
「
撓
ま
ぬ
人
間
の
行
動
」
と
し
て

世
界
の
真
実
を
語
ろ
う
と
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
仕
事
を
、
ど
う
展
開
し

て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
の
読
者
の
心
に
も
ジ
ョ
ボ
ロ
少
佐
の
そ
の
後
を
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案
じ
る
現
実
的
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
は
目
ざ
め
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

「
ア
ダ
ノ
の
鐘
」
の
訳
者
杉
本
喬
氏
が
、
ジ
ョ
ボ
ロ
少
佐
を
め
ぐ
る
軍
人
た

ち
の
言
葉
｛
に
旧
日
本
軍
隊
の
言
葉
｝
を
つ
か
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
適
切

で
な
い
。
そ
う
し
な
い
と
、
軍
隊
の
実
感
が
す
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
の

だ
ろ
う
。
む
ず
か
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
旧
日
本
軍
隊
の
言
葉
づ
か
い
が

再
生
さ
れ
な
い
と
実
感
に
遠
い
よ
う
に
感
じ
る
、
訳
者
相
互
の
感
じ
そ
の
も

の
は
問
題
が
あ
る
と
思
う
。
「
ア
ダ
ノ
の
鐘
」
は
か
な
り
率
直
に
軍
の
官
僚

主
義
に
批
評
を
も
っ
て
描
い
て
い
る
。
　
　
　
　
　
〔
一
九
四
九
年
十
月
〕
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