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長岡 省吾 【ながおか しょうご】
明治34(1901)年～昭和48(1973)年
昭和30(1955)年開館の広島平和記念資料
館初代館長として、現在につながる礎を築
いた。写真:長岡省吾収集 広島平和記念資
料館提供

　作
家
の
井
上
ひ
さ
し
さ
ん
の

『
父
と
暮
せ
ば
』
と
い
う
戯
曲
の

一
節
だ
。
こ
こ
に
は
、
原
爆
が

投
下
さ
れ
た
焼
け
野
原
で
、
原

爆
瓦
を
拾
い
集
め
る
男
の
こ
と

が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
男
の

姿
と
、
実
在
し
た
一
人
の
男
の

姿
と
が
重
な
る
。
そ
の
人
の
名

は
、
長
岡
省
吾
。
平
和
記
念
資

料
館
の
初
代
館
長
だ
。

ハ
ル
ビ
ン
で
地
質
学
を
学
ぶ

　明
治
34
年
、
ハ
ワ
イ
移
民
の

子
と
し
て
生
を
受
け
た
長
岡
さ

ん
は
、
幼
い
こ
ろ
に
帰
国
し
、

父
親
の
故
郷
で
あ
る
佐
伯
郡
玖

波
村
に
住
む
こ
と
に
な
っ
た
。

旧
制
の
修
道
中
学
校
に
進
み
、

16
歳
で
単
身
中
国
の
ハ
ル
ビ
ン

に
渡
っ
た
。
そ
こ
で
地
質
学
や

鉱
物
学
を
学
び
、
陸
軍
特
務
機

関
や
哈
爾
濱
博
物
館
、
地
質
学

研
究
所
な
ど
を
経
て
、
昭
和
15

年
に
一
家
で
帰
国
。
関
西
の
尼

崎
に
居
を
構
え
な
が
ら
も
、
仕

事
で
大
陸
を
行
き
来
す
る
多
忙

な
日
々
だ
っ
た
と
い
う
。

　「父
は
め
っ
た
に
家
に
い
な
い

人
で
し
た
」
と
、
五
女
の
世
良

禎
子
さ
ん
（
88
歳
　廿
日
市
市
）

は
思
い
返
す
。
そ
ん
な
長
岡
さ

ん
だ
が
、
子
ど
も
た
ち
を
か
わ

い
が
り
、
犬
や
鳥
を
飼
う
優
し

い
一
面
を
持
っ
て
い
た
よ
う
だ
。

　昭
和
19
年
、
郷
里
に
戻
っ
た

長
岡
さ
ん
は
、
広
島
文
理
科
大

学
（
現
：
広
島
大
学
）
の
地
質

学
鉱
物
学
教
室
に
、
授
業
嘱
託

の
職
を
得
る
。
学
生
に
講
義
を

す
る
だ
け
で
な
く
、
実
地
調
査

も
任
さ
れ
て
い
た
。
戦
争
末
期
、

玖
波
の
家
に
は
、
教
授
や
学
生

た
ち
が
疎
開
し
て
お
り
、
大
勢

の
家
族
と
寝
食
を
と
も
に
し
て

い
た
と
い
う
。
食
事
も
「
そ
う

め
ん
な
ど
は
、
バ
ケ
ツ
に
入
れ

て
食
べ
る
よ
う
だ
っ
た
」
と
世

良
さ
ん
は
話
す
。

大
空
覆
う
暗
雲

　８
月
６
日
、
長
岡
さ
ん
は
軍

の
物
資
を
船
舶
輸
送
す
る
暁
部

隊
か
ら
の
命
を
受
け
、
山
口
県

上
関
に
学
生
た
ち
と
地
質
調
査

に
出
か
け
て
い
た
。
連
日
の
調

査
の
疲
れ
で
、
う
と
う
と
し
て

い
る
と
き
「
ド
ン
」
と
い
う
爆

発
音
で
目
覚
め
た
。
朝
食
を
運

ん
で
き
た
当
番
兵
の
「
岩
国
方

面
に
大
火
柱
が
上
が
り
、
目
下

燃
焼
し
て
い
ま
す
」
と
い
う
言

葉
に
、
不
安
を
覚
え
外
に
出
て

み
る
と
、
暗
雲
と
思
わ
れ
る
入

道
雲
が
大
空
を
覆
っ
て
い
た
と
、

長
岡
さ
ん
は
回
想
し
て
い
る
。

次
々
と
悪
い
情
報
が
も
た
ら
さ

れ
る
た
め
、
調
査
を
中
止
し
て

柳
井
港
に
上
陸
し
た
。
遅
延
し

て
い
る
汽
車
に
乗
り
、
や
っ
と

の
こ
と
で
玖
波
駅
に
た
ど
り
着

く
と
、
知
人
か
ら
「
長
岡
さ
ん

ま
あ
良
く
…
」「
傷
一
つ
受
け
ず

に
…
」
と
声
を
掛
け
ら
れ
た
。
こ

の
と
き
、
広
島
に
落
ち
た
爆
弾
で

街
が
壊
滅
し
た
と
、
よ
う
や
く

知
っ
た
。

　急
ぎ
自
宅
に
戻
り
家
族
の
無

事
を
確
か
め
る
。
当
日
、
建
物

疎
開
の
動
員
で
広
島
市
内
へ
行

く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
予
定
が

変
更
に
な
り
、
玖
波
で
の
作
業

に
な
っ
た
た
め
、
命
拾
い
を
し

た
と
い
う
。

　
　
　下
さ
ん
と
こ
に
は
、
こ

　
　
　れ
と
お
ん
な
じ
に
奇
体

に
曲
が
っ
た
ビ
ー
ル
瓶
じ
ゃ
の
、

ホ
ル
ン
の
よ
う
に
丸
う
な
っ
て

し
も
う
た
一
升
瓶
じ
ゃ
の
が
、

何
十
本
も
あ
る
い
う
が
の
。
他

に
も
、
熱
で
表
面
が
溶
け
て
泡

立
っ
と
る
石
燈
籠
、
針
の
影
が

文
字
盤
に
焼
き
つ
い
と
る
大
時

計
…
…
。」

ど
ー
ろ

ハ
ル
ビ
ン

「
木
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被
爆
75
周
年

75年前の８月６日、一発の爆弾によって、死の街と化した広島。多くの
人が死に、生き残った人にも体や心に大きな爪痕が残された｡同じように
瓦礫の中にも爪痕を残された石や瓦や無数の品々があった。地質学者の
長岡省吾さんは、被爆直後の広島市内で、原爆の熱線にやられた石を集
め始め、その姿から原爆の正体を後世に伝えようとした。
やがて昭和30年に開館した平和記念資料館の館長に就任し、原爆の悲
惨さを訴え続けてきた。しかし、意外とその功績は世に知られていない。
被爆75周年、平和記念資料館開館65周年を迎える今年。長岡省吾さん
の足跡をたどってみたい。【取材　企画財政課】

がれき

―

長
岡
省
吾
と
い
う
男
が
い
た―

爪
痕
を

今
に

伝
え
る

ピ
カ
ド
ン
の
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【上】丸瓦【中】付着した急須と陶器
【下】自転車（3枚とも長岡省吾寄贈 
広島平和記念資料館所蔵）

【
上
】
昭
和
35
年
8
月
7
日
、
皇
太
子
殿
下
（
当
時
）
を
案
内
す
る
長

岡
さ
ん
。（
世
良
禎
子
さ
ん
提
供
）【
下
】
建
設
中
の
平
和
記
念
資
料

館
（
長
岡
省
吾
収
集

　広
島
平
和
記
念
資
料
館
提
供
）

父の著書を開き、思い出を語る
娘の世良禎子さん。

変形したビールびん（長岡省吾
寄贈 広島平和記念資料館所蔵）

念
願
の
資
料
館
の
開
館

　
昭
和
24
年
に
成
立
し
た
『
広

島
平
和
記
念
都
市
建
設
法
』。
こ

の
法
律
に
よ
り
爆
心
地
に
近
い

一
帯
を
平
和
記
念
公
園
と
し
て

整
備
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
公

園
建
設
の
コ
ン
ペ
で
選
ば
れ
た

の
は
、
広
島
で
青
春
時
代
を
過

ご
し
た
、
建
築
家
の
丹
下
健
三

さ
ん
だ
。
コ
ン
ペ
案
に
基
づ
き
、

公
園
内
に
平
和
記
念
資
料
館
が

建
設
さ
れ
始
め
た
が
、
資
金
難

に
あ
え
ぎ
工
事
が
ス
ト
ッ
プ
す

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
４
年
半
か

け
て
、
よ
う
や
く
昭
和
30
年
８

月
24
日
、
念
願
の
資
料
館
の
開

館
に
こ
ぎ
着
け
、
長
岡
さ
ん
は
、

初
代
の
館
長
に
就
任
し
た
。

　
開
館
後
、
国
内
外
か
ら
数
多

く
の
要
人
を
迎
え
、
自
ら
館
内

を
案
内
し
た
。
６
年
半
の
館
長

時
代
も
核
を
取
り
巻
く
世
界
情

勢
の
影
響
や
、
あ
く
ま
で
現
物

の
展
示
に
こ
だ
わ
る
長
岡
さ
ん

と
市
と
の
意
見
の
相
違
な
ど
、

苦
労
は
絶
え
な
か
っ
た
。

島
に
と
っ
て
得
が
た
い
貴
重
な

人
だ
」
と
感
じ
た
。
著
作
『
よ

み
が
え
っ
た
都
市
―
復
興
へ
の

軌
跡
　
原
爆
市
長
』
に
、
そ
う

記
し
て
い
る
。

　
収
集
し
た
資
料
を
市
に
提
供

す
る
と
い
う
長
岡
さ
ん
の
申
し

出
を
受
け
、
基
町
の
中
央
公
民

館
の
一
室
に
『
原
爆
参
考
資
料

陳
列
室
』
が
開
か
れ
、
昭
和
25

年
に
は
、
公
民
館
に
隣
接
し
て

『
原
爆
記
念
館
』
が
開
館
し
た
。

　
そ
の
後
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

人
々
の
力
を
借
り
て
収
集
を
続

け
る
。
そ
し
て
、
岩
石
類
６
５
４

２
点
を
つ
ぶ
さ
に
調
べ
上
げ
、
熱

線
で
溶
け
た
状
態
や
収
集
場
所
な

ど
か
ら
、
地
上
爆
心
地
は
、
細
工

町
（
現
：
大
手
町
）
の
島
病
院
庭

園
内
、
空
中
爆
心
は
約
５
７
０
ｍ

真
上
と
は
じ
き
出
し
た
。
そ
の
結

果
は
、『
H
IR
O
SH
IM
A 

原
子

爆
弾
に
よ
る
被
害
状
況
』
と
し

て
、
昭
和
29
年
８
月
６
日
に
、
自

費
出
版
し
た
冊
子
で
報
告
さ
れ

る
。

さ

い

く

ま
ち
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渡辺 晋（天瀬 裕康）さん
昭和６年呉市生まれ、著書
に『停まれ、悪夢の明日』『梶
山季之の文学空間』『ジュノ
ー記念祭』ほか

　
１
冊
の
本
が
あ
る
。
『昔
の
夢

は
今
も
夢
』
と
い
う
戯
曲
集

だ
。
そ
の
中
に
収
め
ら
れ
た
一

編
『
石
を
集
め
て
』
は
、
長
岡

さ
ん
と
家
族
を
モ
デ
ル
に
し
た

戯
曲
で
あ
る
。
創
作
し
た
の

は
、
天
瀬
裕
康
の
ペ
ン
ネ
ー
ム

を
持
つ
渡
辺
晋
さ
ん
（
88
歳
　

立
戸
）。
自
身
も
原
爆
の
惨
状
を

目
撃
し
た
一
人
だ
。

記
憶
に
残
る
異
臭

　
当
時
、
渡
辺
さ
ん
は
、
県
立

呉
第
一
中
学
校
（
現
：
県
立
呉

三
津
田
高
校
）
の
２
年
生
。
７

月
１
日
の

呉
の
空
襲

で
焼
け
出

さ
れ
、
母

親
と
と
も

に
、
安
佐
郡
飯
室
村
（
現
：
広

島
市
安
佐
北
区
）
の
親
戚
の
寺

に
身
を
寄
せ
て
い
た
。

　
８
月
６
日
の
朝
食
後
、
部
屋

に
い
る
と
、
遠
く
で
「
ド
ー

ン
」
と
い
う
音
が
聞
こ
え
、
地

震
の
よ
う
な
揺
れ
を
感
じ
た
。

何
ご
と
か
と
思
っ
て
外
に
出
て

み
る
と
、
南
の
山
の
向
こ
う
か

ら
、
不
気
味
な
雲
が
湧
き
あ
が

っ
て
い
る
の
が
見
え
た
。
近
く

の
小
山
に
登
る
と
、
そ
の
雲

は
、
「
ま
る
で
赤
黒
い
ク
ラ
ゲ

が
泳
い
で
い
る
よ
う
だ
っ
た
」

と
渡
辺
さ
ん
は
、
鮮
明
に
記
憶

し
て
い
る
。
し
ば
ら
く
す
る

と
、
あ
た
り
は
雲
に
覆
わ
れ
、

降
っ
て
き
た
の
は
、
見
た
こ
と

も
な
い
黒
い
雨
だ
っ
た
。

　
や
が
て
、
広
島
か
ら
火
傷
を

負
っ
た
人
々
が
次
々
と
運
ば

れ
、
寺
の
本
堂
は
臨
時
の
救
護

所
と
な
っ
た
。

　
｢本
堂
に
は
１
０
０
人
も
の
人

が
横
た
わ
り
、
そ
し
て
片
っ
ぱ

し
か
ら
死
ん
で
い
っ
た
｣。
渡
辺

さ
ん
は
、
呉
で
も
火
傷
で
ズ
ル

む
け
に
な
っ
た
死
体
を
目
に
し

て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
と
は

違
う
、
何
と
も
言
え
な
い
臭
い

だ
っ
た
。
75
年
経
っ
た
今
で
も

忘
れ
ら
れ
な
い
と
話
す
。
そ
の

経
験
を
も
と
に
、
天
瀬
裕
康
名

義
で
『
異
臭
の
六
日
間
』
と
い

う
短
編
小
説
を
著
し
た
。

並
の
人
で
は
な
い
男
の
物
語

　
そ
ん
な
渡
辺
さ
ん
が
、
縁
あ

っ
て
大
竹
で
開
業
医
と
な
り
、

創
作
活
動
を
す
る
中
で
、
地
元

に
初
代
の
平
和
記
念
資
料
館
館

長
が
い
た
こ
と
に
興
味
を
覚
え

た
。
長
岡
さ
ん
は
既
に
亡
く
な

っ
て
お
り
、
「
書
き
の
こ
す
こ

と
が
、
一
つ
の
供
養
に
な
る
の

で
は
」
と
考
え
、
戯
曲
を
書
き

上
げ
、
平
成
21
年
に
文
芸
誌
に

発
表
し
た
。

　
小
説
で
は
な
く
戯
曲
と
し
た

理
由
を
「
家
族
や
知
人
な
ど
、

登
場
人
物
も
多
く
、
ま
た
、
時

間
的
な
場
面
転
換
も
あ
る
。
短

編
小
説
で
は
、
そ
の
説
明
を
す

る
だ
け
で
も
盛
り
だ
く
さ
ん
に

　
　
　
　
　
　  

な
っ
て
し
ま
う
。

　
　
　
　
　
　
戯
曲
な
ら
、
そ

　
　
　
　
　
　
う
い
っ
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
を
劇
中
の
人
物

　
　
　
　
　
　
に
不
自
然
な
く

語
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
、
効
果

的
な
形
式
だ
と
考
え
た
」
と
述

べ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
被
爆

の
伝
承
と
い
う
使
命
に
燃
え
な

が
ら
も
、
家
族
や
時
代
の
移
り

変
わ
り
に
苦
悩
す
る
長
岡
さ
ん

の
姿
が
、
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て

い
る
。

　
｢家
族
か
ら
は
、
石
と
自
分
た

ち
と
、
ど
っ
ち
が
大
切
か
と
問

い
詰
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
概

に
長
岡
さ
ん
だ
け
が
立
派
だ
っ

た
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
か
も

し
れ
な
い
｣。
渡
辺
さ
ん
は
、
そ

う
言
い
つ
つ
も
、
地
質
学
者
な

ら
で
は
の
発
想
か
ら
、
お
び
た

だ
し
い
被
爆
資
料
を
収
集
し
て

き
た
業
績
を
前
に
、
｢や
は
り
、

並
の
人
で
は
な
か
っ
た
」
と
評

価
す
る
。

　
『石
を
集
め
て
』
は
、
読
む
戯

曲
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
だ

が
、
高
校
の
演
劇
部
な
ど
で
、

演
じ
て
み
て
欲
し
い
と
思
う
渡

辺
さ
ん
だ
。

　
演
じ
る
こ
と
で
、
被
爆
を
自

分
自
身
の
体
験
と
し
て
少
し
で
も

感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
。

『昔の夢は今も夢』
『異臭の六日間』
両著とも天瀬裕康
（近代文藝社）

戯
曲
で
長
岡
さ
ん
を
書
き
の
こ
す

渡
辺 

晋 

(天
瀬 

裕
康
)さ
ん
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の
こ
さ
れ
た
被
爆
資
料
を
寄
贈

　
昭
和
37
年
、
資
料
館
を
去
っ

た
長
岡
さ
ん
。
そ
の
後
、
長
ら

く
表
舞
台
か
ら
姿
を
消
し
た
よ

う
に
見
え
た
。
資
料
館
に
あ
る

膨
大
な
被
爆
資
料
も
大
部
分
は
、

長
岡
さ
ん
が
収
集
し
寄
贈
し
た

も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

長
岡
さ
ん
か
ら
の
も
の
だ
と
、

は
っ
き
り
と
分
か
る
も
の
は
、

ほ
と
ん
ど
な
い
。

　
平
成
25
年
４
月
、
新
聞
に
長

岡
さ
ん
の
名
前
が
大
き
く
報
じ

ら
れ
た
。
没
後
42
年
を
経
て
、

自
宅
に
の
こ
さ
れ
て
い
た
瓦
や

竹
な
ど
の
実
物
、
写
真
や
フ
ィ

ル
ム
、
印
刷
物
な
ど
１
万
１
８

９
３
点
も
の
被
爆
資
料
が
、
資

料
館
に
寄
贈
さ
れ
た
の
だ
。
寄

贈
さ
れ
た
資
料
も
含
め
、
現
在
、

長
岡
さ
ん
の
功
績
を
振
り
返
る

企
画
展
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。

　
主
任
学
芸
員
の
落
葉
裕
信
さ

ん
は
、「
戦
後
、
誰
も
見
向
き
も

し
な
い
よ
う
な
石
こ
ろ
な
ど
を

集
め
調
査
、
研
究
し
た
功
績
は

大
き
い
。
長
岡
さ
ん
が
い
な
か

っ
た
ら
、
現
在
の
資
料
館
は
違

っ
た
姿
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」

と
話
す
。
昨
年
、
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
オ
ー
プ
ン
し
た
資
料
館
は
、

展
示
内
容
も
大
幅
に
見
直
さ
れ

た
。
そ
れ
は
、
被
爆
資
料
が
訴

え
る
力
を
信
じ
た
長
岡
さ
ん
の

意
志
を
受
け
継
い
だ
も
の
に
思

わ
れ
る
。

生
涯
か
け
て
働
い
た
人

　
晩
年
は
原
爆
症
に
苦
し
み
な

が
ら
も
陶
芸
を
趣
味
と
し
た
そ

う
だ
。
土
や
石
に
触
れ
る
こ
と

が
生
き
る
証
だ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
孫
の
三
家
本
佳
苗
さ

ん
（
65
歳
　
玖
波
）
は
、「
夏
休

み
の
自
由
研
究
は
、
お
じ
い
さ

ん
の
家
に
あ
る
石
を
標
本
に
し

て
い
た
」
と
ほ
ほ
え
む
。

　「
入
院
後
も
病
院
を
抜
け
出

し
、
資
料
館
に
足
を
運
ん
で
い

た
。生
涯
を
か
け
て
働
い
た
人
」。

そ
う
言
っ
て
、
世
良
さ
ん
は
目

を
潤
ま
せ
る
。

　「
私
に
と
っ
て
は
、
い
い
お
父

さ
ん
で
し
た
。
怒
ら
れ
た
こ
と

は
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
」。
世
良

さ
ん
は
、
長
岡
さ
ん
の
焼
い
た

主な参考資料

被爆 75 周年企画展

○『HIROSHIMA 原子爆弾による被害状況』長岡省吾
○『原爆　広島を復興させた人びと』石井光太
○『ヒロシマをのこす　平和記念資料館をつくった人・長岡省吾』佐藤真澄
○『よみがえった都市―復興への軌跡　原爆市長　復刻版』浜井信三
○『戦後ヒロシマの記録と記憶　小倉馨のR・ユンク宛書簡　(上)』若尾祐司・小倉桂子
○『生死の火　広島大学原爆被災誌』広島大学原爆死没者慰霊行事委員会
○『父と暮せば』井上ひさし
○『廣島鉄道局機関誌　ひろしま第34号』
○中国新聞2015年4月20日・4月21日
○テレビ新広島報道特別番組『ヒロシマを遺した男
　～原爆資料館誕生物語～』

と　き　令和３年２月23日（祝･火）まで
ところ　広島平和記念資料館・東館
　　　　１階企画展示室
入場料　無料

『広島平和記念資料館のあゆみ
  第１部　礎を築く
  初代館長　長岡省吾の足跡』

陶
器
を
い
と
お
し
そ
う
に
抱
き

な
が
ら
見
せ
て
く
れ
た
。

市立図書館では、『平和図書コーナー』を設けています。
『ヒロシマをのこす　平和記念資料館をつくった人・長岡省吾』（佐藤真澄）や
『原爆　広島を復興させた人びと』（石井光太）の本もあります。
【22ページ】
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会
の
存
続
の
た
め
に
も
被
爆
二
世

の
皆
さ
ん
に
入
会
を
お
願
い
し
て

お
り
ま
す
。
入
会
希
望
者
の
方
は

市
原
爆
被
爆
者
協
議
会
（
中
原

宅
）
ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　
被
爆
75
年
を
迎
え
、被
爆
者
が

年
々
減
少
し
て
い
く
中
、被
爆
者

の
想
い
を
後
世
に
継
承
し
て
い
く

こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
市
原
爆
被
爆
者
協
議
会
で
は
、

お
も 被

爆
二
世
の
皆
さ
ん
の
入
会
を

問
い
合
わ
せ

　
原
爆
被
爆
者
協
議
会
（
中
原
宅
） 

☎
57
７
０
４
９

　「
原
爆
の
日
」に
、総
合
市
民
会

館
前
で
挙
行
さ
れ
る
平
和
祈
念
式

典
に
献
納
す
る
折
り
鶴
。そ
の
折

り
鶴
を
玖
波
６
丁
目
自
治
会
の
女

性
グ
ル
ー
プ『
す
み
れ
会
』の
女
性

た
ち
が
、年
明
け
か
ら
折
り
始
め
、

お
よ
そ
半
年
を
か
け
て
千
羽
を
折

り
終
え
た
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響

で
、み
ん
な
で
集
ま
る
こ
と
も
か
な

わ
ず
、中
断
し
た
時
期
も
あ
り
、

な
か
な
か
進
ま
な
か
っ
た
が
、よ
う

や
く
完
成
し
た
色
と
り
ど
り
の
鶴

を
前
に
し
て
喜
び
も
ひ
と
し
お
。

　
７
月
６
日
、６
丁
目
集
会
所
で
、

式
典
に
出
席
す
る
市
原
爆
被
爆
者

協
議
会
の
井
上
智
都
さ
ん
に
、千

羽
鶴
を
託
し
た
。

　
千
羽
鶴
に
は
、被
爆
体
験
の
あ

る
メ
ン
バ
ー
の
手
記
や
川
柳
も
添

え
ら
れ
た
。

　
グ
ル
ー
プ
の
代
表
、西
川
節
子

さ
ん
は
、「
核
兵
器
の
無
い
平
和
な

社
会
が
、永
遠
に
続
き
ま
す
よ
う

に
と
、祈
り
を
込
め
て
折
り
ま
し

た
」と
語
っ
た
。

祈
り
を
込
め
て
鶴
を
折
る

【
上
右
】
献
納
す
る
千
羽
鶴
は
、
西
川
さ
ん
(右
)か
ら
井

上
さ
ん
に
手
渡
さ
れ
た
。【
上
左
】
コ
ツ
コ
ツ
と
折
っ
た

色
と
り
ど
り
の
鶴
。【
下
】
千
羽
鶴
を
前
に
『
す
み
れ
会
』

の
皆
さ
ん
。
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昨年開催した「平和へのおもい」パネ
ル展示。

戦後、大竹港には41万人もの人が、
外地から引き揚げてきました。

来
場
時
の
お
願
い

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

症
拡
大
防
止
対
策
を
実
施
の
上
、

開
催
し
ま
す
。来
場
に
当
た
っ
て

は
、感
染
拡
大
防
止
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

･
会
場
内
で
は
マ
ス
ク
を
着
用
し

　
て
く
だ
さ
い
。

･
展
示
を
ご
覧
に
な
る
際
は
、
他

　
の
来
場
者
と
一
定
の
距
離
（
ソ

　
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
）
を

　
置
く
よ
う
努
め
て
く
だ
さ
い
。

･
こ
ま
め
な
手
洗
い
、ア
ル
コ
ー
ル

　
な
ど
に
よ
る
手
指
消
毒
を
心
が

　
け
て
く
だ
さ
い
。

･
来
場
時
の
検
温
な
ど
は
行
い
ま

「
平
和
へ
の
お
も
い
」

感
想
ノ
ー
ト
か
ら

※
一
部
抜
粋（
年
齢
は
記
入
当
時
）

　
ミ
ニ
ミ
ニ
原
爆
展
を
は
じ
め
平

和
に
関
す
る
資
料
な
ど
を
展
示
し

ま
す
。

　
核
兵
器
、そ
し
て
戦
争
は
私
た

ち
の
さ
さ
や
か
な
日
常
を
一
瞬
で

奪
い
ま
す
。

　
戦
後
75
周
年
を
迎
え
る
に
当
た

り
、「
平
和
」の
意
味
を
一
緒
に
考

え
て
み
ま
せ
ん
か
。

と
　
き

　
８
月
１
日
㈯
〜
31
日
㈪

※
閉
館
時
を
除
く
。

と
こ
ろ
　
総
合
市
民
会
館
ロ
ビ
ー

　
せ
ん
の
で
、当
日
体
調
が
よ
く

　
な
い
場
合（
発
熱
・
せ
き
・
い
ん

　
頭
痛
な
ど
の
症
状
が
あ
る
場
合
）

　
や
、体
調
に
少
し
で
も
不
安
の

　
あ
る
場
合
は
来
場
を
控
え
て
く

　
だ
さ
い
。ま
た
、次
の
場
合
も
来

　
場
を
控
え
て
く
だ
さ
い
。

①
同
居
家
族
や
身
近
な
知
人
に
感
染

　
症
が
疑
わ
れ
る
人
が
い
る
場
合

②
過
去
14
日
以
内
に
政
府
か
ら
入

　
国
制
限
、
入
国
後
の
観
察
期
間

　
を
必
要
と
さ
れ
て
い
る
国
・
地

　
域
な
ど
へ
の
渡
航
、
ま
た
は
当

　
該
国
・
地
域
在
住
者
と
の
濃
厚

　
接
触
が
あ
る
場
合

◦
人
間
と
は
神
に
も
悪
魔
に
も
な

　
れ
る
存
在
。そ
れ
は
自
由
意
志

　
を
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
。戦

　
争
を
し
な
い
と
い
う
明
確
な
選

　
択
を
す
る
事
が
重
要
。（
58
歳
）

◦
Let peace 

begin 

w
ith 

m
e 

　
and 

from 

m
e. （
共
に
始
め
よ

　
う
、私
か
ら
始
め
よ
う
、平
和

　
を
。）（
年
齢
不
明
）

◦
今
の
僕
達
が
生
き
て
い
ら
れ
る

　
と
い
う
こ
と
は
昔
の
人
が
本

　
当
の
平
和
を
願
っ
た
か
ら
だ
。

　
そ
の
人
達
が
い
な
け
れ
ば
今

　
の
僕
達
は
い
ま
せ
ん
。
今
、自

　
分
達
が
で
き
る
事
を
考
え
よ
う
。

　
行
動
し
よ
う
。（
13
歳
）

◦
父
は
３
年
間
北
支（
中
国
）で
闘

　
い
、腕
に
砲
弾
片
を
残
し
た
ま

　
ま
生
還
し
、戦
地
の
話
は
ず
い

　
ぶ
ん
聞
き
ま
し
た
。人
間
の
死

　
に
馴
れ
て
し
ま
う
怖
さ
を
聞
き

　
ま
し
た
。な
ん
で
も
多
数
決
の

　
怖
さ
、少
数
意
見
の
大
切
さ
。（
年

　
齢
不
明
）

内
　
容

･
原
爆
関
連
の
パ
ネ
ル
写
真
な
ど

　
の
展
示

･
大
竹
港
海
外
引
き
揚
げ
の
記
録

　
D
V
D
上
映

･
大
竹
海
兵
団
に
関
す
る
資
料
の

　
展
示

･
原
爆
・
戦
争
・
平
和
に
関
す
る

　
図
書
の
紹
介
　
ほ
か

（
毎
年
行
っ
て
い
る
市
内
児
童
生
徒

が
作
成
し
た
平
和
ポ
ス
タ
ー
、
中

学
生
交
歓
交
流
事
業
の
参
加
生
徒

に
よ
る
感
想
文
の
展
示
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
な
ど
の
影
響
に

よ
り
今
年
は
行
い
ま
せ
ん
）

と
う
つ
う

◦
世
界
中
か
ら
戦
争
が
早
く
な
く

　
な
り
ま
す
よ
う
に
。一
人
一
人
は

　
何
を
す
れ
ば
い
い
の
か
。無
関

　
心
に
な
ら
ず
、流
さ
れ
ず
、自

　
分
の
考
え
を
持
っ
て
毎
日
生
き

　
て
い
き
た
い
。（
54
歳
）

原
爆
に
関
す
る
写
真
・
資
料

な
ど
の
ウ
ェ
ブ
展
示

　
当
日
展
示
す
る
写
真
や
資
料
な

ど
の
一
部
を
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公

開
し
て
い
ま
す
。

｢

平
和
へ
の
お
も
い｣

開
催
問
い
合
わ
せ

　
企
画
財
政
課 

☎
59
２
１
２
５
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後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に

加
入
し
て
い
る
方
―

　
新
し
い
紫
色
の
被
保
険
者
証
が
県
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら
７
月
下
旬
に

郵
送
さ
れ
て
い
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
に

加
入
し
て
い
る
方
―

　
新
し
い
橙
色
の
被
保
険
者
証
（
保
険
証
）

を
７
月
下
旬
に
郵
送
し
て
い
ま
す
の
で
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。
70
歳
以
上
の
方
の
保

険
証
は
被
保
険
者
証
兼
高
齢
受
給
者
証
と

表
示
し
て
い
ま
す
。

保
険
証
が
届
い
て
い
な
い
方
― 

　
宛
先
不
明
で
届
い
て
い
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
保
健
医
療
課
に
連
絡
し
て

く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
保
険
証
を
紛
失
さ
れ
た
場
合
、

再
交
付
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。
印
鑑
と

免
許
証
な
ど
顔
写
真
付
き
の
本
人
確
認
が

で
き
る
身
分
証
明
書
を
持
っ
て
、
保
健
医

療
課
、
ま
た
は
支
所
で
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

必
ず
、
届
け
出
が
必
要
で
す
―

就
職
や
退
職
な
ど
で
、

保
険
証
が
変
わ
っ
た
と
き

○
就
職
し
た
と
き

　
会
社
な
ど
か
ら
保
険
証
を
受
け
取
っ
た

ら
、
保
健
医
療
課
、
ま
た
は
支
所
に
、
で

き
る
だ
け
早
く
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
届

け
出
が
な
い
と
社
会
保
険
な
ど
に
加
入
し

た
こ
と
が
、
市
で
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
そ

の
た
め
、
国
保
に
加
入
し
た
ま
ま
に
な
り
、

保
険
料
が
か
か
り
続
け
ま
す
。

○
退
職
し
た
と
き

　
会
社
な
ど
か
ら
資
格
喪
失
証
明
書
を
取

得
し
て
、
証
明
書
の
発
行
日
か
ら
14
日
以

内
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
必
要
な
書
類

な
ど
が
そ
ろ
っ
て
い
れ
ば
、
そ
の
場
で
保

険
証
を
発
行
し
ま
す
。
た
だ
し
、
代
理
人

の
場
合
は
、
委
任
状
が
な
け
れ
ば
、
自
宅
へ

郵
送
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

届
け
出
に
必
要
な
も
の
―

○
社
会
保
険
な
ど
に
加
入
し
た
場
合

　
①
加
入
者
全
員
の
「
社
会
保
険
等
被
保

険
者
証
」（
加
入
日
の
確
認
の
た
め
）②「
印

鑑
」③「
国
保
の
保
険
証
」④「
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
が
分
か
る
も
の
（
加
入
者
全
員
・
世
帯

主
）」

○
国
保
に
加
入
す
る
場
合

　
①「
資
格
喪
失
証
明
書
」（
資
格
の
喪
失

日
や
喪
失
し
た
人
な
ど
が
分
か
る
も
の
）

②「
印
鑑
」③「
身
分
証
明
書
（
免
許
証
、

パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
）」④「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

が
分
か
る
も
の
（
加
入
者
全
員・世
帯
主
）」

保
険
証
が
変
わ
っ
た
ら
、

す
ぐ
に
医
療
機
関
に
連
絡
を
―

　
会
社
な
ど
に
就
職
し
、
社
会
保
険
な
ど

に
加
入
し
た
ら
、
加
入
日
を
確
認
し
、
現

在
治
療
を
受
け
て
い
る
医
療
機
関
に
、
す

ぐ
に
連
絡
し
ま
し
ょ
う
。

　
社
会
保
険
な
ど
に
加
入
後
、
国
保
の
保

険
証
を
使
用
し
た
場
合
は
、
自
己
負
担
以

外
の
医
療
費
部
分
（
窓
口
で
３
割
支
払
っ

て
い
た
場
合
は
、
残
り
の
７
割
部
分
の
医

療
費
）
を
返
納
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。

こ
ん
な
と
き
は
ど
う
す
る
の
ー

Q
就
職
し
て
社
会
保
険
に
加
入
し
た
け
ど
、

　
す
ぐ
に
保
険
証
が
届
か
ず
、
し
か
た
な

　
く
国
保
の
保
険
証
を
使
っ
て
し
ま
い
ま

　
し
た
。
こ
の
場
合
も
医
療
費
の
返
納
の

　
対
象
に
な
り
ま
す
か
。

A
返
納
の
対
象
に
な
り
ま
す
。
事
前
に
会

　
社
で
社
会
保
険
な
ど
の
加
入
証
明
書
を

　
発
行
し
て
も
ら
う
か
、
医
療
機
関
な
ど
の

　
窓
口
で
事
情
を
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。

　
自
己
負
担
分
以
外
の
医
療
費
は
加
入
し
て

　
い
る
医
療
保
険
者
が
負
担
し
ま
す
の
で
、加

　
入
資
格
を
確
認
し
正
し
く
保
険
証
を
使
用

　
し
て
く
だ
さ
い
。

会
社
の
都
合
な
ど
で
職
場
を
退
職
し
た
と
き

　
会
社
の
倒
産
や
解
雇
、
雇
用
期
間
満
了

な
ど
の
理
由
で
職
場
を
退
職
し
た
、
65
歳

未
満
の
方
の
国
民
健
康
保
険
料
を
届
け
出

る
こ
と
で
一
定
期
間
軽
減
す
る
制
度
が
あ

り
ま
す
。
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
交
付
す
る「
雇

用
保
険
受
給
資
格
者
証
」、「
保
険
証
」、「
印

鑑
」
を
持
参
し
て
、
保
健
医
療
課
、
ま
た

は
支
所
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

交
通
事
故
に
あ
っ
た
と
き

　
交
通
事
故
な
ど
、
第
三
者
か
ら
傷
病
を

受
け
た
場
合
、
必
ず
保
健
医
療
課
に
連
絡

を
し
、「
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
届
」

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
本
来
、
治
療
費

は
加
害
者
が
支
払
う
も
の
で
す
が
、
一
時

的
に
国
保
が
立
て
替
え
払
い
を
し
、
あ
と

か
ら
加
害
者
に
請
求
し
ま
す
。
ま
た
、
示

談
を
さ
れ
る
場
合
は
、
示
談
の
前
に
必
ず

保
健
医
療
課
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

思
わ
ぬ
落
と
し
穴
に
気
を
つ
け
よ
う
―

国
保
ミ
ニ
知
識

8月1日から
保険証・受給者証が
新しくなりました。

問い合わせ　保健医療課 ☎59-2141

後期高齢者医療被保険者証紫色
国民健康保険被保険者証橙色
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証橙色
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も
健
康
不
安
を
お
持
ち
の
県
内

在
住
（
広
島
市
を
除
く
）
の
方

内

　容

　
県
保
健
師
に
よ
る
自
宅
な
ど
へ

の
個
別
訪
問
相
談
な
ど

申
し
込
み

　
県
被
爆
者
支
援
課
へ
。

　
原
子
爆
弾
投
下
直
後
に
降
っ
た

黒
い
雨
に
よ
り
、現
在
も
健
康
に

不
安
を
お
持
ち
の
方
で
希
望
す
る

場
合
、保
健
師
な
ど
が
相
談
に
応

じ
ま
す
。

対

　象

　
被
爆
者
健
康
手
帳
、
ま
た
は

第
一
種
健
康
診
断
受
診
者
証
が

交
付
さ
れ
て
お
ら
ず
、
広
島
県
な

ど
が
被
爆
地
域
の
拡
大
を
求
め

た
左
図
の
地
域
内
で
、
原
爆
投
下

直
後
に
黒
い
雨
を
体
験
し
、
現
在

黒い雨体験者
相談･支援事業

問い合わせ
　県被爆者支援課
　☎082-513-3109

防
災
無
線
で
サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
し

ま
す
。

原
爆
の
日

●
広
島
市

　
８
月
６
日
㈭
　
８
時
15
分

●
長
崎
市

　
８
月
９
日
㈰
　
11
時
２
分

終
戦
記
念
日

　
８
月
15
日
㈯
　
12
時

　
今
年
は
８
月
６
日
に
広
島
市
、

８
月
９
日
に
長
崎
市
に
原
爆
が
投

下
さ
れ
て
75
年
の
節
目
の
年
で
す
。

ま
た
、８
月
15
日
の
終
戦
記
念
日

に
は
、東
京
で
全
国
戦
没
者
追
悼

式
が
行
わ
れ
ま
す
。原
爆
や
戦
争

で
死
没
さ
れ
た
人
々
の
冥
福
と
世

界
の
恒
久
平
和
を
祈
っ
て
、１
分

間
の
黙
と
う
を
捧
げ
ま
し
ょ
う
。

　
原
爆
の
日
、終
戦
記
念
日
に
は
、

原
爆
の
日
・
終
戦
記
念
日
に

黙
と
う
を

　「大竹ヒロシマの日」として平和
祈念式典が開催されます。
　今年は新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、規模を縮小します。
一般の方の参加はご遠慮ください。
　また、今後の感染状況によっては
開催内容などに変更の可能性があり
ます。

原
爆
死
没
者
追
悼

平
和
祈
念
式
典

問
い
合
わ
せ

　
原
爆
被
爆
者
協
議
会
（
中
原
宅
） 

☎
57
７
０
４
９

8月6日木
8時▶9時
原爆慰霊碑「叫魂」前（総合市
民会館前）
※雨天の場合は総合市民会館２
　階ホール


