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  特集　  「語り継ぎ、未来へつなぐ」
　　―  次世代へ戦争を伝える人たち  ―

14 まちのわだい / 広報特派員リポート

20 ふるさと復興祭り / 食とモノの祭典

22 うきモビ / 天
てんじょうきょう

城橋開通記念グッズ

24
リモコンのｄボタンで防災情報を確認
台風に備えて準備をしましょう
ブロック塀の自己点検をお願いします

26 市役所のこともっと知ってもらおう！

28
地球温暖化・節水対策に取り組みましょう

「蒙古襲来絵詞」が熊本に帰ってきます

29 ビジネスサポートセンターから

30 消費者トラブル注意報 / 警察職員募集

31 読んでみたい論語

32 地域と共に歩む高校・支援学校

33 私たちは、地域の相談パートナー人権擁護委員です

34
賢くみんなの年金学
みんなで学ぼうじんけん

35 パートナーシップ通信

36 市からのお知らせ

38 くらしの情報 / うきばさるこ♪

42
図書館
不知火美術館 / 街なか図書館

44 さしより野菜・たっぷり野菜プロジェクト

45 さしより野菜協力店（Vege Shop）を認定

48
こども健診・相談 / 日曜 祝日当番医 ・ 薬
局 / 献血 / 子育て応援イベント / 相談

50 みんなのひろば

51 市長コラム「不撓不屈」/ マチイロ

52 宇輝人

　7月15日、毎年恒例の「小川阿蘇神社夏祭り造
り物大会」が小川町商店街で開かれ、多くの家族
連れなどでにぎわいました。今年は地元の7団体
から計9基の力作が勢ぞろい。天

てんじょうきょう

城橋の完成を祝
う作品や米朝首脳会談を話題にした作品などが登
場し、通りを歩く人々は造り物の写真を撮るなど
夏の夜のひとときを楽しんでいました。
　主催した小川町商店街振興会の宮本晴隆会長

（59）は「市内外で話題になったものが作品になっ
た。ビアガーデンやダンスパフォーマンスなども
新しく加わり、いろんな年代が合同で盛り上げる
楽しい祭りになった」と笑顔で話していました。

今月の表紙

世間で話題になったものが造り物に

総人口　59,486人（466人）　＋8

三　角　  7,575人
不知火　  8,830人
松　橋　25,838人
小　川   12,963人
豊　野　  4,280人　
　　　
男　性　28,344人（202人）－14
女　性　31,142人（264人）＋22

世帯数　23,976世帯　＋2

６月の
出　生　  34人　死　亡　  51人
転　入　146人　転　出　121人

目次広報うき

ウ キ カ ラ ⑧
心つなぐふるさとの祭り
小川阿蘇神社夏祭り造り物大会

か
っ
こ
内
は
外
国
人
数
、
＋
－
は
前
月
比

人
の
う
ご
き

6
月
末
現
在

うきから  あなたから  情報発信  みんなでつながろう
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語 り 継 ぎ、 未 来 へ つ な ぐ 
―次世代へ戦争を伝える人たち―

特 集

　終戦から73年が経ち、戦後生まれの人が80％を占めるようにな
りました。戦争を実体験し、その悲惨さを語ることができる人が少
なくなっています。地元で起きた空襲のこと、家族を亡くした思い、
戦時下での子どもたちの教育など、さまざまな立場から、戦争を知
らない世代に語り伝えている人たちを紹介します。

1　「防
ぼうちょう

諜かるた」（昭和16年）　スパイを警戒して、ケース
　  の子どもも「見ざる・言わざる・聞かざる」のポーズ
2　「皇軍万歳双

すごろく

六」（昭和15年）　戦地の様子と少女たちの
　  心掛けが遊びながら分かる
3　防毒マスク　化学兵器（毒ガス）に対する備えのため、
　  家庭でも個人装備に防毒マスクが常備された
4　戦時色の濃い貯金箱　「防諜三猿貯金箱（左）」と「愛国
　  貯金箱」（右）
5　戦時中に作られた着物の端切れ　戦争ごっこをしてい
　  る子ども、飛行機、戦車などが描かれている
6　冬用飛行服　表は木綿、裏はウサギの毛皮総張り
7　子ども用の茶碗　兵士や高射砲の絵が描かれている
8　子どもの塗り絵　防空訓練や戦車の絵など戦争の内容
1～8は全て上村真理子さん（8ページ掲載）所蔵

戦時中の暮らしを伝える品物
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昭
和
20
年
に
な
る
と
、
高
い
空
を
Ｂ

29
が
飛
ん
で
行
く
の
は
珍
し
い
こ
と
で

は
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
で

も
こ
ん
な
田
舎
に
は
空
襲
は
な
い
だ
ろ

う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
７
月
１
日
の
深
夜
、
松
橋

の
上
空
を
Ｂ
29
の
編
隊
が
通
過
。
真
っ

暗
で
静
か
な
中
、
低
く
て
重
い
轟
音
が

響
き
、「
た
だ
ご
と
で
は
な
い
」と
感
じ

ま
し
た
。
宇
賀
岳
の
向
こ
う
の
北
の
空

が
赤
々
と
染
ま
り
ま
し
た
。
Ｂ
29
に
よ

る
熊
本
市
へ
の
焼し
ょ
う
い
だ
ん

夷
弾
爆
撃
が
始
ま
っ

た
の
で
す
。
私
は
、
こ
の
日
初
め
て
空

襲
の
怖
さ
を
感
じ
始
め
ま
し
た
。

①
昭
和
20
年
７
月
27
日

　

午
前
10
時
過
ぎ　

晴
れ
、
暑
し

　

私
た
ち
小
学
校
高
学
年
は
、
松
橋
駅

の
西
、
不
知
火
村
塚
原
へ
、
ラ
ミ
ー
採

集
に
行
っ
て
い
ま
し
た
。
目
的
地
に
着

い
て
間
も
な
く
警
戒
警
報
の
サ
イ
レ
ン

が
鳴
り
、
先
生
の
指
導
で
た
だ
ち
に
帰

途
に
着
き
ま
し
た
。
帰
宅
す
る
と
同
時

に
ラ
ジ
オ
か
ら「
西
部
軍
管
区
情
報
、

只た
だ
い
ま今
敵
機
十
数
機
八
代
付
近
を
北
上
せ

り
」と
聴
こ
え
、
防
空
壕
に
避
難
す
る

や
い
な
や「
ド
カ
ー
ン
」と
一
発
耳
を
つ

ん
ざ
く
大
音
響
と「
ズ
ド
ー
ン
」と
地
響

き
が
し
ま
し
た
。
こ
の
す
さ
ま
じ
い
音

の
印
象
が
強
烈
で
、
続
い
て
起
こ
っ
た

機き
じ
ゅ
う
そ
う
し
ゃ

銃
掃
射
の
こ
と
は
頭
に
残
っ
て
い
ま

せ
ん
。戻
る
の
が
後
５
分
遅
か
っ
た
ら
、

空
襲
の
直
撃
を
受
け
て
い
た
で
し
ょ

う
。
攻
撃
の
標
的
は
、
松
橋
駅
と
、
大

野
川
に
架
か
る
永え
い
た
い
ば
し

代
橋
の
鉄
橋
。
駅
舎

は
命
中
し
て
半
分
が
破
壊
さ
れ
ま
し
た
。

　

敵
機
が
去
る
と
町
中
が
騒
然
と
な
り

ま
し
た
。
死
者
は
お
寺
へ
、
負
傷
者
は

病
院
や
学
校
へ
運
ば
れ
ま
し
た
。
現
場

を
見
た
い
と
思
い
、
松
橋
駅
へ
向
か
お

う
と
し
ま
し
た
が
、
駅
の
方
か
ら
血
相

を
変
え
て
自
転
車
を
こ
い
で
き
た
男
の

人
か
ら「
子
ど
も
は
見
る
な
」と
怒
鳴
ら

れ
、
す
ぐ
家
へ
引
き
返
し
ま
し
た
。

　

松
橋
駅
で
は
、
切
符
を
買
う
た
め
に

並
ん
で
い
た
人
た
ち
が
機
銃
掃
射
の
標

的
に
な
り
、
負
傷
者
や
死
者
が
多
数
出

た
そ
う
で
す
。
駅
の
惨
劇
を
目
撃
し
た

同
級
生
か
ら
、「
切
符
を
買
っ
て
い
た

親
子
の
う
ち
、
母
親
は
機
銃
掃
射
の
弾

が
背
中
か
ら
胸
に
貫
通
し
、
そ
の
後
息

途
絶
え
た
。
母
に
抱
き
し
め
ら
れ
て
い

た
１
～
２
歳
の
子
ど
も
は
無
事
だ
っ
た

が
、
体
全
体
が
母
の
血
で
染
ま
っ
て
い

た
」と
聞
き
ま
し
た
。
別
の
同
級
生
か
ら

　

熊
本
に
住
む
私
た
ち
は
、
戦
争
と
い

え
ば
、
修
学
旅
行
で
訪
れ
る
広
島
・
長

崎
の
原
爆
の
こ
と
を
学
ぶ
機
会
の
方
が

多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
戦
争

は
、
戦
地
に
赴
い
た
兵
士
、
原
爆
が
投

下
さ
れ
た
広
島
・
長
崎
、
地
上
戦
が
行

わ
れ
た
沖
縄
だ
け
の
問
題
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　

熊
本
で
も
１
９
４
５（
昭
和
20
）年
７

月
１
日
に
大
空
襲
が
あ
り
、
こ
の
宇
城

市
で
も
、
終
戦
の
５
日
前
ま
で
３
度
の

空
襲
を
受
け
、
当
時
の
松
橋
町
や
不
知

火
村
は
大
き
な
被
害
を
受
け
ま
し
た
。

　

分わ
け
べ
み
つ
と
も

部
三
友
さ
ん
は
、
そ
の
松
橋
空
襲

を
体
験
し
た
一
人
で
す
。
小
学
６
年
生

だ
っ
た
分
部
さ
ん
か
ら
見
た
松
橋
空
襲

を
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

松
橋
空
襲
の
体
験
を
語
る

当
時
の
学
校
生
活

分
わ け べ

部三
みつとも

友さん（85）＝松橋町＝
昭和７年生まれ　空襲当時12歳

　

昭
和
16
年
４
月
、「
尋
常
高
等
小

学
校
」か
ら「
国
民
学
校
」と
学
校
の

呼
び
方
が
変
わ
り
、
男
の
子
も
女
の

子
も「
少
国
民
」と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
お
前
た
ち
は
小
さ
い
け
れ

ど
立
派
な
国
民
の
一
員
だ
と
い
う
意

識
付
け
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

昭
和
20
年
４
月
、
空
襲
警
報
が
頻

繁
に
な
る
と
、
授
業
も
学
校
で
は
な

く
自
宅
の
近
く
の
集
会
所
や
神
社
な

ど
で
行
う
分
散
教
育
に
な
り
ま
し

た
。
私
の
住
む
３
区
・
４
区
は
松
橋

神
社
の
境
内
で
、
先
生
一
人
で
教
え

て
い
ま
し
た
。
通
常
の
勉
強
は
ほ
と

ん
ど
な
く
、
繊
維
を
と
る
た
め
の
桑

の
木
の
皮
や
苧ち
ょ
ま麻（
ラ
ミ
ー
）の
採

取
、
食
料
と
な
る
イ
ナ
ゴ
採
り
や
ド

ン
グ
リ
採
集
が
主
で
し
た
。
教
育
も

歴
代
天
皇
の
名
前
や
教
育
勅ち
ょ
く
ご語
を
暗

唱
さ
せ
ら
れ
る
な
ど
、
今
で
は
考
え

ら
れ
な
い
も
の
で
し
た
。
普
通
の
映

画
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
日

本
軍
の
活
躍
を
描
い
た
戦
争
の
映
画

に
は
学
校
側
が
連
れ
て
行
っ
て
く
れ

ま
し
た
。

熊
本
空
襲

は
、「
近
く
の
お
寺
に
運
ば
れ
た
遺
体

が
、
数
日
後
も
本
堂
の
石
段
に
転
が
っ

て
い
た
。
機
銃
掃
射
で
背
中
を
貫
通
さ

れ
た
男
性
、
血
だ
ら
け
に
な
っ
た
頭
、

も
ん
ぺ
姿
の
若
い
女
性
も
い
た
。
傷
口

や
周
辺
に
血
が
こ
び
り
つ
い
て
異
臭
を

放
っ
て
い
た
」と
聞
き
ま
し
た
。

＜

被
害
状
況

＜

松
橋
駅　

駅
舎
半
壊
、
死
者
22
人

　
　
　
　

負
傷
者
60
人

不
知
火
村
御
領　

全
焼
家
屋
３
軒

不
知
火
村
高
良　

全
焼
家
屋
50
軒
、
死
者

　
　
　
　
　
　
　

３
人
、
負
傷
者
不
明

②
昭
和
20
年
８
月
７
日　

昼
頃

　

こ
の
日
は
、
警
戒
警
報
は
出
て
い
ま

し
た
が
、
空
襲
警
報
は
発
令
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
突
然「
ダ
ダ
ダ
ダ
ッ
」

と
機
銃
掃
射
が
始
ま
り
、西
か
ら
東
へ
、

駅
か
ら
大
野
橋
へ
の
町
通
り
に
沿
っ
て

掃
射
し
た
よ
う
で
す
。
小
学
校
の
講
堂

の
屋
根
の
一
角
が
撃
ち
抜
か
れ
ま
し

た
。
町
を
一
通
り
掃
射
し
た
後
、
敵
機

は
引
き
揚
げ
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
兵
の

顔
が
分
か
る
ほ
ど
の
超
低
空
飛
行
で
し

た
。

＜

被
害
状
況

＜

松
橋
町
新
町　

全
焼
家
屋
約
２
軒

不
知
火
村
松
崎　

全
焼
家
屋
８
軒

　
　
　
　
　
　
　

死
者
２
人
、
負
傷
者
２
人

③
昭
和
20
年
８
月
10
日　

午
後
、
晴
れ

　

松
橋
に
と
っ
て
、
空
前
絶
後
の
本
格

的
な
激
し
い
空
襲
で
、
油
脂
弾
を
含
む

焼
夷
弾
が
投
下
さ
れ
、
着
火
弾
を
交
え

た
機
銃
掃
射
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
米
軍

機
は
、
上
空
を
何
回
と
な
く
旋
回
し
て

執し
つ
よ
う拗
に
掃
射
を
繰
り
返
し
、
松
橋
の
２

区
・
３
区
・
４
区
・
５
区
が
攻
撃
を
受

け
ま
し
た
。
当
時
の
港
川
の
両
岸（
４

区
側
と
不
知
火
村
高
良
側
）に
繁
茂
し

て
い
た
葦あ
し

に
火
が
つ
い
て
港
川
は
火
の

川
と
な
り
ま
し
た
。
４
区
で
は
、
家
の

中
に
作
ら
れ
て
い
た
防
空
壕
に
い
た
子

ど
も
た
ち
が
焼
夷
弾
の
犠
牲
と
な
り
ま

し
た
。
壕
の
外
へ
這
い
上
が
っ
た
者
も

全
身
大
や
け
ど
で
そ
の
２
日
後
に
絶

命
。
壕
の
中
で
は
、
幼
児
２
人
が
抱
き

合
っ
た
ま
ま
黒
焦
げ
の
状
態
で
発
見
さ

れ
た
そ
う
で
す
。
７
月
１
日
の
熊
本
大

空
襲
の
後
、
こ
の
家
に
疎
開
し
て
き
て

い
た
子
ど
も
た
ち
で
し
た
。

＜

被
害
状
況

＜

２
区
・
３
区　

焼
失
家
屋
各
１
軒

４
区　

焼
失
家
屋
約
10
軒

５
区　

焼
失
家
屋
12
軒　

不
知
火
村
塚
原　

全
焼
家
屋
91
軒
、
負
傷

者
多
数（
主
に
油
脂
爆
弾
に
よ
る
や
け
ど
）

　

　

空
襲
前
に
は
、
水
遊
び
、
釣
り
、
兵

隊
ご
っ
こ
な
ど
外
で
友
人
と
遊
ん
で
い

ま
し
た
が
、
空
襲
後
は
、
警
戒
警
報
が

出
た
ら
家
に
す
ぐ
帰
れ
る
よ
う
に
、
自

宅
か
ら
半
径
30
～
40
メ
ー
ト
ル
以
内
で

遊
ぶ
よ
う
に
行
動
範
囲
も
狭
く
な
っ
て

い
き
ま
し
た
。
空
襲
の
夢
も
21
歳
頃
ま

で
見
て
い
ま
し
た
。
妹
は
、
戦
争
が
終

わ
っ
て
も
飛
行
機
の
音
が
す
る
と
怖

が
っ
て
机
の
下
に
隠
れ
て
い
ま
し
た
。

子
ど
も
に
と
っ
て
、
戦
争
が
残
し
た
精

神
的
な
苦
痛
は
大
き
過
ぎ
ま
し
た
。

　
「
月げ
っ
ち
ば
い

知
梅
」と
い
う
和
菓
子
で
有
名
な

「
暗あ
ん
こ
う
ど
う

香
堂
土と

さ

や
佐
屋
」を
営
ん
で
い
た
分
部

さ
ん
。
地
元
の
小
学
生
が
総
合
学
習
で

訪
れ
る
こ
と
も
多
く
、
そ
の
時
に
松
橋

の
港
の
こ
と
な
ど
、
和
菓
子
作
り
以
外

の
地
元
の
こ
と
を
聞
か
れ
る
こ
と
が
何

度
か
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
分
部
さ

ん
は
、
次
世
代
の
人
に
自
分
が
で
き
る

こ
と
は
何
か
と
考
え
、
同
級
生
な
ど
有

志
に
集
ま
っ
て
も
ら
い
、
空
襲
体
験
を

ま
と
め
る
こ
と
に
し
た
そ
う
で
す
。
ま

た
、「
松
橋
町
史
」な
ど
に
も
、
こ
の
町

が
受
け
た
空
襲
の
体
験
は
詳
し
く
記
載

さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
補
完
に
も
な
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
も
あ
っ
た

と
言
い
ま
す
。
平
成
18
年
に
は
、
市
教

育
委
員
会
が
発
行
す
る
郷
土
誌「
燎か
が
り
び火
」

第
13
号
に
寄
稿
、
平
成
20
年
に
は
喜き
じ
ゅ寿

記
念
で「
大
東
亜
戦
争
当
時　

松
橋
小
学

校
生
徒　

戦
争
体
験
記
」を
発
行
し
ま
し

た
。
空
襲
体
験
を
ま
と
め
た
後
も
、
地

元
の
学
校
な
ど
で
空
襲
体
験
を
語
る
機

会
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
月
、

同
じ
く
こ
の
空
襲
を
体
験
し
た
松
橋
町

の
画
家
夏な
つ
め
の
ぶ
ひ
ろ

目
信
弘
さ
ん（
87
）と
と
も
に

松
橋
高
校
の
生
徒
た
ち
に
講
演
を
行
う

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
私
が
物
心

つ
い
た
と
き
に
は
戦
争
が
も
う
そ
こ
に

あ
っ
た
。
戦
争
下
で
の
子
ど
も
た
ち
の

教
育
、
空
襲
体
験
な
ど
、
事
実
を
あ
り

の
ま
ま
高
校
生
の
皆
さ
ん
に
知
っ
て
も

ら
え
れ
ば
」と
分
部
さ
ん
は
語
り
ま
し
た
。

松
橋
・
不
知
火
の
空
襲

空
襲
体
験
を
記
録
す
る

▲ 分部さんがまとめた戦争体験記と　
「燎火」第13号

１特集　語り継ぎ、未来へつなぐ

※
空
襲
の
被
害
状
況
に
つ
い
て
は
、
鶴
田
倉
造　

　

氏「
不
知
火
村
の
空
襲
」（「
燎か

が
り
び火
」第
５
号
）か

　

ら
も
引
用
し
て
い
ま
す
。
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ま
せ
ん
で
し
た

が
、
夫
と
息
子

２
人
を
失
い
、

男
手
の
な
い
暮

ら
し
の
中
で
、

言
葉
で
は
言
い

表
す
こ
と
の
で

き
な
い
ほ
ど

悲
し
く
、
苦

し
か
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う

か
」と
石
山
さ

ん
は
話
し
ま
し

た
。

　　　　

石い
し
や
ま
か
つ
や

山
勝
也
さ
ん
の
父
政ま
さ
ゆ
き幸
さ
ん
は
、

１
９
０
９（
明
治
42
）年
豊
野
村
に
生
ま

れ
ま
し
た
。
出
征
前
は
酒
造
会
社
の
番

頭
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

１
９
４
４（
昭
和
19
）年
６
月
29
日
、

鹿
児
島
県
徳
之
島
の
南
東
12
キ
ロ
の
地

点
で
起
こ
っ
た
ア
メ
リ
カ
潜
水
艦「
ス

タ
ー
ジ
ョ
ン
」の
魚
雷
攻
撃
に
よ
る「
富

山
丸
」沈
没
に
よ
り
、
政
幸
さ
ん
は
34

歳
と
い
う
若
さ
で
亡
く
な
り
ま
す
。
当

時
石
山
さ
ん
は
生
後
４
カ
月
で
し
た
。

た
っ
た
４
カ
月
で
父
を
失
う
。

遺
児
と
し
て
の
思
い
を
伝
え
る

石
いしやまかつや

山勝也さん（74）＝豊野町出身、小川町在住＝
昭和19年生まれ　終戦当時1歳

遺
族
会
の
活
動
・
取
り
組
み

父
の
顔
を
知
る

　
　
　

た
っ
た
１
枚
の
写
真

富と
や
ま
ま
る

山
丸
沈
没
で
父
を
失
う

　

生
ま
れ
て
４
カ
月
と
い
う
と
き
に

父
政
幸
さ
ん
が
戦
死
し
た
た
め
、
石

山
さ
ん
に
父
と
の
思
い
出
は
あ
り
ま

せ
ん
。
政
幸
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
と

き
も
、
海
上
で
亡
く
な
っ
た
た
め
、

遺
骨
は
な
く
、
死
亡
を
知
ら
せ
る
戦

没
通
知
と
砂
だ
け
が
届
い
た
そ
う
で

す
。
た
っ
た
１
枚
仏
間
に
飾
ら
れ
て

い
る
政
幸
さ
ん
の
写
真
が
石
山
さ
ん

の
大
切
な
宝
物
で
す
。
戦
争
の
こ
と

を
大
っ
ぴ
ら
に
言
え
る
時
代
で
は
な

か
っ
た
か
ら
か
、
石
山
さ
ん
が
物
心

つ
く
よ
う
に
な
っ
て
も
、
母
ミ
ツ
エ

さ
ん
は
夫
で
あ
る
政
幸
さ
ん
の
こ
と

を「
も
の
す
ご
く
真
面
目
な
人
だ
っ

た
」と
話
す
以
外
は
、
何
も
語
ら
な

か
っ
た
と
い
い
ま
す
。　

　

３
人
兄
弟
の
末
っ
子
だ
っ
た
石
山

さ
ん
で
す
が
、
上
の
兄
２
人
も
病
気

で
幼
い
頃
に
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。

「
母
は
戦
争
に
つ
い
て
多
く
は
語
り

▲石山さんの父政幸さん

備
だ
っ
た
地
区
ご
と
の
名
簿
を
作
成
し

た
り
、
市
に
９
つ
あ
る
慰
霊
碑
の
管
理

に
つ
い
て
調
べ
ま
し
た
。
市
の
公
園
外

に
建
っ
て
い
る
３
つ
の
慰
霊
碑
も
行
政

で
清
掃
活
動
を
行
う
よ
う
陳
情
を
す
る

な
ど
精
力
的
に
活
動
し
、
現
在
は
、
熊

本
地
震
で
倒
壊
し
た
不
知
火
町
・
豊
野

町
・
三
角
町
の
慰
霊
碑
修
復
に
も
尽
力

し
て
い
ま
す
。

　
次
世
代
へ
の
平
和
の
継
承

　

遺
族
会
の
役
割
と
し
て
、「
戦
争
と

い
う
悲
惨
な
歴
史
の
記
憶
の
風
化
を
防

ぎ
、
次
世
代
へ
の
平
和
の
継
承
」が
重

要
だ
と
考
え
る
石
山
さ
ん
は
、
戦
没
者

追
悼
式
へ
の
子
ど
も
た
ち
の
参
加
の

呼
び
掛
け
や
中
学
校
で
の
講
話
な
ど
を

行
っ
て
い
ま
す
。

戦
没
者
追
悼
式

　

以
前
の
追
悼
式
は
、
遺
族
と
来
賓
20

人
ず
つ
の
40
人
ほ
ど
が
献
花
し
、
参
列

者
も
総
勢
３
０
０
人
ほ
ど
の
式
で
し
た
。

　
「
遺
族
だ
け
で
な
く
、
市
民
の
皆
さ

ん
、
未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
が
参
加

す
る
追
悼
式
で
あ
っ
て
ほ
し
い
」と
い

う
思
い
か
ら
、
遺
族
会
で
は
追
悼
式
に

多
数
の
市
民
と
子
ど
も
た
ち
の
参
加

を
呼
び
掛
け
ま
し
た
。
学
校
に
は
、
一

校
一
校
出
向
い
て
説
明
し
、
平
成
25
年

度
に
は
市
内
13
校
の
小
学
校
か
ら
２
人

ず
つ
、
翌
年
度
に
は
、
市
内
５
校
の
中

学
校
か
ら
も
参
加
、
そ
し
て
昨
年
度

は
、
松
橋
高
校
と
小
川
工
業
高
校
か
ら

も
参
加
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
遺
族
約

１
０
０
人
・
来
賓
約
30
人
・
児
童
生
徒

約
40
人
が
献
花
を
行
い
、
総
勢
４
３
５

人
が
参
列
す
る
式
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
年
度
の
戦
没
者
追
悼
式
は
、
11
月

10
日（
土
）に
小
川
町
の
ラ
ポ
ー
ト
で
行

わ
れ
る
予
定
で
す
。

小
川
中「
ふ
れ
あ
い
塾
」

　

小
川
中
学
校
で
は
、
平
成
27
年
度
か

ら
、
地
域
の
人
と
ふ
れ
あ
い
、
地
域
を

知
る
こ
と
で
郷
土
愛
を
育
む
こ
と
な
ど

を
目
的
に「
ふ
れ
あ
い
塾
」（
月
１
回
、

朝
の
15
分
）の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い

ま
す
。
石
山
さ
ん
も
、
第
１
回
目
か
ら

生
徒
に
戦
争
の
悲
惨
さ
や
遺
族
会
の
活

動
な
ど
に
つ
い
て
話
を
し
て
い
ま
す
。

　

６
月
21
日
は
、
２
年
２
組
の
生
徒
40

人
に
、
市
内
の
９
つ
の
慰
霊
碑
の
場
所

や
召
集
令
状
の
話
、
遺
族
会
の
組
織
な

ど
を
話
し
ま
し
た
。

　

石
山
さ
ん
は
、「
自
分
の
よ
う
に
戦

争
で
親
を
知
ら
な
い
子
ど
も
た
ち
を
生

み
出
し
た
く
は
な
い
。
私
の
父
た
ち
の

尊
い
命
が
何
の
た
め
に
戦
争
の
犠
牲
に

な
っ
た
の
か
。
ま
た
、
世
界
で
は
い
つ

も
ど
こ
か
で
戦
争
が
起
こ
っ
て
お
り
、

日
本
の
平
和
は
当
た
り
前
の
も
の
で
は

な
い
。
日
本
が
ど
ん
な
に
平
和
で
素
晴

ら
し
い
国
な
の
か
考
え
、
一
日
一
日
を

大
事
に
生
き
て
ほ
し
い
。
戦
争
の
な
い

平
和
な
時
代
を
皆
さ
ん
に
継
承
し
て

い
っ
て
も
ら
い
た
い
」な
ど
と
子
ど
も

た
ち
に
訴
え
ま
し
た
。

　
「
先
日
小
川
町
の
慰
霊
碑
を
清
掃
し

て
い
る
と
き
、
小
川
中
の
生
徒
が
駆
け

寄
っ
て
き
て
、
清
掃
活
動
を
手
伝
っ
て

く
れ
、
心
か
ら
嬉
し
か
っ
た
。
た
っ
た

15
分
の
話
だ
が
、
ふ
れ
あ
い
塾
で
の
話

も
少
し
ず
つ
子
ど
も
た
ち
に
伝
わ
っ
て

き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」と
石
山
さ

ん
は
笑
み
を
浮
か
べ
ま
し
た
。

一
刻
の
猶
予
も
な
い

　

市
遺
族
連
合
会
の
会
長
だ
け
で
な

く
、
県
遺
族
連
合
会
常
任
理
事
、
熊
本

県
護
国
神
社
崇す
う
け
い
か
い

敬
会
理
事
、
厚
生
労
働

省
の
戦
没
者
遺
族
相
談
員
な
ど
も
務

め
、
一
年
の
半
分
以
上
を
遺
族
会
活
動

に
費
や
し
て
い
る
石
山
さ
ん
で
す
が
、

今
後
戦
争
へ
の
意
識
が
風
化
し
て
い
か

な
い
か
と
危
機
感
を
抱
い
て
い
ま
す
。

　

宇
城
市
に
お
け
る
戦
死
者
の
妻
は
、

平
成
20
年
に
は
１
４
１
人
で
し
た
が
、

こ
の
10
年
で
16
人
に
ま
で
減
り
、
平
均

年
齢
も
１
０
０
歳
と
な
っ
て
い
ま
す
。

遺
児
の
平
均
年
齢
も
77
歳
と
高
齢
化
し

て
い
ま
す
。

　

戦
争
へ
の
意
識
を
風
化
さ
せ
ず
、
正

し
い
歴
史
認
識
を
次
世
代
へ
形
と
し
て

残
し
て
い
く
た
め
に
、
８
月
15
日
の
終

戦
記
念
日
を「
平
和
の
日（
国
民
の
休

日
）」に
制
定
す
る
署
名
活
動
な
ど
も
石

山
さ
ん
は
行
っ
て
い
ま
す
。

　
「
歴
史
を
顧
み
、
戦
争
の
惨
禍
が
再

び
繰
り
返
さ
れ
な
い
こ
と
を
念
じ
て
、

さ
ら
に
邁ま
い
し
ん進
し
て
い
き
た
い
」と
石
山

さ
ん
は
熱
く
語
り
ま
し
た
。

　

富
山
丸
は
、
日
本
郵
船
が
運
航
し
て

い
た
大
正
４
年
竣
工
の
７
０
０
０
ト
ン

級
の
貨
物
船
。
マ
リ
ア
ナ
沖
海
戦
の
敗

北
、
サ
イ
パ
ン
の
戦
い
な
ど
の
敗
勢
を

受
け
、
日
本
軍
は
南
西
諸
島
の
防
備
強

化
を
急
い
だ
。
こ
の
影
響
で
沖
縄
本
島

へ
の
増
援
が
必
要
と
な
っ
た
。
昭
和
19

年
６
月
29
日
午
前
７
時
25
分
、
沖
縄
へ

の
増
援
部
隊
を
輸
送
中
に
ア
メ
リ
カ
潜

水
艦「
ス
タ
ー
ジ
ョ
ン
」の
魚
雷
攻
撃
を

受
け
て
、
鹿
児
島
県
徳
之
島
南
東
12
キ

ロ
の
地
点
で
撃
沈
。
甲
板
に
は
ガ
ソ
リ

ン
を
搭
載
し
た
ド
ラ
ム
缶
１
５
０
０
本

が
並
べ
ら
れ
て
い
た
た
め
、
魚
雷
の
衝

撃
で
ガ
ソ
リ
ン
が
船
内
や
海
上
で
発

火
し
て
炎
上
。
乗
員
４
５
０
０
人
中

３
７
０
４
人
も
の
死
者
を
出
し
た
。

富
山
丸
沈
没

▼政幸さんの母カツさんに届いた「戦没通知」の写し

　

石
山
さ
ん
は
、
定
年
退
職
後
、
平
成

18
年
か
ら
小
川
町
の
遺
族
会
の
副
会

長
・
会
長
を
務
め
、
平
成
23
年
に
は
、

市
遺
族
連
合
会
の
会
長
に
な
り
ま
し

た
。
そ
れ
か
ら
、
遺
族
会
会
員
で
未
整▲「ふれあい塾」で中学生に戦争を語る石山さん

２特集　語り継ぎ、未来へつなぐ
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上
村
さ
ん
は
、
戦
争
に
つ
い
て
調
べ

れ
ば
調
べ
る
ほ
ど
次
々
に
疑
問
が
湧
い

て
く
る
と
言
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
ま

で
に
多
く
の
戦
争
体
験
者
の
証
言
を
聞

い
て
き
ま
し
た
。
戦
争
体
験
者
か
ら
話

を
聞
く
と
き
、
必
ず
言
わ
れ
る
言
葉
が

あ
り
ま
す
。「
ど
う
せ
話
し
て
も
分
か

ら
な
い
だ
ろ
う
」。
確
か
に
戦
争
を
体

験
し
た
人
の
思
い
を
そ
う
で
な
い
人
が

理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。し
か
し
、戦
争
体
験
者
が
年
々

減
少
し
て
い
く
中
で
、
戦
争
体
験
者
だ

け
が
戦
争
を
語
っ
て
い
く
時
代
で
は
な

く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
す
。
こ

れ
か
ら
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
た
ち
に

戦
争
を
語
り
継
ぎ
、
未
来
へ
つ
な
い
で

い
く
た
め
に
は
、
ま
ず
は
戦
争
体
験
者

か
ら
戦
争
で
起
こ
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
事

実
を
聞
き
取
り
、
そ
れ
を
戦
後
生
ま
れ

の
人
た
ち
が
次
世
代
に
語
り
継
い
で
い

く
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　

上
村
さ
ん
は
、「
戦
後
73
年
が
経
ち
、

今
だ
か
ら
話
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
戦
争

体
験
者
の
本
当
の
気
持
ち
や
複
雑
な
思

い
な
ど
を
も
っ
と
知
っ
て
い
き
た
い
。

戦
争
体
験
者
は
、
話
し
て
も
分
か
ら
な

い
だ
ろ
う
で
は
な
く
、
身
近
な
人
た
ち

に
語
り
継
い
で
い
っ
て
ほ
し
い
。
私
に

は
戦
争
体
験
は
な
い
が
、
こ
れ
か
ら
も

戦
争
体
験
者
の
証
言
を
聞
き
、
戦
時
資

料
の
力
を
借
り
て
真
実
を
語
り
伝
え
て

い
き
た
い
」と
話
し
て
い
ま
す
。

　　　

１
～
２
カ
月
に
１
回
程
度
、
松
橋
町

の
街
な
か
図
書
館（
濱
ま
ち
館
）で
は
、

上
村
さ
ん
の
戦
時
資
料
を
用
い
て
、
戦

争
に
つ
い
て
の
勉
強
会
を
開
い
て
い
ま

す
。
参
加
者
は
、
街
な
か
図
書
館
を
運

営
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
た
ち
が
中

心
で
す
。
先
に
紹
介
し
た
松
橋
空
襲
を

体
験
し
た
分
部
さ
ん
な
ど
、
数
人
の
戦

争
体
験
者
も
参
加
し
て
い
ま
す
。
上
村

さ
ん
は
、「
戦
争
を
体
験
し
た
人
が
、

私
が
調
べ
た
も
の
や
収
集
し
た
資
料
を

見
て
、
当
時
を
思
い
出
し
、
さ
ら
に
戦

争
に
つ
い
て
語
っ
て
く
れ
る
と
う
れ
し

い
。資
料
の
歴
史
的
裏
付
け
に
も
な
る
」

と
話
し
て
い
ま
す
。

　

街
な
か
図
書
館
で
の
勉
強
会
の
日
程

な
ど
詳
し
く
は
、
街
な
か
図
書
館
事

務
局
高た
か
お尾
眞ま

ち

こ
知
子
さ
ん（
☎
０
９
０
‐

４
３
４
１
‐
９
０
７
４
）ま
で
。

　

戦
争
と
平
和
を
総
合
的
に
学
べ
る
平

和
資
料
館
の
設
立
を
目
指
す
動
き
が
熊

本
で
も
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

５
月
13
日
、
資
料
館
の
設
立
を
目
指

す
準
備
会
の
発
足
会
が
熊
本
市
中
央
区

の
県
民
交
流
館
パ
レ
ア
で
あ
り
、
高
校

生
か
ら
90
代
ま
で
約
１
０
０
人
が
参

加
。
熊
本
空
襲
や
戦
争
資
料
な
ど
を
未

来
に
伝
え
る
こ
と
な
ど
を
柱
に
し
た
設

立
骨
子
案
を
確
認
し
ま
し
た
。

　

資
料
館
の
仮
称
は「
ピ
ー
ス
く
ま
も

と
」。
上
村
さ
ん
も
所
属
し
て
い
る「
新

老
人
の
会
熊
本
支
部
」の「
戦
争
を
語
り

継
ぐ
会
」と「
戦
争
遺
産
フ
ォ
ー
ラ
ム

く
ま
も
と
」な
ど
の
メ
ン
バ
ー
で
つ
く

る
準
備
会
が
母
体
と
な
り
、
戦
争
体
験

の
継
承
な
ど
を
目
的
に
、
戦
争
資
料
な

ど
の
展
示
を
常
設
す
る
資
料
館
の
開
設

を
目
指
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
展
示
を

予
定
し
て
い
る
戦
時
資
料
の
主
と
な

る
の
が
上
村
さ
ん
が
収
集
し
て
い
る

５
０
０
０
点
以
上
の
資
料
で
す
。

　

上
村
さ
ん
は
、「
こ
の
平
和
資
料
館

が
、
若
い
世
代
の
人
に
と
っ
て
戦
争
の

こ
と
を
考
え
る
場
に
な
れ
ば
」と
話
す

と
と
も
に「
私
の
収
集
し
た
資
料
は
全

国
各
地
の
も
の
で
、
地
元
熊
本
の
も
の

が
少
な
い
。
資
料
館
が
で
き
れ
ば
、
各

家
庭
に
ま
だ
残
っ
て
い
る
戦
時
資
料
も

集
ま
っ
て
、
地
元
の
も
の
が
増
え
て
く

る
の
で
は
な
い
か
」と
資
料
館
の
完
成

に
期
待
を
寄
せ
て
い
ま
す
。

　

１
９
２
５（
大
正

14
）年
創
立
の
夢
野

台
高
校
。
学
校
の
資

料
室
に
は
、
歴
代
の

卒
業
ア
ル
バ
ム
が
あ

り
ま
し
た
が
、
そ
の

中
の
一
つ
を
手
に
し

た
と
き
、
今
ま
で
に

な
い
衝
撃
を
受
け
ま

し
た
。
防
毒
マ
ス
ク

を
つ
け
た
女
学
生
た

　　　　

上う
え
む
ら村
真ま

り

こ
理
子
さ
ん
は
、
大
学
を
卒
業

後
、
関
西
の
高
校
で
社
会
科
の
教
師
を

し
て
い
ま
し
た
。
35
年
ほ
ど
前
に
赴
任

し
た
２
つ
目
の
学
校
、
兵
庫
県
立
夢
野

台
高
等
学
校
で
、
生
徒
に
現
代
史
を
身

近
な
も
の
と
し
て
教
え
よ
う
と
、
そ
の

学
校
の
歴
史
を
調
べ
た
こ
と
が
、
戦
前

の
歴
史
に
興
味
を
持
つ
き
っ
か
け
と
な

り
ま
し
た
。

戦
争
体
験
の
な
い
私
。
戦
時
資

料
の
力
で
真
実
を
伝
え
て
い
く

上
うえむら

村真
ま り こ

理子さん（64）＝不知火町＝
昭和28年生まれ　

ど
う
せ
話
し
て
も

　
　
　
　

分
か
ら
な
い
だ
ろ
う

赴
任
先
の
高
校
の

　
　
　
　
　
　

卒
業
ア
ル
バ
ム

宣
戦
布
告
や
真
珠
湾
攻
撃
の
成
功
を
祝

う
新
聞
記
事
が
女
学
生
の
グ
ル
ー
プ
写

真
横
に
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
昭
和
18
年
３
月
の
卒
業
ア
ル
バ
ム

が
最
後
で
、
昭
和
19
年
・
20
年
の
卒
業

ア
ル
バ
ム
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　　

こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
上
村
さ
ん

は
、
教
え
て
い
た
生
徒
た
ち
に「
歴
史

を
も
っ
と
身
近
に
感
じ
て
ほ
し
い
」と

戦
時
中
の
資
料
を
集
め
始
め
、
授
業
の

教
材
と
し
て
活
用
。
戦
争
資
料
の
中
で

も
特
に
、
教
科
書
、
雑
誌
、
絵
本
、
塗

り
絵
、
す
ご
ろ
く
な
ど
子
ど
も
た
ち
の

身
の
回
り
に
あ
っ
た
も
の
を
中
心
に
、

古
書
店
や
古
物
市
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

な
ど
で
30
年
以
上
か
け
て
集
め
た
資
料

は
、５
０
０
０
点
以
上
に
も
及
び
ま
す
。

　

そ
れ
ら
の
資
料
か
ら
は
、
戦
争
が
遊

び
な
ど
を
通
し
て
子
ど
も
た
ち
の
日
常

生
活
の
全
て
に
深
く
浸
透
し
て
い
た
こ

と
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。
こ
の
戦
時
資

料
を
見
る
た
め
に
、
上
村
さ
ん
の
自
宅

に
は
、
全
国
か
ら
多
く
の
人
た
ち
が
訪

れ
て
い
ま
す
。

　

上
村
さ
ん
は
、
よ
り
多
く
の
人
に
収

集
し
た
資
料
の
内
容
を
知
っ
て
も
ら
う

た
め
に
、
資
料
の
解
説
作
業
も
進
め
て

い
ま
す（
現
在
約
５
０
０
点
）。
ま
た
、

「
実
際
に
手
で
触
れ
て
時
代
を
感
じ
て

ほ
し
い
」と
、
収
集
し
た
資
料
の
貸
し

出
し
に
も
な
る
べ
く
応
え
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
県
内
で
は
こ
れ
ま

で
に
、
熊
本
市
南
区
の
城
南
図
書
館
や

山
鹿
・
大
津
・
菊
池
・
植
木
で
の「
戦

争
と
平
和
巡
回
展
」（
毎
年
）、
松
橋
高

校
や
八
代
高
校
な
ど
に
も
資
料
の
貸
し

出
し
を
行
い
ま
し
た
。
８
月
26
日
ま
で

熊
本
市
立
図
書
館
で
開
催
さ
れ
て
い
る

企
画
展「
絵
本
・
戦
時
資
料
か
ら
見
た

熊
本
空
襲
」に
も
上
村
さ
ん
の
資
料
が

展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

熊
本
に
平
和
資
料
館
を

ち
が
校
旗
を
掲
げ
て
い
る
姿
が
一
頁
に

大
き
く
写
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。

　

同
校
が
あ
る
神
戸
市
は
外
国
人
が
多

く
、
昭
和
初
期
の
学
校
で
は
、
英
語
や

外
国
の
文
化
を
取
り
入
れ
た
授
業
も
盛

ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
当
時
の
卒

業
ア
ル
バ
ム
は
、
装
丁
も
凝
り
、
文
化

祭
や
修
学
旅
行
な
ど
の
学
校
行
事
も
豊

富
で
、
優
雅
な
高
校
生
活
が
写
し
出
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
１
９
３
７

（
昭
和
12
）年
の
日
中
戦
争
頃
か
ら
戦
時

色
が
濃
く
な
り
、
太
平
洋
戦
争
頃
に
な

る
と
、
卒
業
ア
ル
バ
ム
は
薄
く
な
り
、

30
余
年
で
５
０
０
０
点
以
上
の

　
　
　
　
　

戦
時
資
料
を
収
集

３

街
な
か
図
書
館
で
の
勉
強
会

▲毎回時間を忘れるほど、熱く語り合っています

▲防毒マスクをつけた女学生（右は拡大写真）

▲発足会では高校生も熱心に講演を聞いていました

特集　語り継ぎ、未来へつなぐ
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特集　語り継ぎ、未来へつなぐ

▲大
たいしょうほうたいび

詔奉戴日は、1942（昭
和17）年1月から終戦まで実
施された国民運動。1941（昭
和16）年12月8日の大東亜戦
争開戦の日（「宣戦の詔書」が
公布された日）にちなんで、
毎月8日に設定された。 

▲「夏休みの友」の裏表紙
　「兵隊さんよ　ありがとう」

「学校へ行けるのも、ご飯時に
家族で楽しく語れるのも、兵隊
さんがお国のために戦ってくれ
ているおかげ。兵隊さんよあり
がとう」などと書かれている。

▲「軍艦の絵を描き
ましょう」
　同じページには、

「海軍の兵隊さんの
勇ましいお話を書き
ましょう」という宿
題もある。

▲小学１年の子どもたちも世界で一番良い国
は「日本」であり、強い国だと信じていた。

▲「戦争に使う道具を、知っているだけ書き
なさい」という宿題。

小
学
１
年
生
の

　
　
　
　
　

夏
休
み
の
友

大
正
時
代
の

　
　
　
　

夏
休
み
の
友

「夏休みの友」から見る戦争

▲ A. 大正時代の小学2年生の「暑中学校」、B. 昭和17年の小学1年生の「ナツヤスミノトモ」、　
　 C. 昭和18年の高等科男子用「夏の修練」　（全て上村真理子さん所蔵）

　今の子どもたちと同じよう
に、昔の子どもたちにも夏休み
の宿題として「夏休みの友」があ
りました。
　しかし、昭和12年の日中戦争
頃からは「夏休みの友」の内容も
戦争を色濃く反映したものに変
わっていきました。

Ａ

B

Ａ
Ｂ

Ｃ

　

大
正
時
代
の
夏
休
み
の
友
は
、「
う
れ
し
い
う
れ
し
い

夏
休
み
、
今
日
も
明
日
も
夏
休
み
、
な
ん
で
も
で
き
る
夏

休
み（
右
）」と
夏
休
み
の
楽
し
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
内
容

で
す
。
ま
た
、
夏
休
み
の
終
わ
り
頃
に
は
、
も
う
い
く
つ

寝
る
と
学
校
へ
行
け
る
か
、
指
を
折
り
な
が
ら
心
待
ち
に

日
数
を
数
え
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す（
左
）。

高
等
科
男
子
用

　
　
　
　

夏
休
み
の
友

Ｃ
　

昭
和
18
年
の
高
等
科
男
子
用
の
夏
休
み
の
友
で

は
、
表
紙
も
モ
ノ
ク
ロ
と
な
り
、
軍
装
し
た
男
子

生
徒
が
ラ
ッ
パ
を
吹
い
て
い
ま
す
。
内
容
も
、
昭

和
16
年
12
月
８
日
に
公
布
さ
れ
た「
宣せ
ん
せ
ん戦
の
詔
し
ょ
う
し
ょ
書
」
、

大た
い
し
ょ
う
ほ
う
た
い
び

詔
奉
戴
日
の
こ
と
、
戦
地
へ
の
慰
問
文
、
大だ
い
と
う
あ

東
亜

共き
ょ
う
え
い
け
ん

栄
圏
の
地
図
、
体
力
記
録
、
小
こ
づ
か
い
ち
ょ
う

遣
帳
と
貯
蓄
、

滑か
っ
く
う
き

空
機
の
作
り
方
、
大
東
亜
戦
争
経
過
表
、
焼
夷
弾

の
種
類
な
ど
、最
初
か
ら
最
後
ま
で
戦
争
一
色
。「
体

力
記
録
」の
ペ
ー
ジ
で
は
、「
大
東
亜
戦
争
完か
ん
す
い遂
に
は
、

私
た
ち
の
体
力
が
ま
ず
第
一
に
強
く
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」と
、
戦
争
の
た
め
に
陸
上
競
技
や
水
泳
の
記

録
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
小
遣
帳
と
貯

蓄
」の
ペ
ー
ジ
で
は
、「
戦
争
に
勝
つ
た
め
に
国
民
全

体
で
今
年
は
２
７
０
億
円
の
貯
金
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の

た
め
、各
府
県
・

各
市
町
村
・
一

人
一
人
の
貯
金

割
当
額
を
表
に

書
き
込
も
う
」

と
子
ど
も
た
ち

の
貯
金
ま
で
戦

争
の
費
用
に
充

て
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。

　

焼
夷
弾
の
種
類

▲
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熊
本
市
立
図
書
館
で
、
昭
和
20
年
の

熊
本
空
襲
に
焦
点
を
あ
て
た
企
画
展
が

開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
上
村
真
理
子
さ

ん
と
松
山
強つ
よ
しさ
ん（
荒
尾
市
）の
集
め
た

資
料
か
ら
約
70
点
を
展
示
。
空
襲
へ
の

心
構
え
を
描
い
た
絵
本
や
雑
誌
、
灯
火

管
制
用
の
電
灯
カ
バ
ー
な
ど
空
襲
に
備

え
て
使
わ
れ
た
日
用
品
、
日
本
海
軍
飛

行
兵
の
貴
重
な
軍
装
品
も
並
び
ま
す
。

　

8
月
11
日（
土
・
祝
）13
時
30
分
か
ら
、

上
村
さ
ん
の
講
演
会「
空
襲
を
語
る
絵

本
た
ち
」が
行
わ
れ
ま
す
。
先
着
40
人
、

事
前
申
し
込
み
が
必
要
。
電
話
ま
た
は

来
館
し
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

期
間　

８
月
26
日（
日
）ま
で

　
　
　

９
時
30
分
～
19
時

　
　
　
（
土
・
日
・
祝
日
は
18
時
ま
で
）

　
　
　

※
月
曜
休
館

場
所　

熊
本
市
立
図
書
館
１
階

　
　

 　
（
熊
本
市
中
央
区
大
江
６
丁
目
１
番
74
号
）

主
催　

熊
本
市
教
育
委
員
会

　
　
　

く
ま
も
と
戦
争
遺
跡
・
文
化
遺

　
　
　

産
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

協
力　

ピ
ー
ス
く
ま
も
と
設
立
準
備
会

問
い
合
わ
せ　

熊
本
市
立
図
書
館

　
　

☎
０
９
６
‐
３
６
３
‐
４
５
２
２

▲宇土城址から見た松橋の空襲

　　　

日
本
遺
族
会
は
、「
戦
没
者
遺
児
に

よ
る
慰
霊
友
好
親
善
事
業
」の
参
加
者

を
募
集
し
て
い
ま
す
。
父
な
ど
の
戦
没

し
た
旧
戦
域
を
訪
れ
、
慰
霊
追
悼
を
行

う
と
と
も
に
、
同
地
域
の
住
民
と
友
好

親
善
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま

す
。

訪
問
地
域

　

ト
ラ
ッ
ク
・
パ
ラ
オ
諸
島
、
フ
ィ
リ

　

ピ
ン
、
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
、
ミ
ャ
ン

　

マ
ー
・
タ
イ
、
台
湾
・
バ
シ
ー
海
峡
、

　

中
国
な
ど

参
加
対
象

　

今
回
実
施
す
る
地
域
で
戦
死
し
た
戦

　

没
者
の
遺
児

参
加
費

　

10
万
円

　

集
合
場
所
ま
で
の
交
通
費
、
渡
航
手

　

続
き
手
数
料
な
ど
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

熊
本
県
遺
族
連
合
会　

　

☎
０
９
６
‐
３
５
２
‐
６
９
２
５

　昭和20年7月27日、中学2年生だった夏目さんは、宇土城

址内にあった学校の唐
からいも

芋畑の草取りをしているときに、松橋駅

に艦載機グラマンが急降下、爆弾が一直線に投下されるのを目

撃しました。急いで走って家に帰る途中に、近くのお寺の境内

に並べられた多数の遺体を目にしたこと、空襲により破壊され

た松橋駅の惨劇の様子などが色紙に描いた絵とともに詳細な記

述でつづられています。

　戦前の松橋ののどかな風景や建物も描かれ、また、敗戦直後、

長崎県の川
かわたな

棚海運工
こうしょう

廠病院に看護師として勤務していた姉を、

いつ来るか分からない列車を乗り継ぎ、父と迎えに行ったこと、

その行き帰りで目にした原爆の被爆者の様子なども、この本で

は詳しく描かれています。

※ 中央図書館、小川分館、豊野分館で借りることができます。

　 三角分館、街なか図書館（濱まち館）でも読むことができます

　（貸し出しは不可）。

▲お寺に並べられた遺体 ▲空襲後の松橋駅の駅舎

おすすめの本

「記憶のなかの色
し き し

紙　戦前・戦中・戦後」

著者　夏
な つ め

目信
のぶひろ

弘さん（87）＝松橋町＝
　　　昭和6年生まれ　空襲当時14歳　

「
戦
没
者
遺
児
に
よ
る
慰
霊
友

好
親
善
事
業
」の
参
加
者
募
集

夏
の
平
和
展「
絵
本
・
戦
時
資

料
か
ら
見
た
熊
本
空
襲
」

子どもたちを取り巻く戦争
　学校での教育でも絵本や遊びの中でも、子どもたちの日常生活には戦争が深く浸透していました。
その一例を紹介します（全て上村真理子さん所蔵）。

▲兵隊ごっこ用の玩具。かぶとは紙製、
勲章は大日本帝国の勲章をまねたもの

▲小学校で使われていた習字の手本（右）
と実際の小学生の習字作品（左）

▲小学3年生の子どもの絵。日本と当時
の同盟国ドイツの関係をよく表している

上村さんが収集した戦時資料の一部は、

「くまもと戦争遺跡・文化遺産ネットワー

ク　戦争遺産フォーラムくまもと」の

ホームページで閲覧することができます。
　

昭
和
16
年
の「
大
阪
毎
日
新
聞
写
真

特
報
」。
陸
軍
大
将
や
海
軍
大
将
の
軍

服
を
ま
ね
た
衣
装
で
七
五
三
参
り
を
す

る
の
が
流
行
し
て
い
た

▲

　

昭
和
13
年
の
絵
本「
キ
ン
ダ
ー
ブ
ッ
ク
」の
１
頁
。

「
僕
の
兄
ち
ゃ
ん
、
出
征
の
赤
い
た
す
き
の
兵
隊
さ

ん
、
僕
は
う
れ
し
い
、
う
ら
や
ま
し
い
」。
当
時
の

子
ど
も
た
ち
が
兵
隊
さ
ん
に
憧
れ
、
戦
争
や
家
族
の

出
征
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
て
い
る
姿
が

描
か
れ
て
い
る

▲

特集　語り継ぎ、未来へつなぐ




