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あの日のことから…… あまんきみこ

　75年前、私は旧満州の大連にいました。あの８月15日、S女学校の２年生は空襲に備えて神社の境内に大きな貯水

池を掘っていたのです。正午の玉音放送は社務所の前に全員整列し頭
こうべ

をたれて聞きましたが、波のような雑音が混じり

内容は殆
ほとん

どわかりませんでした。

　けれど少しして慌ただしく「作業中止」になり、私達はシャベルや簣
もっこ

などを抱えて学校に引き返し、各々のクラスに

わかれ「敗戦」を知らされました。更に危険だから急いで帰るよう指示され、一斉下校で帰宅したのです。

　翌日、家の門や玄関や裏口の扉に鍵をかけ、釘をうち、階下の窓には厚い板がはられました。昼間も暗くなった部屋

で、男の子に見えるよう長い髪を短く切られたとき、私は自分達が借りものの植民地に暮らしていることを知りました。

やがてソ連軍が進駐し、鉄砲やピストルの音を近くで聞いたり、２階のベランダから屋根に移り、瓦を這って煙突の陰

に隠れたりもしましたが、治安が少しずつよくなり、10月なかばには、学校が再開されました。

　課目は「修身」が「社会」になり「日本史」「世界史」が消え、語学は３カ国語「英語」「露語」「中国語」の時間が

うまれました。そして教室や廊下、階段のおどり場の壁には、〈百八十度の転回〉と大書された紙が貼られたのです。

「聖戦」「必勝」「神国」「五族協和」など説かれた先生の口から反対の言葉がでるようになりました。既に異国となった

地で教育の方向を半回転しなければ、先生がたは危なかったのではないでしょうか。

　1946年12月末、凍
い

てつくような講堂で上級生のくりあげ卒業式、私達の終業式、お別れ会が重ねて行われました。

その日が大連の全ての学校の最後の日となったのです。

　そして次の年の春、日本国憲法施行の年に祖国の土を踏むことができました。

　このように終戦の日のことからをふりかえるだけで、傀
かい

儡
らい

の国満州のまちがった成立のしかたと、そこにいた日本人

の立場が自ずと見えてきます。昭和という時代は、内外の夥
おびただ

しい無念の死と涙によって支えられてきました。「聖戦」

はない。「正しい戦争」などない──私達はそれぞれが生きてきた場所で、過去に真摯に向きあえばこそ現在が見えて

き、未来も見えてくるのではないでしょうか。今、ここに生かされている１人として、あの日からの「戦後」をいつま

でもつづけなければ……私にはそう思われてならないのです。� （児童文学作家）
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田 畑 精 一 さ ん を 偲 ん で
「絵は作だよな」
いわむらかずお

こだわりの人
酒井京子

　田畑精一さんが逝ってしまった。寂しい。

　いつもにこやかで若々しく、一緒にいると、

彼が年上だということをつい忘れてしまう。

発言のあと、目を細めて弾けるように笑うあ

の声が今も聞こえる。

　田畑さんとはじめて出会ったのは、もう50

年以上前、お互いにまだこれから絵本の仕事

を始めようかという時期だった。その後、私

が子どもの本の画家の著作権擁護団体「童美

連」に入会すると田畑さんと再会、すぐに親

しくなった。田畑さんが著作権部長をやると

私が引き継ぎ、彼が理事長になるとその後を

私が、というふうに一緒に活動を続けた。田

畑さんに共感したのは、私たちが戦後獲得し

た「基本的人権」や「個人の尊重」と重なる

著作権の捉え方だった。

『おしいれのぼうけん』の絵は圧巻だった。

１冊の絵本の中に大きなドラマがつぎつぎに

展開され、そして、モデルが実在しているか

のように、登場する子ども一人ひとりの個性

が生き生きと描き分けられている。ここにも

子どもたちへの「個人の尊重」が見えた。

　表紙を見ると〈さく　ふるたたるひ　たば

たせいいち〉とある。私たちがよく話し合っ

た、「絵は作だよな」という主張を、絵がま

だ一段低く見られていた時代に、充実した仕

事をすることで貫いてみせたのである。

『ピカピカ』の第１場面の試作を15枚も描

いたというので見せてもらった。自分が出来

る最高の表現をいつも追い続けた田畑さんの

姿勢が見えた。『おしいれのぼうけん』はも

ちろん、『ダンプえんちょうやっつけた』に

も『ひ・み・つ』にも『さくら』にも、その

ことがいつまでも新鮮な緊張感を持って伝

わってくる。田畑精一は今もすぐそこにいる。

� �（いわむら�かずお／絵本作家）

「田畑先生の生涯は、とても素晴らしかった

と思います。皆さん、拍手で田畑先生を送り

ましょう！」

　これは、田畑さんが最後の１年を過ごした

介護施設の看護師さんの言葉でした。田畑さ

んは、拍手の中、天国に行ってしまわれまし

た。こんな、見送り方があろうとは！

　コロナの影響で面会が制限されて静かな中、

田畑さんの胸には、施設の庭で咲いたみごと

な大輪の紫陽花がふたつの花束になって置か

れました。

　田畑さんの生涯は、芦屋のぼんぼんとして

育った幸せだった幼少期／正しい戦争と信じ

た軍国少年時代／戦後の貧乏な中でも行動的

だった高校時代／生きていく上での新しい価

値観を探し求めた京都大学から人形劇団への

転身／そして、35歳からのイラストレーター

としてのスタート、というように分けられる

と思います。田畑さんは、戦争の深い傷を抱

えながら自己を探して、人生を激しく生きた

のだと思います。

　田畑さんのこだわりは、作品創りは勿論の

こと、全てにおいて並大抵ではありませんで

した。食べ物、着る物などなど……。

　絵本の原稿を前に、どの画材でどんな絵が

この作品を生かすのか、徹底的に考え探すの

です。ですから当然時間がかかり遅筆画家と

編集者の間では言われていました。

『おしいれのぼうけん』の時も、体験入園し

た保育園の子どもたちが使っていた鉛筆とわ

ら半紙に画材を決めるまでに、１年はかかっ

たと思います。

「子どもたちの心を揺さぶる本を創りたい」

　時々こうおっしゃっていましたが、田畑さ

の本は、これからも子どもたちの心に深く届

くと信じています。�（さかい�きょうこ／童心社会長）

紙芝居『おとうさん』
1968年 与田凖一／脚本

『おしいれのぼうけん』
1974年 古田足日との共作

『ダンプえんちょうやっつけた』
1978年 古田足日との共作

『ゆうちゃんのゆうは？』
1981年 神沢利子との共作

紙芝居「ロボット・カミイ」シリーズ
1970年 古田足日／脚本

『ひ・み・つ』2004年

『さくら』2013年
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先
月
刊
行
さ
れ
た
『
み
ど
り
の
ほ
し
』
は
、
男
の
子
が
夏
み
か

ん
の
て
っ
ぺ
ん
に
緑
の
星
を
見
つ
け
、
そ
こ
か
ら
心
を
広
げ
て

い
く
絵
本
で
す
。
著
者
の
お
二
人
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

林
さ
ん　

い
つ
だ
っ
た
か
、
家
に
置
い
て
あ
っ
た
み
か
ん
の

て
っ
ぺ
ん
に
緑
の
星
を
見
つ
け
ま
し
た
。
私
に
は
、
な
ん
だ
か

そ
れ
が
緑
の
地ほ

球し

で
生
ま
れ
た
し
る
し
に
見
え
た
ん
で
す
。
そ

の
素
敵
な
発
見
を
、
ぜ
ひ
作
品
の
形
で
残
し
た
く
て
、
最
初
に

詩
を
書
き
ま
し
た
。（
編
集
部
注
：
こ
の
詩
が
二
〇
一
一
年
、「
こ
ど
も
の

詩 

周
南
賞
」
作
詩
部
門
優
秀
賞
を
受
賞
）

長
谷
川
さ
ん　
「
み
ど
り
の
ほ
し
」
を
初
め
て
見
た
と
き
（
編
集

部
注
：
長
谷
川
さ
ん
は
「
こ
ど
も
の
詩 

周
南
賞
」
の
選
考
委
員
で
し
た
）、

絵
本
の
こ
と
は
考
え
て
い
な
く
て
、
純
粋
に
詩
と
し
て
読
み
ま

し
た
。
青
緑
や
黄
緑
、
深
い
緑
…
…
さ
わ
や
か
で
、
み
ず
み
ず

し
い
、
い
ろ
い
ろ
な
緑
色
が
次
々
に
頭
に
う
か
び
、
野
菜
や
果

物
の
か
わ
い
い
星
の
形
を
し
た
ヘ
タ
も
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
と
し
て

は
っ
き
り
見
え
て
き
た
ん
で
す
。
当
時
た
く
さ
ん
読
ん
だ
詩
の

中
で
も
、
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。

　

詩
を
読
ん
で
い
て
、「
ほ
ん
ま
や
。
そ
う
い
え
ば
野
菜
の
ヘ

タ
っ
て
星
の
形
し
て
る
！
」
と
、
そ
の
発
見
に
感
心
し
ま
し
た
。

林
さ
ん　

レ
モ
ン
も
、
ト
マ
ト
も
、
あ
ら
、
よ
く
見
る
と
、

ピ
ー
マ
ン
、
パ
プ
リ
カ
、
し
し
唐
も
、
緑
の
星
を
つ
け
て
る
ん

だ
な
、
オ
ク
ラ
は
ス
ラ
イ
ス
す
る
と
星
の
形
だ
し
…
…
と
い
っ

た
具
合
に
、
い
ろ
ん
な
野
菜
、
果
物
、
花
、
葉
っ
ぱ
に
、
緑
の

星
を
見
つ
け
て
い
っ
て
。
そ
の
た
び
に
嬉
し
く
な
っ
て
。
み
ん

な
同
じ
、
地
球
で
生
ま
れ
た
命
だ
よ
。
植
物
た
ち
か
ら
そ
う
教

え
て
も
ら
っ
て
い
る
み
た
い
で
し
た
。

全文はこちらからご覧いただけます。
https://www.doshinsha.co.jp/news/detail.php?id=2023

みどりのほし
林木林／作

長谷川義史／絵
本体価格 1500円＋税

『みどりのほし』刊行に寄せて

　

た
っ
た
ひ
と
つ
の
緑
の
星
と
の
出
合
い
が
、
た
く
さ
ん
の
星

の
発
見
に
つ
な
が
り
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
育
ん
で
、
豊
か

な
気
持
ち
に
し
て
く
れ
ま
し
た
。

長
谷
川
さ
ん　

こ
の
絵
本
で
は
、
具
体
的
に
男
の
子
が
出
合
う

も
の
と
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
が
混
じ
り
合
っ
て
出
て
き
ま
す
。
具

象
に
よ
り
す
ぎ
る
と
説
明
的
に
な
っ
て
想
像
の
広
が
り
を
な
く

し
て
し
ま
う
し
、
抽
象
に
な
り
す
ぎ
る
と
一
冊
の
絵
本
の
流
れ

が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
絵
本
の
展
開
と
イ
メ
ー
ジ
の

世
界
、
両
方
を
捉
え
ら
れ
る
着
地
点
を
見
つ
け
る
の
が
難
し

か
っ
た
。

　

こ
の
絵
本
に
出
て
く
る
「
ぼ
く
」
は
、
あ
る
特
定
の
「
ぼ

く
」
で
は
な
く
、
み
ん
な
の
中
に
あ
る
「
ぼ
く
」。
だ
か
ら
今

回
僕
は
、「
ぼ
く
」
を
白
く
ぬ
い
た
描
き
方
に
し
た
ん
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
頭
で
考
え
て
決
め
た
わ
け
で
は
な

く
、「
こ
れ
だ
！
」
と
い
う
感
覚
を
つ
か
ま
え
ら
れ
る
ま
で
、

と
に
か
く
何
枚
も
何
枚
も
描
き
ま
し
た
。

林
さ
ん　

絵
本
と
し
て
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
に
あ
た
っ
て
は
、

場
面
の
変
化
や
流
れ
、
絵
と
い
っ
し
ょ
に
見
た
と
き
に
ど
う
響

く
か
な
ど
、
絵
本
な
ら
で
は
の
特
性
を
意
識
し
な
が
ら
言
葉
を

考
え
ま
し
た
。
絵
が
で
き
て
か
ら
も
調
整
を
重
ね
、
歌
の
と
き

と
は
違
う
言
葉
、
絵
本
の
言
葉
と
し
て
書
い
て
い
ま
す
。

　

作
品
の
世
界
観
を
深
く
表
現
し
て
下
さ
っ
て
い
る
長
谷
川
さ

ん
の
絵
は
、
言
葉
の
向
こ
う
側
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
、
ど
こ

ま
で
も
想
像
が
広
が
っ
て
い
く
よ
う
で
す
。

　

読
者
の
皆
さ
ん
に
は
、
ぜ
ひ
、
ゆ
っ
た
り
と
心
を
大
の
字
に

し
て
、
絵
本
を
開
い
て
い
た
だ
け
た
ら
、
と
思
い
ま
す
。

林
はやし

木
き

林
りん

長
は

谷
せ

川
がわ

義
よし

史
ふみ
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ア
ー
サ
ー
・
ビ
ナ
ー
ド

詩
人

　

人
間
の
す
る
こ
と
な
す
こ
と
す
べ
て
、
い
つ

か
は
終
わ
る
。
戦
争
も
例
外
で
は
な
い
と
考
え

れ
ば
、「
終
戦
」
と
い
う
表
現
も
成
り
立
つ
。

た
だ
、
権
力
組
織
が
一
方
的
に
決
め
て
カ
レ
ン

ダ
ー
に
載
せ
た
「
記
念
日
」
の
類
い
は
、
往
々

に
し
て
眉ま

ゆ

唾つ
ば

物も
の

だ
。
八
月
十
五
日
を
シ
ン
ボ
リ

ッ
ク
に
捉
え
た
り
追
悼
だ
け
で
済
ま
せ
た
り
し

た
ら
、
思
考
回
路
が
腐
る
気
が
す
る
。
ぼ
く
は

「
終
戦
の
詔し

ょ
う

書し
ょ

」
を
読
み
直
し
て
掘
り
下
げ
る

日
と
し
て
、
毎
年
使
っ
て
き
た
。
巧
妙
に
組
み

立
て
ら
れ
た
あ
の
公
文
書
の
矛
盾
は
、
幾
重
に

も
か
さ
な
り
、
英
文
が
同
時
に
作
ら
れ
た
可
能

性
も
あ
り
、
闇
が
深
い
。
ま
た
、
中
国
大
陸
で

暮
ら
し
て
い
た
臣
民
た
ち
が
冷
酷
に
切
り
捨
て

ら
れ
た
事
実
も
、
思
い
起
こ
す
日
で
も
あ
る
。

い
わ
む
ら
か
ず
お

絵
本
作
家

　

一
九
四
五
年
八
月
十
五
日
か
ら
七
十
五
年
が

過
ぎ
た
。
体
験
が
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
も

う
、
ほ
と
ん
ど
の
大
人
は
戦
争
を
知
ら
な
い
。

今
年
八
十
一
歳
に
な
っ
た
私
も
記
憶
に
残
っ
て

い
る
の
は
、
十
四
日
深
夜
Ｂ
２
９
の
大
編
隊
が

頭
上
を
通
過
し
て
い
っ
た
と
か
、
母
と
離
れ
ば

な
れ
に
な
っ
た
疎
開
の
寂
し
さ
と
か
、
野
の
草

を
か
じ
っ
た
空
腹
の
苦
し
み
な
ど
だ
。
し
か
し
、

い
ま
私
た
ち
は
、「
戦
争
を
知
ら
な
い
」
と
い

う
わ
け
に
い
か
な
い
。
七
十
五
年
間
戦
争
か
ら

私
た
ち
を
守
っ
て
く
れ
た
憲
法
九
条
を
変
え
よ

う
と
す
る
動
き
も
あ
る
。
先
人
た
ち
が
残
し
た

優
れ
た
著
作
物
や
映
像
か
ら
、
戦
争
と
は
何
か

を
知
り
、
考
え
を
深
め
る
こ
と
が
大
切
だ
。

神
沢
利
子
　
か
ん
ざ
わ　

と
し
こ

児
童
文
学
作
家

　

終
戦
＝
敗
戦
を
境
に
自
分
が
変
わ
っ
た
と
は

思
え
な
い
。
そ
の
日
の
あ
と
、
日
数
を
か
け
て
、

自
分
を
縛
っ
て
来
た
も
の
、
そ
れ
は
天
皇
制
に

根
ざ
し
た
も
の
だ
が
…
…
。

　

戦
を
聖
戦
と
称
し
信
じ
こ
ま
さ
れ
て
来
た
教

育
、
身
に
し
み
つ
い
た
考
え
方
か
ら
自
ら
を
解

放
す
る
の
に
長
い
長
い
時
間
が
か
か
り
、
ま
だ

か
か
っ
て
い
る
。

　

勝
っ
て
い
た
ら
恐
ろ
し
い
こ
と
だ
っ
た
と
思

う
か
ら
、
あ
の
敗
戦
の
日
は
祝
日
で
あ
っ
て
い

い
の
だ
。
戦
後
教
育
を
亡
国
的
と
い
う
文
相＊

が

現
れ
た
こ
の
八
月
に
、
思
い
は
深
い
も
の
が
あ
る＊

＊

。

＊
当
時
の
藤
尾
正
行
文
部
大
臣
の
こ
と
。
歴
史
認
識
を
め

ぐ
る
発
言
に
よ
り
、
一
九
八
六
年
九
月
に
大
臣
を
罷
免
さ

れ
た
。

＊
＊
「
母
の
ひ
ろ
ば
」
二
六
七
号
（
一
九
八
六
年
八
月
）

よ
り
再
掲

早
乙
女
勝
元
　
さ
お
と
め　

か
つ
も
と

作
家

　

あ
の
日
あ
の
時
、
十
三
歳
の
私
は
向
島
区
（
現

墨
田
区
）
寺
島
町
の
半
焼
け
の
家
に
い
た
。
天

戦後75年特集私
た
ち

８ 

月15
日と

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
の
終
結
か
ら
七
十
五
年
を
迎
え
ま
す
。

各
分
野
の
方
々
に〈
終
戦
の
日
〉に
ま
つ
わ
る

短
い
エ
ッ
セ
イ
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

あ
の
日
の
記
憶
や
終
戦
の
日
に
つ
い
て
の
お
考
え
な
ど
、

い
た
だ
い
た
原
稿
を
五
十
音
順
に
掲
載
い
た
し
ま
す
。
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皇
の
放
送
は
聞
い
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
一
億

玉
砕
の
時
が
き
た
の
だ
と
思
っ
た
。
い
ざ
と
な

れ
ば
神
風
が
吹
く
と
教
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ

が
、
子
ど
も
心
に
そ
れ
を
信
じ
る
気
に
は
な
れ

な
か
っ
た
。
す
る
と
残
さ
れ
た
道
は
あ
き
ら
か

で
、
死
ぬ
時
は
せ
め
て
満
腹
で
あ
り
た
い
、
が

正
直
な
心
境
だ
っ
た
。
し
か
し
、
死
は
ま
ぬ
が

れ
て
敗
戦
と
な
り
、
こ
の
時
を
知
ら
ず
に
消
え

た
十
万
人
も
の
声
な
き
声
を
忘
れ
ず
に
生
き
よ

う
と
、
心
に
誓
っ
た
の
だ
っ
た
。

田
畑
精
一
　
た
ば
た　

せ
い
い
ち

画
家

　

ぼ
く
は
、
ほ
ん
と
う
に
“
天
皇
陛
下
の
御
為

に
”
死
ぬ
つ
も
り
だ
っ
た
。

　

よ
く
も
ま
あ
、
あ
ん
な
に
見
事
に
だ
ま
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。

　

だ
か
ら
今
、
子
ど
も
た
ち
に
、
見
か
け
だ
け

の
か
っ
こ
良
さ
や
面
白
さ
で
な
い
、
ほ
ん
と
う

の
も
の
を
見
つ
け
る
心
と
力
を
育
て
た
い
。
暗

闇
の
中
か
ら
真
実
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
、
心

を
ふ
る
わ
す
よ
う
な
大
き
い
喜
び
で
あ
る
こ
と

を
子
ど
も
た
ち
に
知
ら
せ
た
い＊

。

＊
「
母
の
ひ
ろ
ば
」
二
六
七
号
（
一
九
八
六
年
八
月
）
よ

り
再
掲中

川
李
枝
子
　
な
か
が
わ　

り
え
こ

児
童
文
学
作
家

　

十
歳
だ
っ
た
。
東
京
の
子
ど
も
た
ち
に
学
童

疎
開
令
が
出
て
、
姉
と
私
は
札
幌
の
祖
父
母
の

家
で
敗
戦
の
ラ
ジ
オ
を
聴
い
た
。
猛
暑
の
午
前

中
、
放
送
開
始
ま
で
子
ど
も
は
庭
の
防
空
壕
で

待
つ
よ
う
に
と
暗
い
穴
に
押
し
込
め
ら
れ
た
。

や
っ
と
時
間
に
な
っ
て
茶
の
間
に
正
座
、
放
送

内
容
は
私
に
は
不
明
の
ま
ま
終
わ
っ
た
。
祖
母

が
前
か
け
の
端
で
目
尻
を
押
さ
え
て
一
言
「
も

う
空
襲
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
」
と
教
え
て
く
れ
た
。

そ
の
と
た
ん
、
暑
さ
も
息
苦
し
さ
も
ど
こ
へ
や

ら
私
の
ま
わ
り
の
空
気
が
明
る
く
心
地
よ
く
変

わ
っ
た
で
は
な
い
か
！　

も
う
戦
争
は
終
わ
っ

た
の
だ
！

　

私
は
東
京
大
空
襲
も
原
子
爆
弾
も
知
ら
な
か
っ

た
け
れ
ど
、
戦
争
の
記
録
は
絶
対
に
見
逃
さ
ず
、

聞
き
逃
さ
な
い
つ
も
り
で
、
七
十
五
年
目
を
迎

え
る
。

中
村
桂
子
　
な
か
む
ら　

け
い
こ

理
学
博
士
・
Ｊ
Ｔ
生
命
誌
研
究
館
名
誉
館
長

　

小
学
校
四
年
生
で
し
た
。
両
親
は
暮
ら
し
を

大
切
に
し
、
子
ど
も
た
ち
に
戦
争
の
話
を
ほ
と

ん
ど
し
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
ん
な

中
で
、
敗
戦
の
日
の
夕
食
の
こ
と
は
鮮
明
に
覚

え
て
い
ま
す
。
外
へ
光
が
も
れ
な
い
よ
う
に
と

食
卓
の
上
の
電
灯
に
か
か
っ
て
い
た
真
っ
黒
い

布
が
は
ず
さ
れ
た
の
で
す
。
箸
を
動
か
す
皆
の

顔
が
よ
く
見
え
、
思
わ
ず
笑
み
が
こ
ぼ
れ
ま
し

た
。
お
芋
の
ま
わ
り
に
米
粒
が
つ
い
て
い
る
と

い
う
の
が
あ
た
っ
て
い
る
芋
御
飯
は
昨
日
と
同

私
た
ち

濱谷浩《終戦の日の太陽》高田、新潟、1945年　©2020 Keisuke Katano / Courtesy Estate of Hiroshi Hamaya, Oiso, Japan
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じ
で
す
が
、
味
が
違
い
ま
す
。
い
い
な
あ
。
以

来
、
戦
争
は
日
常
を
奪
う
大
嫌
い
な
も
の
、
武

力
と
権
力
は
嫌
い
で
す
。
生
ま
れ
た
か
ら
に
は

誰
も
が
毎
日
を
気
持
ち
よ
く
生
き
る
の
で
な
け

れ
ば
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。

西
山
利
佳
　
に
し
や
ま　

り
か

児
童
文
学
評
論
家

　

私
は
、
敗
戦
か
ら
十
六
年
目
の
一
九
六
一
年
に

生
ま
れ
ま
し
た
。
今
か
ら
十
六
年
前
と
言
え
ば

二
〇
〇
四
年
、
編
集
に
関
わ
っ
た
『
わ
た
し
た

ち
の
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
』（
童
心
社
）
が

出
た
年
で
す
。
同
じ
十
六
年
な
の
に
、
生
ま
れ

る
前
と
い
う
の
は
、
な
ん
と
遠
い
こ
と
か
…
…
。

体
験
集
の
編
集
の
た
め
に
戦
争
体
験
を
た
く
さ

ん
読
み
、
聞
き
取
り
も
し
た
の
に
、
な
ん
た
る

こ
と
！　

私
は
、
八
月
十
五
日
そ
の
日
を
、
満

州
に
い
た
父
が
ど
の
よ
う
に
迎
え
て
い
た
の
か

聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
に
気
が
つ
き
愕が

く

然ぜ
ん

と
し
て
い
ま
す
。
父
は
、
一
昨
年
の
夏
亡
く

な
り
ま
し
た
。
高
齢
の
伯
母
た
ち
に
、
話
を
聞

い
て
お
か
ね
ば
と
こ
の
原
稿
を
機
に
思
っ
て
い

ま
す
。

長
谷
川
義
史
　
は
せ
が
わ　

よ
し
ふ
み

絵
本
作
家

　

昔
『
戦
争
を
知
ら
な
い
子
供
た
ち
』
と
い
う

歌
が
あ
り
ま
し
た
ね
。

　

そ
の
知
ら
な
い
子
ど
も
た
ち
も
あ
れ
よ
あ
れ

よ
と
歳
を
重
ね
て
今
や
「
戦
争
を
知
ら
な
い
お

じ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
」
で
す
。

　

ほ
ら
こ
の
文
章
の
書
き
出
し
に
し
て
も
無
意

識
に
「
昔
」
な
ん
て
言
葉
を
使
っ
て
ま
す
。
戦

争
な
ん
て
昔
の
こ
と
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。

自
分
で
も
怖
い
こ
と
で
す
。

　

今
年
で
「
終
戦
の
日
」
か
ら
七
十
五
年
。
つ

い
こ
の
前
こ
の
国
は
戦
争
と
い
う
名
の
殺
し
合

い
を
し
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
し
っ
か

り
今
の
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
一
緒
に
考
え
る
の

が
「
戦
争
を
知
ら
な
い
お
じ
い
さ
ん
お
ば
あ
さ

ん
」
僕
ら
の
世
代
の
責
任
と
思
い
ま
す
。

武
鹿
悦
子
　
ぶ
し
か　

え
つ
こ

童
謡
詩
人

　

終
戦
の
あ
の
歴
史
的
な
玉
音
放
送
を
聞
い
た

の
は
、
東
京
最
後
の
空
襲
で
家
を
失
い
、
父
の

郷
里
へ
移
住
し
て
三
月
足
ら
ず
の
こ
と
で
し
た
。

　

地
区
の
班
長
宅
に
集
ま
っ
た
人
び
と
と
、
炎

天
下
、
ラ
ジ
オ
を
庭
へ
持
ち
出
し
て
聞
い
た
の

で
す
。

　

陛
下
の
声
は
、
嵐
の
よ
う
な
ノ
イ
ズ
に
妨
げ

ら
れ
な
が
ら
、
戦
争
の
終
結
を
告
げ
て
悲
痛
で

し
た
。

　

負
け
戦
で
あ
っ
て
も
、
戦
争
の
終
結
は
一
応

は
う
れ
し
い
こ
と
で
し
た
。
け
れ
ど
、
私
た
ち

の
未
来
像
が
ふ
と
見
失
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る

不
安
に
囚
わ
れ
、
私
は
、
塑
像
の
よ
う
に
立
ち

尽
く
す
人
び
と
の
な
か
に
、
細
い
脚
で
必
死
に

立
っ
て
い
ま
し
た
。

　

十
六
歳
で
し
た
。

二
俣
英
五
郎
　
ふ
た
ま
た　

え
い
ご
ろ
う

画
家

　

あ
の
日
、
前
日
か
ら
、
大
切
な
放
送
が
あ
る

と
の
こ
と
で
、
待
っ
て
い
た
が
、
雑
音
が
ひ
ど

く
て
、
よ
く
聞
こ
え
な
か
っ
た
が
、
見
当
は
つ

い
て
い
た
。
戦
争
が
始
ま
っ
た
の
が
小
学
四
年
、

終
わ
っ
た
の
は
名
目
上
、
中
学
二
年
だ
っ
た
。

な
ぜ
名
目
上
な
の
か
と
言
う
と
、
そ
の
間
、
空

襲
警
報
の
合
間
を
ぬ
っ
て
配
給
の
順
番
待
ち
を

し
た
り
、
そ
の
横
流
し
を
闇
取
引
で
手
に
入
れ

た
り
し
て
い
て
、
学
業
は
ほ
と
ん
ど
受
け
て
い

な
か
っ
た
。
着
の
身
着
の
ま
ま
乞
食
同
然
の
姿

で
焼
け
だ
さ
れ
た
人
が
大
勢
い
た
。
そ
の
時
代
、

身
内
が
役
人
か
権
力
者
で
な
い
限
り
、
次
の
時

代
を
待
つ
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

堀
尾
輝
久
　
ほ
り
お　

て
る
ひ
さ

教
育
学
者
・
東
京
大
学
名
誉
教
授

　

一
九
四
五
年
八
月
十
五
日
、
私
は
旧
制
中
学

一
年
生
。
父
は
日
中
戦
争
で
戦
死
し
（
一
九
三

九
年
）、
誉
れ
の
家
の
子
と
し
て
育
っ
た
軍
国

少
年
に
と
っ
て
、
決
定
的
な
価
値
転
換
の
始
ま

り
の
時
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
容
易
な
こ

と
で
は
な
い
。
空
襲
の
恐
怖
か
ら
の
解
放
の
安

堵
と
日
本
と
自
分
た
ち
の
将
来
の
不
安
。
学
校

で
は
教
科
書
の
墨
塗
り
か
ら
「
あ
た
ら
し
い
憲

法
の
は
な
し
」
へ
。
そ
れ
は
日
本
の
近
代
と
現

代
の
区
切
り
、
帝
国
憲
法
か
ら
新
憲
法
へ
、
世

界
史
的
に
は
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
か
ら
民
主
主
義
へ
、

人
権
と
平
和
を
軸
と
す
る
新
た
な
地
球
時
代
ヘ

の
入
り
口
で
も
あ
っ
た
。
日
本
の
歴
史
と
世
界

史
の
な
か
に
自
分
史
が
あ
る
こ
と
が
実
感
で
き

る
戦
中
、
戦
後
派
で
あ
る
。
そ
し
て
原
点
と
し

て
の
八
月
十
五
日
に
還
る
自
分
が
あ
る
。
そ
れ

は
未
来
を
創
る
こ
と
に
賭
け
る
自
分
で
も
あ
る
。

森
絵
都
　
も
り　

え
と

児
童
文
学
作
家

　

戦
争
の
な
い
時
間
が
日
本
で
七
十
五
年
間
続

い
た
の
は
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
が
、
な
ぜ
か

「
め
で
た
い
」
感
が
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
国
内

の
不
穏
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
世
界
に
は
今

も
争
い
が
溢
れ
て
い
て
、
日
常
的
に
人
と
人
が

殺
し
合
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
現
実
を
意
識
に
刻

む
こ
と
、
人
種
の
垣
根
な
く
全
て
の
命
を
尊
ぶ

こ
と
こ
そ
が
、
ひ
い
て
は
日
本
の
平
和
の
永
続

に
繋
が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

ち
な
み
に
、「
終
戦
」
と
は
戦
争
を
終
わ
ら

せ
た
側
が
用
い
る
言
葉
の
よ
う
に
私
に
は
思
え

ま
す
。
日
本
人
の
中
に
は
い
ま
だ
に
日
本
が
戦

争
に
負
け
た
と
認
め
た
く
な
い
人
や
、
武
力
で

負
け
て
も
経
済
で
勝
っ
た
か
ら
チ
ャ
ラ
だ
と
思
っ

て
い
る
人
た
ち
も
い
ま
す
の
で
、
目
を
覚
ま
し

て
も
ら
う
た
め
に
も
潔
く
「
敗
戦
」
と
言
い
た

い
と
こ
ろ
で
す
。
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そ
れ
ぞ
れ
の
物
の
持
ち
主
の
気
持
ち
に
な
っ
て
声
に
出
し

て
、
読
ん
で
み
ま
し
た
。
読
み
終
わ
る
と
、
会
っ
た
こ
と

も
な
い
の
に
、
一
人
ひ
と
り
の
姿
が
思
い
浮
か
び
、
遺
さ

れ
た
も
の
た
ち
に
命
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。
語

り
か
け
る
一
文
一
文
か
ら
、
強
い
悲
し
み
や
理
不
尽
に
対

す
る
憤
り
を
感
じ
ま
し
た
。
岡
倉
禎
志
さ
ん
の
写
真
と
、

ア
ー
サ
ー
・
ビ
ナ
ー
ド
さ
ん
の
言
葉
に
は
感
嘆
し
ま
し
た
。

�
（
埼
玉
県　

Ｒ
・
Ｏ　

六
〇
歳
）

読 者 の 声

●祖父の著書の中に終戦の日の記述

を見つけた時、遠い日のように感じ

ていた戦争が、ぐっと近づいてきた

のを覚えています。「知らない世代」

にとって、当時と今が地続きである

ことを、何をもってリアリティを担

保できるかが重要に思います。今号

では、いつも見上げればそこにあり、

煌々と私たちを照らしている太陽の、

あの日の写真をお借りしました。�N

●「戦争は親の敵であり、何として

もその敵を討ちたい。そのためには

子どもたちに、生きることは素晴らし

い、明日には希望がある、と伝えるこ

とだと考えた」田畑精一先生のご講

演で、僕の記憶に残った言葉です。

逝去されたことが残念でなりません

が、素晴らしい作品、素晴らしい見

識で長年童心社を支えてくださり、

本当にありがとうございました。� O

中
国
か
ら
日
本
に
連
れ
去
ら
れ
た
経
緯
が
詳
し
く
書
か
れ

て
い
て
、
戦
争
に
よ
っ
て
何
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
か
、
よ

く
わ
か
り
ま
し
た
。
一
気
に
読
み
ま
し
た
。
こ
の
本
を
他

の
方
た
ち
と
も
共
有
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
進
む
べ

き
道
に
つ
い
て
話
し
合
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

�

（
北
海
道　

Ｙ
・
Ｋ　

六
六
歳
）

森
越
智
子
／
著

谷
口
広
樹
／
絵

生
き
る
　
劉
連
仁
の
物
語

単
行
本
図
書

本
体
価
格�

１
６
０
０
円
＋
税

三
カ
国
の
作
家
た
ち
が
共
同
で
絵
本
を
出
す
の
は
、
素
晴

ら
し
い
こ
と
で
す
ね
。
も
っ
と
も
っ
と
お
互
い
の
国
の
歴

史
を
知
り
合
い
、
学
び
合
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま

ず
知
ろ
う
と
す
る
気
持
ち
を
子
ど
も
達
の
心
に
育
て
な
け

れ
ば
…
…
。
絵
本
の
場
合
、
絵
が
伝
え
て
く
れ
る
も
の
が

大
き
い
で
す
ね
。
展
望
台
か
ら
非
武
装
地
帯
を
眺
め
続
け

る
お
じ
い
さ
ん
の
人
生
を
想
い
、
語
れ
る
も
の
を
少
し
で

も
持
ち
た
い
と
感
じ
ま
し
た
。

�
�

（
広
島
県　

Ｋ
・
Ｋ　

五
七
歳
）

イ
・
オ
ク
ベ
／
作

お
お
た
け
き
よ
み
／
訳

非
武
装
地
帯
に
春
が
く
る
と

日
・
中
・
韓 

平
和
絵
本

本
体
価
格�

２
０
０
０
円
＋
税

姚
紅
さ
ん
の
絵
は
素
晴
ら
し
い
！　

と
い
う
一
言
に
尽
き

ま
す
。
一
九
三
七
年
の
南
京
に
暮
ら
す
人
々
と
京
劇
と
い

う
伝
統
文
化
が
デ
ィ
テ
ー
ル
に
わ
た
っ
て
豊
か
に
描
き
こ

ま
れ
て
い
て
、
思
わ
ず
見
入
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
し
て
、

読
者
は
、
最
後
の
簡
潔
な
テ
キ
ス
ト
で
戦
争
や
日
本
の
加

害
の
歴
史
を
知
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
中
さ
ん
の
名
訳
で

本
当
に
い
い
絵
本
が
出
版
さ
れ
て
嬉
し
い
限
り
で
す
。

�

（
広
島
県　

Ｙ
・
Ｕ　

五
八
歳
）

姚
紅
／
作

中
由
美
子
／
訳

京
劇
が
き
え
た
日

日
・
中
・
韓 

平
和
絵
本

本
体
価
格�

１
８
０
０
円
＋
税

ア
ー
サ
ー
・
ビ
ナ
ー
ド
／
作

岡
倉
禎
志
／
写
真

さ
が
し
て
い
ま
す

単
行
本
絵
本

本
体
価
格�

１
３
０
０
円
＋
税

泣
き
ま
し
た
。
戦
争
の
悲
し
さ
を
、
命
の
儚
さ
を
痛
感
し

ま
し
た
。
平
和
の
尊
さ
を
小
さ
い
う
ち
か
ら
伝
え
て
い
か

な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
お
互
い
を
よ
く
知
り
、
戦
争
は

悲
し
い
こ
と
だ
と
知
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。�

�

（
東
京
都　

Ｋ
・
Ｅ　

七
九
歳
）

は
ら
っ
ぱ
を
通
し
て
日
本
の
歴
史
が
語
ら
れ
て
い
る
と
感

じ
ま
し
た
。
五
歳
の
息
子
も
、
じ
っ
と
は
ら
っ
ぱ
を
見
つ

め
て
い
ま
し
た
。
息
子
が
戦
争
と
い
う
言
葉
を
は
じ
め
て

知
っ
た
の
も
こ
の
本
を
通
し
て
で
す
。

�

（
三
○
歳
）

和
歌
山
静
子
／
作

く
つ
が
い
く

日
・
中
・
韓 

平
和
絵
本

本
体
価
格�

１
３
０
０
円
＋
税

西
村
繁
男
／
画

神
戸
光
男
／
構
成
・
文

は
ら
っ
ぱ
　

戦
争
・
大
空
襲
・
戦
後
…
い
ま

童
心
社
の
絵
本

本
体
価
格�

１
５
０
０
円
＋
税
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