
◉特集 ――戦後70年――

語り継ぐこと
８月15日、日本は70回目の終戦記念日を迎えます。
若い世代には、遠い過去に感じる戦争。
しかし、戦争を体験した人のまぶたには、
70年経った今も、鮮明にその光景が焼き付いています。
「二度と戦争をしてはいけない」
そう叫ぶ戦争体験者が減少し、戦争の記憶が風化していく中、
私たちは今、何を考え、どう行動すればいいのでしょうか。
戦争の悲惨さと平和の尊さを次世代に伝えるために、
私たちができること――

写真：龍王城跡にある慰霊塔



　

美
平
は
昭
和
８
年
に
大
学
を
卒
業

し
、
帰
郷
。
五
十
崎
小
学
校
で
青
年

学
校
教
員
を
し
な
が
ら
、
自
宅
の
ア

ト
リ
エ
な
ど
で
絵
画
制
作
に
励
ん

で
い
ま
し
た
。
春
陽
会
で
入
選
す
る

な
ど
、
す
べ
て
が
順
調
だ
っ
た
さ
な

か
、
日
中
戦
争
が
始
ま
り
ま
し
た
。

昭
和
12
年
に
召
集
を
受
け
た
美
平

は
、
松
山
22
連
隊
に
入
隊
。
９
月
16

日
に
松
山
を
出
発
し
、
上
海
近
郊
に

上
陸
し
ま
し
た
。
そ
の
わ
ず
か
１
週

間
後
の
27
日
、
頭
を
銃
で
撃
ち
抜
か

れ
命
を
落
と
し
た
の
で
す
。

　　

美
平
に
は
出
征
の
２
カ
月
前
に
婚

約
し
た
女
性
が
い
ま
し
た
。
急
な
出

征
を
知
ら
せ
る
電
報
を
打
ち
ま
し
た

が
、
出
発
日
の
松
山
駅
に
婚
約
者
は

現
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
後
に
婚
約
者

の
妹
か
ら「
高
熱
を
出
し
て
寝
込
ん

で
い
た
」と
の
手
紙
が
届
き
ま
し
た

が
、
美
平
に
は
知
ら
せ
る
由
も
あ
り

ま
せ
ん
。

　

母
・
キ
ク
エ
は
、
美
平
の
戦
死
直

後
の
10
月
９
日
付
け
の
海
南
新
聞

（
愛
媛
新
聞
の
前
身
）で
、
こ
う
語
っ

て
い
ま
す
。「
出
発
の
時
か
ら
覚
悟

し
て
お
り
ま
し
た
が
、
さ
す
が
に
涙

の
ほ
ほ
を
伝
う
の
を
ど
う
す
る
こ
と

も
で
き
ま
せ
ん
。
…
…
秋
に
は
結
婚

式
を
挙
げ
る
運
び
に
し
て
お
り
ま
し

た
が
、
今
で
は
挙
げ
な
ん
で
良
か
っ

た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
何
に
し
て

も
、
こ
れ
以
上
の
名
誉
は
ご
ざ
い
ま

せ
ん
」
―
―
。
名
誉
と
い
う
言
葉
が
、

悲
し
み
を
深
め
ま
す
。

　

戦
場
で
は
か
な
く
散
っ
た
夢
と

才
能
の
痕
跡
は
、
題
名
も
サ
イ
ン
も

な
い
、
た
だ
ひ
た
す
ら
描
き
続
け
た

３
０
０
点
を
超
え
る
作
品
の
山
と
、

後
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
戦
場
で
の
ス

ケ
ッ
チ
９
枚
だ
け
。
行
軍
の
合
間
の

わ
ず
か
な
時
間
も
絵
を
描
き
続
け
た

美
平
―
―
。
そ
の
思
い
に
心
が
打
た

れ
ま
す
。

　

弟
の
大だ

い
え
い衛

さ
ん
は
、
平
成
26
年
11

月
に
大
洲
市
立
肱
川
風
の
博
物
館
で

開
か
れ
た「
上
岡
美
平
展
」
に
一
文

を
寄
せ
ま
し
た
。「
兄
は
小
田
川
と

神
南
山
を
め
ぐ
る
山
々
を
愛
し
、
褒

め
て
描
い
た
。
子
ど
も
た
ち
の
顔
に

は
、
地
方
特
有
の
人
間
味
が
漂
っ
て

い
る
。
兄
の
絵
を
見
て
、
一
人
で
も

二
人
で
も
地
元
を
愛
し
、
描
い
て
く

れ
る
人
が
出
れ
ば
い
い
な
と
思
う
」。

自
由
に
夢
を
追
え
る
平
和
な
世
に
、

美
平
の
思
い
を
託
し
て
―
―
。

上
岡
美
平
、
享
年
27
―
―

　
戦
場
に
散
っ
た
夢
と
才
能

版画家
山田　清

きよあき

昭さん

【
語
り
継
ぐ
①
】
夢
も
才
能
も
幸
せ
も
、
全
て
を
奪
う
戦
争
の
悲
劇

　

上
岡
美み

へ
い平（

本
名
巳
平
＝
み
へ

い
）
は
明
治
43
年
７
月
10
日
、
旧

五
十
崎
村
の
古
田
で
、
父
・
萬

ま
ん
は
ち八

、

母
・
キ
ク
エ
の
次
男
と
し
て
生
ま

れ
ま
し
た
。

　

美
平
が
絵
を
描
き
始
め
た
の
は

中
学
生
の
こ
ろ
。
通
っ
て
い
た
大

洲
中
学
校
の
美
術
の
先
生
に「
こ

れ
は
も
の
す
ご
い
」と
褒
め
ら
れ

た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
し
た
。

　

昭
和
４
年
に
早
稲
田
大
学
に
入

学
。
翌
５
年
に
は「
独
学
で
は
ど

う
し
ょ
う
も
な
い
」と
洋
画
団
体

「
春し

ゅ
ん
よ
う
か
い

陽
会
」
の
研
究
所
に
通
い
始

め
ま
す
。
そ
こ
で
絵
を
学
び
、
ひ

た
す
ら
描
き
に
描
き
、
昭
和
７
年

に
は
同
研
究
所
の
コ
ン
ク
ー
ル
で

第
一
席
を
受
賞
す
る
な
ど
、
才
能

が
開
花
し
ま
し
た
。

五
十
崎
が
生
ん
だ
洋
画
家

大学卒業後、五十崎のアトリエ
で制作に励んでいたころの美平

戦
争
の
悲
劇

婚
約
者
と
の
別
れ

地
元
を
愛
し
た
美
平

　美平は地元が好きで、五十崎の風景
や人を描き続けました。郷土への愛を
絵筆で残した画家です。
　本人は明るく、きまじめな性格だっ
たそうですが、どの絵を見ても暗く、
荒々しい大胆な筆使い。時代がそうさ
せたのか、戦争が続く世の中に悲観し
たのか――。作品の奥深さを感じます。
　27年という短い生涯だった美平。油
絵を始めてからは10年も経っていま
せん。練習のための作品が多く、とに

かく描いて、描いて、描きまくってい
た時期でした。じっくり時間を掛けて
描いた作品が少ないのが、本当に残
念。時代が違えば画業を貫けたと思う
と、胸が痛みます。
　今の平和は、戦争で亡くなった人た
ちが礎です。これからも先人をしのぶ
ことが大切だと思います。美平の作品
との出会いは一つの運命。私も絵が描
けることに感謝しながら、彼の思いを
多くの人に伝えていきたいです。

平和の尊さを感じる美平の作品
Ｉｎｔｅｒｖｉｅｗ

美平の作品
1_「子守り」昭和13年に春陽
会で入選した作品　2_「神南
山と小田川」　3_「収穫」

（全て五十崎凧博物館蔵）

4_美平が戦場で描いた９枚
のスケッチ　5_美平が婚約者
に贈った絵。60余年その家で
保管されていた。平成16年に
弟の大衛さんを通じて凧博物
館に寄贈された　6_婚約者の
写真

戦後70年
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大
波
に
も
ま
れ
な
が
ら

　
沈
む
空
母
を
見
送
る
無
念

【
語
り
継
ぐ
②
】
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
海
に
沈
ん
だ
戦
友
た
ち

森
岡
俊

し
ゅ
ん
い
ち一

さ
ん
（
93
）＝
立
石
＝

　

私
は
23
歳
の
こ
ろ
、
昭
和
19
年
の

夏
に
空
母「
千
歳
」に
乗
艦
し
ま
し
た
。

　

同
年
10
月
22
日
に
は
捷
１
号
作
戦

（
レ
イ
テ
沖
海
戦
）に
参
加
、
空
母「
千

歳
」は
他
の
空
母
３
隻
な
ど
と
フ
ィ

リ
ピ
ン
に
向
け
出
撃
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
24
日
の
朝
、
敵
に
虚
を
突

か
れ
１
０
０
機
あ
ま
り
の
戦
闘
機

に
攻
撃
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
速
力

の
遅
い
空
母
は
真
っ
先
に
標
的
に

な
り
、
爆
弾
投
下
な
ど
徹
底
的
に
攻

撃
を
受
け
ま
し
た
。
応
戦
し
ま
し
た

が
、
艦
に
穴
が
開
き
、
次
第
に
左
に

傾
き
な
が
ら
沈
み
始
め
ま
し
た
。

　

私
は
総
員
退
艦
の
命
に
よ
り
、
傾

い
た
甲
板
を
滑
っ
て
海
に
飛
び
込
み

ま
し
た
。
必
死
で
１
０
０
㍍
ほ
ど
泳

い
で
振
り
返
る
と
、
艦
長
以
下
数
百

名
の
戦
友
が
艦
と
共
に
沈
む
の
が
見

え
ま
し
た
。
何
と
も
言
葉
に
で
き
な

い
情
景
で
し
た
。
そ
の
後
、
空
き
樽

に
４
人
で
つ
か
ま
り
、
４
時
間
も
漂

流
し
ま
し
た
。
大
波
に
巻
き
込
ま
れ

て
は
海
に
沈
み
、
必
死
に
海
面
に
上

が
り
、
空
き
樽
に
つ
か
ま
る
―
―
。

何
度
も
繰
り
返
す
内
に
、
一
人
は
力

尽
き
海
に
沈
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

　

人
は
強
が
っ
て
い
て
も
、
心
に
は

弱
さ
、
寂
し
さ
が
あ
り
ま
す
。
望
郷

心
、
家
族
へ
の
思
い
、
生
き
る
こ
と

へ
の
執
着
―
―
。
私
は
死
ぬ
思
い
を

し
た
と
き
、
母
が
送
っ
て
く
れ
た
写

真
と
お
守
り
を
握
っ
て
、
生
き
た
い

と
願
い
ま
し
た
。
死
ん
で
い
っ
た
戦

友
た
ち
も
、
心
の
中
は
同
じ
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
。

　

生
還
者
と
し
て「
戦
争
は
絶
対
に

し
て
は
い
け
な
い
」と
語
り
継
ぐ
た

め
に
、
戦
友
の
分
ま
で
頑
張
り
、
一

日
一
日
を
大
切
に
生
き
た
い
で
す
。

あ
の
山
を
越
え
て

　
爆
撃
機
が
飛
ん
で
き
た

【
語
り
継
ぐ
③
】
少
年
が
防
空
監
視
哨
で
敵
機
を
監
視

栗
田
武た

け

お夫
さ
ん
（
86
）＝
護
国
＝
　

大
川
泰た

い

す

け助
さ
ん
（
84
）＝
内
子
10
＝

（
栗
田
）
15
歳
の
と
き
内
子
防
空
監

視
哨
員
に
な
り
ま
し
た
。
私
た
ち
の

役
割
は
ア
メ
リ
カ
の
飛
行
機
を
見
つ

け
て
報
告
す
る
こ
と
。
そ
の
情
報
が

愛
媛
県
か
ら
大
阪
本
部
ま
で
連
絡
さ

れ
て
い
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

　

監
視
哨
は
八
日
市
地
区
の
裏
に
あ

る「
上
の
山
」
の
山
頂
に
あ
り
ま
し

た
。
そ
こ
に
聴
音
壕
と
呼
ば
れ
る
飛

行
機
の
爆
音
を
増
幅
し
て
聞
け
る
大

き
な
穴
が
あ
り
、
私
は
そ
こ
で
飛
行

機
の
監
視
を
し
ま
し
た
。
大
洲
方
面

に
敵
機
が
来
襲
し
、
機
銃
な
ど
の
音

が
聞
こ
え
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

監
視
は
24
時
間
体
制
で
、
５
班
が

１
日
ず
つ
交
替
で
行
い
ま
し
た
。
私

た
ち
の
班
が
初
め
て
敵
機
を
発
見
し

た
と
き
は
、
褒
美
と
し
て
リ
ン
ゴ
を

１
箱
も
ら
い
、
役
目
を
果
た
し
た
と

喜
ん
だ
も
の
で
し
た
。

（
大
川
）
聴
音
壕
の
周
囲
に
は
幅
１

㍍
、
深
さ
50
㌢
の
溝
が
ぐ
る
り
と
あ

り
、
そ
こ
か
ら
双
眼
鏡
で
飛
行
機
を

監
視
し
ま
し
た
。
敵
機
が
見
え
た

ら
、
近
く
の
小
屋
に
い
る
哨
員
に
機

種
・
数
・
高
度
・
進
路
方
向
を
大
声

で
伝
え
ま
す
。
Ｂ
29
や
グ
ラ
マ
ン
が

よ
く
通
過
し
ま
し
た
。

　

あ
る
日
、
高
森
山
方
向
か
ら
グ

ラ
マ
ン
１
０
０
機
ほ
ど
が
上
空
を
通

過
。
そ
の
内
の
１
機
が
、
急
旋
回
し

て
監
視
哨
に
向
か
っ
て
き
ま
し
た
。

全
員
が『
や
ら
れ
る
』と
直
感
し
、
慌

て
て
反
対
斜
面
に
隠
れ
ま
し
た
。
ガ

タ
ガ
タ
と
震
え
が
止
ま
ら
な
か
っ
た
、

恐
ろ
し
い
経
験
で
す
。

　

子
ど
も
だ
っ
た
の
で
難
し
い
こ
と

は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
あ
の
時
は
大

人
も
子
ど
も
も
、
国
の
た
め
に
命
を

懸
け
て
い
た
の
で
す
。

4_聴音壕の話をする栗田さん
5_山道に移設され、ひっそり
と残る内子防空監視哨の門柱

４５

監視哨跡で当時の様子を話す大川さん。左奥の山が高森山

1_短歌などで当時の心境や情景を残
している森岡さん　2_「千歳」に乗艦
していたころの森岡さん　3_浦戸航
空隊勤務のときに航空機識別などの
勉強をしたノート

今も大切にしているお守りと父母の写真。包む布も送られた当時のもの

１

２

３

戦後70年
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戦後70年

戦
争
は
私
た
ち
で
最
後
。

　
平
和
を
つ
な
い
で
ほ
し
い
―
―

【
語
り
継
ぐ
④
】
女
子
青
年
団
の
記
憶

　
　
　
奥
長
ミ
チ
子
さ
ん
（
93
）＝
内
子
５
＝

　

私
は
17
歳
ご
ろ
に
、
大
瀬
村
女
子

青
年
団
に
入
り
ま
し
た
。
か
す
り
の

着
物
に
白
い
エ
プ
ロ
ン
を
着
て
、
近

所
の
人
が
出
征
す
る
の
を
見
送
っ
た

り
、
勤
労
奉
仕
と
し
て
炭
焼
き
の
窯

だ
き
の
手
伝
い
を
し
た
り
す
る
の
が

青
年
団
の
活
動
で
し
た
。

　

兵
隊
さ
ん
に
慰
問
袋
を
送
る
活
動

も
し
ま
し
た
。
袋
に
は
兵
隊
さ
ん
の

家
族
の
写
真
や
手
紙
、
青
年
団
の
慰

問
文
を
入
れ
ま
す
。
経
費
は
成
留
屋

の
運
動
会
で
お
菓
子
を
販
売
し
て
捻

出
し
て
い
ま
し
た
。
命
を
か
け
て
国

を
守
る
兵
隊
さ
ん
た
ち
に
何
か
の

役
に
立
つ
こ
と
が
、
そ
の
時
の
願
い

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

他
の
女
子
青
年
団
で
、
戦
争
で
手

と
脚
を
な
く
し
た
兵
隊
さ
ん
の
面
倒

を
み
た
い
と
、
結
婚
し
た
人
が
い
ま

し
た
。
私
も
何
か
を
し
な
け
れ
ば
と
、

大
阪
で
看
護
師
に
な
ろ
う
と
思
い
ま

し
た
が
、
家
の
人
に
猛
反
対
さ
れ
て
、

思
い
は
か
な
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

防
毒
マ
ス
ク
を
作
る
講
習
会
や
竹

槍
の
訓
練
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
ん
な

こ
と
で
自
分
の
身
を
守
ら
な
い
と

い
け
な
い
の
か
と
、
生
き
た
心
地
が

し
ま
せ
ん
で
し
た
。
暑
い
中「
ヤ
ー
、

ヤ
ー
」と
言
っ
て
人
殺
し
の
練
習
を

し
て
、
な
ん
て
馬
鹿
な
こ
と
を
し
て

い
た
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

こ
ん
な
平
和
な
時
代
に
な
る
と
は

夢
に
も
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
長
生

き
し
て
、
今
の
時
代
に
生
か
せ
て
も

ら
い
、
本
当
に
あ
り
が
た
い
で
す
。

孫
や
ひ
孫
に
は
私
た
ち
の
よ
う
な
苦

労
を
味
わ
っ
て
ほ
し
く
な
い
―
―
。

と
に
か
く
戦
争
だ
け
は
し
て
は
い
け

ま
せ
ん
。
こ
ん
な
経
験
は
私
た
ち
で

最
後
に
し
て
ほ
し
い
で
す
。

1_大瀬村女子青年団時代の奥長さん（前列右）。かすりの着物に白いエプロンが制服だっ
た　2_出征の見送りの様子　3_奥長さん（左）と妹の太田ツヤ子さん

　

龍
王
城
跡
に
あ
る「
慰
霊
塔
」
は

昭
和
50
年
、
戦
没
者
の
冥
福
を
祈
る

と
と
も
に
、
二
度
と
悲
惨
な
戦
争
が

起
こ
ら
な
い
こ
と
を
願
っ
て
建
立
さ

れ
ま
し
た
。
塔
内
に
は
７
２
０
余
り

の
遺
影
が
あ
り
ま
す
。
20
代
～
30
代

の
若
い
兵
士
の
顔
が
並
び
、
こ
の
若

さ
で
国
や
愛
す
る
人
を
守
る
た
め
に

自
分
を
犠
牲
に
し
た
の
か
と
、
胸
が

締
め
付
け
ら
れ
ま
す
。
遺
影
の
中
に

「
上
岡
美
平
」の
姿
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
こ
に
い
る
人
は
、
美
平
と
同
じ
よ

う
に
夢
や
幸
せ
を
奪
わ
れ
た
人
ば
か

り
―
―
。
残
さ
れ
た
家
族
も
、
つ
ら

く
苦
し
い
経
験
を
し
た
こ
と
と
思
い

ま
す
。

　

慰
霊
塔
は
８
月
13
～
15
日
に
開

放
し
、
一
般
の
人
も
塔
内
に
入
れ
ま

す
。
戦
争
の
悲
し
さ
を
強
く
感
じ
る

こ
の
場
所
に
訪
れ
、
奪
わ
れ
た
命
の

無
念
と
残
さ
れ
た
家
族
の
苦
し
み
を

想
像
し
て
ほ
し
い
で
す
。
今
の
平
和

と
繁
栄
の
陰
に
は
、
多
く
の
犠
牲
が

あ
っ
た
こ
と
を
、
私
た
ち
は
忘
れ
て

は
な
り
ま
せ
ん
。

　

戦
後
70
年
の
節
目
に
、
戦
争
の
悲

惨
さ
を
語
り
継
ぎ
、
平
和
の
尊
さ
を

次
世
代
に
伝
え
る
こ
と
の
大
切
さ

を
、
も
う
一
度
考
え
て
み
ま
せ
ん

か
。
平
和
は
子
々
孫
々
に
約
束
さ
れ

た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち

一
人
一
人
が
過
去
か
ら
学
び
、
平
和

を
つ
な
ぐ
と
い
う
意
志
を
持
つ
こ
と

が
必
要
で
す
。
そ
の
た
め
に
今
、
戦

争
体
験
者
の
声
に
耳
を
傾
け
、
次
世

代
に
何
を
伝
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い

の
か
を
知
り
、
感
じ
る
こ
と
。
そ
し

て
受
け
止
め
た
思
い
を
、
子
ど
も
た

ち
に
語
り
継
ぐ
こ
と
―
―
。
そ
れ
が

未
来
の
平
和
に
つ
な
が
る
一
歩
に
な

る
は
ず
で
す
。

約
束
だ
よ
―
―

１

２３

『私の戦争体験記』
世代を超えて、語り継ぐために、町
内の皆さんの貴重な戦争体験をまと
めたものです。平和への祈りが込め
られた１冊です。ぜひ一度読んでみ
てください。（１冊1,000円で販売し
ています。）

【問い合わせ】
保健福祉課
☎０８９３（４４）６１５４

【
語
り
継
ぐ
⑤
】
戦
争
は
二
度
と
し
な
い

アルバムを開いて当時の話をする奥長さん（左）慰霊塔の中には、若い兵士たちの遺影が並ぶ
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