
〈第32総会期主題聖句〉
平和を実現する人々は幸いである
―マタイによる福音書5章9節―

〈日本YWCAの使命（ミッション）〉
イエス・キリストに学び、共に生きる世界を実現する
世界の人 と々共に人権・平和・環境の問題に取り組む

　　　　〈日本YWCAのビジョン〉
地域で女性達が主体的に活動することを通して、
以下の社会をめざします。
（1） 平和憲法が生かされ、核も暴力もない社会
（2） 女性と子どもの尊厳を守る社会
（3） 若い女性がリーダーシップを発揮する社会
（4） 多世代・多文化で多様な背景を
 持つ人びとを尊重する社会
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1945年8月15日、９歳の少女が書いた絵日記です。
ラジオの前に整列し「玉音放送」を聞く様子が描かれています。
映画やドラマでおなじみの場面ですが、
実際はどうだったのでしょう――
あれから75年。今号では、
遠い過去の出来事になりつつある「戦争」の実相を伝え、
次世代の平和へとつなげるための手がかりを探りました。

２～４面	 子どもが見た敗戦
	
５面	 大人も読みたい絵本『へいわってどんなこと？』
６～７面	 小説『夏の花』を歩こう

前田侑子さん（東京YWCA会員）の
絵日記（詳しくは2面へ）。

平和を考える

戦争を
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（
２
０
２
０
年
3
月
26
日
、
4
月
16
日
～

6
月
15
日　

敬
称
略
）

※ 

6
月
号
同
欄（
2
月
26
日
～
４
月
15
日
）

に
お
い
て
3
月
26
日
分
の
記
載
が
漏
れ

て
い
た
た
め
当
月
号
に
掲
載
し
ま
し
た
。

関
係
者
の
方
々
に
お
詫
び
と
ご
寄
付
の

お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

「VUCA」の時代の加盟YWCA中央委員会

新型コロナウイルス感染症対応のためYWCAの活動をご支援ください

　5月23日、24日、新型コロナウイルス
感染拡大を受けて、第32総会期最後の
加盟YWCA中央委員会が初めてオンラ
インで開催されました。主な議題は、次
総会期に向けて世界とつながり、社会変
革を担う次世代のリーダーの養成を柱と
した新たなビジョンを描くことと、地域
YWCAと日本YWCAのよりよい協働のあ
り方を探ることの二つです。
　秋の全国会員総会に向けた最終段階
として、次総会期の活動の根幹となるビ
ジョン・ミッション・バリュー案が協議
されました。その導入として、協議Iでは
若い女性のリーダーシップ養成を主眼と
した世界YWCAの2035への共通目標を
確認し、日本におけるユース会員の現状
と活動が報告され、世代間の協働とリー

ダーシップの共有の必要性を再認識しま
した。意見交換を経てビジョン案は原案
どおり可決されましたが、「若い女性を
エンパワー」することの定義の明確化と
コンセンサスが今後の課題です。
　さらに、日本YWCA運営委員の半数
改選を実現するため、また、今回のよう
な不測の事態で全国会議の開催が困難な
場合の決議を可能とするために二つの会
則改正案が提示され、前者の改正のため
に全国会員総会の直前に臨時全国会員総
会を開催することが承認されました。
　もう一つの重要な協議事項は、困難を
抱える地域YWCAに日本YWCAが人的、
財政的支援を通じてどう伴走していく
かです。具体的な事例として熊本・平塚
YWCAの発表を聞きました。また、コロ

ナ禍の終息が見えない今、地域YWCA
の活動に及ぼす影響と対応について、出
席者から切実な声を聞き、日本YWCAと
して迅速に対応しなければならないと思
いました。
　最後に沖縄の基地問題に関する声明を
全会一致で採択し、閉会。環境が複雑化
し、将来の予測が困難な「VUCA※」と呼
ばれる時代だからこそ、国内外のYWCA
と連帯し、VUCAを乗り越え、知恵と祈
りを合わせて共に進みたいと思いました。
� 日本YWCA副会長　吉田亜希

新型コロナウイルス感染拡大の影響で困難な立
場に置かれている人々がいます。YWCAは、日
本全国24の拠点、また世界100か国以上におい
て、すべての人が等し
く安全であるために働
いています。活動を続
けるためのご支援をお
願いいたします。

取り組みの一例を紹介しています
http://www.ywca.or.jp/
　　　COVID-19_response.html

郵便振替 00170-7-23723 　公益財団法人日本YWCA
※�通信欄に「災害時支援募金」とご明記ください。
　皆さまのご協力を、心よりお願いいたします。

振込先

※�Volatility（変動性）Uncertainty（不確実性）
Complexity（複雑性）Ambiguity（曖昧性）の4
つの単語の頭文字をとった造語。先の見通し
が立ちにくい複雑で不安定な社会を表す言葉
としてビジネスシーンで頻用されている。
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ん
な
の
で
、
夕
食
の
時
、
お

い
し
い
お
か
ず
と
ト
マ
ト
が

出
ま
し
た
。

八
月
十
六
日
　
木
曜
日
　
晴

今
日
は
朝
食
の
後
、
て
ん
こ
も
し
な
い

で
、
す
ぐ
寮
朝
礼
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
の
と
き
、
吉
田
先

生
が
「
昭
和
十
六
年
十
二
月

八
日
に
大
東
亜
戦
争
が
ぼ
っ

ぱ
つ
し
て
か
ら
世
界
中
の
国

を
あ
ひ
て
に
四
年
の
間
、
勝

利
の
日
ま
で
勝
利
の
日
ま
で

と
、
一
生
け
ん
め
い
戦
っ
て

居
た
の
で
す
が
、
き
の
ふ
の

十
二
時
に
、
天
皇
陛
下
の
御

め
い
令
で
、
戦
争
を
や
め
た

の
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
し
て

東
京
Y
W
C
A
会
員
　

前
田
侑
子（
当
時
9
歳
）

8
月
9
日
　

万
一の
時
は

こ
れ
を
飲
む
よ
う
に

私
は
旧
満
州
（
現
在
の
中
国
東
北
地
区
）

で
生
ま
れ
育
ち
、
敗
戦
時
に
は
4
年
生

（
9
歳
）、
満
州
国
の
首
都
新
京
に
住
ん
で

い
ま
し
た
。
1
9
4
5
年
8
月
9
日
未
明

の
ソ
連
軍
に
よ
る
空
襲
か
ら
始
ま
っ
た
も

ろ
も
ろ
の
こ
と
、
社
宅
の
集
会
所
に
集
ま

っ
た
母
達
に
、
関
東
軍
の
軍
人
が
「
関
東

軍
は
新
京
を
死
守
す
る
の
で
皆
さ
ん
も
落

当時は東京都杉並区の国民学校３年生。
1945年3月20日から8月19日まで、
長野県の別所温泉へ学童疎開をしていた。
絵日記はその時に書かれたもの。
わら半紙を糸でつづり表紙に千代紙を貼った
手作りのノートに日々の出来事が記されている。

日
本
人
は

よ
そ
の
国
に
来
て

勝
手
な
こ
と
を
し
て
い
た
ん
だ
な

先
生
も
、お
友
達
も
、

目
に
涙
を
浮
か
べ
て
い
た

子
ど
も
が

見
た

敗
戦
＿

 2 

子
ど
も
が

見
た

敗
戦
＿

 1 

八
月
十
五
日
　
水
曜
日
　
晴

今
日
は
お
ひ
る
の
お
食
事
が
す
ん
で
か

ら
、
十
二
時
に
、
吉
田
先
生
の
お
へ
や
に

集
合
し
て
、
ラ
ジ
オ
で
、
天
皇
陛
下
が
、

き
の
ふ
、
お
く
出
し
に
な
っ
た
お
勅
語
を
、

は
う
ど
く
な
さ
る
の
を
、
お
聞
き
し
ま
し

た
。
そ
れ
か
ら
、
今
日
は
い
な
か
の
お
ぼ

1945.8

1945.8

戦
争
を
や
め
た
か
と
い
ふ
、
げ

ん
い
ん
が
二
つ
あ
り
ま
す
。
そ

れ
の
一
つ
は
、
今
度
出
来
た
げ

ん
し
バ
ク
ダ
ン
と
い
ふ
、
お
そ
ろ
し
い
バ

ク
ダ
ン
で
バ
ク
ゲ
キ
さ
れ
た
ら
、
そ
れ
こ

そ
だ
め
に
な
っ
て
し
ま
ふ
こ
と
と
、
ソ
レ

ン
と
戦
ひ
を
初
め
た
の
で
、
あ
ん
な
国
と

戦
争
を
し
た
の
で
は
ま
け
る
か
も
し
れ
な

い
と
い
ふ
こ
と
を
、
天
皇
陛
下
は
大
へ
ん

御
心
配
に
な
っ
て
、
戦
ひ
を
や
め
た
の
で

あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
最
後
に
一
こ
と
い
っ

て
お
き
ま
す
。
日
本
が
戦
争
を
や
め
た
と

い
ふ
こ
と
は
、
む
じ
ゃ
う
け
ん
か
う
ふ
く

で
は
、
ぜ
っ
た
い
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
お
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。
先
生
も
、
お
友
達
も
、

み
ん
な
目
に
一
ぱ
い
な
み
だ
を
浮
か
べ
て

ゐ
ま
し
た
。
私
も
急
に
な
み
だ
が
出
て
き

ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
別
所
校
で
、
八
月

※
原
文
ま
ま
、
旧
漢
字
の
み
現
代
漢
字
に
直
し
ま
し
た
。

ち
着
い
て
行
動
し
て
欲
し
い
、
し
か
し
万

一
の
時
は
こ
れ
を
飲
む
よ
う
に
」
と
青
酸

カ
リ
が
配
ら
れ
た
こ
と
、
次
の
朝
（
10

日
）
社
宅
内
の
2
家
族
の
母
子
5
人
が
ガ

ス
心
中
し
た
こ
と
（
お
父
さ
ん
は
出
征
中
）、

夕
方
に
は
「
疎
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、

第
1
陣
は
明
朝
9
時
に
出
発
す
る
か
ら
準

備
す
る
よ
う
に
」
と
連
絡
が
ま
わ
り
、
社

宅
中
が
大
騒
ぎ
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
の
後

行
く
先
も
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
出
発
し
て

い
く
家
族
が
増
え
て
、
15
日
残
っ
て
い
た

の
は
70
～
80
世
帯
の
内
6
世
帯
だ
け
だ
っ

た
こ
と
な
ど
は
、
私
に
と
っ
て
は
異
常
な

経
験
で
し
た
。

8
月
13
日
　

船
長
さ
ん
は
最
後
ま
で

船
に
残
る
の
で
は
な
い
の
？

中
で
も
驚
い
た
の
は
13
日
の
夕
方
近
所

の
小
父
さ
ん
が
、
父
が
出
張
中
の
我
が
家

へ
駆
け
込
ん
で
き
て
、「
奥
さ
ん
、
疎
開
し

な
き
ゃ
だ
め
で
す
よ
。
い
っ
た
い
ど
う
な

っ
て
い
る
の
か
関
東
軍
司
令
部
へ
行
っ
て

み
た
ら
、
誰
も
い
な
い
ん
で
す
よ
。
満
州

政
府
の
官
舎
も
空
っ
ぽ
だ
し
、
社
長
さ
ん

も
と
っ
く
に
出
発
さ
れ
ま
し
た
し
」
と
言

う
声
を
聞
い
た
と
き
で
す
。
私
は
一
瞬

「
え
っ
、
船
長
さ
ん
は
最
後
ま
で
船
に
残
る

の
で
は
な
い
の
？
」
と
思
い
、
同
時
に
裏

切
ら
れ
た
と
い
う
よ
う
な
複
雑
な
気
持
ち

に
な
り
ま
し
た
。
船
長
は
船
が
沈
没
す
る

よ
う
な
と
き
、
最
後
ま
で
船
に
残
る
も
の

だ
と
国
民
学
校
で
教
え
ら
れ
て
い
た
の
で

す
。結

局
我
が
家
は
疎
開
せ
ず
、
14
日
夕
方

父
が
奇
跡
的
に
帰
宅
で
き
て
15
日
の
放
送

を
聞
き
ま
し
た
。

8
月
15
日
　

そ
こ
ら
中
に
青
天
白
日
旗

満
州
は
中
国
だ
っ
た

日
本
国
内
で
は
、
今
晩
か
ら
ゆ
っ
く
り

寝
ら
れ
る
な
ど
、
ほ
っ
と
し
た
雰
囲
気
が

あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
旧
満
州
で
は
こ
れ

か
ら
が
大
変
で
し
た
。
15
日
の
午
後
、
父

が
様
子
を
見
に
市
の
中
心
部
に
出
か
け
る

と
、
あ
ち
こ
ち
の
中
国
人
の
家
に
青
天
白

日
旗
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
確

か
に
満
州
は
中
国
だ
っ
た
の
で
す
。
満
州

は
無
政
府
状
態
に
な
り
ま
し
た
。
日
本
人

は
み
な
職
を
失
い
、
毎
日
の
食
料
に
困
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
満
州
の
北
か
ら
南

へ
リ
ュ
ッ
ク
1
つ
で
避
難
し
て
い
た
日
本

人
の
中
か
ら
、
こ
の
冬
大
勢
の
餓
死
者
や

凍
死
者
が
で
ま
し
た
。

我
が
家
の
近
所
は
空
き
家
ば
か
り
に
な

り
ま
し
た
が
、
疎
開
の
途
中
で
終
戦
を
知

っ
た
人
た
ち
が
戻
っ
て
き
た
の
と
、
他
所

か
ら
の
避
難
途
中
に
通
り
か
か
っ
た
人
々

に
社
宅
を
提
供
し
た
の
で
、
ど
の
家
に
も

何
家
族
か
が
一
緒
に
住
む
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
父
達
は
残
っ
て
い
た
食
料
を
分
け

大
阪
Y
W
C
A
会
員
　

澤
田
祐
子（
当
時
9
歳
）

旧新京（現長春）

生
ま
れ
た
時
か
ら
戦
争
で
し
た

か
ら
、
空
襲
も
疎
開
も
当
た
り
前

の
こ
と
で
し
た
。
8
月
15
日
は
玉

音
放
送
を
聞
い
て
い
る
絵
を
描
き

ま
し
た
が
、
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
れ
よ
り
も
空
腹
で
、

夕
食
の
ト
マ
ト
が
一
番
の
関
心
事

で
し
た
。
翌
朝
、
涙
し
な
が
ら
説

明
す
る
先
生
を
見
て
、
子
ど
も
心

に
こ
れ
は
一
大
事
だ
と
察

し
、
ひ
と
言
も
も
ら
さ
ず

書
き
留
め
ね
ば
と
思
っ
て
書
き
ま

し
た
。

学
童
疎
開
な
ん
て
、
何
の
意
味

も
な
い
こ
と
で
す
。
疎
開
中
に
9

か
月
の
弟
を
、
そ
の
秋
に
は
16
歳

の
兄
を
失
い
ま
し
た
。
絵
日
記
を

見
る
た
び
に
、
取
り
戻
せ
な
い
時

間
を
思
い
ま
す
。
84
歳
に
な
り
ま

す
が
、
記
憶
が
確
か
な
う
ち
に
、

私
が
体
験
し
た
戦
争
を
伝
え

て
お
き
た
い
で
す
。（
談
）

学童疎開なんて
何の意味もないこと

十
四
日
に
、
天
皇
陛
下
が
お
く
出
し
に
な

っ
た
勅
語
の
は
う
ど
く
し
き
が
あ
っ
て
、

そ
の
後
で
又
、
そ
の
、
お
話
が
あ
り
ま
し

た
。

八
月
十
七
日
　
金
曜
日
　
晴

今
日
は
夕
食
が
す
ん
で
か
ら
、
お
さ
ん

ぽ
が
て
ら
に
、
緑
屋
の
兵
隊
さ
ん
の
所
へ

行
き
ま
し
た
。
た
き
火
を
し
て
、
新
し
い

ち
ゃ
う
め
ん
や
手
ち
ゃ
う
を
も
し
て
い
た

の
で
、
も
っ
た
い
な
い
と
い
っ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
み
ん
な
で
、
陸
軍
の

歌
を
歌
っ
て
あ
げ
る
と
、「
も
う
今
日
か
ら
、

そ
う
い
う
歌
を
う
た
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん

よ
。」
と
兵
隊
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

長野県別所

東京都杉並区
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生
き
る
喜
び
を
伝
え
る
平
和
の
絵
本
を

『
へ
い
わ
っ
て
ど
ん
な
こ
と
？
』
は
、
子
ど
も
た
ち
の

日
々
の
生
活
の
中
に
あ
る
「
平
和
」
の
か
た
ち
を
描
い

た
絵
本
だ
。
食
べ
る
こ
と
、
遊
ぶ
こ
と
、
安
心
し
て
寝

る
こ
と
、
抱
き
し
め
て
も
ら
う
こ
と
…
…
十
人
十
色
の

子
ど
も
た
ち
が
、
生
き
る
喜
び
を
紙
面
い
っ
ぱ
い
に
謳

歌
す
る
。
作
者
で
絵
本
作
家
の
浜
田
桂
子
さ
ん
は
、
小

さ
な
子
ど
も
に
も
、「
戦
争
と
は
何
か
」
と
と
も
に

「
平
和
の
素
晴
ら
し
さ
」
を
、
自
分
に
重
ね
合
わ
せ
て

感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
「
平
和
絵
本
」
を
描
き
た
い
と
思

い
続
け
て
き
た
と
い
う
。

「
日
・
中
・
韓
平
和
絵
本
」プ
ロ
ジェ
ク
ト

「
い
っ
し
ょ
に
平
和
の
絵
本
を
作
り
ま
せ
ん
か
」
浜
田

参考資料／『EhonNavi』平和を訴える絵本シ
リーズインタビュー浜田桂子さん（2011年5月
25日掲載）、童心社ホームページ特設サイト

さ
ん
を
含
む
日
本
の
4
人
の
絵
本
作
家
が
、
中
国
・
韓

国
の
作
家
8
人
に
呼
び
か
け
た
の
は
2
0
0
5
年
か
ら

翌
年
に
か
け
て
の
こ
と
。
当
時
、
国
家
間
に
は
政
治
的

な
摩
擦
が
あ
っ
た
が
、
12
人
の
絵
本
作
家
た
ち
は
、
ア

ジ
ア
に
お
け
る
戦
争
被
害
の
実
相
を
知
り
、
互
い
の
痛

み
を
共
有
し
て
い
く
こ
と
を
出
発
点
と
し
て
、
信
頼
関

係
を
築
い
て
い
っ
た
。
制
作
に
あ
た
っ
て
は
、
一
人
1
冊

作
る
こ
と
、
3
か
国
で
共
同
出
版
す
る
こ
と
、
制
作
過

程
で
意
見
を
求
め
合
う
こ
と
を
取
り
決
め
た
と
い
う
。

韓
国
の
作
家
と 

激
論
を
交
わ
し
て

こ
の
絵
本
で
は
「
へ
い
わ

っ
て
ど
ん
な
こ
と
？
」
と
い

う
問
い
か
け
に
、
子
ど
も
の

「
ぼ
く
」
が
「
き
っ
と
ね
、

へ
い
わ
っ
て
こ
ん
な
こ
と
」

と
応
え
て
い
く
。
下
書
き
段

階
で
浜
田
さ
ん
は
、
平
和
と

は
「
せ
ん
そ
う
の
ひ
こ
う
き

が
と
ん
で
こ
な
い
こ
と
。」

「
そ
ら
か
ら
ば
く
だ
ん
を
お

と
さ
れ
な
い
こ
と
。」
と
表

現
し
て
い
た
そ
う
だ
。
戦
争

を
引
き
起
こ
す
の
は
大
人
で
、

子
ど
も
は
い
つ
も
戦
争
で
傷

つ
く
被
害
者
。
そ
う
考
え
て

「
受
け
身
」
の
表
現
を
用
い

た
の
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
韓

国
の
作
家
た
ち
か
ら
、「
日
本
人
が
無
意
識
に
持
つ
戦
争

の
被
害
者
意
識
の
あ
ら
わ
れ
で
は
な
い
か
」
と
厳
し
い

指
摘
を
受
け
た
と
い
う
。
お
互
い
に
激
論
を
交
わ
す
中

で
、
新
し
い
表
現
が
生
ま
れ
た
。
そ
れ
は
、
世
界
中
の

子
ど
も
た
ち
か
ら
、
戦
争
を
起
こ
す
大
人
た
ち
に
む
け

て
発
信
す
る
、
決
意
を
込
め
た
力
強
い
こ
と
ば
だ
っ
た
。

き
っ
と
ね
、
へ
い
わ
っ
て
こ
ん
な
こ
と
。

せ
ん
そ
う
を
し
な
い
。

ば
く
だ
ん
な
ん
か
お
と
さ
な
い
。

（
中
略
）

へ
い
わ
っ
て
　
ぼ
く
が
う
ま
れ
て
　
よ
か
っ
た
っ
て
い

う
こ
と
。

き
み
が
う
ま
れ
て
　
よ
か
っ
た
っ
て
い
う
こ
と
。

『
へ
い
わ
っ
て
ど
ん
な
こ
と
？
』
よ
り

い
の
ち
の
尊
厳
が
守
ら
れ
る
こ
と

こ
の
絵
本
の
中
で
「
ぼ
く
」
が
語
る
平
和
、
一
人
ひ

と
り
の
い
の
ち
の
尊
厳
が
守
ら
れ
る
世
界
は
、
い
ま
実

現
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
の
敗

戦
か
ら
75
年
経
ち
、
か
つ
て
の
戦
争
が
「
遠
い
記
憶
」

と
な
っ
て
い
く
一
方
で
、
世
界
は
今
も
さ
ま
ざ
ま
な
紛

争
の
火
種
を
抱
え
、
人
々
は
差
別
や
抑
圧
に
苦
し
ん
で

い
る
現
実
が
あ
る
。
こ
の
夏
、
絵
本
を
開
い
て
、
子
ど

も
た
ち
や
身
近
な
人
と
、「
平
和
っ
て
ど
ん
な
こ
と
？
」

「
ど
う
し
た
ら
平
和
に
な
る
ん
だ
ろ
う
？
」
と
話
し
合

っ
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。

編
集
部
　
清
田
悦
子

日本、中国、韓国の絵本作家がともに作った
「日・中・韓平和絵本」シリーズ。その中の一
冊『へいわってどんなこと？』（童心社）が反響
を呼んでいる。2011年の初版以来、版を重ね
累計10万部を突破。多くの人を引きつける、そ
の魅力を紹介する。

た
り
、
中
国
人
の
市
場
に
共
同
購
入
に
い

っ
た
り
、
進
駐
し
て
き
た
ソ
連
軍
に
、
こ

の
地
区
に
は
軍
関
係
者
は
い
な
い
と
説
明

し
た
り
し
て
社
宅
全
体
の
安
全
を
守
り
ま

し
た
。
こ
の
地
区
で
は
ソ
連
兵
に
よ
る
被

害
も
中
国
人
に
よ
る
略
奪
も
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

中
国
の
お
友
達
は
こ
ん
な
所
で

勉
強
し
て
い
た
の
か

私
の
通
っ
て
い
た

国
民
学
校
で
は
9
月

初
旬
に
ソ
連
軍
が
校

舎
を
接
収
に
来
た
時
、

校
長
先
生
が
「
子
ど

も
に
は
罪
は
な
い
、

あ
な
た
方
は
自
分
の

子
ど
も
に
は
教
育
を

受
け
さ
せ
た
い
と
思

う
で
し
ょ
う
。
日
本

人
も
同
じ
で
す
。
ど
う
か
校
舎
を
使
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。」
と
頼
ん
で
許
可
を
得
、

9
月
中
旬
に
再
開
さ
れ
ま
し
た
。
午
前
中

だ
け
の
授
業
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
元

の
校
舎
を
使
っ
て
の
再
開
は
旧
新
京
で
は

こ
こ
1
校
だ
け
で
、
東
光
塾
と
い
う
名
で

46
年
7
月
に
日
本
人
の
引
き
揚
げ
が
始
ま

る
ま
で
続
き
ま
し
た
。

こ
の
間
、
私
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を

持
つ
出
来
事
は
、
46
年
3
月
末
に
ソ
連
軍

が
撤
退
し
た
あ
と
、
中
国
政
府
の
命
令
で

校
舎
を
中
国
人
学
校
の
校
舎
と
交
換
し
た

こ
と
で
す
。
私
が
入
学
し
た
国
民
学
校
の

校
舎
は
、
レ
ン
ガ
造
り
の
2
階
建
て
、
全

館
ス
チ
ー
ム
暖
房
の
立
派
な
も
の
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
中
国
人
学
校
に
行
っ
て
み
る
と
、

校
舎
は
大
変
粗
末
で
土
間
の
教
室
が
並
ん

だ
平
屋
の
建
物
と
、
小
さ
な
木
造
2
階
建

て
が
ぽ
つ
ぽ
つ
建
っ
て
い
る
だ
け
で
し
た
。

中
国
の
お
友
達
は
こ
ん
な
所
で
勉
強
し
て

い
た
の
か
、
私
は
本
当

に
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

そ
の
日
校
長
先
生
か
ら

次
の
よ
う
な
お
話
が
あ

り
ま
し
た
。「
私
達
が
住

ん
で
い
る
と
こ
ろ
は
中

国
で
、
そ
こ
で
何
不
自

由
な
く
勉
強
で
き
て
い

た
の
は
、
武
力
を
後
ろ

盾
に
し
て
い
た
か
ら
だ
。

今
後
日
本
は
武
力
で
は

な
く
文
化
の
力
で
尊
敬
さ
れ
る
国
に
な
ら

な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
新
京
は
以
前
長
春

と
い
う
地
名
だ
っ
た
が
、
日
本
人
が
入
っ

て
き
て
新
京
と
変
え
た
の
で
、
こ
れ
か
ら

は
長
春
と
よ
ぶ
よ
う
に
。」
私
は
「
な
る

ほ
ど
そ
う
だ
っ
た
の
か
、
日
本
人
は
よ
そ

の
国
に
来
て
勝
手
な
こ
と
を
し
て
い
た
ん

だ
な
。」
と
納
得
し
ま
し
た
。
申
し
訳
な

い
気
持
ち
で
し
た
。
日
本
人
が
中
国
人
や

朝
鮮
人
を
馬
鹿
に
し
た
り
、
ひ
ど
い
仕
打

ち
を
し
た
り
す
る
の
を
見
た
り
聞
い
た
り

し
て
い
て
、
子
ど
も
心
に
何
と
な
く
違
和

感
が
あ
っ
た
の
で
す
。

情
け
な
く
て
涙
が
出
ま
す

戦
後
70
年
、
悲
し
い
で
す

我
が
家
が
日
本
に
引
き
揚
げ
た
の
は
、

父
が
中
国
政
府
か
ら
技
術
者
と
し
て
の
留

用
を
解
か
れ
た
1
9
4
7
年
の
秋
で
す
。

父
40
歳
、
母
39
歳
で
し
た
。
家
を
出
て
か

ら
父
の
郷
里
に
つ
く
ま
で
3
か
月
か
か
り

ま
し
た
が
、
道
中
私
が
と
て
も
こ
だ
わ
り

を
感
じ
た
の
は
大
人
達
の
「
帰
る
」
と
い

う
言
葉
で
し
た
。
コ
ロ
島
で
船
に
乗
っ
た

時
、
大
人
達
が
口
々
に
「
こ
れ
で
日
本
に

帰
れ
る
ぞ
ー
」
と
叫
ん
で
い
る
の
を
聞
き

な
が
ら
、
6
年
生
の
私
は
「
帰
る
ん
じ
ゃ

な
い
、
行
く
ん
だ
」
な
ど
と
思
っ
て
い
ま

し
た
。
引
き
揚
げ
時
、
一
人
千
円
の
現
金

以
外
の
財
産
は
す
べ
て
持
ち
帰
り
禁
止
で
、

そ
の
後
の
生
活
も
苦
し
い
も
の
で
し
た
。

私
は
こ
の
よ
う
に
、
賢
明
で
謙
虚
で
勇

気
の
あ
る
大
人
達
に
守
ら
れ
て
、
無
事
に

成
長
で
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
当
時
の

不
安
感
や
悲
し
み
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。
近
年
あ
の
戦
争
は
侵
略
で
は
な

か
っ
た
と
か
、
仕
方
な
く
始
め
た
の
だ
な

ど
と
い
う
声
が
大
き
く
な
り
、
ま
た
も
や

中
国
や
韓
国
・
朝
鮮
の
人
達
を
馬
鹿
に
し

た
り
敵
視
し
た
り
し
、
首
相
が
「
邦
人
救

助
の
た
め
に
…
…
」
な
ど
と
勇
ま
し
く
演

説
す
る
の
を
聞
く
と
、
情
け
な
く
て
涙
が

出
ま
す
。
戦
後
70
年
悲
し
い
で
す
。

手
記
を
書
い
て
か
ら
５
年
が
経

ち
ま
し
た
が
、
私
の
悲
し
み
を
癒

し
て
く
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
何
も

起
こ
ら
ず
、
悲
し
み
の
上
に
怒
り

が
加
わ
っ
た
よ
う
で
す
。

今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
拡
大
に
よ
る
生
活
の
不
便
さ

が
、
戦
争
中
の
生
活
な
ど
と
対
比

さ
れ
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
意
外
に

多
く
、
腹
立
た
し
い
と
と
も
に
、

戦
争
と
い
う
も
の
の
む
ご
さ
を
語

り
継
ぐ
の
が
な
か
な
か
難
し
い
こ

と
を
痛
感
し
ま
し
た
。

「
若
い
皆
さ
ん
、
も
う
少
し
想
像

力
を
高
め
て
く
だ
さ
い
。
戦
争
中

は
出
征
し
た
お
父
さ
ん
や
兄
弟
が

ど
こ
で
戦
っ
て
い
る
の
か
、
生
き

て
い
る
の
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な

か
っ
た
の
で
す
よ
」
と
叫
び
た
い

で
す
。

戦争のむごさを語り継ぐ
難しさを痛感しました

※
公
益
財
団
法
人
大
阪
Y
W
C
A
発
行
『
戦
後
70
年
に

よ
せ
て
』（
2
0
1
5
年
）
に
掲
載
さ
れ
た
手
記
を
転

載
し
た
も
の
で
す
。
本
文

は
原
文
ま
ま
。タ
イ
ト
ル
、

見
出
し
は
編
集
部
で
加
筆

し
ま
し
た
。

子ども目線で
語りかける

 平和のかたち

浜田桂子�著
童心社��発行／1,500円＋税

『へいわってどんなこと？』
この春には香港版『和平是什麼？』が
刊行された

「日・中・韓平和絵本」シリーズ。そ
れぞれの国で、それぞれの言語で刊行
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て
読
ん
だ
と
き
、
一
瞬
の
閃
光
、
肉
の
焼
け

焦
げ
る
匂
い
、
水
を
く
れ
と
息
絶
え
絶
え
に

訴
え
る
声
…
…
地
獄
絵
図
の
よ
う
な
光
景
が

ま
ざ
ま
ざ
と
浮
か
ぶ
よ
う
な
、
し
か
し
静
謐

な
文
体
で
淡
々
と
綴
る
描
写
に
強
い
印
象
を

受
け
ま
し
た
。
民
喜
の
義
弟
で
文
芸
評
論
家

の
佐
々
木
基
一
が
、
民
喜
の
三
十
三
回
忌
を

機
に
『
夏
の
花
』
に
描
か
れ
た
民
喜
が
た
ど

っ
た
道
筋
を
追
っ
て
、
小
説
の
場
面
を
追
体

験
し
た
と
書
い
て
い
る
の
を
読
み
、
私
も
い

つ
か
こ
の
小
説
の
舞
台
を
歩
い
て
み
た
い
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。「
文
学
散
歩
」
で
も

「
聖
地
巡
礼
」
で
も
な
く
、た
だ
民
喜
と
同
じ

道
を
歩
み
、
同
じ
景
色
を
見
る
た
め
に
。

い
ま
も
残
る
被
爆
の
痕
跡
、

川
辺
の
暮
ら
し
の
跡

国
内
外
か
ら
大
勢
の
人
が
訪
れ
る
8
月

6
日
の
原
爆
投
下
の
日
を
過
ぎ
て
も
、
広
島

の
街
は
旅
行
客
で
賑
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
銀

山
町
で
路
面
電
車
を
降
り
、
日
差
し
と
暑
さ

に
目
が
く
ら
み
そ
う
に
な
り
な
が
ら
向
か
っ

た
の
は
、
民
喜
の
生
家
跡
。

前
年
に
妻
と
死
別
し
、
郷
里
に
疎
開
し
て

い
た
民
喜
は
原
爆
投
下
の
朝
、
た
ま
た
ま
便

所
に
入
っ
て
い
た
た
め
に
九
死
に
一
生
を
得

ま
し
た
。
そ
の
被
爆
の
瞬
間
の
描
写
が
妙
に

非
現
実
的
で
コ
ミ
カ
ル
で
さ
え
あ
る
と
こ
ろ

が
、
か
え
っ
て
そ
れ
ま
で
の
平
凡
な
日
常
と
、

突
然
降
り
か
か
っ
た
破
壊
と
殺
戮
と
の
対
比

を
際
立
た
せ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
繊

維
業
を
営
ん
で
い
た
原
家
は
戦
争
で
財
を
成

し
、
今
は
マ
ン
シ
ョ
ン
が
建
っ
て
い
る
こ
の

場
所
も
、
近
く
に
あ
る
世
界
平
和
記
念
聖
堂

を
含
む
辺
り
一
帯
が
原
家
の
敷
地
だ
っ
た
そ

う
で
、
そ
の
富
裕
ぶ
り
が
見
て
と
れ
ま
し
た
。

し
ば
ら
く
歩
く
と
京
橋
川
に
出
ま
す
。
川

沿
い
に
並
ぶ
お
し
ゃ
れ
な
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ

を
過
ぎ
て
河
岸
緑
地
を
歩
い
て
い
く
と
「
原

民
喜
ゆ
か
り
の
被
爆
柳（
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（

」
が
あ
り
ま
し
た
。

か
つ
て
は
こ
こ
に
民
喜
の
持
ち
家
が
あ
っ
て
、

こ
の
柳
の
木
は
そ
の
敷
地
内
に
生
え
て
い
た

と
案
内
板
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
短
編
『
火

の
踵
』
に
は
、
母
か
ら
こ
の
家
を
相
続
し
た

も
の
の
、
ず
っ
と
次
兄
が
住
ん
で
い
て
、
民

喜
の
妻
は
よ
く
あ
の
家
で
暮
ら
し
た
い
と
話

し
て
い
た
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
辺
に
は
家
や

庭
か
ら
水
辺
に
降
り
ら
れ
る
「
雁
木（

4
（

」
と
呼

ば
れ
る
階
段
が
残
っ
て
い
て
、
民
喜
の
妻
も

水
に
親
し
む
暮
ら
し
に
憧
れ
て
い
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

京
橋
川
に
架
か
る
栄
橋
は
被
爆
建
造
物
の

一
つ
で
す
。
あ
の
日
、
栄
橋
の
た
も
と
に
は

「
避
難
者
が
ぞ
く
ぞ
く
蝟
集
し
て
」
い
て
、

民
喜
は
こ
こ
か
ら
、
市
民
の
避
難
先
に
指
定

さ
れ
て
い
た
泉
邸
（
現
在
の
縮
景
園
）
に
向

か
っ
た
と
あ
り
ま
す
。

書
き
残
す
こ
と
に

生
き
て
い
る
意
味
を
見
出
す

縮
景
園
は
近
代
的
な
街
並
み
に
突
如
現
れ

た
本
格
的
な
日
本
庭
園
で
、
江
戸
時
代
に
造

ら
れ
た
大
名
庭
園
「
泉
水
屋
敷
」
に
由
来
し

ま
す
。
目
の
前
に
広
が
る
池
と
そ
れ
を
取
り

囲
む
豊
か
な
自
然
か
ら
は
、
原
爆
投
下
で
壊

滅
的
な
被
害
を
受
け
た
当
時
の
様
子
は
伺
い

し
れ
ま
せ
ん
。

見
上
げ
る
樹
木
も
お
お
か
た
中
空
で
削
ぎ

と
ら
れ
て
お
り
、
川
に
添
っ
た
、
こ
の
由
緒
あ

る
名
園
も
、
今
は
傷
だ
ら
け
の
姿
で
あ
っ
た

広
い
園
内
は
日
差
し
を
遮
る
も
の
も
な
く
、

じ
り
じ
り
と
照
り
つ
け
る
太
陽
の
下
、
私
の

住
ん
で
い
る
北
海
道
で
は
見
か
け
な
い
竹
林

を
珍
し
く
眺
め
、
園
内
に
埋
葬
さ
れ
た
被
爆

者
の
慰
霊
碑
の
前
で
頭
を
垂
れ
て
、
再
び
京

橋
川
の
岸
辺
に
出
ま
し
た
。

建
物
が
崩
れ
、
火
が
燃
え
始
め
た
対
岸
を

見
や
り
、
川
岸
に
腰
を
下
ろ
し
た
民
喜
は
心

の
内
で
つ
ぶ
や
き
ま
す
。

今
、
ふ
と
己
れ
が
生
き
て
い
る
こ
と
と
、

そ
の
意
味
が
、
は
っ
と
私
を
弾
い
た
。
こ
の

こ
と
を
書
き
の
こ
さ
ね
ば
な
ら
な
い

家
族
と
再
会
し
、
火
災
を
避
け
て
川
を
渡

ろ
う
と
し
て
、
民
喜
は
言
語
に
絶
す
る
人
々

の
群
れ
に
出
会
い
ま
す
。
そ
の
様
子
を
描
い

た
詩
『
コ
レ
ガ
人
間
ナ
ノ
デ
ス
』
を
読
む
と

思
わ
ず
目
と
耳
を
覆
い
た
く
な
り
ま
す
。

原
子
爆
弾
ニ
依
ル
変
化
ヲ
ゴ
ラ
ン
下
サ
イ

肉
体
ガ
恐
ロ
シ
ク
膨
脹
シ

男
モ
女
モ
ス
ベ
テ
一
ツ
ノ
型
ニ
カ
ヘ
ル

オ
オ
　
ソ
ノ
真
黒
焦
ゲ
ノ
滅
茶
苦
茶
ノ

�

爛
レ
タ
顔
ノ
ム
ク
ン
ダ
唇
カ
ラ
洩
レ
テ
来

ル
声
ハ

「
助
ケ
テ
下
サ
イ
」

ト
　
カ
細
イ
　
静
カ
ナ
言
葉

コ
レ
ガ
　
コ
レ
ガ
人
間
ナ
ノ
デ
ス

人
間
ノ
顔
ナ
ノ
デ
ス

こ
の
有
様
を
伝
え
よ
と

天
の
命
な
ら
ん
か

次
に
向
か
う
の
は
広
島
東
照
宮（

5
（

。
被
爆
の

翌
日
、
民
喜
と
次
兄
の
家
族
は
こ
の
東
照
宮

の
鳥
居
の
下
に
設
け
ら
れ
た
被
災
者
の
た
め

の
施
療
所
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。

境
内
到
る
処
に
重
傷
者
は
ご
ろ
ご
ろ
し
て

い
る
が
、
テ
ン
ト
も
木
蔭
も
見
あ
た
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
石
崖
に
薄
い
材
木
を
並
べ
、
そ
れ

で
屋
根
の
か
わ
り
と
し
、
そ
の
下
へ
私
た
ち

は
這
入
り
込
ん
だ

境
内
に
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
石
垣
が
あ

り
ま
し
た
。
こ
こ
で
民
喜
は
持
っ
て
い
た
手

帳
に
自
ら
の
見
聞
と
経
験
を
克
明
に
記
し
、

そ
の
ノ
ー
ト
が
後
に
こ
の
『
夏
の
花
』
に
結

実
し
ま
す
。
境
内
の
碑
に
は
ノ
ー
ト
の
一
節

が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

コ
ハ
今
後
生
キ
ノ
ビ
テ
コ
ノ
有
様
ヲ

ツ
タ
ヘ
ヨ
ト
天
ノ
命
ナ
ラ
ン
カ

こ
の
言
葉
ど
お
り
、
民
喜
は
1
9
5
1
年

に
自
死
す
る
ま
で
原
爆
を
描
き
続
け
た
の
で

し
た
。
最
愛
の
妻
と
死
に
別
れ
、
抜
け
殻
の

よ
う
に
暮
ら
し
て
い
た
40
歳
の
民
喜
が
、
瞬

時
に
何
万
人
も
の
命
を
奪
っ
た
原
爆
の
災
禍

に
よ
っ
て
、
か
り
そ
め
の
生
と
こ
の
惨
状
を

後
生
に
伝
え
る
使
命
を
与
え
ら
れ
た
の
は
運

命
の
皮
肉
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

忘
れ
て
は
な
ら
な
い

語
り
継
い
で
、
行
動
せ
よ

東
照
宮
で
一
昼
夜
を
過
ご
し
た
民
喜
は
馬

車
で
八
幡
村
へ
と
逃
れ
ま
し
た
。
私
の
旅
も

ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
終
わ
り
で
す
。
緑
の
木
々
、

肌
を
刺
す
よ
う
な
暑
さ
、
川
辺
の
水
音
な
ど
、

五
感
を
総
動
員
し
て
『
夏
の
花
』
の
場
面
を

実
際
に
歩
い
て
み
る
こ
と
で
、
原
爆
の
被
害

の
実
相
を
単
な
る
過
去
の
悲
惨
な
出
来
事
で

は
な
く
、
自
分
に
引
き
つ
け
て
考
え
る
契
機

を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

広
島
へ
の
原
爆
投
下
か
ら
75
年
が
経
ち
、

当
時
を
知
る
被
爆
者
の
方
々
が
減
っ
て
い
く

中
、『
夏
の
花
』
に
刻
ま
れ
た
原
爆
の
記
憶

は
風
化
す
る
こ
と
な
く
、
私
た
ち
に
訴
え
る

の
で
す
。
ヒ
ロ
シ
マ
の
痛
み
を
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
。
こ
の
体
験
を
語
り
継
い
で
ほ
し
い
。

そ
し
て
核
の
な
い
世
界
の
た
め
に
行
動
せ
よ
、

と
。

編
集
部
　
吉
田
亜
希

民
喜
と
同
じ
道
を
歩
み

同
じ
景
色
を
見
る

原
爆
ド
ー
ム
の
近
く
に
、
気
付
か
ず
に
通

り
過
ぎ
て
し
ま
い
そ
う
な
小
さ
な
碑
が
佇
ん

で
い
ま
す（

1
（

。
そ
れ
が
原
民
喜
の
詩
碑
で
あ
る

と
知
っ
た
の
は
ご
く
最
近
の
こ
と
で
し
た
。

日
本
Y
W
C
A
で
半
世
紀
の
歴
史
の
あ
る
平

和
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
ひ
ろ
し
ま
を
考
え
る

旅
」
に
携
わ
る
中
で
、
原
爆
文
学
の
代
表
作

『
夏
の
花
』
と
出
合
い
ま
し
た
。

詩
人
で
小
説
家
の
原
民
喜（

2
（

が
広
島
の
実
家

に
帰
省
中
に
被
爆
し
、
郊
外
の
村
に
避
難
す

る
ま
で
の
体
験
を
記
し
た
こ
の
短
編
を
初
め

元安川と原爆ドーム。三角洲に広がる広島市は6本の川が流れる水の街でもある
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核のない世界のための一歩

『夏の花』を歩いてみよう
原爆投下直後の災禍を伝える短編小説『夏の花』。
被爆した作家が辿った道を、夏の一日、自分の足で歩いてみた。
小説に刻まれた原爆の記憶を辿り、見えてきたのは――


