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■平和祈念の黙とうをお願いします
８月６日と９日は、広島と長崎に原子爆弾

が投下された日です。投下された時刻に全国
各地で原爆死没者の冥福を祈り、黙とうをさ
さげます。また、８月 15 日は、「戦没者を追
悼し、平和を祈念する日」として黙とうをささ
げます。市民の皆さんも黙とうをお願いします。
▶とき…８月６日㊍午前８時 15 分（広島）、
８月９日㊐午前 11 時２分（長崎）、８月 15
日㊏正午　▶問合せ…福祉課（☎ 025-526-
5111、内線 1108）

霊
碑
が
建
て
ら
れ
、毎
年
５
月
５
日
に「
直

江
津
空
襲
と
平
和
を
考
え
る
会
」
に
よ
る

慰
霊
祭
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

直
江
津
空
襲

〜
県
内
最
初
の
空
襲
が
、
直
江
津
で
あ
っ

た
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
か
〜

　

昭
和
20
年
５
月
５
日
の
午
前
11
時
過

ぎ
、
ア
メ
リ
カ
の
Ｂ
29
爆
撃
機
１
機
が
飛

来
し
、
直
江
津
の
工
場
地
帯
を
標
的
に
爆

弾
を
投
下
し
ま
し
た
。
爆
弾
は
工
場
に
命

中
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
近
く
の
水
田
や

倉
庫
に
着
弾
し
ま
し
た
。
こ
の
爆
撃
に
よ

り
、
水
田
で
農
作
業
中
だ
っ
た
人
と
黒
井

駅
近
く
の
倉
庫
で
作
業
中
だ
っ
た
人
、
合

計
３
人
が
亡
く
な
っ
た
ほ
か
、
５
人
が
負

傷
し
ま
し
た
。

　

こ
の
空
襲
は
、
犠
牲
者
が
出
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
情
報
統
制
に
よ
り
翌
日
の
新

聞
で
は
「
被
害
は
皆
無
で
あ
っ
た
」
と
報

道
さ
れ
た
の
で
し
た
。

〜
今
も
残
る
空
襲
の
あ
と
〜

空
襲
か
ら
35
年
後
の
昭
和
55
年
に
三
ツ

屋
地
内
、
さ
ら
に
時
を
経
て
、
平
成
６
年

と
18
年
に
安
江
地
内
で
、
そ
れ
ぞ
れ
不
発

弾
が
見
つ
か
り
、
自
衛
隊
に
よ
っ
て
処
理

さ
れ
ま
し
た
。

直
江
津
空
襲
の
被
弾
の
地
と
な
っ
た
黒

井
公
園
に
は
、
平
成
３
年
５
月
５
日
に
慰

25
年
、「
名
立
・
平
和
を
願
う
日
実
行
委
員

会
」
に
よ
っ
て
３
月
30
日
を
「
名
立
・
平
和

を
願
う
日
」
と
定
め
、
そ
の
後
、
毎
年
３
月

に
慰
霊
の
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

名
立
機
雷
爆
発
事
件

〜
名
立
漁
港
に
悲
劇
を
伝
え
る
地
蔵
と
石
碑

が
ま
つ
ら
れ
て
い
ま
す
〜

　

戦
後
の
昭
和
24
年
３
月
30
日
の
午
後
４

時
頃
、
名
立
小
泊
の
海
岸
に
国
籍
不
明
の

機
雷
が
流
れ
着
き
、
そ
の
様
子
を
見
よ
う

と
子
ど
も
を
含
む
地
域
の
大
勢
の
住
民
が

集
ま
り
ま
し
た
。

　

警
察
官
が
機
雷
を
沖
へ
押
し
出
そ
う
と

海
へ
飛
び
込
ん
だ
直
後
の
午
後
５
時
23

分
、
波
で
大
岩
に
接
触
し
た
機
雷
が
、
大

き
な
音
と
と
も
に
爆
発
し
ま
し
た
。

　

こ
の
爆
発
で
、
小
学
生
36
人
、
中
学
生

７
人
、
幼
児
13
人
を
含
む
63
人
が
一
瞬
に

し
て
亡
く
な
り
、
着
て
い
た
衣
服
で
し
か

見
分
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
で
あ
っ

た
と
い
い
ま
す
。

〜
事
件
を
風
化
さ
せ
な
い
よ
う
に
〜

事
件
の
翌
年
、「
機
雷
爆
発
の
地
」
と
記

さ
れ
た
石
碑
が
、
現
場
で
あ
る
海
上
の
二

つ
岩
の
上
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、

国
道
の
拡
張
工
事
に
伴
い
、
遺
族
に
よ
っ

て
建
て
ら
れ
た
地
蔵
尊
と
と
も
に
、
平
成

22
年
に
現
在
の
位
置
に
移
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
事
件
を
後
世
に
伝
え
る
た
め
、
平
成

■平和展
　～市内の戦争にまつわる出来事～

今回紹介した市内で起き
た出来事をはじめ、戦争と
平和をテーマにした資料展
示を行っています。
▶とき…８月16日㊐までの午前 10 時～午後６
時（16 日は午後３時まで）　▶ところ…小川未
明文学館（高田図書館内）　▶問合せ…共生ま
ちづくり課（☎ 025-526-5111、内線 1761） 
※７月 27 日㊊、８月３日㊊、11日㊋は休館。

　

今
年
で
、
第
２
次
世
界
大
戦
の
終

結
か
ら
75
年
を
迎
え
ま
す
。

　

こ
の
戦
争
に
よ
っ
て
、
上
越
市
で

も
辛
く
悲
し
い
出
来
事
が
起
こ
り
、

多
く
の
大
切
な
人
の
命
が
失
わ
れ
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
な
悲
劇
を
繰
り
返

さ
な
い
た
め
に
も
、
地
域
で
起
こ
っ

た
出
来
事
を
、
次
の
世
代
に
語
り
伝

え
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

■
問
合
せ
…
共
生
ま
ち
づ
く
り
課

（
☎ 

０
２
５
・
５
２
６
・
５
１
１
１
、

内
線
１
７
６
１
）

直江津捕虜収容所での朝会（写真提供：竹田清徳さん）

過
去
の
歴
史
を
乗
り
越
え
、
悲
劇
の
地

を
世
界
平
和
と
友
好
を
願
う
場
所
と
す
る

公
園
の
設
立
の
市
民
運
動
が
興
り
、
平
成

７
年
、
市
民
と
市
が
協
力
し
て
平
和
記
念

公
園
を
整
備
し
ま
し
た
。

こ
の
公
園
に
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
兵

60
人
と
職
員
８
人
を
偲
ん
だ
２
つ
の
記
念

碑
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
公
園
の
整
備
に

尽
力
し
た
市
民
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
「
上

越
日
豪
協
会
」
が
、
公
園
と
公
園
内
に
あ

る
展
示
館
を
拠
点
に
直
江
津
捕
虜
収
容
所

の
悲
劇
を
語
り
継
い
で
い
ま
す
。

平
成
15
年
、
上
越
日
豪
協
会
と
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
の
豪
日
協
会
な
ど
の
交
流
を

き
っ
か
け
に
、
上
越
市
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
・
カ
ウ
ラ
市
と
「
平
和
友
好
交
流
意

向
書
」
を
取
り
交
わ
し
、
現
在
も
交
流
を

続
け
て
い
ま
す
。

直
江
津
捕
虜
収
容
所

〜
戦
時
中
、市
内
に
あ
っ
た
「
捕
虜
収
容
所
」

で
起
き
た
悲
劇
〜

　

昭
和
17
年
12
月
、
関
川
河
口
近
く
（
現

在
の
川
原
町
）
に
「
直
江
津
捕
虜
収
容
所
」

が
開
設
さ
れ
、
当
初
３
０
０
人
の
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
兵
が
収
容
さ
れ
ま
し
た
。
厳
し

い
寒
さ
と
飢
え
に
加
え
、
軍
需
工
場
で
の

過
酷
な
労
働
や
不
衛
生
な
環
境
も
あ
り
、

60
人
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
収
容
所
に
は
ア
メ
リ
カ
や
イ

ギ
リ
ス
、オ
ラ
ン
ダ
な
ど
の
捕
虜
を
加
え
、

最
も
多
い
時
に
は
７
０
０
人
余
り
が
収
容

さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。　

　

戦
後
、
戦
争
犯
罪
に
関
す
る
裁
判
に
お

い
て
、捕
虜
を
虐
待
・
死
亡
さ
せ
た
と
し
て
、

国
の
方
針
に
忠
実
に
従
っ
た
収
容
所
の
職

員
15
人
が
有
罪
と
な
り
、
内
８
人
が
悲
痛

な
遺
書
を
残
し
て
処
刑
さ
れ
ま
し
た
。

〜
悲
劇
を
乗
り
越
え
平
和
の
公
園
へ
〜

昭
和
53
年
７
月
、
直
江
津
捕
虜
収
容
所

に
収
容
さ
れ
て
い
た
元
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

兵
か
ら
届
い
た
一
通
の
手
紙
を
き
っ
か
け

に
、
市
民
と
の
交
流
が
始
ま
り
ま
し
た
。

平
和
記
念
公
園
内
の
「
平
和
友
好
像
」

黒
井
公
園
内
の
直
江
津
空
襲
・
黒
井
被
爆
の
地
標
柱

名
立
漁
港
に
建
つ
地
蔵
尊
と
爆
発
の
地
を
示
す
石
碑

戦
後
75
年
　

戦
争
の
記
憶
を
語
り
継
ぐ
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あ
っ
た
こ
と
は
70
年
も
前
の
こ
と
だ
か
ら
、
昔

の
こ
と
は
忘
れ
ま
し
ょ
う
」
と
い
っ
て
、
日
本

人
の
慰
霊
碑
に
も
、
献
花
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

―
―
最
後
に
、
平
和
へ
の
思
い
を
受
け
継
ぐ
皆

さ
ん
の
思
い
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

横
尾
純
さ
ん　

私
た
ち
に
も
で
き
る
こ
と
を
企

画
し
た
り
、
こ
う
い
う
イ
ベ
ン
ト
を
開
い
た
り

す
る
な
ど
、
で
き
る
こ
と
は
積
極
的
に
や
っ
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

佐
川
大
成
さ
ん　

伝
え
て
い
く
た
め
に
、
自
分

か
ら
学
ぼ
う
と
す
る
姿
勢
を
持
ち
た
い
と
思
い

ま
す
。

永
田
睦
月
さ
ん　

私
た
ち
の
親
世
代
も
戦
争
に

つ
い
て
知
る
機
会
が
な
い
の
で
、
家
族
な
ど
身

近
な
人
に
戦
争
な
ど
の
話
が
で
き
る
よ
う
に
し

た
い
で
す
。

高
橋
倫
太
郎
さ
ん　

戦
争
を
知
る
人
や
体
験
し

た
人
は
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
、
僕
た

ち
が
し
っ
か
り
と
バ
ト
ン
を
受
け
取
っ
て
、
小

さ
な
こ
と
か
ら
行
動
を
起
こ
し
、
平
和
に
つ
な

げ
て
い
け
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。

渡
邊
蒼
彩
さ
ん　

家
族
や
身
近
な
人
か
ら
伝
え

て
い
く
こ
と
で
、
そ
の
人
か
ら
他
の
人
へ
と
伝

播
し
て
、
戦
争
の
悲
劇
を
語
り
継
い
で
い
き
た

い
と
思
い
ま
し
た
。

渡
邉
結
真
さ
ん　

実
際
の
話
を
聞
く
機
会
は

減
っ
て
く
る
の
で
、
今
度
は
自
分
た
ち
が
身
近

な
人
か
ら
よ
り
多
く
の
人
に
伝
え
て
い
き
た
い

な
と
思
い
ま
し
た
。

―
―
み
な
さ
ん
、
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

い
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
知
っ
て
い
る
の

で
す
が
、
そ
の
両
親
は
知
ら
な
い
人
が
多
い
の

で
す
。
皆
さ
ん
の
ご
両
親
は
、
上
越
の
戦
争
被

害
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。

横
尾
純
さ
ん　

私
の
曽
祖
父
が
戦
争
に
行
っ

て
、
片
腕
が
な
い
状
態
で
帰
っ
て
き
ま
し
た
。

祖
母
に
「
な
ん
で
こ
の
写
真
の
お
じ
い
ち
ゃ

ん
は
腕
が
な
い
の
」
と
聞

い
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、

家
族
で
話
す
と
い
う
こ
と

は
あ
り
ま
し
た
が
、
上
越

で
起
き
た
身
近
な
出
来
事

な
ど
は
知
ら
な
い
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

永
田
睦
月
さ
ん　

私
の
母

は
直
江
津
で
生
ま
れ
育
ち

ま
し
た
が
、
直
江
津
空
襲

の
こ
と
は
知
ら
な
か
っ
た

と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

渡
邊
蒼
彩
さ
ん　

両
親
は
ど
ち
ら
も
名
立
出

身
な
の
で
、
機
雷
爆
発
事
件
は
知
っ
て
い
ま

す
が
、
捕
虜
収
容
所
な
ど
の
話
は
知
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

永
田
睦
月
さ
ん　

学
校
の
授
業
で
直
江
津
捕

虜
収
容
所
の
こ
と
を
学
ん
だ
と
き
、
元
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
兵
捕
虜
の
方
が
平
和
記
念
公
園

の
慰
霊
碑
に
手
を
合
わ
せ
て
く
だ
さ
っ
た
と

い
う
話
を
聞
い
た
覚
え
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

と
き
の
こ
と
を
少
し
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

関
勝
さ
ん　

元
捕
虜
の
方
が
訪
れ
た
際
、
こ

れ
ま
で
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
側
の
石
碑
に
だ
け

献
花
し
、
虐
待
し
た
日
本
人
側
の
石
碑
に
は
献

花
し
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
で
し
た
。
５
年
ほ
ど

前
、
献
花
を
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、「
戦
争
が

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

高
橋
倫り

ん
た
ろ
う

太
郎
さ
ん　

戦
争
を
体
験
し
た
人
が

ど
ん
ど
ん
少
な
く
な
り
、
話
を
聞
く
機
会
も

少
な
く
な
っ
て
い
く
と
思
う
の
で
、
こ
の
よ

う
な
機
会
を
い
た
だ
け
た
僕
た
ち
が
、
後
世

に
語
り
継
い
で
い
く
役
割
を
担
っ
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
く
感
じ
ま
し
た
。

渡
邊
蒼あ

お
い彩

さ
ん　

戦
争
の

一
番
辛
い
と
こ
ろ
は
、
罪

の
無
い
人
が
命
を
落
と
す

と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま

し
た
。
私
は
名
立
に
住
ん

で
い
る
の
で
、
機
雷
爆
発

事
件
に
つ
い
て
当
た
り
前

の
よ
う
に
知
っ
て
い
ま
す

が
、
知
ら
な
い
人
も
多
い

の
で
、
私
た
ち
と
同
じ
よ

う
な
年
頃
の
人
が
多
く
亡

く
な
っ
た
悲
惨
な
事
実
な

ど
、
名
立
だ
か
ら
こ
そ
、
上
越
だ
か
ら
こ
そ
し
っ

か
り
と
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と

思
い
ま
し
た
。

渡
邉
結ゆ

う
ま真

さ
ん　

学
校
で
平
和
学
習
を
す
る
と

「
平
和
な
世
の
中
が
い
い
よ
ね
」
と
い
っ
た
意

見
が
た
く
さ
ん
で
る
の
で
す
が
、
平
和
を
望

む
な
ら
、
過
去
の
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
全
容
を
知
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
語
り
継
い
で
い
く
こ

と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
し
た
。

―
―
お
互
い
に
、
聞
い
て
み
た
い
こ
と
は
あ

り
ま
す
か
。

石
井
浩
順
さ
ん　

機
雷
爆
発
事
件
に
つ
い
て

は
、
小
・
中
学
校
で
も
話
を
さ
せ
て
い
た
だ

―
―
は
じ
め
に
語
り
部
の
皆
さ
ん
か
ら
、
活

動
へ
の
思
い
に
つ
い
て
、
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

石
井
浩こ

う
じ
ゅ
ん順
さ
ん
（
名
立
・
平
和
を
願
う
日
実

行
委
員
会
）　

機
雷
爆
発
事
件
が
起
こ
っ
た
名

立
だ
か
ら
こ
そ
、
伝
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。「
名
立
崩
れ
」
の
被
害
な
ど
も

含
め
、「
名
立
・
平
和
を
願
う
日
」
の
式
典
な

ど
を
通
じ
て
、
平
和
の
尊
さ
や
命
の
大
切
さ

を
若
い
世
代
や
青
少
年
た
ち
に
伝
え
て
い
か

な
け
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

関
勝

ま
さ
る
さ
ん
（
上
越
日
豪
協
会
）　

定
年
を
迎
え

た
と
き
、
趣
味
の
英
語
を
い
か
し
て
何
か
や

り
た
い
と
思
い
、
上
越
日
豪
協
会
に
加
わ
り
、

捕
虜
収
容
所
の
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
高
校

生
の
皆
さ
ん
か
ら
は
、
上
越
に
も
戦
争
の
悲

惨
な
出
来
事
が
あ
っ
た
こ
と

を
知
っ
て
い
た
だ
い
て
、
二

度
と
戦
争
を
起
こ
し
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
思
い
を
持
っ

て
ほ
し
い
で
す
。

関
川
幹み

き
お夫
さ
ん
（
直
江
津
空
襲

と
平
和
を
考
え
る
会
）　

直
江

津
の
収
容
所
に
い
た
捕
虜
た

ち
は
、
近
隣
の
大
き
な
工
場

で
働
い
て
も
ら
う
た
め
に
連

れ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
工
場

で
は
、
戦
争
に
行
っ
た
大
人

た
ち
の
代
わ
り
に
、
13
歳
か
ら
15
歳
の
若
い
人

た
ち
も
働
い
て
い
た
ん
で
す
。
直
江
津
空
襲

は
、
工
場
を
狙
っ
た
爆
弾
が
外
れ
て
隣
の
畑
に

落
ち
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
私
は
味
方
の

捕
虜
が
工
場
で
働
い
て
い
る
こ
と
知
っ
て
い
て
、

わ
ざ
と
外
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
悲
し
い
出
来
事
を
実
際
に
見

聞
き
し
た
人
も
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
時
代
の
背
景
も
、
皆
さ
ん
か
ら
は

理
解
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

―
―
語
り
部
の
皆
さ
ん
の
お
話
を
聞
い
て
、

ど
ん
な
こ
と
を
考
え
ま
し
た
か
。

横
尾
純あ

や

さ
ん　

実
際
に
戦
争
を
体
験
し
て
い

な
い
か
ら
こ
そ
感
じ
る
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ

る
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
の
目
線
か
ら
伝
え

ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
思
う
の
で
、
い
ろ
い

ろ
な
こ
と
を
考
え
て
、
平
和
な
世
界
に
近
づ

け
て
い
け
た
ら
い
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

佐
川
大た

い
せ
い成
さ
ん　
「
伝
え
て
い
く
」
こ
と
が
大

切
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
皆
さ
ん
の
伝
え
て
い

く
た
め
の
熱
意
や
姿
勢
が
本

当
に
す
ご
い
と
思
い
ま
し
た
。

僕
た
ち
も
受
け
継
い
で
い
か

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
強
く

感
じ
ま
し
た
。

永
田
睦む

つ
き月
さ
ん　

直
江
津
の

方
言
で
、
長
男
の
こ
と
を
「
あ

ん
ち
ゃ
」、
次
男
の
こ
と
を

「
も
し
か
あ
ん
ち
ゃ
」
と
呼
ぶ

ん
だ
と
、
祖
父
が
教
え
て
く

れ
ま
た
し
た
。「
あ
ん
ち
ゃ
」

が
戦
争
に
出
た
り
空
襲
で
亡

く
な
っ
た
り
し
た
と
き
に
、
も
し
か
し
た
ら
次

男
が
「
あ
ん
ち
ゃ
」
の
代
わ
り
に
な
る
か
も

し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
そ
う
呼
ぶ
そ
う
で

す
。
戦
時
中
は
、
身
近
な
人
の
死
が
そ
ん
な

に
近
い
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
驚
き
ま

し
た
。
こ
れ
か
ら
も
、
平
和
に
つ
い
て
考
え

市ホームページでは、対談の様
子を動画でご覧いただけます。
ぜひ、ご覧ください。

対談の様子を配信しています

次代へ語り継ぐ、戦争の記憶と平和への思い
　戦争の記憶の語り部である「上越日豪協会」、「直江津空襲と平和を考える会」、「名立・平和を願う
日実行委員会」の皆さんと、昨年、市の「広島平和記念式典中学生派遣事業」に参加し、今年高校生
となった６人が、普段の生活の中ではあまり触れられることのない、身近な地域で起きた戦時中の
出来事を通じて、お互いの思いを語り合いました。

特別対談

対談に参加いただいた高校生の皆さん。
前列右から横尾純さん、永田睦月さん、
渡邊蒼彩さん、後列右から佐川大成さん、
高橋倫太郎さん、渡邉結真さん。

「語り部」の皆さん。右から、石井浩順
さん、関勝さん、関川幹夫さん。
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特集 戦後 75年　戦争の記憶を語り継ぐ
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