
木
の
実

茨
木
の
り
子

（
南
方
の
熱
帯
井
で
苔
む
し
て
い
た
、

高
い
梢
に

日
本
兵
の
し
ゃ
れ
こ
う
べ
に
二

青
い
大
き
な
果
実
が
ひ
と
つ

現
地
の
若
者
は
す
る
す
る
登
り

手
を
伸
ば
そ
う
と
し
て
転
が
り
落
ち
た

木
の
実
と
見
え
た
の
は

苔
む
し
た
一
個
の
需
懐
で
あ
る

ミ
ン
ダ
ナ
オ
島

二
十
六
年
の
歳
月

ジ
ャ
ン
グ
ル
の
ち
っ
ぽ
け
な
木
の
枝
は

戦
死
し
た
日
本
兵
の
ど
く
ろ
を

は
ず
み
で
ち
ょ
い
引
掛
け
て

そ
れ
が
眼
商
で
あ
っ
た
か
　
鼻
孔
で
あ
っ
た
か
は
し
ら
ず

若
い
蓮
し
い
一
本
の
木
に

ぐ
ん
ぐ
ん
成
長
し
て
い
っ
た
の
だ

生
前

こ
の
頭
を

か
け
が
え
な
く
　
い
と
お
し
い
も
の
と
し
て

掻
き
抱
い
た
女
が
き
っ
と
居
た
に
違
い
な
い

小

さ
な
こ
め
か
み
の
ひ
よ
め
き
を

じ
っ
と
視
て
い
た
の
は
ど
ん
な
母

こ
の
髪
に
据
を
か
ら
ま
せ
て

や
さ
し
く
引
き
寄
せ
た
の
は
　
ど
ん
な
女

も
し
　
そ
れ
が
　
わ
た
し
だ
っ
た
ら
‥
・

絶
句
し
て
そ
の
ま
ま
一
年
の
歳
月
は
流
れ
七

ふ
た
た
び
草
嶺
を
と
り
出
し
て

俵
め
る
べ
き
終
行
見
出
せ
ず

さ
ら
に
幾
年
か
が
逝
く

も
し
そ
れ
が
わ
た
し
だ
っ
た
ら

に
続
く
一
行
を
遂
に
立
た
せ
ら
れ
な
い
ま
ま

しノー／一′－▲会員のKさんから、上の“茨木のり子カの詩を紹介されました。「生前いとおしく掻き抱いた女」
肌いたはずの日本兵の「どくろ」が、「木の実」となった恐ろしさ。○熱帯の南の島々や海底深く、厳寒のシベリア
にも、そして旧満州国の大地に、今も放置されたままの数十万の日本人の「どくろ」。もしもそれが肉親だったら。
0戦後処理も反省も曖昧に60年、のど元過ぎて熱さも忘れ、着々と次の戦争の準備を進めている日本国です。

▼上の詩と対称的な“竹内浩三「骨のうだう」”の詩もよく知られています。－′－ノー′一′一′－／－ノー′－′

兵
隊
の
死
ぬ
る
や
　
あ
わ
れ

遠
い
他
国
で
　
ひ
ょ
ん
と
死
ぬ
る
や

だ
ま
っ
て
　
だ
れ
も
い
な
い
と
こ
ろ
で

ひ
ょ
ん
と
死
ぬ
る
や

骨
の
う
た
う
　
　
竹
内
浩
三

戦
死
や
あ
わ
れ

ふ
る
さ
と
の
風
や

こ
い
び
と
の
眼
や

ひ
ょ
ん
と
消
ゆ
る
や

国
の
た
め

大
君
の
た
め

死
ん
で
し
ま
う
や

そ
の
心
や

白
い
箱
に
て
　
故
国
を
な
が
め
る

音
も
な
く
　
な
ん
に
も
な
く

帰
っ
て
は
　
き
ま
し
た
け
れ
ど

故
国
の
人
の
よ
そ
よ
そ
し
さ
や

自
分
の
事
務
や
女
の
み
だ
し
な
み
が
大
切

骨
は
骨
　
骨
を
愛
す
る
人
も
な
し

骨
は
骨
と
し
て
　
熟
考
を
も
ら
い

高
く
崇
め
ら
れ
　
ほ
ま
れ
は
高
し

な
れ
ど
　
骨
は
き
き
た
か
っ
た
　
■

絶
大
な
愛
情
の
ひ
び
き
を
き
き
た
か
っ
た

が
ら
が
ら
ど
ん
ど
ん
と
事
務
と
常
識
が
流

故
国
は
発
展
に
い
そ
が
し
か
っ
た

女
は
化
粧
に
い
そ
が
し
か
っ
た

でれ

あ
あ
　
戦
死
や
あ
わ
れ

兵
隊
の
死
ぬ
る
や
　
あ
わ
れ

こ
ら
え
き
れ
な
い
さ
び

国
の
た
め

大
君
の
た
め

死
ん
で
し
ま
う
や

そ
の
心
や

ルソン島
鵡

シ

ナ

海

竹内浩三は1921（大正10）年三重県伊勢市生まれの楕名の天才詩人。●日大芸術学部映画科を繰り上
げ卒集。出征し1945（昭和20）年4月9日、フィリピンのルソン島の山中で、23歳の若さで戦死します。●「骨」
とは自分のことで、すでに戦死を覚悟してその後のことを思い描いた詩で、日本が敗戦する前に書かれてい
るのに、戦後の日本の擾興ぶりや高度成長の姿や女の変身邸りを、恐ろしいほど鋭く洞察していて衝撃的です。
●宮沢賢治や良寛にあこがれ、マンガを描きユーモアのある若者でしたが、その無念さが伝わってきます。



人
が
参
加
し
た
。
南
相
馬

弔
原
町
区
芸
術
文
化
協
会

の
大
横
明
生
さ
ん
が
講

師
を
務
め
、
戦
時
中
、
神

コ
ー
プ
ふ

く
し
ま
平
和

委
員
会
主
催

の
戦
跡
め
ぐ

り
は
五
月
三

十
一
日
、
南

相
馬
市
原
町

区
の
夜
の
森

公
園
や
原
町

飛
行
場
跡
な

ど
で
行
わ
れ

た
。会

員
や
組

合
員
約
六
十

機鮒帝射を受けた神社の
石碑を見学する拳カロ壱

特
攻
隊
員
思
い
平
和
願
う

揖
紅
．
原
町
で
戦
跡
め
ぐ
り

風
特
攻
隊
貝
を
育
成
し

た
基
地
な
ど
を
案
内
し

た
。夜

の
森
公
園
で
、
旧
原

町
市
出
身
で
特
攻
隊
貝
と

し
て
戦
死
し
た
中
野
磐
雄

少
尉
と
特
攻
機
を
援
護

し
、
米
軍
機
と
の
空
中
戦

で
戦
死
し
た
志
賀
敏
美
少

尉
の
慰
霊
碑
を
見
学
。
原

町
飛
行
場
跡
で
は
、
格
納

庫
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
礎
石

や
機
銃
掃
射
を
受
け
た
神

社
の
石
碑
な
ど
戦
争
の
傷

跡
に
触
れ
た
。

参
加
者
は
戦
争
で
散
っ

た
若
い
命
や
生
々
し
い
痕

跡
を
日
に
し
な
が
ら
、
平

和
へ
の
思
い
を
新
た
に
し

て
い
た
。

南
の
中
、
原
町
飛
行
塙
啓
と
戦
跡
も
見
学

◇
郡
山
市
の
「
コ
ー
プ
ふ
く
し
ま
九
条
の
芦
」
◇

◆
現
在
、
戦
争
時
代
の
軍
の
施
設
な
ど
を
「
戦
争
の
遺
跡
（
戦
跡
）
」
と

し
て
、
戦
争
を
風
化
さ
せ
な
い
た
め
保
存
し
よ
う
、
見
学
し
て
お
こ
う
、

と
い
う
静
か
な
運
動
が
全
国
的
に
起
こ
っ
て
い
ま
す
◆
五
月
三
十
一
日
、

「
コ
ー
プ
ふ
く
し
ま
九
条
の
会
」
の
六
十
名
が
原
町
飛
行
場
な
ど
を
見
学

さ
れ
ま
し
た
◆
感
想
文
に
は
、
「
初
め
原
町
に
問
い
合
わ
せ
た
ら
地
元
の

人
も
よ
く
知
ら
な
い
し
、
笑
わ
れ
て
し
ま
っ
た
」
「
で
も
大
槻
明
生
さ
ん

の
案
内
が
大
変
懇
切
丁
寧
で
感
動
し
感
謝
し
て
い
る
」
「
文
字
だ
け
で
な

く
、
足
下
の
戦
跡
の
そ
の
場
に
行
き
足
で
確
か
め
る
こ
と
が
大
事
」
「
特

攻
隊
を
美
化
し
な
い
た
め
に
事
実
を
知
る
こ
と
が
大
切
」
「
野
馬
追
以
外

の
原
町
の
も
う
三
の
操
を
月
だ
」
等
々
。
↓
6
月
2
日
付
扁
島
民
報
－

・戦跡ガイドブックとしては0岩波書店のジュニア新書『日本の戦跡を見る』￥780
0同　F訪ねてみよう・戦争を学ぶ・ミュージアム／メモリアル』￥780

務局より
◇事務局に、大看板の力 ンパをはじめ励ましや慰労、また住所変更などのお便
‾わこ‾‾ありがとうございます。大看板のカンパはさらに頑張って集めないと！
◇2月の総会でもこ意見がありましたが、「九条の会Jの会員拡大や、特に
若者の理解を得るためインターネ¶ト廉－ムページ縄殻などを考えてい
ました。でも事務局の能力の限界、また社会問題になっているように匿
名の中傷書き込みなどが予想され不安です。もうしばらく検討します。

b小林多喜二のr蟹工軌が大ブレイク。1953年製作の同名映画（山村聡監督）
のビデオ上映会が先月西東京市の「高齢者九条の会」主催で開催され、予想以上
に大勢の方、若者の入場も多かったそうです。派遣社員やワーキングプアなどで、
若者も怒っています。高齢者だって医療制度や年金などで怒髪天を衝いています。

◇同じ国民の怒りでも韓国の場合は、牛肉輸入問題であんなに激しい何十万人デモ
で反対を訴えます。アメリカのポチでいいなりの日本。拉致問題も有耶無耶に。

◇大地震や大災害が起こるたびに、防衛費を削減し、地震予知や災害救助費
に、福祉や医療や教育費にまわせ一と大きな声で言いたくなりませんか？

◇『九条はうま別に、皆様に知らせたいこと、言いたいことなどを
お寄せください。次回で20回の「私の戦争体験」の原稿もどうぞ！

（市外局番鯵TELOZ44）　　、・－●
・事由轟肇会長TELZ4－日HI・山疇儀一事粍兵員TEL22－8b3日
・♯上由美（会計）TEL22－7引‖FAXZb－0892
・石田責ニTEL22－4037　・早場吉夢丁臥22－0326
蕾疇菓子TEL22－0775　・｛田光生TEL23－7q27

＜　訂　正　＞
『九条はらまち』64号一
面シロタ女史の言葉の1．J
臥「松本蒸治」は「松本
桑治」の誤りでした。
●松本蒸治は、終戦直後の
1945（昭和20）年1
0月国務相として幣原喜重
郎内閣に入閣し、いわゆる
「憲法改正政府案（松本案）」
を作成します。しかし明治
憲法と変わりのない保守的
な内容で、GHQに採用され
ず、鈴木安蔵らの草案が採
用されることになりました。
●「柔治（じょうじ）」とい
う名は、父松本荘一郎が米
国に留学した際、アメリカ
初代大統領ジョージ・ワシ
ントンに大変感動心酔し、
長男の名として「粟治」と
命名したそうです。


