
○車行動しない良心は憲の味方ですJ（金大中）。黙っていることは、結局は認めて
しまうことです。ささやかでもr九条の会Jなどで声を出し続けたいものです。
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弓手ち九∃条lさ

＜天皇の「聖断」でポツダム重言を受諾、15日正午「玉音放送」で終戦を伝えた＞
●ポツダム宣言は正しくは「米・英・中三国宣言」という。●ド
イツのベルリン郊外のポツダムで、トルーマン・チャーチル（の
ろアトリー）・スターリンが、欧州の戦後処理と対日戦終結方策
を討議。●7月26日、米英中三国の名で日本に降伏を勧告。終
戦の条件として、日本軍国主義の絶滅、領土制限、民主化促進な
どを列挙。（このポツダム宣言勧告を無視したため原爆が投下さ
れた、という説もある）●日本政府はようやく8月14日にこれ
を受講して無条件降伏し、翌15日正午に「玉音放送」へ。

ポツダム会談

「戦争と平和・憲法9集欄戦記念日への患い」の原稿を募

集し敢点の寄稿がありました。特集①②③のとおりですが、さらにご寄稿をお待ちしております。

十
歳
と
六
歳
の
記
憶
　
　
若
松
丈
太
郎

ど
の
よ
う
な
知
ら
せ
を
受
け
た
か
に
つ
い
て
の
記
憶

は
な
い
が
、
母
と
わ
た
し
は
ラ
ジ
オ
の
ま
え
に
座
っ
た
。

聞
い
た
場
所
は
自
宅
居
間
。
ラ
ジ
オ
は
茶
箪
笥
の
う
え

に
置
か
れ
て
い
た
。
父
は
徴
兵
さ
れ
て
、
不
在
。
妹
た
ち

が
ど
う
し
て
い
た
の
か
は
不
明
。
放
送
が
終
わ
る
と
、

母
は
即
座
に
「
戦
争
が
終
わ
っ
た
」
と
言
っ
た
。

わ
た
し
に
と
つ
て
の
（
こ
と
ば
）
は
、
そ
れ
だ
け
で

あ
る
。一

九
四
五
年
八
月
十
五
日
正
午
す
ぎ
、
戸
外
は
晴
天
。

日
光
が
ま
ぶ
し
か
っ
た
。
四
年
ま
え
の
十
二
月
八
日
、

同
じ
よ
う
に
ラ
ジ
オ
を
聞
い
た
こ
と
の
記
憶
が
そ
の
と

き
と
つ
ぜ
ん
わ
た
し
に
戻
っ
て
き
た
。
四
年
ま
え
、
ど

こ
で
ど
ん
な
ふ
う
に
開
戦
の
臨
時
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
い
た

の
か
を
思
い
だ
し
た
の
で
あ
る
。

一
九
四
一
年
十
二
月
七
日
、
本
家
と
呼
ん
で
い
た
伯

父
の
家
で
祖
父
母
た
ち
の
部
屋
に
わ
た
し
は
泊
ま
っ
た

ら
し
い
。
八
日
朝
の
臨
時
ニ
ュ
ー
ス
は
祖
父
母
た
ち
の

客
間
兼
居
間
の
ラ
ジ
オ
で
聞
い
た
。
ラ
ジ
オ
は
茶
箪
笥

の
う
え
に
置
か
れ
て
い
た
。
天
候
は
晴
れ
。
夜
半
に
降
雪

が
あ
っ
た
ら
し
く
、
日
光
が
庭
の
新
雪
に
乱
反
射
し
て
、

室
内
に
い
て
も
ま
ぶ
し
か
っ
た
。

四
年
の
あ
い
だ
意
識
の
底
で
眠
っ
て
い
た
記
憶
を
よ

み
が
え
ら
せ
た
も
の
は
な
ん
だ
ろ
う
と
、
こ
の
こ
と
を

思
い
だ
す
た
び
に
、
思
う
。
開
戦
と
敗
戦
、
ラ
ジ
オ
、

ま
ぶ
し
さ
の
ど
れ
な
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
複
合

し
た
は
た
ら
き
に
よ
る
の
か
。
そ
れ
と
も
ま
っ
た
く
べ

つ
の
作
用
が
は
た
ら
い
た
の
か
。
記
憶
と
そ
の
復
活
の

不
思
議
さ
を
い
つ
も
思
う
。
そ
の
記
憶
の
保
存
期
限
満

了
も
そ
う
遠
い
こ
と
で
は
な
い
。

わ
た
し
の
敗
戦
記
念
日
は
教
科
書
に
墨
を
塗
っ
た
日

だ
。

（
原
町
区
栄
町
）

壌首放乱‾‾毒血く人音‾‾忽民に対してポツ

ダム宣貫受諾の決定は．1945年8月15［∃正午、

登軍∴∴∴∴二・

玉
音
放
送
の
意
味
は
皆
分
か
ら
な
か
っ
た

終
戦
の
時
は
小
学
六
年
生
で
、
玉
音
放
送
は
家
の

ラ
ジ
オ
で
聞
い
た
。
で
も
一
緒
に
聞
い
た
大
人
た
ち

も
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
か
っ
た
が
、
し

ば
ら
く
し
て
「
戦
争
に
負
け
た
」
と
育
っ
て
い
た
。

戦
争
の
混
乱
で
、
私
は
現
在
の
原
町
高
校
の
前
身

の
相
馬
工
業
学
校
で
入
学
、
戦
後
す
ぐ
に
相
馬
商
業

学
校
に
変
わ
り
、
卒
業
の
時
は
原
町
高
等
学
校
だ
っ

た
。
原
高
の
講
堂
に
は
空
襲
さ
れ
た
原
町
紡
織
工
場

の
製
品
が
天
井
ま
で
び
っ
し
り
貯
蔵
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
（
原
町
区
本
町
K
さ
ん
7
7
線
）

先
生
か
ら
「
戦
争
は
終
わ
っ
た
」
と

終
戦
の
時
は
小
学
二
年
生
で
、
八
月
九
、
十
日
の

空
襲
で
大
寒
の
家
の
前
に
一
ト
ン
爆
弾
が
落
ち
、
私

は
防
空
壕
に
入
っ
て
い
て
無
事
で
し
た
。

八
月
十
五
日
、
ラ
ジ
オ
の
放
送
は
聞
い
て
い
ま
せ

ん
。
あ
と
で
大
喪
小
学
校
の
校
庭
で
先
生
か
ら
「
戦

争
は
終
わ
っ
た
」
と
教
え
ら
れ
た
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。
　
　
　
　
（
原
町
区
大
町
＄
さ
ん
　
7
2
鰻
）
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08月15臥全国戦没者追悼式で菅直人首相はr悲惨な戦争の教別を語り継いでいかなければならな
いJと。しかし・8月6日ヒロシマでの記者会見で帽抑止力は必要比の発言。「何たる発言だ。米国の
核の傘に頼っていて・一方で口先だけの核廃絶を唱えても全く説得力はない」という批判も強いようです。



患
え
ば
、
あ
の
日

－
原
町
高
校
校
歌
に
寄
せ
て
－

早
坂
青
春

思
え
ば
　
あ
の
日

戦
争
で
死
ぬ
恐
怖
か
ら
解
き
放
た
れ

け
れ
ど
も
　
明
日
か
ら

ど
う
し
て
生
き
て
行
け
ば
い
い
か

日
本
中
が
途
方
に
く
れ
！
や
が
て

人
そ
れ
ぞ
れ
の
才
覚
で

ど
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
で
も

明
日
ま
で
は
生
き
よ
う
　
そ
う
い
う

世
の
中
に
な
っ
た
。

磯
つ
と
う
　
う
ま
し
国
は
ら

い
ざ
と
も
に
　
我
ら
興
さ
ん

輝
等
　
こ
の
時

軍
な
ん
か
二
度
と
御
免
蒙
る

こ
れ
か
ら
は
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も

争
い
を
促
す
声
に
は
　
も
う

咽
壕
傾
け
ま
い
　
た
と
え
そ
れ
が

国
家
の
命
令
で
あ
っ
て
も

そ
う
い
う
思
い
が

み
ん
な
に
あ
っ
た
。

と
こ
し
え
に
　
平
和
の
し
る
し

か
く
て
こ
そ
　
我
ら
結
ぽ
ん

想
え
ば
　
そ
の
頃

小
川
町
に
あ
っ
た
旧
い
学
び
舎
に
は

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
原
町
高
校
校
歌
が

誇
り
か
に
流
れ
て
い
た

玄
関
の
脇
に
立
っ
て
い
た

あ
の
若
々
し
い
金
木
犀
に
も

聞
こ
え
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

う
ち
ひ
び
く
　
自
由
の
鐘
に

こ
ぞ
り
立
つ
　
我
が
学
び
舎

三
十
数
年
も
前

大
木
戸
の
新
し
い
校
舎
に

移
植
さ
れ
た
金
木
犀
は
　
今

み
ど
り
の
大
鐘
と
な
っ
て

ど
っ
し
り
据
え
ら
れ
許
い
る

秘
か
に
念
う

六
月
の
風
に
柔
ら
か
く
波
立
つ

大
鐘
の
紋
様
か
ら
　
無
限
の

自
由
と
希
望
が
湧
き
上
が
り

世
界
中
に
鳴
り
ひ
び
き
　
ま
た

木
魂
の
よ
う
に
こ
の
地
に
返
っ
て
く
る

こ
と
を
。

い
ざ
我
ら
　
と
も
に
歌
わ
ん

と
こ
し
え
に
　
平
和
の
歌
を

原
町
高
等
学
校
校
歌

曽
′
　
　
縞
綱
醐
醐
踊

ひ
ん
が
し
の
　
あ
け
ゆ
く
海
に

渉
的
鋸
な
る
　
力
み
な
ぎ
る

渋
佐
浜
　
披
白
く
し
て

綴
つ
と
う
　
う
ま
し
掴
は
ら

い
ざ
と
も
に
　
我
ら
奥
さ
ん

阿
武
隈
の
　
山
冶
み
は
る
か

い
に
し
え
の
　
伝
え
も
ゆ
か
し

国
見
山
　
賓
た
な
び
き
て

と
こ
し
え
に
　
平
和
の
し
る
し

か
く
て
こ
そ
　
我
ら
結
ぽ
ん

三

ひ
ろ
春
野
の
　
み
ど
り
の
な
か
に

職
芸
弥
な
る
　
土
を
や
し
な
い

新
円
出
　
水
清
く
し
て

日
に
月
に
　
流
れ
や
す
ま
ず

か
く
て
こ
そ
　
我
ら
学
ぽ
ん

四

ぅ
ち
び
び
く
　
自
由
抄
録
鱒

砿
ぞ
り
鍔
わ
が
学
び
舎

日
の
尭
・
真
か
ざ
し
て

う
つ
し
世
の
　
あ
ら
し
に
ま
け
ず

い
ざ
と
も
に
　
我
ら
励
ま
ん

（
曙
和
2

5
年
9
月
1

0
日
発
行

多
申
和
男
篭
議
書
の
星
よ
り
）

▲現在の原高の金木犀。　▲小川町校舎時代、玄　▲昭和30年頃の原高。現
移植後見事な大樹に成　関脇にあった金木犀。現　在の小川町、サンライフ南
長し原高のシンボルに。　在の原高に移植された。　相馬のところにありました。

○
県
立
原
町
高
校
校
歌
は
、
終
戦
か
ら
三
年
目
の
昭
和
二
十
三
年
に
作
ら
れ
、
六
十
二
年
間

一
語
の
変
更
も
な
く
、
ず
っ
と
歌
い
継
が
れ
て
い
ま
す
。
○
作
詞
者
は
当
時
教
員
だ
っ
た
多

田
利
男
さ
ん
（
写
真
）
で
、
作
詞
の
意
図
を
、
「
（
戦
争
の
反
省
を
踏
ま
え
）
こ
れ
か
ら
の
民
主

学
園
の
進
む
べ
き
道
を
明
ら
か
に
示
し
た
。
郷
土
の
自
然
を
採
り
入
れ
た
」
と
話
し
て
い
ま

し
た
．
。
○
そ
し
て
今
回
、
原
高
旧
職
員
の
早
坂
さ
ん
（
本
会
事
務
局
）
が
「
終
戦
記
念
日
に
、

原
高
校
歌
は
ま
さ
に
平
和
の
歌
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
し
た
い
」
と
、
こ
の
詩
を
創
作
し
、
寄
稿
さ
れ
ま
し
た
。

○作曲は多臼さんの友人の古開裕而さんに依頼。申子歯の歌『栄冠は君に輝く』と同年の作曲ですから、
曲想も明るく軽快で、よく似ています。○多田さんは昭和57年11月26日に亡くなりますが、その9ケ月
前、「原高を訪ね、生徒の歌いぶりを聞いてみたい。またいつか夏の甲子園野球大会で原高校歌を常かせて
くれることを希望している」と述べていました。それもこれもすべては、平和であることが前提です。


