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①　疎
そ か い

開命令　―「沖縄県民、疎
そ か い

開せよ」―

　1941（昭和 16）年 12 月 8 日、日本軍がハワイの真
し ん じ ゅ わ ん

珠湾にあったアメリカ軍
ぐ ん こ う

港やマレー半

島のイギリス軍を攻
こ う げ き

撃したことに始まった太
た い へ い よ う

平洋戦争。はじめは勝
し ょ う り

利していた日本でしたが、

アメリカ軍の反
は ん げ き

撃により、翌
よ く ね ん

年の夏頃から次
し だ い

第に敗
は い せ ん

戦を重ねるようになりました。1944（昭

和 19）年 7 月、ついにサイパン島の日本軍が全
ぜ ん め つ

滅しました。

　いよいよ沖縄が戦場となる危
き け ん

険が大きいと判
は ん だ ん

断した政
せ い ふ

府は、沖縄県や奄
あ ま み お お し ま

美大島・徳
と く の し ま

之島のお

年
と し よ

寄り、子ども、女性を県外へ船で疎
そ か い

開させるよう指示しました。

　沖縄からは 8 万人を日本本土へ、2 万人を台
た い わ ん

湾へ移
う つ

すことになりました。しかし、沖縄周辺

の海にはすでに敵
て き

の潜
せ ん す い か ん

水艦が潜
ひ そ

んでいて、空にも爆
ば く げ き き

撃機が姿を現
あらわ

していたので、疎
そ か い

開はなかな

か進みませんでした。

「サイパン」
1943 年、日本軍はサイパン島をふくむマリアナ諸

しょとう

島を、
絶
ぜったい

対に守りぬく地域と決め、守
し ゅ び ぐ ん

備軍を配
は い ち

置しました。
1944 年 6 月、アメリカ軍がサイパン島やテニアン島に
上陸し激

はげ

しい戦いが始まりました。
当時サイパン島には多くの日本人も住んでいました。日
米両軍の戦

せんとう

闘は多くの住民を巻
ま

き込
こ

み、追いつめられた
人々が、がけから身を投げたりしました。軍人をのぞく
日本人約 1 万人の犠

ぎ せ い し ゃ

牲者のうち、約 6 千人が沖縄県出
身者だとみられています。

「疎
そ か い

開」とは・・・
敵
てき

の攻
こうげき

撃目標となりやすい地域に住む子どもやお年
と し よ

寄り、女性などを、山
村などの安全な地域に避

ひ な ん

難させること。沖縄では船に乗
の

って九州や台
たいわん

湾へ
疎
そ か い

開した。

サイパンで日本軍が負
けて、次は沖縄があぶ
ないということで、僕ら
の疎

そ

開
かい

が決まったんだ。疎
そ か い

開ってこういう
ことなのね。
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②　疎
そ か い

開にむけて　― 悩
なや

み、決
けつだん

断する ―

　1944（昭和 19）年 7 月 19 日、「沖縄県学
が く ど う し ゅ う だ ん そ か い じ ゅ ん び よ う こ う

童集団疎開準備要項」（沖縄県の子どもたちを県

外へ集団で疎
そ か い

開させる準備の決まり事）が出され、学校では親たちに対し子どもを疎
そ か い

開させる

ことを強く求めました。しかし、すでに沖縄・鹿
か ご し ま

児島間の海
か い い き

域にはアメリカ軍の潜
せ ん す い か ん

水艦が出
しゅつぼつ

没し、

日本の船が攻
こ う げ き

撃を受けたり沈
し ず

められたりしていました。

　親たちは、子どもを乗せた疎
そ か い せ ん

開船が航
こうかいちゅう

海中に潜
せんすいかん

水艦におそわれる危
き け ん

険があると考え、とても

心配しました。しかし一方で、沖縄にとどまれば、アメリカ軍の攻
こ う げ き

撃を受ける危
き け ん

険もあると考

えました。どちらも命の危
き け ん

険を伴
ともな

うことから、親たちは、子どもを疎
そ か い

開させるかどうか悩
な や

み、

苦しい決
け つ だ ん

断をしなければなりませんでした。また子どもたちも、九州へ行けるとワクワクする

ものの、家族と離
は な

れるさびしさから、不安な気持ちでいました。

計画では、疎
そ か い

開する学童は国民学校初
し ょ と う か

等科（現在の小学校）3 年生から 6 年生までの男子が原
げんそく

則だったが、
実際には初

し ょ と う か

等科 1、2 年生や高
こ う と う か

等科（現在の中学校）1、2 年生もおり、また女子も多数いた。

ヤマト（本土）へ行け
ば、雪も見られるし
汽
き し ゃ

車にも乗
の

れるんだ
よねっ。

　でも、お父さんやお母
さん、弟たちと離

はな

ればなれ
　になるのはさびしいよ～。
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③　乗
じょうせん

船、出
しゅっこう

航　― 大きな船に乗
の

り、ようやく出発 ―

　1944（昭和 19）年 8 月 21 日、いよいよ疎
そ か い

開へ出発する日、朝早くから那
な は こ う

覇港の船
ふ な

乗
の

り場

に集められた子どもたちは、大人たちの不安をよそに「ヤマトへ行ける！」とはしゃぎ、真夏

の太陽の下でひたすら乗
じょうせん

船を待ちました。

　夕方になってようやく船に乗
の

ることになり、小さな船に乗
の

って沖に停
と

まっている対
つ し ま ま る

馬丸へと

向かいました。

　子どもたちは巨大な船
せ ん た い

体に驚
おどろ

きましたが、甲
か ん ぱ ん

板までつりはしごで上がると、大きな船に乗
の

っ

た安心感もあって、またはしゃぎ始めました。

　午後６時 35 分、たくさんの子どもたちをふくむ疎
そ か い し ゃ

開者 1661 名を乗
の

せた対
つ し ま ま る

馬丸は、親たち

の見送る中、4 隻
せ き

の船と共に長崎へ向け出発しました。

　しかし、対
つ し ま ま る

馬丸は建
け ん ぞ う

造から 30 年もたった古い貨
か も つ せ ん

物船で、他の船の速度に追
お

いつくのがやっ

とでした。

軍
ぐんかん

艦に守られて・・・
海が危

き け ん

険であることをそれとなく知っていた
親たちにとって、子どもを安全に疎

そ か い

開させる
ためには「疎

そ か い せ ん

開船は軍
ぐんかん

艦であること」が必要
な条件でした。しかし当日那

な は こ う

覇港で待
ま

ってい
たのは、対馬丸をはじめとする貨

か も つ せ ん

物船 3 隻
せき

と 2 隻
せき

の護
ご え い か ん

衛艦でした。親たちは、これら 5
隻
せき

からなる「ナモ 103 船
せんだん

団」を不安な気持
ちで見送ったのです。

疎開船対馬丸（そかいせん つしままる）／ 1914 年に作られた、建造後 30 年の貨物船  6754 トン

和浦丸（かずうらまる）／ 6804 トンの貨物船 暁空丸（ぎょうくうまる）／ 6854 トンの貨物船

護衛艦・蓮（ごえいかん はす）／ 二等駆逐艦（にとう くちくかん） 護衛艦・宇治（ごえいかん うじ）／ 砲艦（ほうかん）

　軍
ぐんかん

艦に乗れると
思っていたけど、対

つ

　馬
しままる

丸は古い貨
か も つ せ ん

物船 
　　だったんだ。
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　航
こ う ろ

路の数字は時間なの。
ボーフィン号は、もぐったり
海面に上がったりしながら
対
つ

馬
しままる

丸を追
ついせき

跡しているから、
　２つの動きをよく見てね。

■対馬丸が通った海の道 〈予想航路図〉
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8月22日22時12分頃　
魚雷攻撃を受ける
沈没地点

北緯29度31.93分

東経129度32.90分

水深 871m

8月21日18時35分　
長崎へ向け、対馬丸出航

　　　　ト
　　　カ
　　ラ
　列
島

8月22日午前1時

印は生存者や多くの遺体が
流れ着いた海岸

つしままる よそうこうろず

航路・解説作成／當間栄安
せいぞんしゃ いたい

つしままるしゅっこう

あまみおおしま

ぎょ       らい        こうげき

ちんぼつちてん 

ほくい 

とうけい

すいしん

あくせきじま

せんすいこうこう

ふじょうこうこう

④　撃
げ き ち ん

沈される ―  恐ろしいその時が ―

　対
つ し ま ま る

馬丸は出
しゅっこう

航した次の日、1944（昭和 19）年 8 月 22 日、夜

10 時 12 分ごろ、鹿
か ご し ま

児島県トカラ列島の悪
あ く せ き じ ま

石島、北西約 10km

地点で、アメリカ軍の潜
せ ん す い か ん

水艦ボーフィン号の魚
ぎ ょ ら い こ う げ き

雷攻撃を受け、

10 分足らずで沈
ち ん ぼ つ

没しました。

　ボーフィン号は、対
つ し ま ま る

馬丸が中国の上
しゃんはい

海から日本兵を乗せて出
しゅっこう

航し、

那
な は こ う

覇港に到
とうちゃく

着する直前から攻
こ う げ き

撃しようとねらっており、この日も早
そうちょう

朝から攻
こ げ き

撃

の機
き か い

会をまっていました。速度の遅
お そ

い対
つ し ま ま る

馬丸は、他の 4 隻
せ き

の船についていくの

がやっとで、一番の攻
こ う げ き

撃目標にされました。

　攻
こ う げ き

撃は、子どもたちなど乗
じょうせんしゃ

船者の多くが寝
ね し ず

静まった夜中の

出来事であり、わずか 10 分足
た

らずで沈
し ず

んだため、ほとん

どの人が船
せんちゅう

中から逃
に

げ出せず取り残され、海の底へ

と沈
し ず

んでいきました。

　また、船から脱
だっしゅつ

出できた人も、接
せっきんちゅう

近中だった

台風の高
た か な み

波にのまれて、その多くが犠
ぎ せ い

牲と

なりました。
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8月22日撃沈  8月23日 8月24日 8月25日 8月26日 8月27日 8月28日

きゅうめいぐの
おかげで、いつ
の間にか海面に
うき上がってい
た。その後イカ
ダにはい上がっ
た。

こしまで海水に
つかるほど、イカ
ダは沈んでいた。
日中は焼けつく
暑さ、夜はふるえ
る寒さだった。

朝になるとイカ
ダにのっていた
人が減っていた。
昼過ぎ、飛行機
が飛んでくるの
が見えた。

昼過ぎに一度船
かげが見え、夕
方やっとしょうか
いていにきゅう
じょされた。

昼ごろかごしま
港に上陸。船か
らおりた人の中
に、垣花国民学
校は私ひとり。こ
ころぼそかった。

ついにあまみの
えだてく島に上
陸。うけん村のり
ょうしさんたちに
きゅうじょされた。

誰かが「あれ島
じゃないかね！」
と遠くを指さし
たので、みんな
で島めがけてこ
いだ。

垣花の生徒が運
ばれてきた。船が
しずんだ次の日、
やまがわ港のぎ
ょせんにきゅうじ
ょされたそうだ。

ひっくり返ったき
ゅうめいボート
の背にのせても
らい、はじっこに
またがったまま
ですごした。

口の中がからか
らで苦しい。午
後、飛行機が飛
んできて、ていく
うせんかい。夕
方、ぎょせんにき
ゅうじょされた。

かごしま県やま
がわ港に一時上
陸した。ふじん会
の方が、おかゆ
やお茶の用意を
して待っていてく
れた。

同じぎょせんで
かごしま港へ向
かった。かごしま
に上陸すると、わ
らぞうりがしきゅ
うされた。

たまらなくあつ
い。ふと後ろを見
るとやさしかっ
たおばあさんが
いなくなってい
た。

昼ごろ、おばあさ
んが目を開けた
まま死んだ。人く
いフカがひょうり
ゅう者をおそっ
ていた。

飛び魚がイカダ
に飛び込んでき
たが、おばさん
に食べられてし
まった。

朝になると、男
の赤ちゃん以外
は全員女性にな
っていた。

ひとつのイカダ
を何十人もの人
びとがうばい合
っていた。

かんぱんの手す
りによじのぼり
十数人のともだ
ちと一緒に海に
飛びこんだ。

丸太につかまっ
た女学生が、私
たちに手をふり
ながら近くを流
れていった。

とてもおなかが
すいていたので、
おさないころに
死んだ母が、も
ちを焼いてくれ
る夢を見た。

サメのたいぐん
に囲まれた。お
そわれたら、た
たかうかくごを
したが、やがて
いなくなった。

疲れからまぼろ
しや夢を何度も
見る。のどのか
わきにたえられ
ず、ションベンを
飲んだ。

夢と現実とまぼ
ろしとの間をさ
まよいながらも、
遠くに島かげを
発見した。

ゴツゴツとした
けわしい岩場に
ひっしにしがみ
つき、やっとあま
み大島に上陸し
た。

星明りで波がきら
きら光る。波のう
ねりがはげしい。
（啓子）

一面しずか。しか
し波は高かった。
太陽はぎらぎら。
（澄子）

晴れ。きらめく星
の下で寒さをこら
えた。（真勝）

空には星がまた
たいている。（啓
子）太陽の光がま
ぶしく、よい天気。
（真勝）

風が強く吹いてい
て、海はあれてい
る。ひざしはとて
も強い（清）

啓
子
ち
ゃ
ん（
４
年
生
）

真
勝
く
ん（
６
年
生
）

澄
子
ち
ゃ
ん（
６
年
生
）

清
く
ん（
４
年
生
）

天
候
に
つ
い
て

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

⑤　漂
ひょうりゅう

流、救
きゅうじょ

助　― 真っ暗な海に投げ出されて ―

　真夜中の海に放
ほ う

り出された人々は、目の前に浮
う

かぶあらゆる物にすがりつき、必
ひ っ し

死に生き延
の

びようとしました。また、星明りの下でかすかに見える島
し ま か げ

影を目指して泳いだ人もいました。

しかし、対
つ し ま ま る

馬丸が沈
ち ん ぼ つ

没した海
か い い き

域は潮
し お

の流れが速く、さらに台風の影
えいきょう

響で波も荒
あ ら

く、翌
よ く あ さ

朝までに

は多くの人々が力つきて海底へと沈
し ず

んでいきました。やがて奄
あ ま み お お し ま

美大島の海岸には、多くの遺
い た い

体

が流れ着きました。

　漂
ひょうりゅうしゃ

流者たちは、海上を漂
ひょうりゅうちゅう

流中に漁
ぎ ょ せ ん

船などに救
きゅうじょ

助され

たり、遺
い た い

体とともに 150km を漂
ひょうりゅう

流してたどり着いた

奄
あ ま み お お し ま

美大島の海岸で、地元の住民などに助けられました。

漂
ひょうりゅうしゃ

流者たちは、流された方向によってそれぞれ救
きゅうじょ

助さ

れる時間と場所に差が生まれ、悲
ひ さ ん

惨な体験をしました。

※当時対
つ し ま ま る

馬丸には 3 種類のイカダがのせられていました。館内のどこかに展
て ん じ

示されているので、
　探

さが

してみよう！　

　生き延
の

びた人たち
が、たどり着いた
奄
あま

美
み お お し ま

大島の海岸は
　　どこかな？
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⑥　箝
か ん こ う れ い

口令、生
せ い ぞ ん し ゃ

存者の苦しみ ―「決して話してはいけない！」―

　救
きゅうじょ

助された人々は、鹿
か ご し ま

児島県の山
や ま が わ こ う

川港や鹿
か ご し ま こ う

児島港に運ばれ、

病院や旅館などに収
しゅうよう

容されました。しかし、悲
ひ さ ん

惨な出来事から

生き延
の

びた後も、対
つ し ま ま る

馬丸が沈
ち ん ぼ つ

没した事を「決して話してはいけ

ない」という「箝口令（かんこうれい）」が厳
き び

しくしかれ、心配

する家族や周りの人へ話すことも出来ませんでした。そのため、

生き延
の

びた人々は、さらなる苦しみの中で疎
そ か い

開生活を続けるこ

とになるのでした。

伊
い は ま さ お

波正夫くんからの手紙（下）
対
つ し ま ま る ち ん ぼ つ

馬丸沈没で弟 2 人が犠
ぎ せ い

牲となった正夫さ
んが、消

しょうそく

息の分からない弟を心配し、先に
疎
そ か い

開していた友人へ送った手紙。正夫くん
は翌

よくとし

年、学
が く と

徒隊として沖縄戦に動
どういん

員され戦
死した。

髙
た か ら ま さ ひ ろ

良政弘さんからの手紙（下）
政弘さんは、当時、鹿

か ご し ま

児島高等農林学校に
在
ざいがく

学中で両親と弟・妹 7 人の計 9 人を失っ
た。幸

さいわ

いにも救
きゅうじょ

助された弟・妹の 2 人に再
会し、沖縄に残る祖

そ ふ ぼ

父母へ手紙を書いた。
「秘

ひ

」で始まるこの手紙は、沈
ちんぼつ

没から 9 日た
らずの 8 月 31 日に書かれており、箝

かんこうれい

口令
がしかれていたことを裏

うら

づけている。

「箝
か ん こ う れ い

口令」とは・・・
戦争中、軍に関する重要な情報を話すことを厳

きび

しく禁
き ん し

止
すること。
対
つ し ま ま る ち ん ぼ つ

馬丸沈没の出来事も、軍の秘
ひ み つ

密として話してはいけな
かった。

自
分
の
弟
の
謙け

ん
い
ち一

、
弘
は

君
も
知
っ
て
い
る
よ
う
に
疎そ

か
い開

さ
せ
た
が
、
手
紙
は
一
辺
も
な

い
。
ど
う
か
泊
国
民
学
校
生
の

疎そ
か
い開

者
と
あ
う
な
ら
、
何ど

こ処
に

い
る
か
と
尋た

ず
ねね

て
く
れ
。

そ
し
て
も
し
見
た
人
が
い
た
ら

（
見
た
）
と
知
ら
せ
て
く
れ

た
の
む
。

・
・
・
・
・
・

で
は
体
を
大
切
に
大
東
亜
戦

完か
ん
す
い遂

へ
と
邁ま

い
し
ん進

し
よ
う
。

「
長
昭
君
へ
正
夫
よ
り
　
十
一
月
十
三
日
」

「
秘ひ

」
御ご

そ

ふ

ぼ

祖
父
母
様
に
は
そ
の
後
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

私
は
元
気
で
す
。（
中
略
）

今
度
両り

ょ
う
し
ん親

を
は
じ
め
弟
妹
ら
九
人
疎そ

か
い開

の
た
め
沖

縄
よ
り
出
発
し
た
と
の
こ
と
（
中
略
）
不ふ

こ
う幸

二
十
二

日
の
夜
十
時
過
ぎ
遭そ

う
な
ん難

し
た
と
の
こ
と
。（
中
略
）

旅
館
に
は
た
っ
た
五
五
名
が
助
け
ら
れ
て
お
り
ま

し
た
。
み
な
服ふ

く
そ
う装

は
メ
チ
ャ
メ
チ
ャ
で
女
で
見
ら

れ
な
い
も
の
も
お
り
ま
し
た
。（
中
略
）
千
六
百

名
よ
り
救き

ゅ
う
じ
ょ助

さ
れ
た
の
が
一
五
三
名
く
ら
い
で

す
。（
中
略
）
こ
れ
ま
で
の
こ
と
は
一
行
た
り
と
も

隣と
な
り
き
ん
じ
ょ

近
所
の
者
に
知
ら
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
極ご

く
ひ秘

で
す
。（
後
略
）

政
弘
よ
り
　
八
月
三
十
一
日
夜

御
祖
父
母
様
へ
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⑦　小
こ ざ く ら

桜の塔
と う

と平和活動

　「小
こ ざ く ら

桜の塔
と う

」は対
つ し ま ま る

馬丸で犠
ぎ せ い

牲になった人々の慰
い れ い ひ

霊碑です。1954（昭和 29）年 5 月 5 日の子

供の日に、愛知県のすずしろ子供会が中心となって集めた一円募
ぼ き ん

金によって建
た

てられました。

　現在では、近くにある若
わ か さ

狭・天
て ん ぴ

妃両小学校の児童らが毎年６月の平和月間に清掃活動をして

平和学習を行ったり、遺
い ぞ く

族や多くの方々が祈
い の

りを捧
さ さ

げたりするなど、平和への誓
ち か

いの場となっ

ています。

　また、対
つ し ま ま る

馬丸の沈
ち ん ぼ つ

没現場に一番近い悪
あ く せ き じ ま

石島には、1962（昭和 37）年、「対
つ し ま ま る い れ い ひ

馬丸慰霊碑」が

建
た

てられました。「再び対
つ し ま ま る

馬丸のような悲
ひ げ き

劇が起こらないように」との願
ね が

いから、今日でも悪
あ く

石
せ き じ ま

島小中学校の児童らが毎月「あおぞら活動」を行うなど、島全体で慰
い れ い ひ

霊碑を守り続けています。

対馬丸の二つの慰霊碑

旭ヶ丘公園（那覇市）にある対馬丸犠牲者の慰霊碑「小桜の塔」 鹿児島県の悪石島にある「対馬丸慰霊碑」

悪石島小中学校の「あおぞら活動」
学芸会で劇「対馬丸」を発表／若狭小学校（上下とも）

小桜の塔の清掃奉仕後、平和集会で献
花を捧げる天妃小学校児童代表

　学芸会で対馬丸をもとに
した劇に取り組み、平和に
ついて考えることはとっても

意味があると思うわ。

対馬丸慰霊祭にむけて、小桜の塔を磨
き上げる上山中学校剣道部員
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①　国民学校の授業　

　1941（昭和 16）年、学校に関する新しい法
ほ う り つ

律がつくられ、これまで親
し た

しまれてきた小学校

という名前は「国民学校」に変わり、教科書や学校の授業なども変わりました。子どもたちは

「少
しょう

国
こ く み ん

民」と呼ばれるようになり、教科書には戦車や軍
ぐ ん か ん

艦など戦争に関するものが多く登場す

るようになりました。授業では、国民が一
い ち が ん

丸となり戦争に勝つための教育や、将来つよい兵士

になれるように集団訓
く ん れ ん

練をさかんに行うなど、基
き そ

礎的な訓
く ん れ ん

練を受けました。

修は修身（現在の道徳）、読は国語の読み方（三年
生）、話は国語の話し方（三年生）、国は国語の読み
方・話し方（五年生）、綴は国語の綴り方（現在の
作文）、算は算数、理は理科、体は体操、合体は合
同体操、音は音楽、習は習字、画は図画、工は工
作、訓は全体訓練、史は国史（五年生）、地は地理
（五年生）、武は武道（五年生）、裁は裁縫（女子の
み・五年生）。

〈五年生（女子）の時間割（泊国民学校） 昭和19年〉

修
算
体
地
国
訓

体
工
算
国
理
綴

算
理
国
史
習
体

音
国
算
史
綴
訓

修
体
算
音
地
武

国
栽
栽
体
画

〈三年生の時間割（泊国民学校） 昭和19年〉

体
読
算
話

算
読
体
工

読
算

　綴

修
読
音
訓

算
読
習
理

算
読
画 合

体

数も兵器で覚えます
「カズノホン　一」

国民学校で使った教科書と時間割

おんぷにのせて軽やかに「兵隊さんは勇ましい」
「うたのほん　下」　

歌詞のなかでも愛国心 「入営」
「初等科音楽　二」　

当時の学校と
今の学校のお勉強は
同じかな？

くらべてみよう。

書道の時間も
「必勝の信念」を
「初等科習字 四」　六年生用

あいこくしん

おぼ

かろ いさ

にゅうえい

ひっしょう

しゅうしん

ごうたいたいそう

つづ

こくし

さいほう

くんれん

たいそう

しんねん
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②　学童疎
そ か い

開

　沖縄では、アメリカ軍の上陸に備
そ な

えてたくさんの軍隊がやって来ました。子どもたちの校
こ う し ゃ

舎は

兵
へ い し ゃ

舎へと変わっていきました。政府は、子どもたちを九州の宮崎県や熊本県、大分県の安全な地

域に、学校ごとの集団で疎
そ か い

開させました。疎
そ か い さ き

開先で子どもたちの安全と教育の場を確
か く ほ

保するとと

もに、沖縄では戦
せ ん と う

闘に備
そ な

えて、軍隊への食
しょくりょうきょうきゅう

糧供給を安定させ、防
ぼ う え い た い せ い

衛体制を強
き ょ う か

化するためでした。

　九州への移動は 1944 年 8 月から 9 月まで行われ、5600 人あまりの子どもたちが親元を離
は

れ

て沖縄から旅立ちました。疎
そ か い

開先では、食べ物が少なくいつもお腹
な か

がすいており、栄
えいようしっちょう

養失調から

身体が弱くなる子どもが増
ふ

え、伝
でんせんびょう

染病で亡
な

くなる子どももいました。また、冬には沖縄では体験

したことのない厳
き び

しい寒さにたえ、家族に会えない寂
さ び

しさや不安をかかえながら、沖縄へ帰れる

日を待ち続けました。2 年 2 ヵ月にわたった疎
そ か い

開生活は「ヤーサン（お腹
な か

すいた）、ヒーサン（寒

い）、シカラーサン（さみしい）」と表現されるほどの苦しい体験でした。

● 作ってみよう！
「一週間の献立表」の9日の夕食メニューです。
当時の疎開学童の夕食を作ってみよう。

寒さに耐
た

える学童たち
ズボンのすそをつぎたしたり、
重ね着して寒さにたえた。

（熊本県日奈久町）

軍用地を開
かいこん

墾して食糧生産 （宮崎県児湯郡高鍋町）

雪の記念撮
さつえい

影
初めて雪を見た日に記念撮影をした。

品
　
名

材
　
料
一
人
重
量

主 

混
合
飯
米
・
麦

唐
　
芋
一
〇
〇
ｇ

    

五
〇
ｇ

品
　
名

材
　
料
一
人
重
量

主
　
唐 

芋
唐
　
芋
四
〇
〇
ｇ

品
　
名

材
　
料
一
人
重
量

主 

混
合
飯
米
・
麦

唐
　
芋
一
〇
〇
ｇ

    

五
〇
ｇ

副 

味
噌
汁
味
　
噌

白
　
菜
　
二
五
ｇ

 

一
〇
〇
ｇ

副 

味
噌
汁
味
　
噌

白
　
菜
　
二
五
ｇ

 

一
〇
〇
ｇ

副 

味
噌
汁
味
　
噌

白
　
菜
　
二
五
ｇ

 

一
〇
〇
ｇ

副 

味
噌
汁
味
　
噌

白
　
菜
　
二
五
ｇ

 

一
〇
〇
ｇ

副 

味
噌
汁
味
　
噌

白
　
菜
　
二
五
ｇ

 

一
〇
〇
ｇ

副 

味
噌
汁
味
　
噌

干
　
魚

白
　
菜
　

二
五
ｇ

　
一
〇
ｇ

一
〇
〇
ｇ

副 

味
噌
汁
味
　
噌

大
根
葉
　
　
六
ｇ

 

一
〇
〇
ｇ

副 

味
噌
汁
味
　
噌

白
　
菜
　
　
六
ｇ

 

一
〇
〇
ｇ

副 

味
噌
汁
味
　
噌

白
　
菜
　
二
五
ｇ

 

一
〇
〇
ｇ

副
　
漬 

物
大
　
根

　
塩

一
〇
〇
ｇ

    

　
三
ｇ

副
　
漬 

物
大
　
根

　
塩

一
〇
〇
ｇ

    

　
三
ｇ

副
　
漬 

物
大
　
根

　
塩

一
〇
〇
ｇ

    

　
三
ｇ

副
　
漬 

物
大
　
根

　
塩

一
〇
〇
ｇ

    

　
三
ｇ

主 

混
合
飯
米
・
麦

唐
　
芋
一
〇
〇
ｇ

    

五
〇
ｇ

雑
　
　
炊

米
・
麦

唐
　
芋

味
　
噌

白
　
菜

一
〇
〇
ｇ

    

五
〇
ｇ

二
五
ｇ

 

一
〇
〇
ｇ

雑
　
　
炊

米
・
麦

唐
　
芋

味
　
噌

白
　
菜

一
〇
〇
ｇ

    

五
〇
ｇ

二
五
ｇ

 

一
〇
〇
ｇ

雑
　
　
炊

米
・
麦

唐
　
芋

醤
　
油

　
塩

干
　
魚

白
　
菜

一
〇
〇
ｇ

    

五
〇
ｇ

　
六
ｇ

　
　
三
ｇ

　
一
〇
ｇ

 

一
〇
〇
ｇ

雑
　
　
炊

米
・
麦

唐
　
芋

う
の
●

味
　
噌

白
　
菜

一
〇
〇
ｇ

    

五
〇
ｇ

一
五
〇
ｇ

　
　
六
ｇ

 

一
〇
〇
ｇ

雑
　
　
炊

米
・
麦

唐
　
芋

う
の
●

味
　
噌

白
　
菜

一
〇
〇
ｇ

    

五
〇
ｇ

一
五
〇
ｇ

　
二
五
ｇ

 

一
〇
〇
ｇ

雑
　
　
炊

米
・
麦

唐
　
芋

う
の
●

味
　
噌

大
根
葉

一
〇
〇
ｇ

    

五
〇
ｇ

一
五
〇
ｇ

　
　
六
ｇ

 

一
〇
〇
ｇ

主 

混
合
飯
米
・
麦

唐
　
芋
一
〇
〇
ｇ

    

五
〇
ｇ

副
　
煮 

付
大
　
根

醤
　
油
一
〇
〇
ｇ

    

　
六
ｇ

副
　
煮 

付
大
　
根

醤
　
油
一
〇
〇
ｇ

    

　
六
ｇ

主 

混
合
飯
米
・
麦

唐
　
芋
一
〇
〇
ｇ

    

五
〇
ｇ

主 

混
合
飯
米
・
麦

唐
　
芋
一
〇
〇
ｇ

    

五
〇
ｇ

主 

混
合
飯
米
・
麦

唐
　
芋
一
〇
〇
ｇ

    

五
〇
ｇ

主 

混
合
飯
米
・
麦

唐
　
芋
一
〇
〇
ｇ

    

五
〇
ｇ

主 

混
合
飯
米
・
麦

唐
　
芋
一
〇
〇
ｇ

    

五
〇
ｇ

主 

混
合
飯
米
・
麦

唐
　
芋
一
〇
〇
ｇ

    

五
〇
ｇ

米
・
麦

唐
　
芋
一
〇
〇
ｇ

    

五
〇
ｇ

主 

混
合
飯
米
・
麦

唐
　
芋
一
〇
〇
ｇ

    

五
〇
ｇ

主 

混
合
飯

主 

混
合
飯
米
・
麦

唐
　
芋
一
〇
〇
ｇ

    

五
〇
ｇ

主 

混
合
飯
米
・
麦

唐
　
芋
一
〇
〇
ｇ

    

五
〇
ｇ

朝
　
　
食
　

昼
　
　
食
　

夕
　
　
食
　

●
最
近
一
週
間
の
献
立
表（
こ
ん
だ
て
ひ
ょ
う
）

9 日10 日11 日12 日13 日14 日15 日

昭和20年のある1週間の献立表です。

品　名 材　料 1人重量

主（食） 混合飯
米・麦
唐　芋

100ｇ
   50ｇ

副（菜） 味噌汁
味　噌
はくさい　

25ｇ
　100g

夕

　食

　

こんごうめししゅしょく

みそしるふくさい

むぎ

からいも

　一週間の献
こんだてひょう

立表や
写真を見ながら

  当時の疎開生活を想像して
みよう。

■九州の疎開先と人数
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①　軍隊がやって来た

　アメリカ軍の反
は ん げ き

撃がせまり、沖縄がねらわれると考えた日本軍は、1944（昭和 19）年 3 月

に沖縄守
し ゅ び ぐ ん

備軍（第 32 軍）をつくり、沖縄各地にたくさんの軍隊を配
は い ち

置しました。日本軍は、

飛行場建
け ん せ つ

設や陣
じ ん ち

地づくりに多数の一般住民を動
ど う い ん

員しました。

　7 月にサイパンがアメリカ軍に占
せんりょう

領されると、政府の命令で沖縄からお年
と し よ

寄りや子ども、女

性たちを疎
そ か い

開させることになりました。そんななか疎
そ か い

開へと出
しゅっこう

航した対
つ し ま ま る

馬丸は、8 月 22 日の夜、

ボーフィン号の魚
ぎ ょ ら い こ う げ き

雷攻撃を受け沈
ち ん ぼ つ

没しました。

②　十・十空
くうしゅう

襲

　対
つ し ま ま る

馬丸が沈
ち ん ぼ つ

没してからわずか 49 日目の 1944（昭和 19）年 10 月 10 日、沖縄本島を中心

とした南西諸島一帯はアメリカ軍機
き ど う ぶ た い

動部隊の無
む さ べ つ こ う げ き

差別攻撃を受けました。朝 7 時から夕方まで 5

回にわたり飛行場や港
こ う わ ん

湾などの軍
ぐ ん じ し せ つ

事施設と都市部が空
くうしゅう

襲されました。

　アメリカ軍は、のべ 1396 機の航
こ う く う き

空機を出
しゅつげき

撃させ、那覇市の市
し が い ち

街地約 90％を焼きつくし、

死者 225 人、負
ふ し ょ う し ゃ

傷者 358 人の被
ひ が い

害をもたらしました。

　対
つ し ま ま る

馬丸で疎
そ か い

開した学童の 80％は、那覇の子どもたちでした。対
つ し ま ま る

馬丸が無事かどうかを知ら

されぬまま不安な毎日を送っていた家族は、さらなる追
お

い打ちをかけられ、戦争へと巻
ま

き込
こ

ま

れていきました。

那覇
天妃
上山
甲辰
松山
泊
久茂地
垣花
計

1,653
1,408
1,741
1,075
880
1,282
1,258
1,578
10,875

36
26
32
22
18
25
25
31
215

46
29
36
25
19
29
27
34
245

863
603
1,588
535
530
886
783
783
6,571

16
15
20
12
11
17
18
19
128

23
18
23
15
13
30
21
21
154

258
109
200
163
120
701
375
525
2,449

8
6
6
6
6
15
10
12
69

12
8
15
10
8
18
11
15
97

学童数 学級数 教員数 学童数 学級数 教員数 学童数 学級数 教員数
4月学期前 空襲後

那覇市内国民学校における、空襲前後の学級数・教員数の変動（単位：人）

『那覇 10.10 大空襲』　
〈大田昌秀著 久米書房〉より

校名

時期
事項

500

1000

1500

2000

空襲前後の学童数の変動グラフ

4月学期前
空襲前の10月初旬
空襲後

那覇 天妃 上山 甲辰 松山 泊 久茂地 垣花
単位：人

真ん中に見えるのが天妃国民学校
右上に少し見えるのが上山国民学校

真ん中に見えるのが天妃国民学校
右上に少し見えるのが上山国民学校

総戸数
15,648

4,208
那覇市の
被害状況

真ん中に見えるのが天妃国民学校
右上に少し見えるのが上山国民学校
真ん中に見えるのが天妃国民学校
右上に少し見えるのが上山国民学校

■十・十空襲による那覇市の

　被害状況グラフ

そうこすう

くうしゅう くうしゅう へんどう

ばくげき

ひがいじょうきょう残った家の数

被害にあった家の数
11,440

学校の校舎も爆撃されました
右図を見て「4月学期前」、「空襲前の10
月初旬（学童疎開後）」、「空襲後」の学
童数の変化を見てみましょう。

空襲前の10月初旬（学童疎開後）
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③　アメリカ軍上
じょうりく

陸・地上戦が始まる

　1945（昭和 20）年 3 月 26 日、アメリ

カ軍は慶
け ら ま し ょ と う

良間諸島へ上
じょうりく

陸、4 月 1 日には沖

縄本島の読
よ み た ん

谷から北
ち ゃ た ん

谷にかけての海岸に上
じょう

陸
り く

し、沖縄における地上戦が始まりました。

④　住民を巻
ま

き込
こ

む

　アメリカ軍は、沖縄本島上
じょうりく

陸からわずか 3 日で東海岸へ達し、4 月 13 日には本島の最
さ い ほ く た ん

北端

の辺
へ ど み さ き

戸岬まで到
と う た つ

達しました。

　日本軍は「持
じ き ゅ う さ く せ ん

久作戦」をとり、沖縄での戦いをできるだけ長く続ける

ことでアメリカ軍の日本本土上
じょうりく

陸を遅
お く

らせ、本土決戦の準
じ ゅ ん び

備をするため

の時間をかせごうとしました。そのため、より多くの兵
へいりょく

力を確
か く ほ

保し、長

期間戦い続けるために、一般住民や中
ちゅうとう

等学校・高
こ う と う

等女学校などの生徒

も防
ぼ う え い た い

衛隊や学
が く と た い

徒隊として軍隊に組み込
こ

み、戦
せ ん と う

闘に参加させました。

　アメリカ軍は、5 月 11 日から日本軍司
し れ い ぶ

令部のある首里地区に総
そ う こ う げ き

攻撃を開始しました。日本

軍は激
は げ

しく抵
て い こ う

抗しましたが、5 月下
げ じ ゅ ん

旬に急きょ南部へ撤
て っ た い

退し、首里が占
せんりょう

領されました。南部一

帯は、追
お

いつめられた避
ひ な ん み ん

難民と日本軍が入り乱
み だ

れる戦場となりました。壕
ご う

追
お

い出しやスパイ視
し

虐
ぎょくさつ

殺、集団死などの悲
ひ さ ん

惨な出来事も起きました。

　アメリカ軍は、およそ 3 カ月にわたって大量の砲
ほ う だ ん

弾を無
む さ べ つ

差別にうち

込
こ

み、「鉄の暴
ぼ う ふ う

風」と呼ばれるほどの激
は げ

しい攻
こ う げ き

撃を加えました。

　日本軍とアメリカ軍が死
し と う

闘を繰り広げた沖縄の地は、多くの住民を巻
ま

き込
こ

む地
じ ご く

獄のような戦
せんじょう

場となりました。

⑤　沖縄での戦
せ ん と う

闘終了

　6 月 23 日、沖縄守
し ゅ び ぐ ん

備軍の牛島満司令官の自
じ け つ

決によって、沖縄におけ

る組
そ し き て き

織的な戦
せ ん と う

闘は終わりました。

　沖縄での戦
せ ん と う

闘で亡
な

くなった人は全部で約20万人、そのうち沖縄県民

の犠牲者は約12万2千人（学
が く と た い

徒隊などをふくむ沖縄県出身軍
ぐ ん

人
じ ん

・軍
ぐ ん ぞ く

属は

約2万8千人、戦
せ ん と う

闘に巻
ま

き込
こ

まれ犠
ぎ せ い

牲となった住民は9万4千人）でした　※写真提供 沖縄県平和祈念資料館

本島中部の西海岸から上陸するアメリカ軍

サトウキビ畑にひそむ日本兵を攻撃
するアメリカ兵

アメリカ軍の激しい対空砲火

少年から老人まで戦争にかり出された
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❹対
つ し ま ま る

馬丸はいつ・どこで沈
し ず

められたでしょうか。

❶疎
そ か い

開することになった
のはなぜでしょうか。

❸子どもたちのなかには、疎
そ か い

開することを楽しみにしている子もいました。なぜだと思い

ますか。

沈められた日：　　　　　年　　　月　　　日　　　　　　時　　　　分

沈められた所：

　　　❷親たちが、わが子を疎
そ か い

開させ
　　　るか悩

な や

んだのはなぜでしょうか。
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❼対馬丸が沈
ち ん ぼ つ

没したしたことを「話してはいけない！」と言われたのは、

なぜだと思いますか。

❺船の中からにげ出せず、海の中へ沈
し ず

んでいった人々は、そのとき何を考え、どんな気持

ちだったと思いますか。想
そ う ぞ う

像しながら書いてみましょう。

❻沈
し ず

んでいく船から真っ暗な海へ投げ出された人々は、漂
ひょうりゅう

流しているときどんな気持ち

だったと思いますか。想
そうぞう

像しながら書いてみましょう。
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❽対馬丸の沈
ち ん ぼ つ

没でどれくらいの人が犠
ぎ せ い

牲になっでしょうか。

❾展示室にある遺
い え い

影（犠
ぎ せ い

牲になった人の写真）には、いろんな人のいろんな写真があります。

それを見て気づいたことや感じたことを書いてみましょう。

❿遺
い え い

影（写真）の人たちは、私たちに何を語
か た

りかけていると思いますか。

亡
な

くなった人たちの気持ちになって書いてみましょう。

対馬丸に乗った人：　　　　　　　　　　人

犠
ぎ せ い

牲になった人：　　　　　　　　　　　人

※ 犠
ぎ せ い

牲者の名
め い ぼ

簿の調査は、現在も行われています。その結果によって人数は少しずつ変わっていきます。
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旭ヶ丘公園 MAP
NAHA PEACE MONUMENT PARK

a

b

c

a b c

●ベッテルハイム博士居住之趾
●仲地紀仁顕彰碑

臺灣遭害者之墓●

●ふんばるがじゅまる

波上宮

護国寺

名護親方頌徳碑●

●謝名親方顕彰碑

小桜の塔

対馬丸記念館

旭ヶ丘公園 

若狭海浜公園 

波の上ビーチ

●殉職警察職員慰霊之碑
じゅんしょくけいさつしょくいん い れ い の ひ

きょじゅうのあと

ご こ く じ

なみのうえぐう

な か ち き じ ん け ん し ょ う ひ

な ご う ぇ ー か た し ょ う と く ひ

た い わ ん そ う が い し ゃ の は か

蔡温頌徳碑●
さいおんしょうとくひ

じゃなうぇーかたけんしょうひ

沖縄芝居顕彰碑●
お き な わ し ば い け ん し ょ う ひ

野村流始祖先師顕彰碑●
し そ せ ん し け ん し ょ う ひ 琉球箏曲先師顕彰碑●

りゅうきゅうそうきょくせんしけんしょうひ

あさひがおか

かいひん

ⓐ

ⓑ

ⓒ

　　対
つ し ま ま る

馬丸記念館以外に
も、旭

あさひがおか

ヶ丘公園周辺にはいろ
いろな記

き ね ん ひ

念碑などがあるよ！　
　　　調べてみよう！

⓫下の、旭
あ さ ひ が お か

ヶ丘公園地図の
ａ ｂ ｃ の慰

い れ い ひ

霊碑について、
公園内を歩きながら名前を
　調べてみよう。
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「心に残っていること」や「一番大切な人へ伝えたいメッセージ」を

書いてみましょう。
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