


　1942年、旧日本軍はビルマ戦線の物資輸送のルート確保として、海上輸送の危険を避け、
泰緬鉄道の建設に着手。建設はビルマ側・タイ側両方から開始されました。日本軍1万2000人、
連合国の捕虜6万2000人（うち1万2619人死亡）。募集や強制連行による「ロウムシャ」と呼ば
れた労働者は、タイ人数万人（正確な数は不明）、ミャンマー人18万人（うち４万人死亡）、マレー
シア人（華人・印僑含む）８万人（うち4万2000人死亡）、インドネシア人（華僑含む）4万5000
人が使

しえき

役させられました。建設現場の環境は劣悪で、栄養失調とコレラやマラリア罹患による
死者数は莫大な数でした。

泰
たいめん

緬鉄道（過酷な建設労働で〝死の鉄橋〟と呼ばれた）

・クワエ川鉄橋
　　　　　タイ・カンチャナブリ



　泰緬鉄道は、海上ルートが半ば途絶したビルマへの唯一の補給用ルートとして重要な鉄道でし
た。しかし、完成を急ぐあまりあらゆるところで規格が落とされ、強度不足が原因で転落事故も
頻発しました。
　映画『戦場にかける橋』に登場するクワエ川木橋は、撮影セットとしてスリランカの密林の中
に実際に架橋されたもので、史実とは異なりダイヤモンド形上下トラス構造で製作されていま
す。



　
「
枕
木
一
本
、
死
者
一
人
」。
戦
時
中
、
橋
の
完
成
後
は
連

合
軍
の
爆
撃
機
に
よ
る
空
爆
が
行
わ
れ
、
橋
は
破
壊
さ
れ
て

は
復
旧
さ
れ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
ま
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
連
合
軍
が
鉄
道
の
輸
送
を
完
全
に
止
め
さ
せ
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

捕
虜
収
容
所
は
橋
か
ら
近
か
っ
た
た
め
、
連
合
軍
の
爆
撃

で
外
れ
た
爆
弾
が
落
ち
て
き
て
、
多
数
の
死
者
が
出
ま
し

た
。
戦
後
、
泰
緬
鉄
道
建
設
を
に
な
っ
た
鉄
道
連
隊
に
所
属

す
る
兵
士
や
連
合
軍
捕
虜
を
取
り
扱
っ
た
捕
虜
収
容
所
の
関

係
者
ら
は
、
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
と
し
て
「
捕
虜
虐
待
」
な
ど
の
戦

争
犯
罪
に
問
わ
れ
、
処
刑
さ
れ
て
い
ま
す
（
泰
緬
鉄
道
建
設

捕
虜
虐
待
事
件
を
参
照
、
戦
争
博
物
館
に
資
料
展
示
あ
り
）。



　現在の鉄橋周辺は観光地となり、鉄橋を眺めながら食事をすることができる水上レストラン、連合
軍兵士墓地や爆弾を模したモニュメントなどがあります。また、観光用のトロッコ列車が鉄橋をゆっ
くりとしたスピードで10分程度かけて往復しています。
　普段は徒歩で鉄橋を渡ることができるため、多くの観光客が対岸まで渡って散策しますが、鉄橋の
幅はせまく、手すりはありません。現在はタイの国有鉄道が走っていますが、日本のように時刻が守
られることはなく、遅れて当たり前。その時の過ごし方を知ることも大切です。
� （写真・文　下野祇園）（2014年2月24日取材）
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沖縄県に平和と安全が
訪れる日はいつか？

沖縄大学地域研究所特別研究員　伊
いとう

藤わらびさん

東
北
に
住
む
Ａ
子
さ
ん
か
ら
の
便
り
に
は
、「
い
つ
も
沖
縄
の
こ
と
を
思
っ
て
く
だ
さ
り
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
宮
古
島
の
高
校
を
卒
業
後
、
日
本
本
土
に
渡
っ
て
半
世
紀
、
い
ま
も
郷
里
沖

縄
へ
の
変
わ
ら
ぬ
熱
い
思
い
を
知
ら
さ
れ
ま
す
。

二
、
三
回
の
観
光
以
外
の
沖
縄
県
と
の
出
会
い
は
、
日
本
一
の
出
生
率
が
報
じ
ら
れ
た
多た

ら

ま
良
間
村む

ら

を
、
二
〇

〇
五
年
三
月
に
訪
れ
た
こ
と
で
し
た
。
八
年
後
の
二
〇
一
三
年
四
月
か
ら
一
年
間
島
に
居
住
し
、
島
の
子
育
て

環
境
、
守ム
リ
ア
ニ姉

の
慣
習
や
、
保
育
所
の
設
置
運
動
、
伝
統
的
な
八
月
踊
り
（
豊
年
祭
）
の
子
ど
も
た
ち
へ
の
継
承

等
に
つ
い
て
、
調
査
研
究
を
行
い
ま
し
た
。
五
〇
〇
年
間
の
歴
史
を
有
す
る
多
良
間
島
は
、
独
特
の
風
習
、
祭

事
、
民
俗
芸
能
な
ど
が
原
型
の
ま
ま
保
存
さ
れ
て
お
り
、
民
俗
学
の
宝
庫
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。（
※
守
姉
…
…

少
女
が
村
の
乳
幼
児
の
子
守
り
を
す
る
多
良
間
村
の
風
習
）

人
口
一
二
〇
〇
人
の
島
の
産
業
は
、
県
の
四
〇
％
の
生
産
高
を
占
め
る
黒
糖
と
黒
牛
の
飼
育
で
す
。
島
民
は

友
好
的
で
、
日
中
の
猛
暑
の
な
か
で
の
農
作
業
を
終
え
、
海
か
ら
涼
し
い
風
が
吹
く
こ
ろ
、
村
の
セ
ン
タ
ー
に

集
ま
り
、
歌
・
三
線
や
琉
球
舞
踊
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
の
情
景
は
い
か
に
も
の
ど
か
で
、
竜
宮
城
で
の

浦
島
太
郎
の
物
語
を
思
い
起
こ
し
た
も
の
で
し
た
。

一
年
が
た
っ
た
と
き
、
那
覇
市
に
居
住
し
ま
し
た
。
市
内
の
沖
縄
大
学
で
一
年
半
、
沖
縄
学
を
中
心
と
し
た

聴
講
を
は
じ
め
、
観
劇
、
講
演
会
、
各
地
の
伝
統
行
事
等
に
参
加
し
た
こ
と
で
、
沖
縄
県
の
歴
史
、
文
化
、
現

代
社
会
に
つ
い
て
認
識
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

小
国
な
が
ら
非
武
の
文
化
・
教
養
を
奨
励
し
、
ア
ジ
ア
諸
国
と
友
好
的
に
交
易
を
行
い
、
約
五
〇
〇
年
間
繁
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いとう　わらび

　沖縄大学地域研究所特別研究員。十文字学園女子大学名誉教授。
「沖縄を語るデイゴの会」主宰。専門分野は社会福祉、とくに児童
福祉。
　1943年旧満州生まれ。1960年代に、東京および英国の児童養護
施設に勤務。1970年代より短大、大学で保育者と社会福祉士の養
成教育に従事。
　趣味は、沖縄県の組

くみおどり

踊、琉球舞踊の鑑賞。沖縄２紙『琉球新報』『沖
縄タイムス』の講読。韓流ドラマ、とくに歴史物の視聴。

栄
し
た
琉
球
王
国
は
、
一
八
七
九
年
、
明
治
政
府
に
よ
る
強
行
な
琉
球
処
分
で
滅
亡
し
ま
し
た
。
以
後
、
日
本

へ
の
強
力
な
同
化
政
策
、
戦
争
に
お
け
る
忠
誠
心
と
協
力
の
強
要
、
そ
し
て
第
二
次
世
界
大
戦
敗
戦
後
の
米
軍

の
占
領
と
軍
政
の
下
で
の
苦
難
、
一
九
七
二
年
の
本
土
復
帰
後
も
日
本
の
平
和
憲
法
下
で
の
生
活
の
期
待
は
裏

切
ら
れ
、
戦
後
七
〇
年
が
た
っ
た
今
日
も
、
全
国
土
面
積
の
〇
・
六
％
の
土
地
に
七
四
％
の
米
軍
基
地
を
抱
え

る
と
い
う
異
常
事
態
が
続
い
て
い
ま
す
。

沖
縄
戦
は
日
本
本
土
へ
の
米
軍
の
上
陸
を
く
い
止
め
る
た
め
の
捨す
て
い
し石
作
戦
で
あ
り
、
県
民
を
巻
き
込
み
、
四

人
に
一
人
が
犠
牲
と
な
っ
た
世
界
で
も
類
を
み
な
い
悲
惨
な
地
上
戦
で
し
た
。
終
戦
と
同
時
に
県
民
が
二
～
三

年
間
、
北
部
の
収
容
所
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
あ
い
だ
に
、
米
軍
は
接
収
し
た
土
地
に
欲
し
い
ま
ま
に
基
地
を
建

設
し
ま
し
た
。
現
在
も
土
中
か
ら
遺
体
や
不
発
弾
が
出
土
し
、
沖
縄
戦
体
験
者
の
高
齢
者
の
多
く
が
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ

（
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
）
に
悩
ま
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
で
に
実
証
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
基
地
の
存
在
が

沖
縄
県
の
経
済
的
発
展
を
阻
ん
で
お
り
、
い
っ
ぽ
う
、
二
七
年
間
の
米
軍
の
統
治
は
社
会
福
祉
、
社
会
保
障
制

度
の
整
備
の
遅
れ
を
ま
ね
き
、
貧
困
問
題
を
は
じ
め
多
様
な
県
民
の
生
活
問
題
の
要
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。

日
本
政
府
の
強
権
に
よ
る
辺
野
古
新
基
地
建
設
へ
の
反
対
闘
争
が
長
く
続
い
て
い
ま
す
。
戦
争
の
悲
惨
さ
を

知
る
沖
縄
の
人
々
は
、
子
ど
も
や
孫
世
代
の
た
め
に
平
和
で
安
全
な
沖
縄
を
願
い
、
強
大
な
権
力
に
向
き
合
い
、

必
死
で
た
た
か
っ
て
い
ま
す
。
本
土
に
住
む
日
本
人
は
デ
マ
や
誹
謗
中
傷
に
惑
わ
さ
れ
ず
に
、
沖
縄
県
の
実
情

を
理
解
し
、
歴
史
に
翻
弄
さ
れ
て
き
た
沖
縄
県
民
の
切
実
な
願
い
を
知
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
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「
井
の
中
の
蛙か
わ
ず、
大
海
を
知
る
」

井
の
中
に
大
海
の
存
在
す
ら
知
ら
さ
ず
、
ま
し
て
や
、
井
の
中
の
こ
と
も
ま
と
も
に

知
ら
さ
ず
、
井
の
中
が
歩
ん
だ
歴
史
さ
え
も
偽
造
す
る
。
歩
ん
だ
歴
史
の
中
で
生
ま
れ

た
世
界
に
誇
る
べ
き
井
の
中
憲
法
と
は
か
け
離
れ
た
井
の
中
に
し
よ
う
と
、
統
治
者
は
躍
起
に
な
っ
て
い
る
。
大
海
の
さ
ま
ざ
ま
な
権

利
条
約
を
、
留
保
や
一
部
除
外
に
し
て
締
結
す
る
姑
息
な
井
の
中
統
治
を
企
て
る
。
井
の
中
情
報
を
操
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
さ
え
も
、
真

実
よ
り
、
為
政
者
に
顔
を
向
け
る
。
何
が
真
実
で
、
何
が
現
実
か
。
表
面
は
波
立
た
な
い
よ
う
で
も
、
水
面
下
は
荒
れ
て
い
る
。
浮
か

び
続
け
る
の
も
容た

や
す易

く
な
い
。

そ
こ
で
、
蛙
た
ち
は
考
え
る
。
本
当
の
井
の
中
の
こ
と
を
、
そ
し
て
、
井
の
中
の
外
に
は
、
大
海
が
あ
る
こ
と
を
。
そ
の
キ
ー
ワ
ー

ド
は
、
能
動
的
情
報
獲
得
。
し
か
し
、
井
の
中
の
蛙
に
自
己
責
任
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？　

意
図
的
に
、
外
界
と
つ
な
げ
ず
に
、
ま
し

て
や
井
の
中
情
報
を
操
る
井
の
中
の
生
活
に
、
蛙
た
ち
の
自
己
責
任
は
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
？

「
痩
せ
蛙　

負
け
る
な
一
茶
こ
こ
に
あ
り
」
と
い
う
句
が
あ
る
。
句
の
内
容
は
略
す
が
、
信
州
の
小お

ぶ

せ
布
施
町ま

ち

の
岩が

ん
し
ょ
う
い
ん

松
院
に
も
こ
の
句

の
縁
が
書
き
残
さ
れ
て
い
る
。
蛙
合
戦
に
は
、
い
く
つ
か
の
伝
承
も
あ
る
の
で
、
場
所
の
正
確
さ
は
お
許
し
願
い
た
い
。
岩
松
院
に
少

海
外
の
福
祉
か
ら
学
ぼ
う

特 集
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し
雪
の
残
る
時
期
に
伺
っ
た
の
を
思
い
出
す
。
憲
法
は
、
国
民
の
位
置
と
、
そ
の
位
置
を
保
障
す
る
こ
と
に
統
治
が
存
在
す
る
こ
と
を

説
く
。「
私
が
立
法
府
の
長
で
す
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。

こ
こ
で
押
さ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、井
の
中
の
蛙
の
権
利
の
自
覚
と
そ
の
た
め
の
育
み
や
情
報
提
供
で
あ
る
。
統
治
者
は
、

そ
の
こ
と
に
心
砕
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、
今
回
の
特
集
で
は
、
大
海
か
ら
井
の
中
を
見
て
み
よ
う
と
い
う
試
み
だ
が
、
こ
こ
は
、
た
だ
単
に
大
海
か
ら
見
る
と
い
う
こ

と
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
か
ら
ま
た
、
井
の
中
の
真
実
も
浮
き
彫
り
に
な
ら
な
い
か
と
の
ね
ら
い
も
あ
る
。

最
近
お
ど
ろ
い
た
こ
と
に
、国
の
財
政
審
議
会
や
規
制
改
革
委
員
会
な
ど
で
、「
憲
法
の
社
会
保
障
の
『
国
家
責
任
、最
低
生
活
保
障
、

無
差
別
平
等
の
原
則
』
は
、
ア
メ
リ
カ
が
持
ち
込
ん
だ
考
え
で
、
日
本
独
自
の
考
え
で
は
な
い
。
日
本
が
独
自
に
、
社
会
保
障
の
考
え

を
打
ち
出
す
と
き
が
来
て
い
る
」
と
い
う
動
き
だ
。
主
権
在
民
を
否
定
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
主
権
者
と
し
て
の
国
民
の
位
置
を
実
態
と
国

家
の
枠
組
み
か
ら
崩
そ
う
と
し
て
い
る
。
ま
し
て
や
、
昨
年
来
の
違
憲
の
安
保
法
制
も
根
を
一
に
す
る
。

そ
う
い
え
ば
、
元
内
閣
法
制
長
官
の
阪さ

か
た田

雅ま
さ
ひ
ろ裕

さ
ん
は
、「
集
団
的
自
衛
権
を
行
使
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
敵
と
な
る
国
に
、

我
が
国
を
武
力
攻
撃
す
る
大
義
名
分
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
、か
え
っ
て
国
民
を
危
険
に
さ
ら
す
。
抑
止
力
は
、ア
メ
リ
カ
に
よ
り
い
っ

そ
う
の
協
力
を
し
な
い
と
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
米
軍
が
日
本
を
守
っ
て
く
れ
な
い
、
日
米
軍
事
同
盟
以
上
の
こ
と
が
発
生
す
る
根
拠

が
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
安
保
法
制
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
自
衛
隊
の
海
外
派
兵
が
法
律
に
適
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
我
が
国
に
必
要

な
こ
と
な
の
か
ど
う
か
を
監
視
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
安
保
法
制
は
、
自
衛
隊
の
海
外
活
動
を
義
務
付
け
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
こ
れ
か
ら
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
す
」（
全
国
革
新
懇
新
聞
）
と
発
言
し
て
い
る
。

今
回
の
、
七
月
号
特
集
の
海
外
か
ら
み
た
社
会
福
祉
、
国
家
責
任
問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
ね
ら
い
か
ら
企
画
し
た
。�

（
編
集
主
幹
）


