
日
中
友
好
協
会
静
岡
支
部
か
ら
、

満
洲
へ
の
「
日
中
友
好
平
和
の
旅
」

の
パ
ン
フ
が
送
ら
れ
て
き
た
。
す

ぐ
参
加
を
決
意
し
た
。
中
国
、
と

り
わ
け
満
洲
に
は
、
昨
年
来
関
心

を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
満
洲

に
関
連
し
た
映
画
「
望
郷
の
鐘
」

と
「
15
歳
の
夏
」
と
い
う
二
つ
の

映
画
会
の
実
行
委
員
を
や
っ
た
こ

と
か
ら
だ
。
「
望
郷
の
鐘
」
は
、

満
蒙
開
拓
団
と
残
留
孤
児
の
悲
劇
、

「
15
歳
の
夏
」
は
、
国
策
に
翻
弄

さ
れ
た
若
い
命
を
通
し
て
、
民
族

の
誇
り
や
民
族
を
越
え
た
真
の
友

好
を
テ
ー
マ
と
し
た
そ
れ
ぞ
れ
素

晴
ら
し
い
映
画
だ
っ
た
。

満
洲
の
地
を
踏
ん
で
、
見
る
も

の
聞
く
も
の
と
て
も
印
象
深
く
、

日
本
人
と
し
て
つ
ら
い
思
い
も
し

た
が
、
参
加
し
て
良
か
っ
た
と
思
っ

た
。満

洲
国
北
辺
の
軍
事
基
地
ハ
イ

ラ
ル
、
日
本
軍
と
ソ
連
軍
が
激
突

し
た
ノ
モ
ン
ハ
ン
、
７
３
１
部
隊

が
あ
っ
た
ハ
ル
ビ
ン
、
満
洲
事
変

の
発
端
で
あ
る
柳
条
湖
（
記
念
館
）
、

そ
し
て
、
撫
順
の
平
頂
山
惨
案
記

念
館
と
戦
犯
管
理
所
な
ど
、
日
本

人
と
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
満

洲
侵
略
の
歴
史
ポ
イ
ン
ト
が
含
ま

れ
て
い
た
。

ハ
イ
ラ
ル
の
「
反
フ
ァ
シ
ズ
ム

戦
争
ハ
イ
ラ
ル
記
念
園
博
物
館
」

に
入
る
と
、
い
き
な
り
、
「
勿
忘

１
９
３
１

１
９
４
５
」
と
い

う
記
念
碑
が
目
の
前
に
あ
っ
た
。

ギ
ョ
ッ
と
し
た
。
外
に
は
高
射
砲

や
戦
車
の
実
物
、
そ
し
て
歩
兵
の

フ
ィ
ギ
ュ
ア
が
並
べ
ら
れ
て
お
り
、

「
解
放
戦
争
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
て

い
る
。
愛
国
教
育
の
拠
点
だ
と
さ

れ
て
い
る
そ
う
だ
。
誰
か
が
言
っ

た
。
「
こ
こ
は
日
本
で
い
う
と
靖

国
神
社
な
ん
だ
！
」
靖
国
神
社
と

は
比
較
に
な
ら
な
い
が
、
間
違
っ

た
ら
そ
の
よ
う
に
な
る
危
険
も
な

い
わ
け
で
は
な
い
と
思
っ
た
。

日
本
軍
第
23
師
団
司
令
部
（
現

在
ハ
イ
ラ
ル
市
庁
舎
）
の
横
に
、

か
つ
て
の
ハ
イ
ラ
ル
神
社
の
「
手

水
」
が
残
っ
て
い
た
が
、
そ
の
柱

に
「
日
本
侵
○

勿
忘
国
恥
」
と

い
う
落
書
き
が
あ
っ
た
。
「
侵
」

の
後
は
読
め
な
い
字
だ
っ
た
が
意

味
は
分
か
る
。

今
中
国
で
行
わ
れ
て
い
る
愛
国

教
育
と
は
何
な
の
か
？

日
本
と

中
国
の
真
の
友
好
の
在
り
方
は
ど

う
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
？

平
頂
山
惨
案
記
念
館
で
は
、
周

学
良
館
長
が
わ
ざ
わ
ざ
出
迎
え
て

く
だ
さ
り
、
懇
談
の
機
会
を
得
た
。

そ
の
時
の
館
長
の
言
葉
「
歴
史
を

忘
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
恨
み

を
忘
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
な
く
、

歴
史
か
ら
く
み
取
っ
た
も
の
を
将

来
の
中
国
と
日
本
の
友
好
に
つ
な

げ
る
こ
と
で
す
。
こ
こ
で
見
た
こ

と
を
日
本
の
人
た
ち
に
伝
え
て
欲

し
い
」
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。
「
不

忘
歴
史

面
向
未
来
」
と
い
う
こ

と
か
。
日
本
軍
は
平
頂
山
で
村
民

老
若
男
女
、
子
ど
も
も
含
め
た
３

０
０
０
人
を
虐
殺
し
た
。
折
り
重

な
っ
た
死
体
の
川
の
上
に
、
そ
れ

を
そ
の
ま
ま
残
し
て
建
て
ら
れ
た

記
念
館
の
館
長
だ
け
に
そ
の
言
葉

の
重
み
を
噛
み
し
め
た
。

日
中
友
好
は
ど
う
あ
る
べ
き
か

を
考
え
さ
せ
ら
れ
た
旅
だ
っ
た
。

（
こ
の
記
事
で
は
、

満
州
で
な
く
洲
と
い

う
字
を
使
っ
て
い
る

が
、
そ
も
そ
も
「
満

洲
」
は
マ
ン
ジ
ュ
族

の
歴
史
的
な
居
住
空

間
を
指
す
言
葉
で
あ

る
。
マ
ン
ジ
ュ
族
の

王
朝
で
あ
る
清
は
、

マ
ン
ジ
ュ
と
い
う
音

に
む
り
や
り

漢
字
を
当
て

は

め

た

。

「
清
」
に
サ

ン
ズ
イ
が
つ

く
こ
と
か
ら
、

同
じ
サ
ン
ズ

イ

が

つ

く

「
満
」
「
洲
」

と
定
め
た
。
）
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米中合同軍事演習

『ＲＥＣОＲＤ ＣＨＩＮＡ』に以下

の記事が載っていた。

「2016年6月20日、米海軍主催の環太平

洋合同軍事演習「リムパック2016」に参加するため浙江省舟

山の軍港を出航した中国海軍艦隊5隻が米グアム島付近の西

太平洋海域で米海軍艦隊と合流、ハワイの真珠湾へ向かった。

その間、米中艦隊は隊形変化、通信、海上補給、緊急措置、

主砲対海射撃、海賊対策、潜水艦支援などの共同訓練を行な

う」

これは、南シナ海で「航行の自由作戦」などを展開してい

る米海軍が、中国海軍と不測の事態によって軍事衝突するこ

とを回避するためだそうだ。アメリカと中国は、経済的にも

深く依存し合っており、互いにコトをかまえる気はない。緊

張が高まっているからこそ、衝突を防ぐための危機管理体制

づくりを急がなければならない、というのが両国の共通認識

らしい。

「仮に襲いかかってきそうな隣人がいるとしても、賢く制

御し、決定的衝突にならないようにしていくという話は一切

ない」（赤旗日曜版）という寺島実郎さん（日本総合研究所

理事長）の言葉を思い出した。安倍政権の中国政策を批判し

た言葉であることは言うまでもない。（合戸 政治）

つむじ風
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日
中
平
和
友
好

の
旅
に
行
っ
て
き

ま
し
た
。
旅
の
中

で
、
今
も
鮮
明
に

脳
裡
に
残
っ
て
い

る
場
所
の
一
つ
は
、

撫
順
炭
鉱
と
平
頂
山
虐
殺
事
件
の
現
場
で

す
。
本
多
勝
一
氏
の
本
で
承
知
は
し
て
い

ま
し
た
が
、
今
回
、
そ
の
現
場
を
訪
ね
て
、

改
め
て
当
時
の
日
本
軍
の
残
虐
な
行
為
に

怒
り
と
悲
し
み
が
沸
き
起
こ
り
ま
し
た
。

遼
寧
民
衆
自
衛
軍
が
日
本
軍
を
攻
撃
す
る

こ
と
を
知
ら
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、

平
頂
山
の
村
人
、
老
若
男
女
（
３
０
０
０

名
と
も
言
わ
れ
る
）
が
集
め
ら
れ
、
虐
殺
。

そ
の
遺
体
に
ガ
ソ
リ
ン
を
か
け
て
焼
却
。

さ
ら
に
山
を
爆
破
し
て
埋
め
た
。
そ
れ
が

今
、
掘
り
起
こ
さ
れ
、
白
骨
化
し
て
い
る

が
当
時
の
ま
ま
の
姿
で
展
示
さ
れ
て
い
る
。

虐
殺
さ
れ
た
遺
体
の
山
が
累
々
と
。
中
に

は
、
子
ど
も
の
命
を
救
わ
ん
と
し
て
母
親

や
父
親
が
子
ど
も
の
上
に
覆
い
か
ぶ
さ
っ

た
姿
も
あ
り
、
参
加
者
一
同
声
も
出
ず
た

だ
た
だ
見
つ
め
る
ば
か
り
で
し
た
。
私
自

身
、
静
岡
空
襲
の
時
、
何
度
か
父
母
が
私

た
ち
子
ど
も
に
覆
い
か
ぶ
さ
っ
て
く
れ
た

こ
と
と
だ
ぶ
り
、
涙
な
し
に
は
見
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
も
、
中
東
や

ア
フ
リ
カ
で
戦
争
の
狂
気
が
荒
れ
狂
い
、

多
く
の
市
民
や
な
か
ん
ず
く
子
ど
も
の
命

が
脅
か
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
の
現
状
も
、
危
な
さ
を
増
し
て
い

ま
す
。
日
中
間
は
も
と
よ
り
、
世
界
中
が

「
戦
争
ノ
ー
」
「
ト
ラ
ブ
ル
は
話
し
合
い

（
外
交
）
で
」
の
声
を
大
き
く
、
強
く
訴

え
て
い
き
た
い
で
す
。
ま
た
若
い
方
々
に

こ
の
よ
う
な
歴
史
が
70
年
以
前
の
時
代
に

あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
、
伝
え
て
い
き
た

い
で
す
。

（
足
久
保
在
住
）
新
村

直
樹

風の
子

↑反ファシズム戦争ハイラル記念園博物館

入り口のモニュメント

日
中
友
好

の
旅
に

参
加
し
て

合
戸

政
治



学
徒
動
員
の
思
い
出中

島

静

戦
況
が
か
ん
ば
し
か
ら
ず
、
20
年

６
月
５
日
か
ら
母
校
の
体
育
館
を
工

場
と
し
て
出
発
す
る
こ
と
に
決
定
、

い
よ
い
よ
明
日
は
帰
校
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
夜
６
時
頃

突
如
、
話
が
あ
る
か
ら
某
所
に
来
る

よ
う
に
と
の
呼
び
出
し
で
し
た
。
直

ち
に
行
っ
て
み
る
と
、
工
廠
長
・
海

軍
中
将
と
他
に
副
官
将
校
２
人
が
お

ら
れ
、
「
明
日
学
校
へ
帰
す
予
定
で

い
た
が
、
都
合
で
と
り
や
め
る
こ
と

に
す
る
か
ら
承
知
し
て
も
ら
い
た
い
。
」

と
の
事
で
大
変
驚
き
ま
し
た
。
私
は

「
学
校
で
は
す
で
に
父
兄
と
連
絡
を

と
り
歓
迎
の
準
備
が
完
了
し
て
い
る

の
で
急
に
約
束
を
破
ら
れ
て
は
困
る
。

と
に
角
明
日
は
帰
し
て
下
さ
い
。
」

と
強
硬
に
申
し
入
れ
一
歩
も
ゆ
ず
ら

ず
30
分
間
一
生
懸
命
に
頑
張
り
続
け

ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
よ
う
や
く
中

将
も
納
得
さ
れ
て
予
定
通
り
に
帰
し

て
く
れ
ま
し
た
。
５
日
に
は
荷
物
は

寄
宿
舎
に
残
し
た
ま
ま
学
校
に
帰
り
、

み
ん
な
の
歓
迎
を
受
け
て
喜
び
合
い

ま
し
た
。

そ
の
後
豊
川
か
ら
せ
っ
か
く
帰
っ

た
の
だ
か
ら
、
そ
の
ま
ま
学
校
工
場

と
し
て
仕
事
を
始
め
て
よ
い
と
の
連

絡
が
あ
り
、
熱
心
な
作
業
が
始
ま
っ

た
の
で
し
た
。
し
か
し
、
８
月
上
旬

に
は
豊
川
が
空
襲
さ
れ
、
見
女
の
代

わ
り
に
勤
め
て
い
た
豊
橋
の
某
女
高

生
全
滅
す
る
と
い
う
惨
事
が
起
こ
り

ま
し
た
。
誠
に
何
と
も
申
し
上
げ
よ

う
の
な
い
感
じ
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。

終
戦
後
、
根
鈴
先
生
と
２
人
で
工

廠
を
訪
ね
、
工
場
現
場
を
見
ま
し
た

が
跡
形
も
な
く
荒
れ
て
お
り
感
慨
深

い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
幹
部
将
校

に
も
会
い
ま
し
た
が
み
ん
な
悄
然
と

し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

（
中
島
氏
は
当
時
校
長
）

◇
◆
◇
◆
編
集
担
当
よ
り
◇
◆
◇
◆

豊
川
海
軍
工
廠
及
び
動
員
学
徒
に

つ
い
て
、
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

沖
縄
を
含
め
、
こ
の
よ
う
に
し
て
命

を
奪
わ
れ
た
方
々
の
こ
と
を
「
知
る
」

こ
と
の
深
さ
は
、
学
ぶ
人
の
数
ほ
ど

の
違
い
が
あ
り
ま
す
。

片
言
隻
語
を
も
っ
て
「
わ
か
っ
て

い
る
」
と
す
る
こ
と
は
、
死
者
へ
の

冒
涜
で
あ
り
、
私
た
ち
の

「
歴
史
」
の
前
進
の
力
に

な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
伊
丹
万
作

は
、
有
名
な
エ
ッ
セ
イ
で
、

次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま

す
。
「
だ
ま
す
も
の
だ
け

で
は
戦
争
は
起
こ
ら
な
い
。

だ
ま
す
も
の
と
だ
ま
さ
れ

る
も
の
と
が
そ
ろ
わ
な
け

れ
ば
起
こ
ら
な
い
」
と
。

知
の
深
浅
、
広
狭
だ
け

で
な
く
、
こ
と
の
本
質
は

な
ん
だ
、
と
い
う
学
び
合

い
が
今
、
私
た
ち
に
求
め

ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
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私
は
職
業
上

音
楽
に
関
係
し

て
い
た
た
め
、

日
本
の
作
曲
家

に
は
当
然
興
味

を
持
っ
て
い
ま

し
た
。
山
田
耕

筰
・
信
時
潔
・

の
ぶ
と
き
き
よ
し

古
関
裕
而
な
ど
昔
か
ら
私
自
身
が
親
し
み
を

も
っ
て
い
た
作
曲
家
が
、
太
平
洋
戦

争
で
日
本
人
を
鼓
舞
す
る
よ
う
な
曲

を
作
っ
て
い
た
こ
と
を
後
年
知
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
戦
後
し
ば
ら
く
は

軍
歌
が
歌
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
起

因
す
る
と
思
い
ま
す
。

歌
謡
は
作
詞
と
作
曲
で
成
り
立
っ

て
い
ま
す
。
戦
時
歌
謡
は
戦
い
に
お

い
て
人
び
と
を
励
ま
し
勝
利
へ
導
く

意
図
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
慰
め
る

内
容
も
伴
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

私
が
注
目
し
た
の
は
、
「
八
紘
一
宇
」

「
御
稜
威
」
（
天
皇
の
威
光
の
意
）

み

い

つ

な
ど
ま
る
で
馴
染
み
の
な
い
言
葉
が

出
て
き
て
、
調
べ
て
み
る
と
戦
前
の

我
が
国
の
こ
と
や
、
天
皇
に
関
係
し

て
い
る
こ
と
が
多
く
う
た
わ
れ
て
い

る
事
で
し
た
。

そ
し
て
、
か
つ
て
の
日
本
は
ま
ず

国
が
あ
り
天
皇
が
居
て
そ
の
下
で
国

民
が
生
活
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

よ
く
分
か
る
内
容
で
国
民
主
権
で
な

い
こ
と
が
、
し
っ
か
り
と
う
た
わ
れ

て
い
る
の
で
す
。
ま
る
で
自
民
党
の
憲
法
草

案
の
内
容
に
合
致
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
私
は
日
本
の
未
来
が
「
権
力
者

の
な
す
が
ま
ま
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
」
と

い
う
危
機
感
を
も
ち
、
戦
後
、
臭
い
物
に
蓋

を
す
る
が
ご
と
く
戦
時
歌
謡
が
全
く
と
言
っ

て
よ
い
ほ
ど
話
題
に
も
な
ら
ず
歌
わ
れ
も
し

な
い
状
況
が
果
た
し
て
良
い
こ
と
な
の
か

（
歌
い
た
く
な
い
歌
に
は
違
い
な
い
け
れ
ど
）

考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
た
わ
け
で

す
。戦

時
、
作
詞
家
た
ち
は
自
発
的
に
、
又
は

強
制
的
に
戦
争
に
協
力
す
る
歌
詞
を
つ
く
り
、

作
曲
家
も
ま
た
そ
の
詞
に
相
応
し
い
メ
ロ
デ
ィ
ー

を
つ
け
る
努
力
を
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
皆

さ
ん
ご
存
知
の
よ
う
に
歌
謡
曲
は
売
れ
な
け

れ
ば
、
ま
た
、
そ
れ
以
前
に
大
勢
の
人
に
歌

わ
れ
な
け
れ
ば
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す

か
ら
、
戦
時
歌
謡
も
当
然
、
国
民
に
歌
い
易

く
覚
え
や
す
い
、
そ
し
て
国
の
た
め

に
な
る
歌
を
目
指
し
た
で
し
ょ
う
。

音
楽
は
人
々
に
元
気
を
与
え
る
役

目
を
し
ま
す
。
音
楽
に
ま
る
で
興
味

の
な
い
人
で
も
心
の
中
に
音
楽
が
鳴

る
時
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
戦
時
の
権
力
者
た
ち
は
、
そ
う

い
う
、
人
の
心
を
利
用
し
ま
す
。

ど
こ
の
国
に
も
戦
時
歌
謡
の
よ
う

な
も
の
は
あ
り
ま
す
。
日
本
の
物
は

「
軍
歌
」
と
し
て
人
々
を
元
気
に
戦

え
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
の
は
他

の
諸
国
と
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
が
、

よ
く
詞
を
読
む
と
、
天
皇
の
た
め
、

国
の
た
め
に
死
を
も
厭
わ
な
い
内
容

が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で

す
。
他
の
国
で
は
、
そ
の
よ
う
な
歌

詞
は
あ
ま
り
見
当
た
ら
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
悲
壮
感

の
漂
っ
て
い
る
内
容
が
多
い
。
こ
れ

は
何
故
で
し
ょ
う
か
。
私
も
一
言
で

は
言
え
ま
せ
ん
。
「
天
皇
の
た
め
に

は
死
も
恐
れ
な
い
」
さ
ら
に
言
え
ば
、

「
天
皇
の
た
め
に
進
ん
で
命
を
捧
げ
る
」
と

い
う
気
持
ち
で
し
ょ
う
か
。

も
し
、
今
の
自
民
党
案
の
よ
う
な
も
の
が

通
る
な
ら
、
同
様
な
心
性
を
国
民
に
植
え
付

け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
良
く
も
悪
く
も
音

楽
は
そ
う
い
う
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。
と
も

か
く
、
戦
時
の
歌
を
歌
わ
ず
に
す
む
我
が
国

の
未
来
を
思
い
、
か
つ
て
の
軍
歌
を
思
い
出

し
て
私
た
ち
皆
が
反
省
を
す
る
た
め
に
載
せ

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

学校名 豊川海軍工廠での戦没者 各校の記念誌より抜粋

伊東高女
井原寛子 兵器部 海軍軍属
杉本幸子 兵器部 海軍軍属

あの日、私を壕へ誘ってくれた友は数分後、
壕への至近弾により19歳の生命を散らした。

誠信高女

柳瀬和代
昭和20年３月28日、職場で

卒業式.
被爆時の身分は女子挺身隊
か海軍軍属。

大空襲の時、同級生のほとんどは、その少
し前に本宮山の麓の『ちぎり』という所に

疎開していたので危うく難を免れた。ただ
一人、工廠本部に居残った柳瀬和代さんが
不幸にもその犠牲になった。

気賀高女

山下千代子 18歳 海軍軍属
鈴木葉子 18歳 海軍軍属

小山ちよ子 18歳 海軍軍属
金子花枝 18歳 海軍軍属

昭和20年９月18日 豊川海軍工廠戦死４学

徒の報国隊葬（講堂にて）

金原茅子 （動員学徒） 昭和20年１月７日、豊川工廠葬

焼津高裁 宮崎みつ江 機銃部 海軍軍属

森高女 鈴木満貴子

昭和20年８月７日、患者収容所へ移された

が病勢悪化、10日収容所で死亡。公務病死
と認定されて後日、靖国神社に合祀される
ことになった。

読
者

の
声

もう歌いたくない歌 ― 山本 圭介 ―

見付高女の動員 ―生徒を帰らせた校長

見付高等女学校の動員（現･磐田北高等学校）―同校の創立100周年記念誌より―

学年生(動員時) 人数 動員先 校舎転用 死亡者

４年生 150名前

専売公社見付工場

日本形染
豊川海軍工廠 豊川海軍工廠

の学校工場と

なる(旋盤）

挺身隊員

１名爆死３年生 150名 東海精機

卒業生 40名
一部は製塩

女子挺身隊豊川工廠

私ども百余名は必勝のハチマキもり

りしく豊川工廠にと向かったのでござ

いました。磐田駅頭には近隣の各学校

数百人の動員学徒、教師、在校生と見

送りの父兄であふれておりました。

私は今こうして目を閉じますと、60

数年を経ましたあの日の状況がはっき

りと浮かんで参ります。

当時の岩城校長先生は

十七の花の乙女戦にゆく

かよわき手に作る砲弾は

鬼畜米英の脳天を砕く・・・

ああ、栄ある業へ

いざ征け高鳴る胸を張りて

と壮行のお言葉をくださいました。

― 須山 和子（見付高女35回）


