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は
じ
め
に

今
回
は
香
川
県
か
ら
靖
国
集
団
参
拝
を
体
験
さ
れ
た
宮
武
正
明
さ
ん
に
話

を
聞
い
た
。

友
人
の
一
色
若
夫
さ
ん
か
ら
「
松
岡
さ
ん
と
同
じ
靖
国
体
験
を
し
た
宮
武

正
明
さ
ん
と
い
う
方
が
い
る
。
」
と
連
絡
が
あ
っ
た
。
一
色
氏
の
叔
父
さ
ん
、

甲
斐
国
三
郎
さ
ん
は
満
州
か
ら
の
引
揚
者
だ
。
満
州
・
中
国
か
ら
の
引
き
揚

げ
問
題
を
取
り
組
ん
で
き
た
「
方
正
友
好
交
流
の
会
」
に
、
高
齢
の
叔
父
さ

ん
と
参
加
し
た
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
機
関
誌
『
星
火
方
正

燎
原
の
火

は
方
正
か
ら
』
（
第
三
五
号
）
に
、
宮
武
さ
ん
ご
自
身
の
香
川
県
靖
国
遺
児

参
拝
体
験
と
、
拙
著
『
靖
国
を
問
う

遺
児
集
団
参
拝
と
強
制
合
祀
』
が
紹

介
さ
れ
た
文
章
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
一
色
氏
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
コ
ピ
ー

に
私
は
飛
び
上
が
る
ほ
ど
喜
ん
だ
。
甲
斐
さ
ん
の
満
州
か
ら
の
引
き
揚
げ
体

験
を
書
い
た
『
満
州
引
揚
者
の
告
白
』
『
明
日
の
交
通
安
全
を
求
め
て

続

・
満
州
引
揚
者
の
告
白
』
も
頂
い
た
。

甲
斐
国
三
郎
さ
ん
の
引
き
揚
げ
体
験

甲
斐
国
三
郎
著
『
満
州
引
揚
者
の
告
白
』
は
、
甲
斐
さ
ん
の
満
州
か
ら
の

引
き
揚
げ
体
験
を
ま
と
め
た
も
の
だ
。
著
者
は
、
一
九
四
一
年
四
月
に
南
満

州
の
陸
軍
造
兵
廠
の
技
能
者
養
成
所
に
入
り
、
一
九
四
六
年
四
月
～
一
〇
月

末
に
コ
ロ
島
（
遼
寧
省
・
葫
蘆
島
）
で
邦
人
引
き
揚
げ
業
務
に
携
わ
っ
た
。

『
満
州
引
揚
者
の
告
白
』
に
は
そ
の
詳
細
が
書
か
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
私

が
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
興
味
深
か
っ
た
。
そ
の
な
か
で
も
南

満
州
陸
軍
造
兵
廠
、
技
能
者
養
成
所
、
第
一
製
造
所
の
様
子
、
コ
ロ
島
で
の

引
き
揚
げ
業
務
等
、
大
変
貴
重
な
証
言
だ
っ
た
。
甲
斐
氏
の
記
録
が
機
縁
と

な
り
、
戦
後
の
靖
国
遺
児
参
拝
の
同
世
代
体
験
者
、
宮
武
さ
ん
と
出
会
う
こ

と
が
で
き
た
。

宮
武
正
明
さ
ん
と
の
出
会
い

後
日
、
『
星
火
方
正
』
編
集
部
を
通
じ
て
宮
武
さ
ん
と
連
絡
が
つ
い
た
。

宮
武
さ
ん
の
息
子
さ
ん
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
拙
著
を
見
つ
け
、
「
お
父
さ

ん
に
は
こ
の
本
が
必
要
だ
ろ
う
。
」
と
手
渡
し
て
く
れ
た
と
の
こ
と
だ
。
宮

武
さ
ん
か
ら
靖
国
集
団
参
拝
や
中
国
残
留
孤
児
の
子
ど
も
た
ち
（
二
世
・
三
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世
）
へ
の
教
育
支
援
に
関
す
る
資
料
を
送
っ
て
い
た
だ
い
た
。

そ
し
て
上
京
の
折
に
二
度
、
宮
武
さ
ん
と
お
会
い
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

最
初
は
宮
武
さ
ん
に
集
団
参
拝
の
話
を
詳
し
く
聞
く
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
ほ

と
ん
ど
の
時
間
、
宮
武
さ
ん
は
、
中
国
残
留
孤
児
二
世
・
三
世
へ
の
教
育
保

障
に
注
力
さ
れ
て
き
た
経
緯
を
熱
意
を
こ
め
て
語
ら
れ
た
。
お
別
れ
し
た
後
、

新
幹
線
の
中
で
「
宮
武
さ
ん
に
は
中
国
残
留
孤
児
二
世
・
三
世
の
教
育
支
援

の
話
を
中
心
に
聞
く
こ
と
に
し
よ
う
。
」
と
思
い
至
り
、
方
向
を
変
え
て
一

ヶ
月
半
後
に
二
度
目
の
取
材
を
し
た
。

宮
武
さ
ん
と
父
の
戦
死
、
戦
後
の
生
活

宮
武
さ
ん
の
生
年
月
は
い
つ
で
、
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
所
は
ど
こ
で
す
か
。
お

父
さ
ん
の
生
年
は
い
つ
で
す
か
。
い
つ
軍
隊
に
召
集
さ
れ
、
ど
こ
で
戦
死
さ
れ
ま

し
た
か
。
お
母
様
の
生
年
は
い
つ
で
す
か
。
お
父
さ
ん
の
死
後
、
お
母
さ
ん
は
ど

の
よ
う
に
ご
苦
労
さ
れ
て
、
宮
武
さ
ん
ら
ご
兄
弟
を
お
育
て
に
な
り
ま
し
た
か
。

私
は
一
九
四
五
年
二
月
生
ま
れ
で
七
八
歳
で
す
。
父
親
の
こ
と
は
何
も
分

か
ら
な
い
け
ど
、
明
治
の
三
二
年
か
三
三
生
年
生
ま
れ
。
母
は
一
九
一
三
（
大

正
二
）
年
一
〇
月
に
生
ま
れ
た
。
四
方
が
山
（
讃
岐
山
脈
）
に
囲
ま
れ
た
小

さ
な
盆
地
、
内
場
の
母
の
実
家
の
納
屋
で
、
母
と
弟
三
人
で
暮
ら
し
て
い
た

な
い

ば

が
、
母
は
私
が
小
学
一
年
生
の
年
、
一
年
間
、
高
松
の
街
に
下
宿
し
て
、
教

員
免
許
の
資
格
を
得
る
た
め
に
大
学
に
通
い
、
勉
強
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

戦
後
一
年
後
に
父
の
戦
死
の
通
知
（
一
九
四
五
年
二
月
に
中
国
華
北
に
て

戦
病
死
、
多
分
そ
の
一
年
前
に
赤
紙
で
徴
兵
さ
れ
た
。
父
死
亡
時
四
〇
歳
頃
。
）

が
来
て
、
一
九
四
五
年
二
月
、
父
の
戦
死
の
二
週
間
前
に
母
の
実
家
で
私
が

生
ま
れ
た
。
東
京
の
家
も
一
九
四
五
年
三
月
一
〇
日
の
東
京
大
空
襲
で
な
く

な
り
、
東
京
に
帰
れ
な
く
な
っ
た
母
は
、
と
り
あ
え
ず
兄
弟
三
人
を
育
て
る

た
め
に
村
の
小
学
校
の
助
教
に
な
っ
た
が
、
先
生
を
続
け
る
た
め
に
は
、
ど

う
し
て
も
一
年
間
大
学
に
通
っ
て
教
員
免
許
を
取
る
必
要
が
あ
っ
た
。

そ
の
一
年
間
、
中
学
二
年
生
の
兄
が
、
朝
・
夕
食
だ
け
で
な
く
、
昼
の
兄

弟
三
人
の
弁
当
も
作
っ
て
く
れ
た
。
当
時
兄
の
書
い
た
作
文
に
は
、
納
屋
の

台
所
は
外
か
ら
見
え
て
、
近
所
の
女
子
中
学
生
か
ら
見
ら
れ
る
の
が
恥
ず
か

し
か
っ
た
と
書
か
れ
て
い
た
。
下
の
兄
は
、
ま
だ
小
学
四
年
生
だ
っ
た
。

希
望
の
公
立
高
校
を
受
験
し
て
不
合
格
だ
っ
た
場
合
の
た
め
に
、
私
は
私

立
高
校
を
受
け
た
が
、
多
額
の
金
額
の
入
学
金
は
支
払
え
な
い
の
で
、
試
験

で
は
高
い
点
を
取
ろ
う
と
思
っ
た
。
そ
う
し
て
後
日
、
私
立
高
校
か
ら
母
に

わ
が
高
校
に
来
て
も
ら
え
ず
残
念
と
の
知
ら
せ
が
あ
っ
た
。
高
校
は
県
立
だ

っ
た
。

一
九
六
七
年
春
、
郷
里
で
私
の
日
本
社
会
事
業
大
学
卒
業
と
就
職
を
待
っ

て
い
た
人
た
ち
が
い
た
。
香
川
県
教
委
だ
。「
息
子
さ
ん
が
就
職
す
る
の
で
、

退
職
し
て
く
だ
さ
い
。
」「
香
川
県
に
は
、
五
二
歳
に
な
る
あ
な
た
よ
り
高
齢

の
女
子
教
員
は
他
に
二
人
し
か
い
ま
せ
ん
。
新
人
の
教
員
に
ポ
ス
ト
を
譲
っ

て
く
だ
さ
い
。
」
と
母
に
退
職
を
強
要
し
た
。
母
の
教
員
生
活
は
た
っ
た
一

五
年
間
だ
っ
た
。
当
時
、
県
教
委
は
勤
務
評
定
の
実
施
を
全
国
に
先
駆
け
て

進
め
て
い
て
、
日
教
組
つ
ぶ
し
が
成
功
し
た
県
だ
っ
た
。

〈
宮
武
さ
ん
の
中
学
三
年
生
時
の
作
文
〉

こ
の
夏
休
み
、
ぼ
く
は
一
遺
児
と
し
て
靖
国
神
社
に
参
拝
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
（
香
川
県
援
護
課
の
主
催
で
、
毎
年
県
内
の
戦
没
者
遺
児
、
中
学
三
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年
生
の
大
半
が
参
加
し
て
い
た
。
そ
の
年
は
参
加
者
七
五
〇
名
。
翌
一
九
六

〇
年
が
最
後
で
あ
っ
た
。
）

父
の
霊
、
多
く
の
人
の
霊
が
ね
む
る
と
こ
ろ
、
九
百
万
の
人
口
を
持
つ
世

界
一
の
東
京
を
実
際
に
見
ら
れ
る
と
思
う
と
、
う
れ
し
さ
で
一
杯
で
す
。

戦
前
ぼ
く
の
家
は
東
京
の
文
京
区
に
あ
り
ま
し
た
。
墓
地
は
今
も
世
田
谷

に
あ
り
ま
す
。

で
も
、
ぼ
く
は
ま
だ
一
度
も
東
京
の
土
地
を
踏
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

父
が
生
き
て
い
た
ら
、
東
京
の
家
が
焼
け
な
か
っ
た
ら
、
そ
し
て
戦
争
が
な

か
っ
た
ら
、
ぼ
く
は
当
然
〝
江
戸
っ
子
〟
と
し
て
成
長
し
て
い
た
は
ず
で
す
。

母
は
ぼ
く
が
生
ま
れ
る
た
め
に
空
襲
を
避
け
て
、
母
の
実
家
に
来
た
の
で

す
。
ぼ
く
が
生
ま
れ
て
ち
ょ
う
ど
一
ヶ
月
目
に
東
京
大
空
襲
に
あ
い
、
家
が

全
焼
し
た
た
め
、
し
か
た
な
く
、
幼
い
三
人
の
子
ど
も
と
こ
の
村
に
と
ど
ま

り
、
父
の
帰
還
を
待
ち
ま
し
た
。

終
戦
後
一
年
半
ほ
ど
た
っ
た
頃
、
父
の
戦
死
の
公
報
が
母
の
手
に
届
い
た

そ
う
で
す
。

父
は
、
ち
ょ
う
ど
ぼ
く
の
生
ま
れ
た
こ
ろ
、
北
支
（
現
在
の
中
国
北
部
）

で
た
お
れ
て
い
た
の
で
す
。

母
は
時
々
そ
の
当
時
の
こ
と
を
話
し
て
く
れ
ま
す
が
、
つ
と
め
て
明
る
い

表
情
を
し
な
が
ら
も
涙
が
光
の
で
、
聞
い
て
い
る
の
が
気
の
毒
で
、
な
る
べ

く
そ
の
よ
う
な
話
題
は
避
け
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

母
の
話
に
よ
れ
ば
、
父
の
戦
死
を
知
っ
て
母
は
、
こ
れ
か
ら
三
人
の
子
ど

も
を
連
れ
て
ど
う
し
て
生
活
し
て
い
け
ば
よ
い
の
か
分
か
ら
ず
、
路
頭
に
迷

っ
て
し
ま
い
、
毎
日
毎
日
泣
き
続
け
て
い
た
そ
う
で
す
。

そ
の
後
、
運
よ
く
村
の
小
学
校
の
講
師
と
な
り
、
助
教
と
な
り
ま
し
た
が
、

わ
ず
か
な
月
給
と
物
資
不
足
の
中
で
、
ず
い
ぶ
ん
苦
労
し
た
よ
う
で
す
。

（
中
略
）

母
は
、
助
教
で
は
い
つ
や
め
さ
せ
ら
れ
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、

ぼ
く
が
小
学
校
一
年
生
に
な
っ
た
と
き
、
三
八
歳
で
大
学
へ
一
年
間
入
学
し
、

高
松
で
下
宿
し
ま
し
た
。
そ
の
間
、
中
学
二
年
生
に
な
っ
た
上
の
兄
が
、
母

に
代
わ
っ
て
炊
事
か
ら
ぼ
く
た
ち
の
世
話
な
ど
の
す
べ
て
を
引
き
受
け
、
一

家
四
人
は
ど
こ
か
ら
の
助
け
を
受
け
ず
に
生
き
ぬ
い
た
の
で
す
。

翌
年
、
そ
れ
ま
で
の
祖
母
の
家
の
納
屋
よ
り
、
一
ツ
内
の
集
落
に
引
っ
越

ひ
と

う
ち

し
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
ラ
ン
プ
、
ろ
う
そ
く
の
光
の
下
で
の
生
活
が
つ
づ
き

ま
し
た
。
母
は
、
そ
こ
か
ら
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
谷
間
の
道
を
、
僻
地
の
西

山
小
学
校
に
通
い
始
め
た
の
で
す
。

ぼ
く
の
中
学
一
年
生
の
夏
、
新
し
く
村
が
建
て
た
教
員
住
宅
に
移
転
し
て
、

母
の
通
う
道
は
さ
ら
に
遠
く
な
り
ま
し
た
。
（
中
略
）

「
北
支
に
て
戦
死
の
父
の
最
後
の
便
り
、
う
す
れ
し
文
字
を
き
ょ
う
わ
れ

が
読
む
。
」

こ
れ
は
ぼ
く
の
読
ん
だ
短
歌
で
す
が
、
戦
争
は
ぼ
く
の
一
家
を
す
っ
か
り

ど
ん
底
に
追
い
つ
め
ま
し
た
。

「
お
父
ち
ゃ
ん
が
生
き
て
い
た
ら
、
お
ま
え
達
も
苦
労
せ
ん
で
大
学
へ
行

け
る
の
に
。
」
母
は
よ
く
そ
う
つ
ぶ
や
き
ま
す
。

「
そ
ん
な
こ
と
言
っ
た
っ
て
、
戦
争
の
た
め
だ
か
ら
。
今
、
自
分
の
力

で
で
き
る
こ
と
を
し
て
い
く
し
か
な
い
。
」

ぼ
く
は
そ
う
言
っ
て
母
に
答
え
ま
す
が
、
い
つ
も
そ
れ
以
上
の
言
葉
が
つ

づ
き
ま
せ
ん
。
ほ
ん
と
う
に
父
が
生
き
て
い
た
な
ら
、
兄
の
よ
う
に
昼
間
働

き
夜
間
の
大
学
に
通
わ
な
く
て
勉
強
が
で
き
た
は
ず
で
す
。
父
を
う
ば
い
、

家
財
を
全
部
失
っ
て
、
一
五
年
た
っ
た
今
も
な
お
、
ぼ
く
の
家
に
幸
せ
を
も

た
ら
さ
な
い
戦
争
。
現
在
都
市
は
再
建
さ
れ
、
経
済
も
上
昇
し
て
い
ま
す
が
、
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ぼ
く
の
一
家
は
ま
だ
戦
争
の
痛
手
か
ら
逃
げ
き
れ
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
、

こ
ら
か
ら
ま
だ
数
多
く
の
苦
難
が
つ
づ
く
で
し
ょ
う
。

＊
こ
の
文
章
は
宮
武
さ
ん
が
中
学
三
年
生
時
、
読
売
新
聞
主
催
「
第
九
回
全

国
小
・
中
学
校
つ
づ
り
方
コ
ン
ク
ー
ル
」
香
川
県
知
事
賞
入
賞
作
文
（
一
九

五
九
年
一
〇
月
）
で
あ
る
。
一
部
省
略
し
た
。

中
国
残
留
孤
児
・
婦
人
二
世
・
三
世
へ
の
教
育
支
援
活
動

宮
武
さ
ん
か
ら
最
初
に
送
ら
れ
て
き
た
に
は
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
っ

た
。「

役
所
で
五
〇
年
前
、
最
初
に
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
に
な
っ
て
担
当
し
た
の

が
、
戦
後
途
絶
え
て
い
た
中
国
残
留
孤
児
・
婦
人
の
帰
国
後
の
支
援
だ
っ
た
。

小
中
学
校
に
日
本
語
学
級
開
設
、
中
学
校
に
夜
間
学
級
を
開
設
し
た
。
」

「
三
五
年
前
、
貧
困
か
ら
く
る
低
学
力
・
不
登
校
・
非
行
の
子
ど
も
た
ち

の
た
め
に
、
福
祉
事
務
所
で
夜
間
の
中
学
生
勉
強
会
を
開
い
た
。
私
は
そ
の

発
起
人
の
一
人
だ
っ
た
。
こ
れ
も
区
の
ト
ッ
プ
か
ら
『
恥
を
さ
ら
す
』
と
、

他
分
野
へ
の
配
転
が
続
い
た
。
私
の
い
な
い
福
祉
事
務
所
で
、
ケ
ー
ス
ワ
ー

カ
ー
の
異
動
が
三
年
毎
の
職
場
だ
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
三
五
年

間
、
こ
の
勉
強
会
は
続
い
た
。
」

「
さ
ら
に
こ
の
学
力
保
障
の
取
り
組
み
は
、
二
〇
一
〇
年
か
ら
は
国
・
全

国
の
自
治
体
の
政
策
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
さ
ら
に
国
の
「
給
付
型
奨
学
金
」

と
続
い
た
。
」

「
数
年
前
か
ら
、
そ
の
江
戸
川
区
が
区
を
あ
げ
て
の
学
習
支
援
に
変
更
し

た
。
学
習
支
援
に
参
加
し
て
い
た
福
祉
事
務
所
の
元
職
員
が
（
保
守
の
推
薦

で
）
区
長
に
な
っ
た
か
ら
だ
。
」

（
１
）
戦
後
、
大
陸
に
残
さ
れ
た
日
本
人

日
本
の
引
き
揚
げ
・
帰
国
事
業
は
、
敗
戦
後
数
年
で
再
三
中
断
さ
れ
、
一

九
五
一
年
以
降
大
連
か
ら
の
船
は
絶
え
、
一
九
五
八
年
以
降
全
く
閉
ざ
さ
れ

て
し
ま
う
。
引
き
揚
げ
・
帰
国
の
途
中
で
父
母
と
離
れ
ば
な
れ
に
な
り
、
多

く
の
孤
児
、
女
性
が
大
陸
に
取
り
残
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
。

一
九
六
一
年
以
降
、
断
続
的
だ
が
残
留
婦
人
等
の
自
費
帰
国
が
再
開
さ
れ
、

日
中
・
日
韓
の
間
の
交
流
が
始
ま
る
中
、
一
九
六
七
年
か
ら
残
留
婦
人
・
孤

児
の
帰
国
は
急
増
し
て
い
く
。

帰
国
者
の
多
く
は
帰
国
後
に
生
活
保
護
を
受
給
し
て
生
活
を
整
え
、
子
ど

も
の
教
育
環
境
等
を
整
え
て
い
く
が
、
そ
の
経
過
の
歴
史
に
つ
い
て
は
ど
こ

に
も
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。

一
九
七
二
年
、
日
中
国
交
回
復
後
に
民
間
の
手
で
中
国
残
留
孤
児
肉
親
捜

し
の
事
業
が
始
ま
っ
た
。
国
が
動
く
の
は
さ
ら
に
後
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

帰
国
者
の
多
く
は
帰
国
後
、
日
本
語
を
習
得
す
る
等
生
活
を
整
え
た
後
は
、

就
労
し
て
生
活
保
護
を
辞
め
る
が
、
す
ぐ
に
高
齢
に
と
な
っ
て
就
労
先
を
断

ら
れ
、
再
び
生
活
保
護
を
受
給
す
る
こ
と
と
な
っ
た
者
が
少
な
く
な
か
っ
た

（
厚
生
労
働
省
資
料
で
帰
国
者
の
六
割
）
。
だ
が
、
他
に
蓄
財
も
な
く
頼
れ

る
親
族
も
な
い
帰
国
者
に
と
っ
て
唯
一
の
生
活
手
段
で
あ
っ
た
生
活
保
護

は
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
な
っ
て
老
齢
加
算
の
廃
止
な
ど
で
年
々
支
給
金
額
が

減
少
し
、
受
給
が
厳
し
く
な
っ
て
い
っ
た
。

そ
う
し
た
中
で
、
二
〇
〇
七
年
七
月
、
日
本
政
府
を
相
手
に
、
帰
国
し
た

残
留
孤
児
の
九
割
近
く
が
起
こ
し
た
中
国
残
留
孤
児
国
家
賠
償
訴
訟
は
、
原
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告
側
は
新
た
な
国
の
支
援
策
を
受
け
入
れ
て
和
解
し
、
二
〇
〇
八
年
一
月
お

よ
び
四
月
か
ら
国
の
新
し
い
支
援
策
が
実
施
さ
れ
た
。
支
援
策
の
対
象
は
敗

戦
後
一
三
歳
以
上
だ
っ
た
「
残
留
婦
人
等
」
、
一
二
歳
以
下
だ
っ
た
「
残
留

孤
児
」
を
合
わ
せ
て
、
二
〇
〇
七
年
の
厚
生
労
働
省
資
料
に
よ
る
と
、
六
三

五
四
名
に
及
ん
で
い
る
。

そ
の
二
〇
〇
五
年
の
厚
生
労
働
省
資
料
に
よ
る
と
、
残
留
孤
児
・
婦
人
の

二
世
・
三
世
は
合
わ
せ
て
二
〇
一
五
九
名
が
親
と
一
緒
に
帰
国
す
る
か
、
親

の
帰
国
後
に
帰
国
し
て
い
る
。
な
お
、
三
世
は
帰
国
後
に
出
生
し
て
い
る
数

を
含
む
。
た
だ
し
、
二
世
・
三
世
は
新
支
援
事
業
に
お
け
る
給
付
の
対
象
に

な
ら
な
い
。

（
２
）
引
き
揚
げ
・
帰
国
者
と
の
出
会
い
と
生
活
支
援

一
九
五
一
年
、
日
本
政
府
の
中
国
か
ら
の
日
本
人
引
き
揚
げ
事
業
は
終
了

し
た
が
、
朝
鮮
戦
争
（
一
九
五
〇
～
五
三
）
を
経
て
も
大
陸
や
半
島
に
残
さ

れ
た
人
々
の
把
握
を
日
本
政
府
は
し
て
い
な
か
っ
た
。
戦
後
、
大
陸
に
残
さ

れ
た
人
の
多
く
は
、
引
き
揚
げ
・
帰
国
の
混
乱
の
な
か
で
現
地
人
家
族
に
預

け
ら
れ
、
ま
た
買
わ
れ
、
現
地
人
家
族
が
自
分
の
子
と
し
て
育
て
、
ま
た
は

現
地
人
の
人
と
結
婚
し
て
、
懸
命
に
生
き
抜
い
た
。

一
九
六
七
年
三
月
以
降
、
中
国
や
韓
国
か
ら
東
京
都
に
引
き
揚
げ
て
き
た

日
本
人
婦
人
と
そ
の
家
族
が
、
一
時
宿
泊
所
「
東
京
都
常
磐
寮
」
に
入
居
し

と

き

わ

た
。
常
磐
寮
は
、
そ
れ
ま
で
婦
人
保
護
施
設
だ
っ
た
が
、
老
朽
化
し
使
え
な

く
な
っ
た
も
の
で
、
東
京
都
は
管
理
人
を
置
く
の
み
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

入
居
後
の
生
活
は
、
本
人
が
福
祉
事
務
所
に
「
生
活
保
護
」
を
申
請
す
る
以

外
に
な
か
っ
た
。

＊
丁
度
そ
の
年
の
四
月
、
江
戸
川
区
福
祉
事
務
所
に
新
人
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー

に
な
っ
た
宮
武
さ
ん
は
、
福
祉
事
務
所
管
内
で
一
番
訪
問
が
不
便
な
常
磐
寮

と
そ
の
周
辺
地
域
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
（
松
岡
：
註
）

常
盤
寮
に
は
す
で
に
三
月
に
引
き
揚
げ
て
い
た
一
家
族
が
い
た
が
、
四
月

か
ら
は
、
引
き
揚
げ
・
帰
国
者
が
相
次
い
で
入
居
し
、
二
～
三
ヶ
月
後
に
は

一
〇
世
帯
ほ
ど
に
な
っ
た
。
地
域
の
生
活
保
護
所
帯
を
訪
問
す
る
た
び
に
常

磐
寮
に
寄
っ
て
、
引
き
揚
げ
・
帰
国
者
か
ら
相
談
や
ら
抱
え
て
い
る
問
題
の

解
決
に
あ
た
っ
た
。

引
き
揚
げ
・
帰
国
者
は
、
戦
後
に
大
陸
に
残
さ
れ
、
現
地
の
人
と
結
婚
し

日
本
国
籍
を
抹
消
し
た
人
、
日
本
国
籍
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
人
な
ど
背

景
が
異
な
っ
て
い
た
。
後
者
は
「
引
揚
者
」
扱
い
に
な
り
、
「
一
九
五
七
年

「
引
揚
者
給
付
金
等
支
給
法
」
か
ら

旅
費
と
一
時
金
が
出
た
が
、
一
時
金

は
そ
の
支
給
法
が
制
定
さ
れ
た
時
の
金
額
の
ま
ま
で
、
わ
ず
か
一
～
二
万
円

の
み
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
日
本
に
帰
っ
て
無
一
文
か
ら
生
活
を

ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
に
な
り
、
日
本
で
の
最
初
の
生
活
は
生
活
保
護
に
よ
る

し
か
な
か
っ
た
。
生
活
扶
助
に
よ
る
生
活
費
だ
け
で
な
く
医
療
扶
助
や
平
常

着
、
布
団
、
什
器
な
ど
の
生
活
一
時
扶
助
の
活
用
に
よ
り
、
文
字
ど
お
り
最

低
生
活
に
よ
る
ス
タ
ー
ト
で
あ
っ
た
が
、
解
決
す
べ
き
問
題
は
そ
れ
だ
け
で

は
な
か
っ
た
。

（
３
）
帰
国
者
の
子
ど
も
た
ち
と
教
育
支
援

引
き
揚
げ
・
帰
国
者
の
家
族
に
は
、
現
地
で
中
国
人
の
夫
の
死
亡
で
母
子

家
庭
に
な
っ
た
家
庭
な
ど
、
義
務
教
育
年
齢
の
子
ど
も
や
、
義
務
教
育
年
齢
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資料 1982年・全国の夜間中学の生徒数と引揚・帰国者のしめる割合

全国夜間中学校連絡会議資料

夜間中学のある中学校名 開設年月日 在籍生徒数 内引揚・帰国者数 内外国人生徒数

足立区立第四 26. 7.16 46 32 2

八王子市立第五 27. 5.10 32 0 1

東京 葛飾区立双葉 28. 4.29 37 2 17

墨田区立曳舟 28. 5. 1 60 33 11

大田区立糀谷 28. 5. 1 40 4 12

世田谷区立三宿 29. 9. 1 70 29 27

立川市立第九 32. 2.15 54 0 12

江戸川区立小松川第二 46. 4. 1 118 78 8

横浜市立浦島丘 23. 4. 1 11 0 1

横浜 横浜市立平楽 25. 4. 1 5 0 0

横浜市立藤川 25. 4. 1 6 0 0

横浜市立西 25. 4. 1 9 2 2

横浜市立鶴見 25. 5.20 9 0 0

川崎 川崎市立西中原 57. 5. 7 39 0 22

千葉 市川市立大洲 57. 4. 3 12 1 3

京都 京都市立洛友 43. 5. 1 92 1 79

大阪市立天王寺 44. 6. 5 385 294 46

大阪 大阪市立菅市 45. 4. 1 252 39 190

大阪市立文の里 49. 4.12 183 0 166

大阪市立昭和 51.10.20 103 14 77

岸和田市立岸城 27. 4. 1 217 0 113

堺市立殿馬場 47. 4. 1 102 16 25

八尾市立八尾 47. 4. 1 161 2 106

東大阪市立長栄 47. 4. 8 294 4 256

守口市立第三 50. 4.25 151 26 87

豊中市立第四 50. 4.15 36 0 23

奈良 奈良市立春日 53. 4. 1 142 18 33

天理市立福住 56. 4.24 32 1 15

神戸市立丸山 25. 1.16 47 4 31

兵庫 神戸市立兵庫 50. 4. 1 33 0 20

尼崎市立成良中琴城分校 51. 4. 1 22 1 4

広島市立観音 28. 5. 1 71 44 12

広島 広島市立二葉 28. 5. 1 36 0 1

豊浜町立豊浜 27. 5. 1 休校中

全国計 2,915 645 1,402

(注) 開設年月日は、中学校の開設年月日
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を
過
ぎ
て
い
る
が
、
義
務
教
育
が
必
要
な
青
年
も
い
た
。

帰
国
当
初
は
義
務
教
育
年
齢
の
児
童
で
も
日
本
語
が
話
せ
な
い
た
め
、
地

元
の
小
・
中
学
校
へ
の
入
学
を
断
ら
れ
た
。
当
時
の
教
育
委
員
会
の
担
当
者

か
ら
は
、
「
子
ど
も
た
ち
は
中
国
語
し
か
し
ゃ
べ
れ
な
い
。
日
本
語
が
し
ゃ

べ
れ
な
い
。
」
「
中
国
で
育
っ
て
い
る
か
ら
、
中
国
の
子
は
赤
い
。
」
「
赤
い
子

ど
も
が
ま
わ
り
の
子
ど
も
を
赤
く
す
る
。
」
と
受
け
入
れ
を
拒
否
さ
れ
た
。

そ
れ
で
親
た
ち
が
学
校
へ
日
参
し
て
入
学
を
依
頼
し
、
一
九
六
七
年
九
月
に

地
元
の
葛
西
小
・
中
学
校
に
「
日
本
語
学
級
」
が
開
設
さ
れ
た
。
た
だ
し
、

「
日
本
の
子
と
ま
ぜ
な
い
。
」
（
ま
わ
り
の
子
ど
も
に
「
赤
く
な
ら
な
い
。
」

た
め
に
）
こ
と
が
条
件
だ
っ
た
。
翌
一
九
六
八
年
二
月
、
隣
区
で
あ
る
墨
田

区
曳
舟
中
学
校
の
夜
間
学
級
が
、
義
務
教
育
年
齢
を
過
ぎ
て
い
る
青
年
の
通

学
を
引
き
受
け
、
そ
の
後
、
地
元
江
戸
川
区
に
も
小
松
川
第
二
中
学
校
に
夜

間
学
級
が
開
設
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
全
国
三
五
校
の
夜
間
中
学
は
い
ず
れ
も

引
き
揚
げ
・
帰
国
者
の
学
び
の
場
と
な
っ
て
い
っ
た
。
生
活
保
護
の
面
で
は
、

引
き
揚
げ
・
帰
国
者
が
日
本
語
を
習
得
し
、
日
本
社
会
で
就
職
な
ど
を
通
じ

て
自
活
し
た
生
活
が
出
来
る
ま
で
、
援
助
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

な
お
、
江
戸
川
区
立
小
松
川
夜
間
中
学
校
は
、
二
〇
二
二
年
春
、
夜
間
学

級
開
設
五
〇
年
式
典
を
開
催
し
た
。
こ
の
都
内
の
夜
間
中
学
の
中
で
、
在
籍

者
が
一
番
多
い
現
状
が
続
い
て
い
る
。

（
全
国
の
中
学
校
の
夜
間
学
級
一
覧
表
・
前
ペ
ー
ジ
）

（
４
）
燎
原
の
火
の
よ
う
に

そ
の
後
、
東
京
都
常
磐
寮
に
引
き
揚
げ
・
帰
国
し
た
人
び
と
か
ら
、
中
国

・
韓
国
残
留
日
本
人
婦
人
、
孤
児
に
、
日
本
で
の
生
活
の
様
子
が
燎
原
の
火

の
よ
う
に
伝
わ
っ
た
。
当
時
、
彼
女
ら
の
多
く
は
日
本
人
で
あ
る
こ
と
が
名

乗
れ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
中
国
残
留
婦
人
の
多
く
は
満
蒙
開
拓
に
従
事
し
、

敗
戦
後
の
帰
国
情
報
が
し
っ
か
り
伝
わ
ら
な
い
中
国
東
北
部
の
田
舎
に
在
住

し
て
い
た
人
が
多
か
っ
た
た
め
、
常
磐
寮
の
情
報
が
ど
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ

た
か
も
不
明
で
あ
る
。

一
九
六
八
年
三
月
、
韓
国
残
留
婦
人
達
が
、
入
国
し
た
下
関
港
の
入
国
管

理
事
務
所
で
「
帰
国
後
、
身
元
保
証
人
の
い
る
出
身
県
に
帰
る
の
で
は
な
く
、

受
け
入
れ
の
整
っ
た
東
京
都
常
磐
寮
に
入
寮
さ
せ
て
ほ
し
い
。
」
と
座
り
込

み
を
行
っ
て
い
る
。
中
国
だ
け
で
な
く
、
韓
国
の
残
留
婦
人
た
ち
に
も
常
磐

寮
の
情
報
が
た
ち
ま
ち
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
。

こ
う
や
っ
て
今
日
ま
で
に
中
国
か
ら
帰
国
し
た
婦
人
・
孤
児
は
、
約
六
五

〇
〇
人
。
残
留
婦
人
・
孤
児
の
家
族
（
子
ど
も
、
孫
）
を
合
わ
せ
て
三
万
人

を
超
え
る
人
々
が
引
き
揚
げ
・
帰
国
し
た
。
韓
国
か
ら
帰
国
し
た
婦
人
と
そ

の
家
族
は
、
八
〇
〇
人
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）
引
き
揚
げ
・
帰
国
事
業
・
肉
親
探
し
事
業

厚
生
省
（
現
厚
生
労
働
省
）
が
行
き
揚
げ
・
帰
国
事
業
に
取
り
組
む
の
は

そ
れ
か
ら
五
年
後
、
一
九
七
二
年
の
日
中
国
交
回
復
後
の
こ
と
で
あ
る
。

一
九
七
四
年
、
引
き
揚
げ
・
帰
国
事
業
を
支
援
す
る
民
間
団
体
に
よ
る
中
国

人
残
留
孤
児
肉
親
捜
し
が
始
ま
る
。
一
九
七
五
年
、
厚
生
省
は
「
中
国
残
留

孤
児
肉
親
捜
し
事
業
」
に
よ
る
邦
人
情
報
の
公
開
を
始
め
た
。
一
九
八
一
年

に
は
肉
親
捜
し
訪
日
調
査
が
始
ま
り
、
残
留
婦
人
・
孤
児
が
日
本
に
実
父
母

や
兄
弟
、
親
族
を
求
め
て
訪
れ
る
よ
う
に
な
る
。
同
年
厚
生
省
は
引
き
揚
げ

・
帰
国
者
の
帰
国
後
の
生
活
の
準
備
の
た
め
「
定
住
セ
ン
タ
ー
」
を
全
国
三
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ヶ
所
に
設
置
し
、
都
道
府
県
お
よ
び
都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会
は
、
引
き

揚
げ
・
帰
国
者
の
相
談
窓
口
を
設
置
し
、
「
日
本
語
教
室
」
を
開
設
す
る
な

ど
の
支
援
の
体
制
を
作
っ
て
い
く
。
一
九
七
五
年
に
東
京
都
常
磐
寮
は
建
て

替
え
ら
れ
、
専
門
相
談
員
が
常
駐
し
た
。

一
九
八
二
年
、
法
務
省
が
「
中
国
帰
国
戸
籍
登
録
事
務
取
扱
い
」
通
知
を
出

し
て
い
る
。
一
九
八
六
年
は
、
一
年
に
五
回
の
訪
日
調
査
で
六
七
二
人
が
来

日
し
、
内
二
二
五
人
の
肉
親
が
判
明
し
て
い
る
。
一
九
八
七
年
二
月
に
、
一

度
訪
日
調
査
が
打
ち
切
ら
れ
る
が
、
世
論
の
批
判
に
よ
り
一
一
月
に
再
開
す

る
。
一
九
九
一
年
、
そ
れ
ま
で
は
帰
国
が
可
能
な
の
は
肉
親
の
身
元
引
受
人

が
い
る
場
合
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
「
特
別
身
元
引
受
制
度
」
が
で
き
て
、

第
三
者
の
身
元
引
受
け
が
可
能
に
な
っ
た
。

一
九
九
三
年
、
中
国
残
留
婦
人
の
帰
国
（
成
田
で
入
国
拒
否
）
を
契
機
に
、

厚
生
省
は
帰
国
希
望
の
全
員
受
け
入
れ
を
表
明
し
、
一
九
九
四
年
に
は
国
の

責
任
を
明
記
し
た
「
中
国
残
留
邦
人
等
帰
国
促
進
・
自
立
支
援
法
」
が
制
定

さ
れ
た
。
同
法
に
よ
り
、
一
九
九
五
年
に
は
国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て
帰

国
ま
で
の
国
民
年
金
期
間
は
免
除
期
間
同
様
に
計
算
さ
れ
る
と
と
も
に
「
中

国
引
き
揚
げ
特
例
給
付
」
が
実
施
さ
れ
た
。
（
免
除
期
間
は
三
分
の
一
、
納

付
す
る
と
年
金
が
増
え
る
と
納
付
奨
励
）

肉
親
捜
し
事
業
は
年
数
が
経
つ
に
し
た
が
っ
て
、
肉
親
が
亡
く
な
っ
て
い

る
場
合
が
多
く
な
り
、
肉
親
捜
し
は
困
難
を
極
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九

九
九
年
一
一
月
、
肉
親
捜
し
二
三
人
の
来
日
を
最
後
に
厚
生
省
は
「
中
国
残

留
孤
児
肉
身
捜
し
事
業
」
を
再
度
終
了
さ
せ
る
。
そ
の
年
の
訪
日
調
査
で
は
、

肉
親
が
判
明
し
た
の
は
一
名
の
み
の
結
果
で
あ
っ
た
。
厚
生
省
が
行
う
そ
の

後
の
肉
親
捜
し
は
個
人
対
応
に
な
る
が
、
そ
れ
以
降
の
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
情

報
が
期
待
で
き
な
い
個
別
の
肉
親
捜
し
は
、
極
め
て
困
難
な
も
の
と
な
っ
た
。

二
〇
〇
一
年
三
月
、
東
京
都
常
磐
寮
は
閉
鎖
さ
れ
た
。

敗
戦
時
に
二
一
歳
だ
っ
た
日
本
人
婦
人
は
二
〇
二
三
年
現
在
九
九
歳
、
一

歳
だ
っ
た
孤
児
は
七
九
歳
に
な
っ
て
い
る
が
、
結
婚
し
て
い
て
帰
国
し
な
か

っ
た
方
で
、
現
地
の
配
偶
者
に
先
立
た
れ
て
か
ら
日
本
に
帰
国
す
る
方
も
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
個
別
の
帰
国
者
や
先
に
引
き
揚
げ
・
帰
国
し
た
折
に
中

国
に
残
っ
た
家
族
の
帰
国
は
今
日
も
続
い
て
い
る
。

（
６
）
日
本
で
迎
え
た
老
後

戦
後
七
〇
年
を
経
て
、
戦
後
、
大
陸
に
残
さ
れ
一
九
六
七
年
以
降
に
自
力

で
日
本
に
帰
っ
て
き
た
引
き
揚
げ
・
帰
国
者
は
、
帰
国
後
す
で
に
中
高
年
で

就
職
も
容
易
で
な
か
っ
た
方
が
多
く
、
一
時
期
就
職
で
き
た
方
も
日
本
語
の

会
話
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
孤
独
な
仕
事
を
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
か

っ
た
。
そ
の
た
め
収
入
は
低
く
、
あ
っ
と
い
う
間
に
高
齢
に
な
り
、
す
で
に

大
半
の
人
が
雇
用
を
断
ら
れ
た
。

低
収
入
の
雇
用
で
あ
っ
た
た
め
貯
金
や
資
産
は
な
い
ま
ま
で
。
年
金
の
受

給
資
格
が
あ
る
場
合
で
も
加
入
期
間
は
短
く
、
当
初
帰
国
前
後
の
免
除
期
間

は
基
礎
年
金
の
三
分
の
一
の
計
算
だ
っ
た
た
め
年
金
額
は
著
し
く
低
く
、
大

半
の
人
が
高
齢
で
ふ
た
た
び
生
活
保
護
受
給
に
よ
る
最
低
生
活
の
老
後
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
の
生
活
保
護
は
、
そ
れ
ま
で
高
齢
者
に
あ
っ
た
高
齢
者

加
算
が
段
階
的
に
廃
止
と
な
り
、
年
ご
と
に
扶
助
費
は
減
少
し
た
。
帰
国
の

際
に
身
元
引
受
人
と
な
っ
た
肉
親
の
家
庭
も
、
す
で
に
世
代
代
わ
り
を
し
て
、

生
活
苦
を
抱
え
た
引
き
揚
げ
・
帰
国
者
と
の
交
流
は
避
け
ら
れ
た
。

引
き
揚
げ
・
帰
国
者
の
子
ど
も
や
孫
た
ち
の
就
職
や
結
婚
に
つ
い
て
も
、

中
国
で
の
仕
事
の
キ
ャ
リ
ア
が
活
か
せ
な
い
、
日
本
で
の
生
活
と
仕
事
の
リ
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ズ
ム
に
な
じ
め
な
い
、
資
力
も
人
間
関
係
の
ス
ト
ッ
ク
も
な
い
、
自
分
の
親

に
は
頼
れ
な
い
な
ど
、
親
子
の
間
も
含
め
様
々
な
溝
が
生
じ
た
。

国
家
賠
償
を
求
め
て
提
訴
し
た
原
告
団
は
、
大
半
の
引
き
揚
げ
・
帰
国
者

が
高
齢
を
迎
え
る
中
で
、
二
〇
〇
七
年
七
月
、
国
の
「
新
支
援
策
」
を
受
け

入
れ
、
和
解
を
し
た
。
新
支
援
策
は
、
生
活
保
護
を
ベ
ー
ス
に
、
老
齢
基
礎

年
金
を
満
額
支
給
し
、
そ
の
年
金
額
は
収
入
と
し
て
差
し
引
か
れ
な
い
内
容

で
あ
っ
た
。
新
支
援
策
は
各
福
祉
事
務
所
が
担
当
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
こ

で
は
、
大
陸
で
長
く
残
留
孤
児
・
婦
人
を
放
置
し
て
き
た
国
の
責
任
が
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
一
九
五
一
年
に
引
き
揚
げ
・
帰
国
の
道
が
絶
た
れ
て

か
ら
、
大
陸
に
残
さ
れ
た
一
人
ひ
と
り
の
残
留
婦
人
・
孤
児
が
こ
の
間
ど
の

よ
う
な
思
い
で
日
本
を
見
つ
め
て
き
た
の
か
を
考
え
る
な
ら
ば
、
国
は
責
任

を
認
め
る
べ
き
だ
。

一
九
八
〇
年
代
、
二
回
目
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
に
な
っ
て
取
り
組
ん
だ
も

う
一
つ
の
課
題
「
生
活
困
窮
者
世
帯
の
子
ど
も
の
教
育
支
援
」
に
つ
い
て
、

二
〇
二
三
年
三
月
、
宮
武
さ
ん
は
学
習
支
援
・
若
者
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
一
三
回

目
の
春
を
祝
う
会
に
出
席
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
中
学
三
年
間
学
習
支
援

に
通
っ
て
高
校
を
決
め
た
四
名
、
中
学
・
高
校
六
年
間
通
っ
て
大
学
を
決
め

た
三
名
、
一
人
一
人
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。
「
進
学
せ
ず
働
け
！
」
結
果
は

貧
困
の
連
鎖
と
い
う
近
年
ま
で
の
生
活
保
護
世
帯
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
夢

の
よ
う
な
報
告
だ
っ
た
。

給
付
型
奨
学
金
で
、
貧
困
世
帯
の
児
童
の
進
路
が
こ
ん
な
に
も
大
き
く
変

化
し
た
。
す
で
に
各
大
学
案
内
に
も
載
っ
て
い
る
が
、
こ
の
大
き
な
変
化
の

情
報
が
対
象
世
帯
（
生
活
保
護
世
帯
・
児
童
養
護
施
設
・
非
課
税
世
帯
）
の

児
童
に
も
れ
な
く
届
け
ら
れ
る
こ
と
を
宮
武
さ
ん
は
願
っ
て
い
る
。

＊
こ
の
項
は
、
宮
武
さ
ん
の
著
書
『
絆
を
伝
え
る

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
入
門
』
（
大
空
社
出
版
）
を

ベ
ー
ス
に
宮
武
さ
ん
へ
の
質
問
の
回
答
と
聞
き
取

り
に
よ
り
構
成
し
た
。

お
わ
り
に

宮
武
さ
ん
の
戦
後
体
験
と
「
カ

バ
ヤ
児
童
文
庫
」

宮
武
さ
ん
と
二
度
目
に
お
目
に
か
か
っ
た
最
後

に
ぜ
ひ
お
尋
ね
し
た
い
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

当
局
の
度
重
な
る
嫌
が
ら
せ
や
配
転
攻
撃
の
な
か

で
、
残
留
孤
児
・
婦
人
の
二
世
・
三
世
へ
の
教
育

支
援
活
動
を
宮
武
さ
ん
は
な
ぜ
続
け
て
来
ら
れ
た

の
か
。
ま
た
、
父
の
戦
死
と
母
の
戦
後
の
苦
労
、

ま
た
宮
武
さ
ん
の
生
育
史
と
の
関
係
が
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。

江
戸
川
区
の
職
員
と
し
て
上
記
の
支
援
活
動
の
な

か
で
管
理
職
か
ら
の
圧
力
、
配
転
等
が
数
々
あ
り
、

抵
抗
し
て
こ
ら
れ
た
と
聞
き
ま
し
た
が
、
ど
の
よ

う
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
か
。

二
〇
〇
〇
年
、
五
五
歳
の
秋
、
私
は
あ
る
夜
間
大
学
院
に
て
社
会
人
入
学

選
考
の
面
接
試
験
を
受
け
た
。
面
接
官
は
、
「
社
会
福
祉
の
大
学
を
出
て
い
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る
の
に
、
区
役
所
で
の
履
歴
は
何
な
の
か
？
」
「
こ
の
年
齢
で
係
長
に
も
な

っ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
？
」
と
聞
い
た
。
福
祉
の
大
学
を
出
て
い
て
、
社
会

福
祉
と
つ
な
が
ら
な
い
土
木
や
建
築
等
の
部
署
へ
の
異
動
を
繰
り
返
し
て
い

る
こ
と
が
信
じ
ら
れ
な
い
驚
き
方
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
二
〇
回
係
長
試
験

に
不
合
格
だ
っ
た
。

三
〇
年
余
り
、
区
と
組
合
の
癒
着
等
で
配
転
に
も
抵
抗
は
で
き
な
い
職
場

だ
っ
た
。
し
か
し
、
結
果
と
し
て
、
こ
の
江
戸
川
区
の
仕
事
の
工
夫
・
改
善

の
結
果
が
、
先
に
述
べ
た
「
中
国
残
留
孤
児
・
婦
人
の
帰
国
と
生
活
・
教
育

支
援
」
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
四
〇
年
後
の
二
〇
〇
八
年
に
国
の
新
支
援
策
に

取
り
入
れ
ら
れ
、
ま
た
そ
の
後
の
取
り
組
み
で
あ
る
「
貧
困
の
連
鎖
と
学
習

・
生
活
支
援
に
よ
る
高
校
・
大
学
就
学
保
障
」
は
、
提
起
か
ら
三
〇
年
を
経

て
、
二
〇
一
三
年
の
子
ど
も
の
貧
困
対
策
推
進
法
、
二
〇
一
七
年
の
給
付
型

就
学
金
制
度
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
。

厳
し
い
圧
力
に
屈
せ
ず
、
子
ど
も
た
ち
へ
の
生
活
・
教
育
支
援
活
動
を
続
け

ら
れ
た
の
は
、
宮
武
さ
ん
の
生
い
立
ち
と
戦
後
体
験
に
関
係
が
あ
り
ま
す
で

し
ょ
う
か
。

こ
の
問
い
に
宮
武
さ
ん
は
「
う
～
ん
」
と
考
え
込
ま
れ
た
。
ど
う
も
私
が

想
定
し
た
「
お
父
さ
ん
の
戦
死
と
お
母
さ
ん
の
戦
後
の
苦
労
」
と
は
直
接
つ

な
が
ら
な
い
よ
う
だ
っ
た
。
し
ば
し
の
沈
黙
の
後
に
宮
武
さ
ん
が
語
ら
れ
た

の
は
「
カ
バ
ヤ
児
童
文
庫
」
の
話
だ
っ
た
。
宮
武
さ
ん
が
小
学
校
三
年
生
の

時
、
郷
里
の
内
場
に
雨
不
足
に
よ
る
渇
水
対
策
の
た
め
の
「
内
場
ダ
ム
」
が

う
ち

ば

建
設
さ
れ
た
。
ダ
ム
が
で
き
る
と
、
高
松
市
の
六
年
生
の
子
ど
も
が
遠
足
で

大
勢
ダ
ム
見
学
に
押
し
か
け
て
、
食
べ
物
や
お
菓
子
の
ゴ
ミ
を
捨
て
て
い
っ

た
。
そ
の
中
に
カ
バ
ヤ
の
キ
ャ
ラ
メ
ル
の
箱
が
あ
り
、
そ
こ
に
入
っ
て
い
る

カ
ー
ド
を
五
枚
集
め
る
と
、
景
品
と
し
て
世
界
文
学
の
本
で
あ
る
「
カ
バ
ヤ

児
童
文
庫
」
が
一
冊
も
ら
え
た
。
土
曜
日
の
午
後
に
な
る
と
宮
武
さ
ん
は
内

場
ダ
ム
に
出
か
け
、
捨
て
ら
れ
た
カ
バ
ヤ
キ
ャ
ラ
メ
ル
の
箱
を
必
死
に
な
っ

て
拾
い
、
カ
ー
ド
を
集
め
た
。
そ
し
て
集
め
た
カ
ー
ド
を
カ
バ
ヤ
に
送
り
、

カ
バ
ヤ
児
童
文
庫
を
「
五
〇
冊
」
も
手
に
入
れ
た
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
カ
バ

ヤ
児
童
文
庫
に
は
『
小
公
女
』『
父
を
訪
ね
て
三
千
里
』
『
ア
ラ
ビ
ア
ン
ナ
イ

ト
』
な
ど
が
あ
っ
た
。

宮
武
さ
ん
の
お
話
を
聞
い
て
、
そ
こ
に
は
宮
武
さ
ん
が
育
っ
た
戦
後
の
貧

し
さ
と
、
お
ま
け
の
名
作
「
カ
バ
ヤ
児
童
文
庫
」
を
集
め
、
「
世
界
文
学
」

を
知
り
た
い
と
欲
し
た
「
知
的
渇
望
」
「
文
化
的
希
求
」
が
あ
っ
た
と
私
は

推
測
し
た
。
そ
の
子
ど
も
時
代
の
欲
求
と
同
じ
も
の
が
「
中
国
残
留
孤
児
・

婦
人
の
二
世
・
三
世
の
子
ど
も
た
ち
」
に
あ
る
と
、
宮
武
さ
ん
は
見
た
の
で

な
い
だ
ろ
う
か
。

靖
国
遺
児
参
拝
に
こ
だ
わ
っ
て
考
え
て
き
た
私
の
歩
み
の
な
か
で
、
宮
武

さ
ん
と
の
出
会
い
は
、
〈
新
た
な
視
線
〉
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。

＊
カ
バ
ヤ
児
童
文
庫

カ
バ
ヤ
児
童
文
庫
と
は
、
一
九
五
二
（
昭
和
二
七
）
年
か
ら
一
九
一
九
五

四
年
に
か
け
て
、
岡
山
市
に
本
社
を
置
く
「
カ
バ
ヤ
食
品
」(

株)

が
、

キ

ャ
ラ
メ
ル
の
お
ま
け
と
し
て
、
毎
週
一
～
数
冊
の
ペ
ー
ス
で
発
行
し
た
児
童

向
け
文
学
作
品
を
収
め
た
叢
書
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
一
〇
円
の
キ
ャ
ラ
メ

ル
を
買
う
と
、
中
に
文
庫
券
が
入
っ
て
い
て
、
こ
れ
を
集
め
て
送
る
と
、
好

き
な
本
が
も
ら
え
た
。

岡
山
県
立
図
書
館
で
は
、
カ
バ
ヤ
食
品
の
カ
バ
ヤ
児
童
文
庫
の
刊
行
が
確
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認
さ
れ
て
い
る
一
三
一
点
す
べ
て
を
デ
ジ
タ
ル
で
公
開
し
て
い
る
。

＊
中
国
残
留
孤
児
・
婦
人
問
題
で
参
考
に
な
る
書
籍

・
城
戸
久
枝
著
『
あ
の
戦
争
か
ら
遠
く
離
れ
て

私
に
つ
な
が
る
歴
史
を
た

ど
る
旅
』（
新
潮
文
庫
）

・
汪
楠
著
『
怒
羅
権
と
私

創
設
期
メ
ン
バ
ー
の
怒
り
と
悲
し
み
の
半
生
』

わ
ん
な
ん

ド

ラ

ゴ

ン

（
彩
図
社
）

Ź౷ెźű൏Ыংॺಓ̙ΰنŲバックナンバー

第 40号 宇治市舞鶴市の靖国神社遺児参拝

― 1950年代の靖国神社遺児参拝の実像―〈9〉

第 41号 「兵籍簿」に見る父親たちの戦争

― 1950年代の靖国神社遺児参拝―〈10〉

第 43号 『靖国神社遺児参拝文集』（大阪府）を読む

― 1950年代の靖国神社遺児参拝―〈11〉

第 44号 被爆地広島・長崎と『靖国神社遺児参拝文集』

― 1950年代の靖国神社遺児参拝―〈12〉

第 45号 動員学徒の遺族等援護法適用・靖国合祀

― 1950年代の靖国神社遺児参拝―〈13〉

第 46号 遺児集団参拝と記憶の再生・継承

― 1950年代の靖国神社遺児参拝―〈14〉

第 47号 靖国遺児集団参拝 ―戦前と戦後―１

第 50号 西山誠一さんの靖国遺児参拝体験を聞く

―靖国神社遺児参拝戦前と戦後の連続―２

第 51号 硫黄島と父の戦死―早内高士さんに聞く

―靖国神社遺児参拝戦前と戦後の連続―３

第 52号 戦後朝鮮における靖国神社遺児参拝

―靖国遺児参拝戦前と戦後の連続―４

第 53 号 戦後北海道の靖国神社遺児参拝 木村崇さんに聞く

―靖国遺児参拝戦前と戦後の連続―５

第 54 号 戦後、伊勢修学旅行はなぜ続いたか

―またどのように広島修学旅行に転換したのか―


