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白
梅
学
徒
隊
と
し
て

八
重
瀬
町
も
戦
場
に

八
重
瀬
町
も
戦
場
に

戦
場
と
な
っ
た
南
部

思
い
出
す
の
は
臭
い

沖
縄
戦
の

足
跡

包
帯
を
洗
う
な
ど
、作
業
は
夜
、偵

察
の
飛
行
機
に
隠
れ
な
が
ら
行
っ

た
。

　
　

戦
争
が
始
ま
る
ま
で
は
那
覇
市

の
普
通
の
16
歳
の
女
の
子
だ
っ
た
。

従
事
す
る
労
働
に
は
大
変
抵
抗
を

感
じ
な
が
ら
対
応
し
た
。
し
尿
を

入
れ
る
瓶
は
広
口
の
マ
ヨ
ネ
ー
ズ

瓶
と
呼
ば
れ
る
も
の
。
呼
ば
れ
て

持
っ
て
行
っ
て
も「
遅
い
！
沖
縄
の

女
の
子
は
気
が
き
か
な
い
」と
怒
ら

れ
た
り
、や
さ
し
く「
あ
り
が
と
う
、

助
か
っ
た
よ
」と
言
わ
れ
る
言
葉
に

喜
ん
だ
り
、悲
し
ん
だ
り
し
た
。

　　

汚
物
、尿
、便
、ロ
ウ
ソ
ク
の
す
す
の

臭
い
、嗅
い
だ
こ
と
の
な
い
臭
い
が
充

め
ら
れ
た
港
川
地
区
で
友
人
た
ち

と
再
び
会
う
こ
と
が
で
き
た
。

　

白
梅
学
徒
隊
56
人
中
22
人
の
命

が
犠
牲
に
な
っ
た
。

　
　

戦
後
70
年
、
子
ど
も
が
で
き
、ひ

孫
も
で
き
た
。

　
　

今
の
私
に
で
き
る
こ
と
は
、で
き

る
だ
け
戦
争
を
伝
え
て
い
く
こ
と
だ

と
思
っ
た
。

６
月
４
日
の
解
散
命
令

激
戦
下
を
さ
ま
よ
う

▲６月20日に開催されたピースウオーキングの様子

▲当時のことを語っていきたいと話す武村さん
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昭
和

　
　

昭
和
1616
年
か
ら
始
ま
っ
た
太
平

年
か
ら
始
ま
っ
た
太
平

洋
戦
争
に
お
い
て
、沖
縄
は
国
内
で

洋
戦
争
に
お
い
て
、沖
縄
は
国
内
で

唯
一
、
県
民
を
総
動
員
し
て
地
上

唯
一
、
県
民
を
総
動
員
し
て
地
上

戦
が
行
わ
れ
た
場
所
で
す
。

戦
が
行
わ
れ
た
場
所
で
す
。

　　

昭
和

　　

昭
和
2020
年
４
月
１
日
、米
軍
は
沖

年
４
月
１
日
、米
軍
は
沖

縄
本
島
中
部
に
上
陸
し
ま
し
た
。

縄
本
島
中
部
に
上
陸
し
ま
し
た
。

日
本
軍
は
米
軍
の
上
陸
地
点
を
沖

日
本
軍
は
米
軍
の
上
陸
地
点
を
沖

　
縄
県
南
部
の
八
重
瀬
町
港
川
海
岸

縄
県
南
部
の
八
重
瀬
町
港
川
海
岸

や
糸
満
市
海
岸
周
辺
と
予
想
し
て

や
糸
満
市
海
岸
周
辺
と
予
想
し
て

い
た
た
め
、南
部
海
岸
を
囲
む
よ
う

い
た
た
め
、南
部
海
岸
を
囲
む
よ
う

に
陣
地
を
配
備
し
て
い
ま
し
た
。

に
陣
地
を
配
備
し
て
い
ま
し
た
。

　
　

５
月
下
旬
、
日
本
軍
司
令
部
は

　
　

５
月
下
旬
、
日
本
軍
司
令
部
は

那
覇
市
首
里
か
ら
撤
退
し
、
糸
満

那
覇
市
首
里
か
ら
撤
退
し
、
糸
満

市
摩
文
仁
ま
で
南
下
し
ま
し
た
。十

市
摩
文
仁
ま
で
南
下
し
ま
し
た
。十

数
万
人
の
一
般
住
民
が
避
難
し
て

数
万
人
の
一
般
住
民
が
避
難
し
て

い
た
南
部
一
帯
は
日
本
軍
の
撤
退

い
た
南
部
一
帯
は
日
本
軍
の
撤
退

作
戦
に
よ
り
避
難
民
と
敗
走
す
る

作
戦
に
よ
り
避
難
民
と
敗
走
す
る

日
本
兵
が
入
り
乱
れ
る
戦
場
と
な

日
本
兵
が
入
り
乱
れ
る
戦
場
と
な

り
ま
し
た
。

り
ま
し
た
。

　　
　

八
重
瀬
町
の
名
前
の
由
来
と

　
　

八
重
瀬
町
の
名
前
の
由
来
と

な
っ
て
い
る「
八
重
瀬
岳
」
、こ
こ
は

な
っ
て
い
る「
八
重
瀬
岳
」
、こ
こ
は

南
部
地
上
戦
の
最
後
の
砦
と
な
っ

南
部
地
上
戦
の
最
後
の
砦
と
な
っ

た
山
で
す
。
高
さ

た
山
で
す
。
高
さ
163163
メ
ー
ト
ル
の
頂

メ
ー
ト
ル
の
頂

上
を
越
え
れ
ば
す
ぐ
、
沖
縄
戦
終

上
を
越
え
れ
ば
す
ぐ
、
沖
縄
戦
終

焉
の
地
と
呼
ば
れ
る「
摩
文
仁
の
丘
」

焉
の
地
と
呼
ば
れ
る「
摩
文
仁
の
丘
」

を
望
む
こ
と
が
で
き
、戦
時
中
は
こ

を
望
む
こ
と
が
で
き
、戦
時
中
は
こ

の
山
に
日
本
軍
が
駐
軍
し
て
い
ま

の
山
に
日
本
軍
が
駐
軍
し
て
い
ま

し
た
。

し
た
。

　
　

当
時
こ
の
場
所
に
は
、
沖
縄
県

　
　

当
時
こ
の
場
所
に
は
、
沖
縄
県

立
第
二
高
等
女
学
校
の
４
年
生
が

立
第
二
高
等
女
学
校
の
４
年
生
が

従
軍
看
護
助
手「
白
梅
学
徒
隊
」と

従
軍
看
護
助
手「
白
梅
学
徒
隊
」と

し
て
、
軍
の
手
伝
い
に
従
事
し
て
い

し
て
、
軍
の
手
伝
い
に
従
事
し
て
い

ま
し
た
。

ま
し
た
。

　　

今
回
、お
話
を
聴
か
せ
て
い
た
だ

　　

今
回
、お
話
を
聴
か
せ
て
い
た
だ

い
た
白
梅
学
徒
隊
出
身
の
武
村
さ

い
た
白
梅
学
徒
隊
出
身
の
武
村
さ

ん
は
当
時

ん
は
当
時
1616
歳
。
八
重
瀬
岳
中
腹

歳
。
八
重
瀬
岳
中
腹

に
あ
る
自
然
洞
窟
を
使
っ
た
第

に
あ
る
自
然
洞
窟
を
使
っ
た
第
2424

師
団
第
一
野
戦
病
院
に
、
昭
和

師
団
第
一
野
戦
病
院
に
、
昭
和
2020

年
３
月

年
３
月
2424
日
か
ら
６
月
ま
で
配
属

日
か
ら
６
月
ま
で
配
属

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　　
こ
の
３
カ
月
は
梅
雨
の
時
期
で
し

　　
こ
の
３
カ
月
は
梅
雨
の
時
期
で
し

た
が
、
一
度
も
お
風
呂
に
入
れ
な

た
が
、
一
度
も
お
風
呂
に
入
れ
な

か
っ
た
と
振
り
返
り
ま
す
。
足
場
は

か
っ
た
と
振
り
返
り
ま
す
。
足
場
は

泥
で
ぬ
か
る
み
、壕
か
ら
降
り
る
坂

泥
で
ぬ
か
る
み
、壕
か
ら
降
り
る
坂

道
は「
死
の
坂
」と
言
わ
れ
て
い
ま

道
は「
死
の
坂
」と
言
わ
れ
て
い
ま

し
た
。

し
た
。

　　　
　

昭
和
16
年
か
ら
始
ま
っ
た
太
平

洋
戦
争
に
お
い
て
、沖
縄
は
国
内
で

唯
一
、
県
民
を
総
動
員
し
て
地
上

戦
が
行
わ
れ
た
場
所
で
す
。

　　

昭
和
20
年
４
月
１
日
、米
軍
は
沖

縄
本
島
中
部
に
上
陸
し
ま
し
た
。

日
本
軍
は
米
軍
の
上
陸
地
点
を
沖

　
縄
県
南
部
の
八
重
瀬
町
港
川
海
岸

や
糸
満
市
海
岸
周
辺
と
予
想
し
て

い
た
た
め
、南
部
海
岸
を
囲
む
よ
う

に
陣
地
を
配
備
し
て
い
ま
し
た
。

　
　

５
月
下
旬
、
日
本
軍
司
令
部
は

那
覇
市
首
里
か
ら
撤
退
し
、
糸
満

市
摩
文
仁
ま
で
南
下
し
ま
し
た
。十

数
万
人
の
一
般
住
民
が
避
難
し
て

い
た
南
部
一
帯
は
、
日
本
軍
の
撤

退
作
戦
に
よ
り
避
難
民
と
敗
走
す

る
日
本
兵
が
入
り
乱
れ
る
戦
場
と

な
り
ま
し
た
。

　　
　

八
重
瀬
町
の
名
前
の
由
来
と

な
っ
て
い
る「
八
重
瀬
岳
」
、こ
こ
は

南
部
地
上
戦
の
最
後
の
砦
と
な
っ

た
山
で
す
。
高
さ
163
メ
ー
ト
ル
の
頂

上
を
越
え
れ
ば
す
ぐ
、
沖
縄
戦
終

焉
の
地
と
呼
ば
れ
る「
摩
文
仁
の
丘
」

を
望
む
こ
と
が
で
き
、戦
時
中
は
こ

の
山
に
日
本
軍
が
駐
軍
し
て
い
ま

し
た
。

　
　

当
時
こ
の
場
所
に
は
、
沖
縄
県

立
第
二
高
等
女
学
校
の
４
年
生
が

従
軍
看
護
助
手「
白
梅
学
徒
隊
」と

し
て
、
軍
の
手
伝
い
に
従
事
し
て
い

ま
し
た
。

　　

今
回
、お
話
を
聴
か
せ
て
い
た
だ

い
た
白
梅
学
徒
隊
出
身
の
武
村
さ

ん
は
当
時
16
歳
。
八
重
瀬
岳
中
腹

に
あ
る
自
然
洞
窟
を
使
っ
た
第
24

師
団
第
一
野
戦
病
院
に
、
昭
和
20

年
３
月
24
日
か
ら
６
月
ま
で
配
属

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　　
こ
の
３
カ
月
は
梅
雨
の
時
期
で
し

た
が
、
一
度
も
お
風
呂
に
入
れ
な

か
っ
た
と
振
り
返
り
ま
す
。
足
場
は

泥
で
ぬ
か
る
み
、壕
か
ら
降
り
る
坂

道
は「
死
の
坂
」と
言
わ
れ
て
い
ま

し
た
。

　　

米
軍
の
攻
撃
の
激
化
に
よ
り
、野

戦
病
院
の
70
床
あ
っ
た
手
術
壕
も

順
番
待
ち
。意
識
の
あ
る
患
者
は
イ

タ
イ
イ
タ
イ
と
叫
び
、麻
酔
薬
も
だ

ん
だ
ん
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
た
。

学
徒
生
は
患
者
に
見
つ
か
る
と
、治

療
の
順
番
は
ま
だ
か
！
と
問
わ
れ

る
の
で
、患
者
か
ら
隠
れ
な
が
ら
の

作
業
だ
っ
た
。

　
　

仕
事
は
、
学
生
で
あ
っ
た
の
で
雑

用
が
主
。
し
尿
処
理
や
艦
砲
射
撃

の
銃
創
を
洗
う
作
業
、
食
事
の
手

伝
い
な
ど
。ウ
ジ
虫
が
湧
い
て
い
る

じ
ゅ
う
そ
う

し
ら
う
め
が
く
と
た
い

ま　

ぶ　

に

沖縄本島

年

戦後

70

元白梅学徒隊の武村 豊さん（86歳）元白梅学徒隊の武村 豊元白梅学徒隊の武村 豊さん（86歳）

私
に
で
き
る
こ
と

な
る
兵
隊
も
い
た
。

　
　

ず
っ
と
歩
き
通
し
で
入
れ
る
壕

も
な
く
、お
祭
り
の
夜
の
よ
う
に
人

の
波
が
渦
を
巻
い
て
い
た
。

　　

ぐ
し
ち
ゃ
ん
の
浜
の
近
く
の
岩
の

上
で
死
の
う
と
思
っ
た
。

　
　

す
る
と
水
が
落
ち
て
き
て
、
持
っ

て
い
た
脱
脂
綿
に
浸
し
て
必
死
に

吸
っ
た
。

　　
そ
の
時
、救
わ
れ
た
と
思
っ
た
。そ

こ
で
初
め
て
、
肉
親
の
こ
と
を
考
え

る
余
裕
が
で
き
た
。　　

　　

米
軍
が
ギ
ー
ザ
バ
ン
タ（
慶
座
絶

壁
）で
、「
出
て
こ
い
」と
呼
び
か
け

て
い
る
。
ギ
ー
ザ
バ
ン
タ
に
は
水
が

こ
ん
こ
ん
と
あ
ふ
れ
て
お
り
、
水
に

向
か
っ
て
飛
び
つ
い
た
。

　
　

そ
の
場
で
捕
虜
と
な
っ
た
が
、
集

満
し
て
お
り
、最
初
は
入
り
口
で
深

く
深
呼
吸
し
て
壕
の
中
に
入
っ
て
い

た
。し
か
し
、日
々
の
業
務
に
臭
い
の

感
覚
が
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

　
　

米
軍
の
進
攻
に
よ
り
野
戦
病
院

が
閉
鎖
す
る
こ
と
に
な
り
、白
梅
学

徒
隊
は
解
散
命
令
が
言
い
渡
さ
れ

た
。
し
か
し
、
ど
こ
に
行
け
ば
よ
い

か
わ
か
ら
ず
、
軍
に
連
れ
て
行
っ
て

と
言
っ
て
も
断
ら
れ
た
。そ
こ
か
ら

が
地
獄
だ
っ
た
。

　
　

子
ど
も
を
背
負
っ
た
ま
ま
亡
く

な
っ
て
い
る
人
を
見
た
。

　
　

水
を
く
れ
と
言
っ
た
ま
ま
亡
く

戦
場
に

戦
場
に

町
も
戦戦

町
も
戦戦
もも
町町町町町町町町町町
瀬
町
瀬
町町

八
重
瀬

八
重
瀬

八
重
瀬
町
も
戦
場
に

））

ふ
つ
う
の

女
の
子
だ
っ
た
の
に

当
時
を
語
る

武
村
豊
さ
ん

ご
う
ご
う
ご
う

    月から八重瀬町に交流職員として出向している、

田中菜生です。

　　沖縄県八重瀬町に来て４カ月。八重瀬町と香南市の交

流は、沖縄戦で亡くなった人の慰霊碑「土佐之塔」が深

くかかわっています。

 　終戦70年を迎える今年、日本で唯一、地上戦が行われ

た沖縄から、戦争の被害に遭われた武村豊さんの体験を

基に当時を振り返り、平和について考えます。

たなか　な  お

たけむらとよ　
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