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沖
縄
戦
の
終
結
か
ら
69
年
が
経
ち
、
今
年
も

「
慰
霊
の
日
」
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。宜
野
湾
市

は
沖
縄
戦
に
お
い
て
、
日
本
軍
と
米
軍
の
最
初
の

激
戦
が
あ
っ
た
嘉
数
高
地
の
戦
い
に
住
民
が
巻

き
込
ま
れ
、
宜
野
湾
市
全
体
で
、
３
９
０
０
人
以

上
が
犠
牲
に
な
り
ま
し
た
。中
で
も
大
山
・
我
如

古
・
嘉
数
地
区
は
、
他
の
地
区
に
比
べ
て
多
く
の

犠
牲
者
が
で
ま
し
た
。そ
こ
で
今
回
は
、
戦
争
の

記
憶
を
忘
れ
な
い
た
め
に
、
住
民
被
災
に
つ
い
て

我
如
古
を
取
り
上
げ
て
い
き
ま
す
。

　
我
如
古
で
は
、
嘉
数
高
地
で
の
日
米
攻
防
戦
の

と
き
日
本
軍
の
陣
地
が
多
か
っ
た
た
め
、
嘉
数
地

区
と
同
様
に
多
く
の
住
民
が
犠
牲
に
な
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。米
軍
が
上
陸
す
る
と
我
如
古

住
民
は
、
集
落
内
に
と
ど
ま
っ
て
チ
ン
ガ
ー
ガ
マ

な
ど
の
避
難
壕
に
避
難
す
る
人
と
、
南
部
へ
避
難

す
る
人
が
い
ま
し
た
。戦
場
が
南
下
す
る
う
ち
に
、

集
落
内
で
捕
虜
に
な
っ
た
住
民
は
野
嵩
な
ど
に

収
容
さ
れ
、
戦
後
の
生
活
が
始
ま
り
ま
し
た
。

一
方
で
南
部
で
は
激
し
い
戦
闘
が
行
わ
れ
、
６
月

末
に
は
南
部
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
日
本
軍
が
崩

壊
し
、沖
縄
戦
は
終
結
し
ま
し
た
。

　
最
終
的
に
、
我
如
古
の
戦
争
で
の
死
者
・
行
方

不
明
者
は
４
０
０
人
以
上
と
な
り
ま
し
た
。我

如
古
で
は
、
１
９
８
９
（
平
成
元
）
年
に
沖
縄
戦

で
犠
牲
に
な
っ
た
住
民
を
祀
っ
た
「
我
如
古
慰

霊
之
塔
」
を
我
如
古
公
民
館
の
隣
に
建
立
し
ま

し
た
。そ
し
て
年
に
一
度
、「
慰
霊
の
日
」の
前
後

に
慰
霊
祭
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。（
今
年
は
６
月

29
日
（
日
）
に
行
わ
れ
ま
す
）
宜
野
湾
市
内
に
は

我
如
古
を
含
め
15
字
に
慰
霊
塔
が
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
地
区
で
も
慰
霊
祭
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
で
は
戦
争
体
験
者
が
高
齢
に
な
り
、
戦
争

体
験
を
語
り
継
ぐ
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
き
ま

し
た
。戦
争
の
悲
惨
さ
を
訴
え
、
い
か
に
後
世
に

残
し
て
い
く
の
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。み
な
さ
ん
も
こ
の
機
会
に
地
元
の
慰
霊
祭

へ
行
っ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
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私
た
ち
の
宜
野

湾
市
立
博
物
館
で

は
、
常
設
展
示
室

の
「
宜
野
湾
人
の

顔
」
の
展
示
替
え

を
行
い
ま
し
た
。

「
宜
野
湾
人
の
顔
」

は
過
去
か
ら
現
在

ま
で
の
宜
野
湾
の

人
々
の
顔
の
つ
く

り
を
比
べ
て
み
よ
う
と
い
う
内
容
に
な
っ
て

お
り
、
今
年
度
は
我
如
古
区
の
皆
様
の
顔
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た

我
如
古
区
の
皆
様
に
心
よ
り
お
礼
を
申
し
上

げ
ま
す
。

　

さ
て
、
日
本
人
の
祖
先
の
顔
の
タ
イ
プ
に

は
2
種
類
の
タ
イ
プ
が
あ
る
の
は
ご
存
知
で

し
ょ
う
か
。
二
重
ま
ぶ
た
で
、
顔
の
ホ
リ
が

深
く
、
耳
垢
が
湿
っ
て
い
る
人
は
「
縄
文
人

系
」、
一
方
は
一
重
ま
ぶ
た
で
、
ホ
リ
が
浅
く
、

耳
垢
が
乾
い
て
い
る
人
は
「
弥
生
人
系
」
で

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
現
代
人

は
混
血
が
進
ん
で
お
り
、
こ
れ
ら
の
特
徴
が

混
在
し
て
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
は
、
ど
う
で

し
ょ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
と
、
関
わ

り
が
あ
り
そ
う
な
謎
が
、
字
真
志
喜
の
安
座

間
原
第
一
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
遺
跡
は
二
〇
〇
〇
〜
ニ
五
〇
〇
年
前
の

人
々
の
墓
地
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
遺
跡
で
、

分
か
っ
て
い
る
だ
け
で
58
体
分
の
人
骨
が
出

土
し
て
い
ま
す
。
こ
の
骨
を
分
析
し
て
み
る

と
、大
半
は「
縄
文
人
系
」の
特
徴
を
も
つ「
南

島
基
層
タ
イ
プ
」
の
人
々
で
し
た
が
、
一
体

の
人
骨
は
「
弥
生
人
系
」
の
特
徴
を
も
ち
、

北
部
九
州
と
山
口
県
に
い
た
弥
生
人
と
よ
く

似
て
い
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
確
認
さ
れ
た
お
墓
の
向
き
を
見

て
み
る
と
、
明
確
な
理
由
は
不
明
で
す
が
大

半
の
「
南
島
基
層
タ
イ
プ
」
の
人
々
は
東
向

き
に
頭
を
む
け
て
埋
葬
さ
れ
て
い
ま
す
。
と

こ
ろ
が
一
方
で
は
、「
弥
生
人
系
」
の
人
は

北
向
き
に
埋
葬
さ
れ
て
お
り
、
な
ん
と
方
向

が
違
い
ま
す
！

　

博
物
館
で
は
、
こ
の
安
座
間
原
第
一
遺
跡

の
様
子
が
分
か
る
模
型
や
、
復
元
し
た
安
座

間
原
人
の
顔
も
展
示
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
現

代
に
生
き
る
皆
様
の
顔
と
比
較
し
て
み
て
、

昔
の
人
々
の
顔
に
思
い
を
、
は
せ
て
み
ま
せ

ん
か
。
ご
来
館
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。
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右
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入
館
料
無
料
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
お
気
軽
に
ご
来
館
下
さ
い
。
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