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会報 
ＮＯ.174 
 ２0２３年 
  3月 10日 
瀬戸市追分町64-１ 
瀬戸市職労組 事務所 
056１-84-4760  

fax   84-4767 
郵便振替口座番号 
008２0-9-１05１２0 

 
連絡先 

事務局  

梅野 
090-3837-7050 
寺脇 
057２-２３-5899 
 fax 同上  
携帯 

０９０-６５７５-4３７0 
Ｅメール 

tera-m@ob.aitai.ne.jp 

 

あ
り
が
と
う 

ご
ざ
い
ま
し
た
！ 

２
０
２
３
年
度 

 
 

 

会
費
お
よ
び
カ
ン
パ
を
頂
い
た
方 

瀬
戸
市 

 

小
嶋
俊
博
さ
ん 

１
０
０
０
円 

阿
久
比
町 

 

田
中
邦
雄
さ
ん 

１
０
０
０
円 

名
古
屋
市 

 

大
里 

斉
さ
ん 

３
０
０
０
円 

 

松
本
八
重
子
さ
ん 

３
０
０
０
円 

多
治
見
市 

 

高
木
知
文
さ
ん 

２
０
０
０
円 

 

愛
航
研
究
会 

 

野
口
哲
央
さ
ん 

５
０
０
０
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

２
０
２
３
年
３
月
10
日
現
在 

 
 

１
４
２
名 

（
＋
０
－
６
）
過
去
に
音
信

 
 

不
明
な
方
５
名
を
含
む 

 

お
詫
び 

１
７
３
号
で 

 

名
古
屋
市 

大
里
豊
さ
ん
と
明
記
し
た
の
は

「
大
里 

斉
さ
ん
」
の
間
違
い
で
し
た
。
お
詫
び

し
て
訂
正
し
ま
す
。
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た 

 長かったコロナ禍規制を越え、久しぶりに「保存する会」恒例の春の見学

会を計画しました。 

 今年は 1945年 3月２４・25日の名古屋の三菱大幸工場

を中心とした空襲の際にB29が墜落した現場をめぐります。

見晴台考古資料館では高射砲陣地跡や B29 墜落機体の破

片等がご覧いただけます。 

参加を希望される方またはご質問は、右記の連絡先（梅野・寺脇）まで、な

お参加に際してはマスク等のコロナ対策をお願いします。    

定員２0 名（先着） 申し込みは３月 20 日まで（延期あり） 

なお 15 名に達しない場合は中止することがあります。ご了承ください。            
日程 

道路・経過時間の状況により変わります。 

瀬戸市駅西口前  9時00分発  

瀬戸市駅前集合→守山区志段味

のばくだん坂→守山区鳥羽見町

→昭和区村上小学校→瑞穂運動

場→見晴台考古資料館→地下鉄

藤が丘車両基地→瀬戸市駅前解散

16時 00 分頃予定 

※当日の交通状況によりコース順、

到着時刻は変ります。昼食はコース

途中のコンビニで購入していただ

きます。お弁当持参可。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  瀬戸市駅西口着予定 
 

出発 9：00  

愛知環状鉄道 

瀬戸市駅 
  西口前 
当日の駐車場は確

保できかねますの

で、公共交通機関

をご利用願いしま

す。 

 

 高射砲台座跡 

B29墜落機体破片 
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「
２
０
２
３
年
に
思
う
事
」
② 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事
務
局 

芝
田
政
春 

  

一
宮
の
防
空
壕
は
土
を
盛
っ
た
土
饅
頭
だ
か
ら
焼
夷
弾

で
蒸
し
焼
き
（
酸
欠
）
に
な
る
か
ら
追
い
返
さ
れ
た
同
僚

た
ち
に
、
防
空
壕
に
入
ら
ず
民
家
を
蹴
破
っ
て
風
向
き
を

考
え
市
街
を
抜
け
建
物
の
な
い
畑
や
田
圃
に
逃
げ
ろ
と
言

っ
て
別
れ
た
。
そ
の
時
、
追
い
返
さ
れ
た
女
工
員
さ
ん
が

押
し
出
さ
れ
た
父
の
名
を
、
動
揺
し
た
の
か
不
安
そ
う
に

叫
ん
だ
そ
う
で
す
。
そ
の
事
件
が
気
に
な
っ
て
い
る
け
ど

小
学
校
の
工
場
へ
行
く
と
、
焼
夷
弾
の
直
撃
は
な
い
け
れ

ど
類
焼
に
よ
る
ボ
ヤ
（
小
火
）
で
そ
の
火
を
消
火
し
、
そ

の
後
の
被
害
は
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
後
日
工
場
長
よ
り

砂
糖
が
入
っ
た
小
さ
い
紙
包
み
を
い
た
だ
い
て
、
ほ
め
ら

れ
た
そ
う
で
す
。
一
宮
の
空
襲
の
後
片
付
け
で
気
に
な
っ

て
い
る
石
川
県
か
ら
来
て
い
る
女
工
員
（
本
当
に
石
川
県

か
ら
来
て
い
る
か
は
不
明
）
さ
ん
を
工
場
の
数
人
と
捜
し

回
っ
て
身
元
不
明
の
炭
に
な
っ
た
死
体
の
中
か
ら
焼
け
残

っ
て
い
た
被
服
の
一
部
や
色
柄
や
体
形
か
ら
推
測
断
定
し

た
遺
体
を
リ
ヤ
カ
ー
に
乗
せ
て
一
宮
の
火
葬
場
に
行
っ
た

け
れ
ど
中
に
入
れ
ず
、
そ
の
場
で
近
く
か
ら
燃
え
る
物
を

集
め
火
葬
に
し
よ
う
と
す
る
け
ど
燃
え
殻
に
な
る
だ
け
で

燃
え
切
ら
な
い
。
そ
れ
で
片
腕
の
先
を
取
っ
て
小
学
校
の

工
場
に
戻
り
骨
を
洗
っ
て
工
場
長
に
女
性
の
実
家
に
送
っ

て
も
ら
う
よ
う
に
頼
む
（
送
ら
れ
た
か
は
不
明
）
。
後
に
父

が
思
っ
て
分
か
っ
た
の
は
警
防
団
が
父
を
通
し
た
の
は
そ

の
時
に
父
が
製
品
の
資
材
を
運
ん
だ
り
近
く
の
農
家
か
ら

食
材
を
徴
発
し
て
工
場
作
業
員
の
食
堂
へ
運
ぶ
た
め
の

「
公
用
」
の
腕
章
を
常
に
付
け
て
い
た
事
に
気
が
付
い
た

の
で
す
。
一
宮
の
映
画
館
が
燃
え
て
し
ま
っ
た
の
で
、
一

宮
駅
か
ら
笠
松
で
竹
鼻
線
に
乗
り
換
え
終
点
の
大
須
駅
で

下
り
長
良
川
を
渡
船
で
海
津
へ
渡
り
蛇
池
の
養
父
の
実
家

へ
と
り
あ
え
ず
一
宮
の
宿
が
決
ま
る
ま
で
、
通
わ
せ
て
も

ら
う
事
に
、
身
を
寄
せ
て
い
る
養
父
母
に
一
宮
空
襲
の
事

を
報
告
す
る
。 

 

や
が
て
一
宮
の
小
学
校
を
借
り
た
工
場
で
敗
戦
。
各
人

帰
る
よ
う
に
支
度
を
し
て
い
る
と
朝
鮮
か
ら
来
た
職
工
に

呼
び
止
め
ら
れ
“
食
事
は
出
る
の
か
？
”
と
聞
か
れ
、
食

事
は
用
意
し
て
い
た
の
で
食
べ
さ
せ
て
下
さ
い
と
言
っ
て

帰
る
。
翌
日
後
始
末
で
一
宮
に
行
く
と
、
行
く
あ
て
の
な

い
若
い
者
と
帰
る
に
も
遠
い
朝
鮮
か
ら
来
た
職
工
さ
ん
が
、

う
ろ
う
ろ
と
と
り
あ
え
ず
食
べ
物
と
言
う

事
で
食
料
徴
発
の
伝
票
を
持
っ
て
農
家
を

廻
る
が
敗
戦
を
知
っ
て
い
る
の
で
出
し
て

も
ら
え
な
い
の
で
養
父
母
が
身
を
寄
せ
て

い
る
蛇
池
の
実
家
に
頼
み
無
理
を
言
っ
て
、

当
面
の
食
材
を
分
け
て
も
ら
っ
た
。
小
学

校
の
工
場
で
は
機
械
を
接
収
さ
れ
る
前
に

今
有
る
材
料
で
何
か
商
え
る
物
を
作
っ
て

売
ろ
う
と
言
う
事
に
な
り
、
作
っ
て
は
農

家
へ
食
糧
と
交
換
し
て
遠
く
へ
帰
る
た
め

の
お
金
を
稼
ぐ
た
め
に
市
場
で
売
っ
て
注

文
ま
で
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
つ
ま
で

も
い
ら
れ
な
い
の
で
材
料
が
あ
る
だ
け
お

金
に
換
え
遠
く
の
帰
郷
順
の
割
合
で
金
を

分
配
し
、
そ
れ
ぞ
れ
帰
っ
た
そ
う
で
す
（
本

当
に
帰
っ
た
か
は
不
明
） 

 

父
は
岐
阜
の
蛇
池
に
身
を
寄
せ
て
い
る

養
父
母
の
所
に
戻
り
、
養
父
母
に
一
宮
の

小
学
校
の
工
場
の
後
始
末
に
行
か
せ
て
く
れ
た
事
、
初
め

に
食
材
を
分
け
て
も
ら
え
た
事
の
感
謝
を
伝
え
た
と
こ
ろ

逆
に
次
の
話
を
し
て
ほ
め
て
く
れ
た
そ
う
で
す
。 

「
こ
の
前
の
日
露
戦
争
で
日
本
に
敗
け
た
ロ
シ
ア
は
捕
虜

に
な
る
前
に
現
地
の
ロ
シ
ア
軍
に
雇
わ
れ
て
い
た
人
達
に

残
っ
て
い
た
資
産
を
そ
れ
ぞ
れ
分
配
し
て
捕
虜
に
な
っ
た

そ
う
だ
。
敗
け
た
か
ら
後
は
知
ら
ん
で
は
な
く
満
足
で
は

な
く
て
も
義
理
を
果
た
そ
う
と
し
た
そ
う
だ
。
内
緒
だ
が

そ
れ
を
貰
っ
た
日
本
人
も
い
た
そ
う
だ
。
お
前
は
良
い
事

を
し
た
な
、
こ
れ
こ
そ
勲
章
も
の
だ
。
片
端
に
な
る
よ
う

な
事
は
だ
め
だ
」 

 

こ
の
ロ
シ
ア
の
話
は
明
治
３
７
～
３
８
年
、
ロ
シ
ア
軍

の
捕
虜
が
名
古
屋
の
東
本
願
寺
別
院
、
西
本
願
寺
別
院
、

天
寧
寺
、
長
栄
寺
に
収
容
さ
れ
て
い
た
の
は
事
実
。
し
か

し
そ
の
時
養
父
は
ま
だ
小
学
生
の
子
供
で
す
・
・
・
。 

 

父
が
養
父
に
引
き
取
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
養
父
に
連
れ
ら

れ
新
出
来
の
家
を
出
て
車
道
（
道
路
名
）
を
南
へ
百
人
町
、

黒
門
町
、
千
郷
町
、
千
早
鶴
舞
か
ら
西
に
古
渡

へ
向
か
っ
て
養
父
と
一
緒
に
東
本
願
寺
名
古

屋
別
院
へ
よ
く
遊
び
に
行
っ
た
そ
う
で
す
。
そ

こ
に
は
養
父
が
名
古
屋
に
奉
公
に
出
て
き
て

い
ろ
い
ろ
相
談
に
行
っ
た
親
戚
の
女
性
が
働

い
て
い
た
そ
う
で
す
。
父
は
ロ
シ
ア
軍
の
捕
虜

の
話
は
そ
の
女
性
か
ら
聞
い
た
話
で
は
な
い

か
と
納
得
し
て
い
ま
し
た
。 

 

私
が
父
か
ら
聞
い
た
百
の
内
の
わ
ず
か
な

話
を
少
し
ず
つ
確
か
め
な
が
ら
繋
が
っ
た
物

語
を
し
て
み
ま
し
た
。
今
思
う
事
は
敗
戦
後
の

２
０
歳
で
男
女
に
選
挙
権
が
与
え
ら
れ
政
治

参
加
が
で
き
て
、
一
揆
や
暴
動
を
起
こ
さ
な
く

て
も
よ
く
な
っ
た
事
。
近
年
、
日
本
の
科
学
者

が
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
賞
さ
れ
て
わ
り
と
私
な

ん
か
も
科
学
的
思
考
な
ど
仮
定
推
測
か
ら
始

ま
り
実
証
す
る
数
学
的
公
理
法
則
原
理
を
満

足
さ
せ
て
理
論
と
な
る
。
し
か
し
カ
ル
ト
宗
教

の
教
祖
が
「
私
が
宇
宙
の
す
べ
て
」
と
か
い
う
オ
カ
ル
ト

的
原
理 

を
人
は
わ
り
と
簡
単
で
不
思
議
な
話
に
ひ
か
れ
る
ん
で
す

ね
。 

 

父
が
敗
戦
時
、
一
宮
の
小
学
校
の
工
場
で
み
ん
な
で
作

っ
た
鉄
製
の
キ
セ
ル
（
右
上
）。
父
が
記
念
に
持
っ
て
い
た
。 

 
 

 
 

 

以
上 
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先
号
よ
り
つ
づ
く 

 

こ
の
保
存
す
る
会
の
活
動
は
冬
に
見
学
会
を
し
て
い

る
が
、
一
番
い
い
試
み
だ
と
思
う
。
し
か
し
担
当
者
は
高

齢
者
７
０
を
過
ぎ
て
い
る
。
地
元
の
人
で
は
な
い
の
で
、

あ
と
10
年
、こ
こ
に
こ
ら
れ
る
か
心
配
で
あ
る
。山
の「
平

和
へ
の
散
歩
道
」
を
歩
く
こ
と
は
地
域
へ
の
繋
が
り
に
な

る
と
想
わ
れ
る
。 

 

先
日
、
私
の
知
り
合
い
の
「
地
理
学
」
の
先
生
と
「
地

域
づ
く
り
」
に
つ
い
て
話
を
し
た
。「
地
域
づ
く
り
」
は
、

地
域
を
い
か
に
活
性
化
さ
せ
る
か
、
地
域
で
ど
ん
な
目
的

を
も
っ
て
活
動
す
る
の
か
？ 

そ
の
課
題
を
ど
う
地
域
に
浸
透
さ
せ
る
か
な
ど
・
・
・
。 

 

 
そ
ん
な
時
に
保
存
す
る
会
の
活
動
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
「
東
海

ど
ま
ん
な
か
」
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。
梅
野
代
表
を
中
心

に
し
て
会
の
事
務
局
の
方
が
テ
レ
ビ
に
映
っ
て
い
た
。
こ

こ
で
私
は
思
い
ま
し
た
。
こ
の
企
画
を
利
用
す
れ
ば
い
い
。

「
梅
爺
さ
ん
と
歩
く
平
和
の
散
歩
道
」
と
題
し
て
山
の
な

か
を
散
策
す
れ
ば
地
域
の
人
に
知
ら
れ
ま
た
地
域
の
人

た
ち
と
の
触
れ
合
い
も
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
地
元

の
人
の
行
動
が
大
切
で
あ
る
と
考
え
た
。 

 

「
地
域
を
学
ぶ
」
た
め
に
は
地
域
の
人
に
具
体
的
に
学

ぶ
必
要
が
あ
る
。「
地
域
学
習
」
と
い
う
の
は
自
然
環
境

で
学
ぶ
こ
と
で
あ
り
、
地
域
の
人
に
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
。

小
学
校
3
年
生
に
「
伝
統
文
化
継
承
」
の
学
習
教
材
が
あ

る
。
地
域
に
文
化
的
な
伝
統
芸
能
が
な
い
場
合
は
教
科
書

か
ら
学
ぶ
か
映
像
に
よ
る
学
習
に
な
る
。
伝
統
文
化
は
地

域
の
中
に
人
と
人
の
繋
が
り
が
生
ま
れ
継
承
さ
れ
て
い

く
。
情
報
化
が
進
み
、
映
像
か
ら
そ
の
地
域
の
特
性
は
わ 

 

か
る
が
一
定
の
視
点
で
し
か
伝
え
ら
れ
な
い
。
地
域
学
習

で
は
、
現
地
に
出
か
け
、
現
地
で
自
分
の
五
感
を
使
っ
て

そ
の
場
を
し
っ
か
り
見
て
観
察
や
体
験
を
通
じ
て
そ
の

地
域
を
心
に
感
じ
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。 

 

映
像
や
そ
の
画
面
を
見
る
だ
け
で
は
人
の
息
遣
い
を

感
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
の
教
育
の
中
に
「
空
間
認

識
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
横
軸
を
歴
史
認
識
と
し
縦
軸

を
地
域
認
識
と
す
る
と
そ
こ
に
交
わ
る
と
こ
ろ
が
「
空
間

認
識
」
と
な
る
。
そ
れ
を
い
か
に
し
て
教
材
化
し
て
い
く

か
が
私
の
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
。 

 

そ
し
て
ひ
と
つ
の
「
枠
」
に
と
ら
わ
れ
ず
発
想
を
変
え

工
夫
と
ア
イ
デ
ア
も
必
要
で
あ
る
。
時
代
が
移
り
変
わ
る

こ
と
で
「
教
科
書
」
が
変
わ
る
。
地
域
や
人
の
流
れ
も
変

わ
る
。「
教
科
書
」
と
い
う
の
は
大
学
や
高
校
の
専
門
家

の
人
た
ち
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
が
、
社
会
に
色
々
な
出
来

事
が
あ
る
と
そ
れ
が
文
章
化
さ
れ
、
そ
れ
が
文
科
省
の
検

定
を
通
る
と
教
材
と
な
り
「
教
科
書
」
と
な
っ
て
出
来
上

が
っ
て
く
る
の
が
2
年
か
3
年
先
。 

 

社
会
科
の
デ
ー
タ
は
2
年
か
3
年
前
の
も
の
。
そ
う

な
る
と
時
代
の
流
れ
か
ら
少
し
ず
つ
遅
れ
て
い
く
。
Ｓ
Ｇ

Ｄ
Ｓ
の
話
も
そ
う
で
あ
る
。
国
連
で
10
年
も
前
か
ら
世
界

の
国
々
で
議
論
さ
れ
て
い
る
。 

 

現
場
で
働
く
人
達
が
今
の
社
会
の
出
来
事
を
子
ど
も

た
ち
に
「
ど
う
す
る
」
を
伝
え
る
か
を
考
え
な
く
て
行
け

な
い
。
文
科
省
が
数
年
ご
と
に
教
育
の
方
針
を
現
場
に
伝

達
す
る
。「
ゆ
と
り
教
育
」「
脱
ゆ
と
り
教
育
」「
総
合
学

習
」「
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
な
ど
「
世
論
と
現
場

の
状
況
を
踏
ま
え
て
」
文
科
省
の
大
義
名
分
の
変
更
の
度

に
そ
の
度
に
教
育
現
場
は
「
何
を
す
る
」
・
「
ど
う
す
る
」

の
展
開
で
右
往
左
往
す
る
。
ま
と
ま
る
ま
で
に
時
間
が
か

か
る
。
結
果
を
優
先
し
て
取
り
組
ん
だ
こ
と
の
分
析
が
曖

昧
で
あ
る
。
基
礎
知
識
を
き
ち
ん
と
教
え
て
あ
げ
な
い
限

り
学
力
は
伸
ば
せ
な
い
。 

８
月
６
日
（
土
）
に
開
か
れ
た
保
存
す
る
会

第
３
１
回
総
会
の
記
念
講
演
会
で
の
村
瀬

紀
生
さ
ん
の
講
演
内
容
を
掲
載
し
ま
す
。 
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私
の
教
育
実
践
で
あ
る
学
習
発
表
会
で
行
っ
た
「
ぼ
く

ら
の
町
に
も
戦
争
が
あ
っ
た
」
を
お
話
し
す
る
こ
と
に
し

ま
す
。 

 

大
阪
書
籍
の
教
科
書
で
「
空
襲
の
中
の
く
ら
し
」
で
「
戦

争
が
長
引
く
に
つ
れ
て
生
活
に
必
要
な
も
の
が
乏
し
く

な
り
米
や
衣
料
だ
け
で
な
く
日
用
品
の
ほ
と
ん
ど
が
配

給
で
割
当
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
国
民
は
「
欲

し
が
り
ま
せ
ん
勝
つ
ま
で
は
」
の
掛
け
声
の
も
と
に
・
・
」

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
45
年
前
の
教
科
書
。
今
は
も
っ
と
あ

い
ま
い
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
。 

 

創
作
劇
で
「
ぼ
く
ら
の
町
に
も
戦
争
が
あ
っ
た
」
と
い

う
の
は
2
本
目
、
1
本
目
は
「
15
年
戦
争
」
で
広
島
の

原
爆
を
テ
ー
マ
に
し
た
が
、
あ
ま
り
に
も
辛
辣
す
ぎ
て
1

年
生
や
2
年
生
の
子
た
ち
が
「
こ
わ
い
！
」
と
言
っ
て
評

判
が
悪
か
っ
た
。 

 

そ
の
後
で
、「
ぼ
く
ら
の
町
に
も
戦
争
が
あ
っ
た
」
と

地
下
工
場
の
こ
と
を
メ
イ
ン
に
し
た
。
こ
の
学
習
発
表
会

は
2
月
で
、
卒
業
間
近
。
受
験
生
も
い
た
。
演
劇
の
構
成

は
舞
台
の
前
だ
け
で
な
く
側
面
も
使
う
。
学
習
の
知
識
が

あ
る
か
ら
と
言
っ
て
表
現
力
が
優
れ
て
い
る
と
は
限
ら

な
い
。
一
人
一
人
の
個
を
見
つ
け
る
の
は
難
し
い
。
道
具

作
り
が
す
き
な
人
、
演
劇
で
い
け
る
人
、
と
適
材
適
所
で

行
っ
た
。
当
時
は
戦
争
の
掘
り
起
こ
し
と
い
う
事
で
、
歴

史
地
理
教
育
と
い
う
学
会
誌
に
も
取
り
上
げ
て
い
た
だ

い
た
。 

 

そ
こ
に
も
書
い
た
が
、「
聞
い
て
、
見
て
、
調
べ
て
、

感
じ
て
書
く
。」
と
い
う
の
が
ス
タ
ン
ス
。 

 

そ
の
場
を
見
て
、
い
ろ
ん
な
人
に
聞
い
て
、
図
書
館
な

ど
で
調
べ
て
、
感
じ
る
力
は
表
現
力
な
の
で
、
そ
れ
を
演

じ
る
と
い
う
こ
と
。
次
に
そ
の
話
の
中
で
学
童
疎
開
の
こ

と
が
出
て
く
る
が
、
地
下
工
場
は
工
場
疎
開
。 

 

話
は
戻
る
が
、
徳
川
の
御
三
家
の
筋
で
こ
の
地
下
工
場

が
え
選
ば
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
が
、

も
ち
ろ
ん
利
便
性
も
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
の
時
の
交
通
の

便
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
当
時
の
軍
部
の
考
え

方
は
大
義
名
分
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
人
は
大
義
名

分
に
弱
い
。
そ
う
す
る
と
尾
張
藩
の
御
三
家
の
お
ひ
ざ
元
。

そ
の
当
時
、
陶
貨
も
作
ら
れ
た
瀬
戸
な
ら
い
い
だ
ろ
う
。

文
句
な
い
だ
ろ
う
と
軍
人
が
考
え
そ
う
な
こ
と
。
そ
ん
な

こ
と
を
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
の
夏
」
半
藤
一
利
著
を
読
ん
で
い

て
思
っ
た
が
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
も
ず
っ
と
地
域
性
の

も
の
が
出
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
だ
か
ら

一
概
に
愛
知
航
空
機
が
こ
こ
に
作
ら
れ
た
わ
け
で
は
な

く
、
人
の
移
動
と
か
物
資
が
運
び
や
す
い
。
高
蔵
寺
か
ら

尾
張
横
山
駅
（
現 

新
瀬
戸
）
か
ら
物
資
を
運
ぶ
こ
と
を

考
慮
し
て
、
大
義
名
分
で
お
ひ
ざ
元
な
ら
い
い
だ
ろ
う
と

い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て

な
ら
な
い
。 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

（
講
演
以
上
） 

 

質
疑 

 

感
想
１
：
学
校
は
な
ん
の
た
め
に
あ
る
の
か
。
庶
民
の
実

体
験
は
大
き
い
が
学
校
は
社
会
の
た
め
の
学
校
。
学
校
は

子
ど
も
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
子
ど
も
を
大
人

や
親
の
た
め
に
行
か
せ
て
い
る
こ
と
が
大
き
い
。
勉
強
の

中
身
が
わ
か
ら
な
い
く
て
も
過
ぎ
て
い
く
。
現
在
の
学
校

は
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
化
し
て
い
て
平
和
教
育
な
ど
や
る
時

間
は
な
い
と
い
う
現
状
が
あ
る
。
今
の
学
校
か
ら
新
し
い

こ
と
を
や
っ
て
い
く
こ
と
は
無
理
だ
が
、
村
瀬
さ
ん
が
お

っ
し
ゃ
っ
て
い
た
「
梅
爺
さ
ん
と
歩
く
」
と
い
う
よ
う
な

楽
し
い
イ
ベ
ン
ト
を
や
っ
て
い
く
こ
と
で
新
し
い
平
和

教
育
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
？
と
思
っ
た
。 

村
瀬
： 

 

一
つ
付
け
た
し
だ
が
、
も
し
も
お
孫
さ
ん
が
い
た
ら
、

教
科
書
を
借
り
て
見
て
い
た
だ
く
と
、
け
っ
こ
う
面
白
い

視
点
に
気
が
つ
く
と
思
う
。
教
科
書
の
中
身
は
「
経
営
者

側
」
に
立
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

に
行
く
と
い
う
内
容
が
3
年
生
に
あ
る
が
、「
お
店
で
は
、

こ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
ま
す
。」
と
か
の
内
容
。
昔

の
教
科
書
に
は
「
伝
統
産
業
」
と
か
あ
っ
た
が
産
業
の
衰

退
と
と
も
に
い
つ
の
間
に
か
な
く
な
っ
た
。
当
時
は
瀬
戸

の
産
業
が
全
国
に
発
信
さ
れ
て
い
た
。
今
は
全
然
な
い
。 

感
想
２
： 

 

私
は
学
校
は
軍
隊
の
一
部
か
な
と
い
う
思
い
が
あ
る
。

戦
後
間
も
な
い
と
き
は
、
人
格
形
成
が
教
育
の
主
流
だ
っ

た
が
、
今
は
教
育
基
本
法
の
改
正
と
か
で
、
軍
隊
の
方
に

向
っ
て
い
る
の
は
な
い
か
と
感
じ
る
。
今
回
の
講
演
で
一

番
心
に
残
っ
た
こ
と
は
「
ど
う
い
う
視
点
で
教
育
す
る
か
」

と
い
う
と
こ
ろ
。
自
分
の
頭
で
考
え
て
ど
う
し
て
い
く
の

か
と
行
動
す
る
教
員
が
多
く
な
ら
な
い
と
、
ま
す
ま
す
軍

隊
化
し
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
で
「
視
点
」

が
大
事
だ
と
思
う
。 

感
想
３
： 

 

日
本
の
教
科
書
は
世
界
的
に
み
て
特
殊
な
も
の
な
の

か
と
思
っ
て
い
る
。
戦
前
の
軍
国
主
義
が
悪
か
っ
た
と
い

う
教
科
書
が
時
代
と
と
も
に
、
あ
ま
り
に
「
卑
下
」
す
る

と
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
に
な
っ
て
き

た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
で
こ
れ
か
ら
ど
う
し
て

い
け
ば
い
い
の
か
と
お
話
を
聞
い
て
考
え
た
の
だ
が
、
自

分
の
頭
で
考
え
て
行
動
で
き
る
よ
う
な
人
が
今
の
日
本

で
は
必
要
で
は
な
い
か
と
思
い
、
い
ろ
ん
な
人
の
意
見
が

判
る
よ
う
な
教
科
書
が
ほ
し
い
と
思
っ
た
。 

村
瀬
： 

「
男
は
つ
ら
い
よ
」
の
映
画
の
中
で
「
な
ん
で
人
は
勉
強

し
な
い
と
い
け
な
い
か
」
と
い
う
質
問
に
「
世
の
中
で
い

ろ
い
ろ
勉
強
し
て
い
く
と
こ
れ
か
ら
の
世
の
中
の
た
め

に
な
る
ん
だ
。
だ
か
ら
勉
強
し
な
い
と
い
け
な
い
ん
だ
。

お
い
ち
ゃ
ん
の
よ
う
な
バ
カ
で
は
い
け
な
い
ん
だ
。」
と

い
う
セ
リ
フ
が
あ
る
が
、
知
識
力
よ
り
も
、
な
ぜ
、
何
を

ど
う
す
る
か
と
考
え
て
、
分
か
ら
な
か
っ
た
国
語
辞
典
で

も
い
い
か
ら
何
が
書
い
て
あ
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
か

ら
や
れ
ば
良
い
と
思
う
。
何
も
人
の
ま
ね
を
し
な
く
て
も

い
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

以
上 
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10月 16日（日）三重の岩脇さんのお計

らいで二上山どんづる峯地下壕調査

にご同行させていただきました。地下壕

は NPO法人「平和のための香芝戦争展」

の西島さんに案内していただきました。。

旧陸軍・航空総軍の戦闘司令所として、

１９４５年６月ごろから建設が始められ

た。朝鮮人兵士を含む約３００人が動員

され、終戦の日の８月１５日まで工事が

進められたといいます。東壕と西壕に分

かれており、二つを合わせた全長は計約

２キロ。高さ約３メートルのアーチ型ト

ンネルが、梯子（はしご）状に掘られて

いる巨大地下壕です。地上にも当時の施

設遺構が点在し、名古屋市学芸員の伊藤

厚史さんが精力的に附近を探査し、数カ

所の陸軍陣地遺構を発見されました。 

              （寺脇） 

２
月
６
日 

山
田
富
久
さ
ん
（
地
名
研
事
務
局
長
）
の
計
ら
い
で
旧
豊
田
製
鋼
の
疎
開
工
場
跡
（
豊

田
市
西
中
金
駅
（
廃
線
）
東
方
）
調
査
に
参
加
し
ま
し
た
。 

 

 

伊
藤
厚
史
さ
ん
（
見
晴
台
学
芸
員
）
の
調
査
で
風
化
花
崗
岩
に
開
け
ら
れ
た
地
下
壕
は
疎
開
工

場
関
連
の
防
空
壕
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
壕
は
全
長
12
ｍ
、
奥
行
き
６
ｍ
、
高
さ
・
幅

１
８
０
ｃ
ｍ
。
入
口
の
う
ち
南
側
の
も
の
を
昨
年
山
田
さ
ん
ら
が
発
掘
。
今
回
の
調
査
で
２
本
目

の
入
口
を
発
掘
し
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
寺
脇
） 

 

東
の
壕
（
右
側
）
は
京
大
の
観

測
所
が
あ
り
入
れ
ま
せ
ん
。 

「豊田市郷土館だより」より引用 

図の作製は山田富久さん（元愛知製鋼職員） 

地下壕は溶結凝灰岩層でまるでコンクリートを流したようにし
っかりしています（右）。地上部にもトイレやふろ場跡などの遺
構がたくさん残っています。（左） 

谷あいの東側はトロッコ道として整備された 

南側の入口 

谷あいの奥（北側）に疎開工場を建設する予定だった。 

伊藤さん（奥）、山田さん（左）、右側は地主さん 
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1月は 2回、現地見学会を行いました。 

1月22日には生協労連 東海地方連合会の16名

の方々が東海各県よりご参加していただき、熱心

に見学されました。ありがとうございました。（写

真左、下） 

1月 29日は恒例の地元向けの見学会を行いました。 

今回は、春日井や名古屋の方からも参加していただくとと

もに、地元の小学生も参加して総勢 27 名もの大所帯とな

り、見学会後の意見交換会もいろいろなご意見が出て、も

りあがりました。みなさまご苦労さまでした。    

                     （寺脇） 
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これからの活動予定（3月～9月） （未定も含む） 

 

3月 26日（日）名古屋方面見学会 

6月 11日（日）渡辺哲国氏 講演会「愛航研・晴嵐修復の全貌」文化センター 13：30～ 

7月 22日（土）戦争体験を語り継ぐ会 第 2回 文化センター２２会議室 14：00～ 

     「瀬戸市顕霊誌（1995 瀬戸市遺族会連合発行）にみる戦没者 1175名の記録」 寺脇 

8月？   第 32回保存する会総会 

8月 10日（木）～13日（日）あいち平和のための戦争展 2023 市民ギャラリー矢田 

９月 16日（土）～18日（月祝）戦跡保存全国ネットシンポジウム「横須賀おっぱま大会」  

 

２月２３日（木）瀬戸市文化センターで、瀬戸こどもと

教育 9条の会第１８回総会に招かれ「戦争は教育か
らはじまる」と題して講演をしました。戦時中の３点の
掛図の教材（『初等科修身』『世界興亡図表』『大東亜

戦争要図』）をはじめ瀬戸地下軍需工場跡を保存す

る会の活動、戦中と現在の教育についてなど貴重な

資料の紹介を行いました。（寺脇） 
 

 兵
隊
さ
ん 

あ
つ
い
の
に 

ご
く
ら 

う
で
ご
ざ
い
ま
す 

兵
隊
さ
ん
あ 

の
ね
え
み
ん
な
元
気
で
す
の
よ 

そ
し
て
朝
ラ
ヂ
オ
体
操
に
行
っ
て 

か
ら
だ
を
き
た
へ
て
い
ま
す
の
よ 

戰
争
に
行
っ
て
し
な
人
の
く
び
を 

取
っ
て
お
み
や
げ
に
し
て
持
っ
て 

か
へ
っ
て
來
て
下
さ
い
、
そ
し
て
み
ん 

な
か
へ
る
と
ば
ん
ざ
い
を
と
な
へ 

ま
せ
う
ね 

お
宮
へ
ま
い
っ
て
お
い
の 

り
い
た
し
ま
す 

 
 
 
 
 
 
 
 

で
は
さ
よ
う
な
ら 

大
観
国
民
學
校 

 
 

○
○
○
○ 

  

昭和 15年大阪市立市岡第三尋常小学校の「国史」
第七回試験答案より一部抜粋（現代仮名づかいに

変えました）    インターネットコンテンツより 

 

問９ 

（イ）あなたは支那人に対してどんな心持でいますか 

答 僕らは支那人を導いて正しい道を教えなければな

らない先生です。それには先ず仲良し互いに手を握っ

て防共に力を尽くさねばならないという心持ちでいま

す。 

（ロ）それはなぜですか 

答 此の東洋を明るくする国は日本より外にありませ

んだから日支一体となって早く赤をのぞき平和なよい

国にしなければならないからです。 

岐阜市平和資料室にあった慰安袋中の兵

隊さんへのはがき（国民学校低学年） 

世
界
興
亡
図
（
昭
和
17
年
）
（
右
＝
一
部
拡
大
） 

世
界
の
歴
史
を
並
列
で
列
挙
し
た
も
の
で
、
中
央

部
に
日
本
の
歴
史
を
神
話
か
ら
続
く
歴
代
の
天

皇
の
系
譜
を
表
し
て
い
る
が
、
ど
の
国
よ
り
も
古

く
表
現
し
て
あ
る
。
表
の
中
で
は
奈
良
時
代
以
前

を
「
大
和
時
代
」
南
北
朝
時
代
を
「
吉
野
時
代
」

江
戸
時
代
末
期
を
「
幕
末
時
代
」
と
記
し
て
あ
り

ま
す
。 

初
等
科
修
身
掛
図
（
昭
和
17
年
）
よ
り 

第
４
図
宮
城
正
門
を
背
景
と
し
て
「
君
が
代
」
と
楠
木
正

成
像 

第
５
図 

靖
国
神
社 

掛
図
は
全
体
で
20
枚
あ

り
、
神
の
国
日
本
の
た
め
に
尽
く
す
よ
う
に
洗
脳
し
て
い

く
内
容
に
な
っ
て
い
る 
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渡
辺
哲
国
さ
ん
の
写
真
で
観
る

晴
嵐
28
号
機
修
復
の
全
貌
、
興
味
を

持
ち
次
回
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま

す
。 

 
 

愛
航
研
究
会 

 

野
口
哲
央 

 会報送付くださりありがとうございます 

愛知航空機瀬戸疎開工場 100地区①のところで 

現緑公園からミソノピアの平坦地は「青池」を埋め立てたものでとありますが 

続いて緑公園の西斜面は青池の堤というのは疑問に思います。 

『瀬戸南部土地区画整理事業竣工記念誌』ｐ41 に「山土を切り崩していたところ黒雲母花崗

岩の岩盤が現れ市と区画整理組合は、これを公園の石垣に活用した」とあります。 

岩盤を砕き、三つの公園と調整池に使ったわけです。 

上記記念誌 p14の地図を見ると青池の跡が白く見えます。現緑公園の処までは掛っていないと

思うのですが。 

               2023年 1月 18日受け     瀬戸市 加藤昭子 

 
  会報１７３号が届きました。ありがとうございました。戦跡遺跡の保存に精力的に取り組ま

れている姿に 頭がさがります。 

大兄の書かれた小学校にある戦争遺跡群の記事を読みました。当局に忖度する校長の姿勢は問

題です。戦跡見学はどうして政治的なのでしょうかね。説明してほしいものです。 

ドイツ政府はナチスの戦争犯罪にどこまでも向き合っています。被害者がもういいよと言うま

でこの謝罪は続くのです。だからこの謝罪は終わりがありません。南米に潜伏していたナチス

犯罪者（１００歳に近い年齢）を捕まえて、裁判にかけ懲役５年の有罪判決をくだしています。

もう十分に高齢ですからそのままにしておいても、なくなることはわかっているのですが。そ

れでも有罪にする姿勢が国際的に評価されているのです。 

                  広島市     船津 宏 
 

月刊社会教育誌 2月号（「日本の戦争遺跡」

のコーナー）に掲載されました。 

コロナ禍のために無期限延期になっていた 

第２回愛航研究会  

パナマ運河攻撃機・晴嵐 28号機修復

の全貌」を 

6月 11日（日）13：30～16：30 

瀬戸市文化センターで開催すること

になりました。詳しくは次号（5月号）

でお伝えします。 

 
 ロシアのウクライナ侵攻が解決のめども

たたないまま 1年が過ぎました。有無を言

わさぬ大国のエゴはとどまるところを知り

ません。ひるがえって国内でも、中身の見

えない軍拡・増税の「あらし」が近づいて

いますが、テレビを見ていると、緊迫感の

ない内容ばかりで恐ろしくなります。戦争

の惨禍は爆弾を落とした側にも容赦がなか

ったことを「3 月 26 日の戦跡見学会」で

お確かめください。 

         2023年３月 8日（T） 

            
         
 
 
 

 


