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岡
山
朝
鮮
初
中
級
学
校
は
水

島
に
あ
り
ま
す
。
岡
山
県
唯
一

の
朝
鮮
学
校
で
す
。
生
徒
数
は

幼
稚
園
の
園
児
を
加
え
て
約
80

名
で
、
岡
山
県
内
か
ら
学
校
バ

ス
を
使
っ
て
通
っ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
水
島
に
朝
鮮
学
校
が
あ
る

の
か
と
い
う
と
、
水
島
が
岡
山

県
内
で
一
番
在
日
コ
リ
ア
ン
が

多
か
っ
た
か
ら
で
す
。
た
だ
し

岡
山
に
は
、
朝
鮮
学
校
の
高
級

部
（
高
校
）
は
な
く
、
進
学
す

る
に
は
広
島
や
兵
庫
・
大
阪
等

に
出
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

大
学
は
、
東
京
に
朝
鮮
大
学
校

が
あ
り
ま
す
。

校
内
で
使
う
言
葉
は
朝
鮮
語

で
す
。
教
科
書
は
も
ち
ろ
ん
ハ

ン
グ
ル
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。

校
内
の
掲
示
も
ハ
ン
グ
ル
で

す
。「
家
庭
で
使
う
言
葉
は
日

本
語
な
ん
で
す
。こ
の
朝
鮮
学

校
に
通
っ
て
、朝
鮮
語
を
習
得

し
て
い
く
ん
で
す
よ
」と
秋チ
ュ
剛ガ
ン
ホ鎬

校
長
先
生
。「
ト
リ
リ
ン
ガ
ル

を
め
ざ
し
て
い
る
ん
で
す
」
と

い
い
ま
す
。
朝
鮮
語
・
日
本
語
・

英
語
の
3
か
国
語
で
す
。

学
校
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
「
一

人
は
み
ん
な
の
た
め
に
、
み
ん

階段の踊り場にある掲示板「言葉はすなわち民族である」

朝
鮮
学
校
が
育
む
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
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な
は
一
人
の
た
め
に
」。
一
学
年

の
生
徒
数
は
多
く
な
い
で
す
が
、

少
人
数
の
中
で
教
え
合
い
、
支
え

合
い
な
が
ら
学
習
が
展
開
さ
れ
て

い
ま
す
。
学
校
の
雰
囲
気
は
家
庭

的
で
、
と
て
も
温
か
な
空
気
で
包

ま
れ
て
い
ま
す
。「
こ
の
日
除
け

は
ア
ボ
ジ（
お
父
さ
ん
）の
会
が

つ
く
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
月
に
1

回
は
オ
モ
ニ
（
お
母
さ
ん
）
の
会

が
昼
ご
は
ん
を
つ
く
っ
て
く
れ
ま

す
」（
秋
先
生
）。
父
母
も
学
校
の

た
め
に
力
を
合
わ
せ
て
学
校
運
営

が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

ク
ラ
ブ
活
動
は
、
男
子
は
サ
ッ

カ
ー
、
女
子
は
伝
統
舞
踊
が
活
発

で
す
。
サ
ッ
カ
ー
で
は
、
卒
業

生
の
中
に
Ｊ
リ
ー
ガ
ー
に
な
っ

た
梁
リ
ャ
ン

圭キ
ュ
サ史

や
李リ

漢ハ
ン
ジ
ェ宰

が
い
ま
す
。

二
人
と
も
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共

和
国
の
代
表
と
な
り
ま
し
た
。
伝

統
舞
踊
は
「
朝
鮮
半
島
の
学
校
よ

り
朝
鮮
学
校
の
方
が
活
発
で
、
よ

く
継
承
し
て
い
る
ん
で
す
よ
」
と

の
こ
と
。「
伝
統
舞
踊
だ
け
を
や
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
K

－
Ｐ
Ｏ
Ｐ
が
好
き
な
子
も
多
い
ん
で

す
」
と
微
笑
み
な
が
ら
秋
先
生
は

教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

朝
鮮
学
校
は
、
日
本
の
中
で
朝

鮮
半
島
を
ル
ー
ツ
に
し
て
い
る
人

た
ち
が
、
生
き
る
た
め
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
模
索
し
、
育
む
場

な
の
で
す
。

一学年１クラスの小規模校です校門横の花壇

秋剛鎬校長先生 アボジの会が取り付けてくれた日除け
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水
島
は
、
1
9

4

3
（
昭

和
18
）
年
に
操
業
を
開
始
し

た
三
菱
重
工
業
水
島
航
空
機

製
作
所
の
た
め
に
つ
く
ら
れ

た
ま
ち
で
す
。
東
高
梁
川
の

廃
川
地
に
社
宅
が
つ
く
ら

れ
、
埋
め
立
て
地
に
工
場
が

建
設
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
工

場
造
成
の
た
め
に
、
日
本
が

植
民
地
と
し
て
支
配
し
て
い

た
朝
鮮
半
島
か
ら
労
働
者
が

集
め
ら
れ
た
の
で
す
（
倉
敷
市

史
研
究
会
編
『
新
修
倉
敷
市
史

第
六
巻

近
代
（
下
）』
倉
敷
市
、

2

0

0

4
年
、
862
頁
）。

「
軍
都
水
島
」
と
も
い
わ

れ
る
よ
う
に
、
三
菱
重
工
業

水
島
航
空
機
製
作
所
で
は
海

軍
の
た
め
に
爆
撃
機
や
戦
闘

機
が
製
造
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
戦
争
末
期
に
は
、
空
襲

に
備
え
て
工
場
の
疎
開
先
と

し
て
亀
島
山
に
地
下
工
場
が

つ
く
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
ま
た
王
島
山
の
麓
に

は
、
1

9

4

4
（
昭
和
19
）

年
11
月
1
日
に
倉
敷
海
軍
航

空
隊
が
開
隊
さ
れ
て
、
予
科

練
教
育
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
予
科
練
養
成
所
や
亀
島

水
島
と
朝
鮮
人
労
働
者

1970（昭和 45）年に校舎が新築され、	

校庭に庭木を植えているところ（髙田昭雄氏撮影）

山
地
下
工
場
の
土
木
建
設
工
事
を

担
っ
た
の
も
、
朝
鮮
人
労
働
者
で

し
た
（
崔
洛
基
『
愛
国
愛
族
の
魂

で
闘
っ
た
倉
敷
同
胞
の
歩
み
（
復

刻
版
）』
在
日
本
朝
鮮
人
総
聯
合

会
岡
山
県
倉
敷
支
部
、
2

0

2

1

年
、
25
頁
。
亀
島
山
地
下
工
場
を

語
り
つ
ぐ
会
編
『
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク　

亀
島
山
地
下
工
場
』
亀
島
山
地
下

工
場
を
語
り
つ
ぐ
会
、
2

0

1

3

年
）。こ

う
し
た
背
景
か
ら
、
水
島
が

岡
山
県
内
で
在
日
コ
リ
ア
ン
の

も
っ
と
も
多
い
地
域
と
な
っ
た
の

で
す
。
岡
山
県
内
に
い
た
朝
鮮
の

人
た
ち
の
数
は
、
1

9

3

0
（
昭

和
5
）
年
に
は
3

2

0

0
人
あ
ま

り
で
し
た
が
、
1

9

4

5
（
昭
和

20
）
年
の
終
戦
時
に
は
、
そ
の
10

倍
以
上
の
3
万
5

0

0

0
人
あ
ま

り
に
増
加
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち

水
島
地
区
に
１
万
人
以
上
が
暮
ら

し
て
い
ま
し
た
。
居
住
環
境
は
劣

悪
で
あ
り
、
厚
紙
に
コ
ー
ル
タ
ー

ル
を
塗
っ
た
屋
根
で
雨
風
を
し
の

ぐ
よ
う
な
バ
ラ
ッ
ク
が
多
か
っ
た

そ
う
で
す
（
前
掲
『
愛
国
愛
族
の

魂
で
闘
っ
た
倉
敷
同
胞
の
歩
み
』

12
～
13
、
26
～
31
頁
）。

日
本
の
敗
戦
は
、
朝
鮮
の
人
た

ち
に
と
っ
て
は
解
放
に
ほ
か
な
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
朝
鮮
半

島
へ
の
帰
還
が
は
じ
ま
り
ま
し
た

が
、日
本（
内
地
）で
生
ま
れ
育
ち
、

朝
鮮
語
を
知
ら
な
い
子
ど
も
た
ち

が
い
た
た
め
、
帰
国
の
準
備
と
し

て
言
葉
を
教
え
る
取
り
組
み
が
始

ま
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
現
在
の
朝

鮮
学
校
の
ル
ー
ツ
で
す
。
倉
敷
で

も
、
旧
倉
敷
地
区
、
水
島
、
児
島

に
朝
鮮
（
人
）
学
校
が
つ
く
ら
れ

ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
動

き
を
日
本
政
府
と
占
領
軍
は
危
険

視
し
、
1

9

4

8
（
昭
和
23
）
～

1

9

4

9
（
昭
和
24
）
年
に
２
回

に
わ
た
り
、
朝
鮮
人
学
校
閉
鎖
令

が
出
さ
れ
ま
す
。
1

9

5

0
（
昭

和
25
）
年
2
～
3
月
、
旧
倉
敷
と

水
島
の
朝
鮮
人
学
校
も
強
制
的
に

閉
鎖
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
（
水

野
直
樹
・
文
京
洙
『
在
日
朝
鮮
人

―
―
歴
史
と
現
在
』
岩
波
新
書
、

2

0

1

5
年
、
111
～
113
頁
。
前
掲

『
愛
国
愛
族
の
魂
で
闘
っ
た
倉
敷
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同
胞
の
歩
み
』
34
、
41
頁
）。

こ
う
し
た
困
難
を
乗
り
越
え
て
、

1

9

5

6
（
昭
和
31
）
年
に
岡
山
市

で
初
中
級
学
校
が
、
1

9

5

7
（
昭

和
32
）
年
に
水
島
で
初
級
学
校
が

再
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
（
2

0

0

0

（
平
成
12
）
年
に
統
合
し
て
現
在
に

至
る
）。
そ
の
よ
う
な
時
期
に
、
朝

鮮
学
校
を
資
金
的
に
支
援
し
た
の

が
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
（
以

下
、
共
和
国
）
で
し
た
。
1

9

5

7

（
昭
和
32
）
年
に
始
ま
る
教
育
援
助

費
は
そ
の
後
も
継
続
し
、
各
地
で

朝
鮮
学
校
を
建
設
し
て
い
く
力
と

な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
背
景

か
ら
共
和
国
の
影
響
力
が
強
か
っ

た
の
で
す
が
、
朝
鮮
学
校
に
は
韓

国
籍
の
生
徒
が
多
く
、
日
本
国
籍

の
生
徒
も
い
ま
す
。

公
的
な
支
援
が
限
ら
れ
て
い
る

中
で
、
朝
鮮
学
校
の
財
政
は
厳
し

い
の
が
現
状
で
す
。
秋
先
生
に
よ

れ
ば
、
結
婚
し
て
子
ど
も
が
生
ま

れ
た
り
す
る
と
、
経
済
的
な
理
由

か
ら
教
師
の
仕
事
を
続
け
ら
れ
な

く
場
合
も
あ
る
と
い
い
ま
す
。

2

0

0

0
年
代
に
入
り
、
韓
国

と
共
和
国
の
南
北
首
脳
会
談
が
ス

タ
ー
ト
し
た
こ
ろ
か
ら
、
南
北
統

一
へ
の
期
待
が
広
が
り
、
そ
れ
に

よ
っ
て
学
校
の
様
子
も
大
き
く
変

わ
っ
て
き
た
そ
う
で
す
。
在
日
コ

リ
ア
ン
は
韓
国
と
も
共
和
国
と
も

つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
、
南
北
統

一
の
か
け
は
し
に
な
れ
る
の
で
は

な
い
か
、
と
秋
先
生
は
い
い
ま
す
。

1960 年代後半、朝鮮学校にて	

民族楽器カヤグムを演奏する生徒たち（髙田昭雄氏撮影）

1970（昭和 45）年ごろの朝鮮学校正門（髙田昭雄氏撮影）
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水
島
は
戦
争
の
た
め
に
つ
く
ら

れ
た
「
新
し
い
ま
ち
」
で
す
。
敗
戦

に
よ
り
、
水
島
は
軍
都
か
ら
コ
ン

ビ
ナ
ー
ト
の
ま
ち
へ
と
変
貌
し
て

い
き
ま
す
。
し
か
し
敗
戦
を
迎
え

て
も
、
在
日
コ
リ
ア
ン
へ
の
差
別

は
な
く
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
日

本
政
府
は
1

9

5

2（
昭
和
27
）年
、

植
民
地
時
代
に
日
本
国
籍
で
あ
っ

た
朝
鮮
人
を
「
外
国
人
」
と
定
め

た
た
め
、
公
務
員
・
公
共
的
機
関

へ
の
就
職
や
、
公
営
住
宅
な
ど
を

利
用
す
る
道
が
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
現
在
も
選
挙
権
は
あ

り
ま
せ
ん
。

戦
後
、
多
く
の
在
日
コ
リ
ア
ン
が

「
ニ
コ
ヨ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
日
雇
い

労
働
に
従
事
し
た
り
、
生
活
保
護

を
受
け
た
り
す
る
状
況
に
追
い
込

ま
れ
ま
し
た
（
前
掲
『
在
日
朝
鮮

人
』144
～
146
頁
）。そ
の
よ
う
な
中
で
、

養
豚
業
や
廃
品
回
収
な
ど
が
残
さ

れ
た
選
択
肢
で
し
た
。
亀
島
山
の

周
辺
や
北
緑
町
で
養
豚
業
が
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る

人
も
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
ま
た
、

水
島
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
建
設
の
た
め

の
重
労
働
に
も
在
日
コ
リ
ア
ン
は

従
事
し
ま
す
。

水
島
に
は
医
療
生
協
と
い
う
組

織
が
あ
り
ま
す
。
戦
後
、
水
島
に

集
ま
っ
て
き
た
人
た
ち
は
、
空
襲

で
焼
け
出
さ
れ
た
人
や
、
海
外
か

ら
の
引
揚
者
な
ど
の
戦
争
犠
牲
者

で
し
た
。
朝
鮮
の
人
た
ち
も
こ
こ

に
含
め
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ
う

し
た
経
済
的
に
厳
し
い
状
況
に
あ

る
人
た
ち
は
、
き
ち
ん
と
し
た
医

療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
不

満
が
高
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
医
療

生
協
は
、
生
活
困
窮
者
が
お
金
を

出
し
合
っ
て
医
療
機
関
を
つ
く
る

た
め
に
1

9

5

3
（
昭
和
28
）
年

に
設
立
さ
れ
た
組
織
で
す
。
こ
の

医
療
生
協
を
つ
く
る
活
動
を
、
朝

多
文
化
共
生
を
め
ざ
す
水
島

北緑町にあった豚小屋（髙田昭雄氏撮影）
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鮮
の
人
た
ち
も
一
緒
に
行
っ
て
き

ま
し
た
（『
倉
敷
医
療
生
協
三
十
五

年
史
』
編
集
委
員
会
編
著
『
住
民

が
医
療
を
築
い
た
―
―
倉
敷
医
療

生
協
三
十
五
年
史
』
倉
敷
医
療
生

活
協
同
組
合
、
1

9

8

8
年
、
34

頁
）。ま

た
、
水
島
は
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト

か
ら
の
大
気
汚
染
公
害
に
悩
ま
さ

れ
た
地
域
で
す
。
公
害
に
よ
っ
て
、

喘
息
や
慢
性
気
管
支
炎
な
ど
の
呼

吸
器
疾
患
が
多
発
す
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
病
気
に
か

か
り
、
申
請
し
た
人
は
公
害
病
の

患
者
と
し
て
医
療
や
生
活
保
障
的

給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
制

度
（
公
害
健
康
被
害
補
償
法
）
が

1

9

7

0
年
代
に
で
き
ま
し
た
が
、

こ
れ
に
は
国
籍
の
制
限
は
な
く
、
在

日
コ
リ
ア
ン
も
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
ま
た
1

9

8

3
（
昭

和
58
）
年
に
は
、
公
害
被
害
者
が

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
企
業
に
対
し
て
訴

訟
を
起
こ
し
、
被
害
補
償
と
大
気

汚
染
の
改
善
を
求
め
て
き
ま
し
た
。

こ
の
原
告
の
中
に
も
在
日
コ
リ
ア

ン
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

近
年
、「
地
域
に
お
け
る
多
文
化

共
生
」
と
い
う
考
え
方
が
重
視
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ

は
「
国
籍
や
民
族
な
ど
の
異
な
る

人
々
が
、
互
い
の
文
化
的
ち
が
い
を

認
め
合
い
、
対
等
な
関
係
を
築
こ

う
と
し
な
が
ら
、
地
域
社
会
の
構

成
員
と
し
て
共
に
生
き
て
い
く
こ

と
」
と
定
義
さ
れ
ま
す
（「
多
文
化

共
生
の
推
進
に
関
す
る
研
究
会
報

告
書
―
―
地
域
に
お
け
る
多
文
化

共
生
に
推
進
に
向
け
て
」
総
務
省
、

2

0

0

6
年
、
5
頁
）。
理
念
と
し

て
は
素
晴
ら
し
い
の
で
す
が
、
日

本
社
会
に
お
け
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

へ
の
差
別
や
無
関
心
を
放
置
し
た

ま
ま
、
こ
れ
を
唱
え
て
も
意
味
が

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
理
念
を
実
現

す
る
た
め
に
、
私
た
ち
が
足
も
と

の
地
域
で
具
体
的
な
取
り
組
み
に

着
手
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

朝
鮮
半
島
を
ル
ー
ツ
に
す
る
人

た
ち
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
水
島

の
一
つ
の
特
徴
で
す
。
医
療
生
協

の
例
か
ら
も
、
以
前
か
ら
水
島
で

は
、
同
じ
空
気
を
吸
う
仲
間
と
し

て
多
文
化
共
生
に
取
り
組
む
芽
が

あ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
今

回
、「
み
ず
し
ま
地
域
カ
フ
ェ
」
で

朝
鮮
学
校
を
訪
問
し
、
こ
れ
ま
で

「
見
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
」
に
驚

く
場
面
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。
ま

ず
互
い
に
知
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ

か
ら
始
め
た
い
と
願
う
ひ
と
時
と

な
り
ま
し
た
。

北緑町には屑鉄業者も多かった（髙田昭雄氏撮影）コンビナート建設に在日コリアンの労働者も従事した ( 髙田昭雄氏撮影 )

亀島山地下工場は

朝鮮人労働者によって掘られた
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岡
山
県
倉
敷
市
の
中
に
あ
る
水

島
地
域
は
、
日
本
有
数
の
鉄
鋼
・
石

油
の
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
を
有
し
て
い
る

地
域
で
す
が
、
江
戸
時
代
の
新
田
干

拓
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
農
村
で
も
あ

り
、
瀬
戸
内
海
の
豊
か
な
海
に
養
わ

れ
た
漁
場
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら

漁
業
の
文
化
も
あ
る
、
日
本
近
代
の

色
ん
な
歴
史
が
詰
ま
っ
た
魅
力
的
な

場
所
で
す
。
そ
ん
な
水
島
地
域
の
新

し
い
魅
力
を
探
し
出
す
の
が
「
み
ず

し
ま
地
域
カ
フ
ェ
」
で
す
。「
水
島

メ
モ
リ
ー
ズ
」
は
み
ず
し
ま
地
域
カ

フ
ェ
で
集
め
た
情
報
を
も
と
に
構
成

し
て
い
ま
す
。

　
水
島
地
域
の「
ワ
ク
ワ
ク
」
を
お

伝
え
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
み
ず
し
ま
財
団
は
、正
式
名
称

を「
公
益
財
団
法
人
水
島
地
域
環

境
再
生
財
団
」と
い
い
、2	

0	

0	

0

年
3
月
に
、
水
島
地
域
の
環
境
再

生
・
ま
ち
づ
く
り
の
拠
点
と
し
て

設
立
さ
れ
ま
し
た
。

　
住
民
を
主
体
に
、
行
政
・
企
業

な
ど
水
島
地
域
の
様
々
な
関
係
者

と
専
門
家
が
協
働
す
る
拠
点
と
し

て
、よ
り
よ
い
生
活
環
境
を
創
造

す
る
活
動
を
展
開
し
て
い
く
た

め
に
、調
査
活
動
を
は
じ
め
、
学

び
の
場
づ
く
り
、人
と
の
つ
な
が

り
づ
く
り
、そ
し
て
公
害
の
経
験

の
継
承
と
公
害
患
者
支
援
な
ど
を

行
っ
て
い
ま
す
。

み
ず
し
ま
財
団
に
つ
い
て

地
域
カ
フ
ェ
に
つ
い
て
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