
終
戦
か
ら
戦
後
へ

昭
和
２
０
年
終
戦
の
直
前
は
︑
開
墾
や

農
家
へ
勤
労
奉
仕
な
ど
の
作
業
を
⾏
う
な

ど
の
軍
事
教
練
や
農
場
で
の
作
業
が
多
く

な
り
︑
教
科
の
学
習
が
少
な
く
な
ỵ
ͱ
͏

ま
し
た
︒
８
⽉
１
５
⽇
の
午
後
︑
萩
原
の
街

中
へ
⾏
く
と
︑
多
く
の
⼈
々
が
ラ
ジ
オ
の

前
に
集
ま
り
終
戦
の
放
送
を
聞
い
て
い
た

そ
う
で
す
︒

終
戦
後
︑
教
育
改
⾰
の
⼩
学
校
６
年
︑
中

学
校
３
年
︑
⾼
校
３
年
の
六
三
三
制
が
導

⼊
さ
れ
︑
新
制
⾼
校
が
発
⾜
し
ま
し
た
︒
こ

の
教
育
改
⾰
に
伴
い
昭
和
２
３
年
４
⽉
︑

益
⽥
農
林
学
校
は
幕
を
閉
じ
︑
益
⽥
⾼
等

学
校
が
始
ま
り
ま
し
た
︒

益
⽥
農
林
学
校
に
⼊
学
し
た
昭
和
２
０
年

は
︑﹃
⼀
億
総
動
員
﹄
と
⾔
わ
れ
る
厳
し
い
戦

時
体
制
Ͷ
͍
ỵ
ͪ
Ồ

上
の
兄
夫
婦
は
︑
旧
満
州
へ
軍
属
と
し
て

配
属
︒
次
の
兄
は
軍
隊
へ
⼊
隊
し
︑
家
に
は
両

親
と
姉
と
弟
の
５
⼈
が
残
さ
れ
た
︒
そ
ん
な

中
で
︑
休
⽇
に
は
農
業
や
炭
焼
き
な
ど
の
⼿

伝
い
を
し
な
が
ら
の
通
学
Ͳ
͍
ỵ
ͪ
Ồ

７
⽉
に
は
岐
⾩
市
近
辺
の
⼤
空
襲
が
あ

り
︑
戦
⽕
が
激
し
く
な
る
と
︑
上
級
⽣
が
学
徒

動
員
さ
れ
る
な
ど
戦
時
⾊
は
⼀
気
に
深
Ή
ỵ

ͱ
͏
ỵ
ͪ
Ồ
⼟
曜
⽇
は
終
⽇
作
業
⽇
と
し
て
︑

禅
昌
寺
裏
⼭
の
開
墾
や
農
家
へ
勤
労
奉
仕
な

ど
の
作
業
に
⾏
ỵ
ͪ
Ồ
学
校
で
は
軍
事
教
練

や
農
業
で
の
作
業
が
多
く
な
り
︑
教
科
の
学

習
が
少
͵
͖
ỵ
ͪ
Γ
͑
Ͷ
思
う
︒
昭
和
２
０

年
８
⽉
１
５
⽇
の
終
戦
の
⽇
は
︑
夏
休
み
で

͍
ỵ
ͪ
͗
ͪ
Ή
ͪ
Ή
登
校
し
て
い
た
︒
そ
の

⽇
は
朝
か
ら
校
庭
の
隅
で
︑
空
襲
に
備
え
て

の
防
空
壕
堀
り
を
し
て
い
た
︒
担
当
教
官
か

ら
﹁
道
具
が
⾜
り
な
い
か
ら
︑
道
具
を
休
ま
せ

ず
交
代
し
て
掘
れ
︒
﹂
と
⾔
わ
れ
て
掘
ỵ
ͪ
͞

と
を
今
で
も
思
い
出
す
︒
終
戦
を
知
ỵ
ͪ


は
昼
休
み
に
萩
原
の
町
へ
⾏
ỵ
ͱ
͖
Δ
Ͳ
ố

雑
⾳
の
多
い
ラ
ジ
オ
の
前
に
︑
多
く
の
⼈
が

集
Ή
ỵ
ͱ
聞
い
て
い
る
異
様
な
光
景
を
⾒
て

か
ら
で
あ
る
︒

終
戦
に
つ
い
て
の
感
慨
は
あ
ま
り
覚
え
て

い
な
い
が
︑
く
や
し
い
と
⾔
う
よ
り
戦
争
が

終
Κ
ỵ
ͱ
Γ
͖
ỵ
ͪ
ͳ
思
う
ほ
う
が
⼤
き
か

ỵ
ͪ
ͳ
思
う
︒

戦
時
体
制
⼀
⾊
の
抑
圧
さ
れ
た
暗
い
世
の

中
か
ら
解
放
͠
Η
ố
Ά
ỵ
ͳ
͢
ͪ
気
持
ち
に

͵
ỵ
ͪ
Ồ
͞
Η
Ή
Ͳ

Γ
͑
Ͷ
夜
に
な
る
と

⿊
⾊
の
Ω
ổ
τ
ϱ
を
し
め
︑
⼀
灯
の
電
灯
に

⿊
い
覆
い
を
か
け
た
薄
暗
い
居
間
に
家
族
が

寄
り
添
ỵ
ͱ

⽣
活
か
ら
︑﹁
明
る
い
電
灯
の

部
屋
で
の
⽣
活
が
で
き
る
﹂
と
い
う
素
朴
な

気
持
ち
か
ら
だ
と
思
う
︒

戦
後
の
益
農
時
代
に
つ
い
て
は
︑
予
科

練
帰
り
の
⽣
徒
と
学
習
す
る
な
ど
徐
々
に

⺠
主
化
が
進
む
中
で
︑
ザ
ラ
紙
に
ガ
リ
版

刷
り
の
﹃
益
農
タ
イ
ム
ス
﹄
の
発
⾏
に
関
わ

ỵ
ͪ
Ε
ố
益
農
の
卒
業
記
念
ア
ル
バ
ム
の

編
集
に
携
Κ
ỵ
ͱ
い
た
こ
と
な
ど
が
思
い

出
さ
れ
る
︒

ま
た
︑
教
育
改
⾰
の
六
三
三
制
の
導
⼊

に
よ
り
︑
新
制
中
学
校
の
発
⾜
に
続
い
て
︑

昭
和
２
３
年
４
⽉
︑
益
⽥
農
林
学
校
は
そ

の
ま
ま
益
⽥
⾼
等
学
校
と
な
り
︑
同
時
に

学
区
制
の
実
施
に
よ
り
斐
太
中
学
校
な
ど

の
⽣
徒
も
加
Κ
ỵ
ͪ
⾼
校
の
三
年
⽣
へ
編

⼊
し
た
︒

今
か
ら
思
う
と
︑
学
校
の
学
習
の
こ
と

は
あ
ま
り
覚
え
て
お
ら
ず
︑
本
業
以
外
の

こ
と
に
熱
を
⼊
れ
過
ぎ
た
よ
う
な
気
が
す

る
︒
し
か
し
︑
戦
中
・
戦
後
の
激
動
期
の
四

年
間
に
学
ん
だ
こ
と
や
体
験
Ͷ
Γ
ỵ
ͱ
養

わ
れ
た
こ
と
は
︑
私
の
そ
の
後
の
⽣
活
の

⽀
͓
ͳ
͵
ỵ
ͱ
⽣
か
さ
れ
て
い
る
と
⾔
え

る
︒ま

た
︑
現
在
も
続
い
て
い
る
強
い
絆
で

結
ば
れ
た
級
友
と
の
友
情
は
︑
今
後
も
⼤

事
に
し
て
い
き
た
い
と
思
ỵ
ͱ
͏
Ζ
Ồ

今
村
茂
男
﹁
８
０
周
年
記
念
誌
﹂
よ
り

清
風
百
年
新
聞
第６号

１００周年生徒
実行委員会発行

１年Ｆ組

昭和２３年（１９４８年）

終戦から戦後の激動期
終戦後の数年間は徐々に民主化が進み、教育改革による新制中学

校の発足と同時に、益田農林学校は幕を閉じました。

勤労奉仕

下校風景(農林坂)


