
 

 

水戸護国神社での「労
力奉仕」風景（いずれ
も，昭和 16 年３月卒・
中 40回の『卒業アルバ
ム』より転載） 

 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

     
 

            

  

  

 

国
民
精
神
総
動
員
運
動 

1937(

昭
和
12)

年
７
月
７
日
、
日
中
戦
争
が

勃
発
す
る
と
、
軍
需
産
業
を
筆
頭
に
、
産
業
界

全
体
で
多
く
の
要
員
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
第
一
次
近
衛
内
閣

は
、
同
年
９
月
か
ら｢

八
紘
一
宇
【
天
下
を
一

つ
の
家
の
よ
う
に
す
る
こ
と
。
大
東
亜
共
栄
圏

の
建
設
を
意
味
し
、
日
本
の
海
外
侵
略
を
正
当

化
す
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
用
い
ら
れ

た
】｣

・｢

挙
国
一
致｣

・｢

堅
忍
持
久｣

の
三
つ

の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
て
、｢

国
民
精
神
総
動

員
運
動
【
国
家
の
た
め
に
自
己
を
犠
牲
に
し
て

尽
く
す
滅
私
奉
公
の
精
神
を
国
民
に
推
奨
し

た
運
動
】｣

を
推
進
し
、
国
民
全
員
を
戦
争
遂

行
に
協
力
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
き
ま
し
た
。
こ

の
運
動
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
学
校
現
場

に
も
導
入
さ
れ
、『
進
修
第
41
号(

1938
年
３
月

１
日
発
刉)
』
に
は
、｢

国
民
精
神
総
動
員
運
動｣

に
つ
い
て
の
論
説
が
数
編
載
せ
ら
れ
て
い
ま

す
。
中
で
も
、
５
年
生
の
松
浦
浩(

中
37
回)

は｢

風
雲
暗
し
東
亞
の
空｣
と
題
し
て
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
ま
す
。 

｢

風
雲
暗
し
東
亞
の
空
、
非
常
時
日
本
、
我
々

は
此
の
聲
を
昭
和
六
年
九
月
柳
條
溝
爆
發
事

件
【
柳
条
湖
事
件
】
と
共
に
耳
に
し
た
。
爾
來

久
し
く
叫
び
つ
ヾ
け
ら
れ
て
來
た
此
の
非
常

時
々
々
々
の
聲
が
、
今
や
我
々
の
眼
前
に
巨
大

な
る
姿
を
現
し
か
け
て
來
た
。 

 
(

略) 

世
界
は
動
亂
期
に
入
つ
て
ゐ
る
。
我
が
國
も

前
途
に
は
必
ず
難
關
が
重
な
り
來
た
る
日
も

く
る
で
あ
ら
う
。
故
に
他
國
に
先
ん
じ
て
、
一

時
も
迅
速
に
國
家
總
動
員
の
完
成
が
必
要
で

あ
る
。 

し
か
ら
ば
國
民
精
神
總
動
員
と
は
何
ぞ
や
。 

此
は
平
時
に
於
て
國
家
總
動
員
を
樹
立
し

て
、
戰
爭
の
時
に
間
誤
【
ま
ご
】
つ
か
ぬ
樣
に

す
る
の
は
當
然
な
事
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。

し
か
も
年
一
年
と
國
際
情
勢
の
切
迫
し
た
今

日
、
そ
の
準
備
な
く
て
果
し
て
國
防
の
安
全
が

得
ら
れ
よ
う
か
。
要
す
る
に
國
民
精
神
總
動
員

と
は
一
旦
緩
急
の
と
き
に
國
家
全
體
が
平
時

か
ら
戰
時
の
情
態
に
一
轉
し
て
、
國
民
精
神
を

最
高
に
發
揚
し
、
戰
勝
の
カ
ッ
プ
を
得
る
た
め

に
は
、
國
力
全
部
を
あ
げ
て
ど
う
し
て
も
【
勝

利
を
】
得
る
と
い
ふ
堅
い
意
氣
が
そ
れ
で
あ
る
。 

即
ち
老
人
も
鋤
を
取
り
、
女
子
も
勿
論
機
械

工
業
に
邁
進
す
る
で
あ
ら
う
。
小
庭
に
も
、
又

た
と
へ
土
地
狭
小
な
る
所
に
も
必
ず
耕
作
物

を
作
る
で
あ
ら
う
。
又
指
環
ば
か
り
か
、
不
用

の
貴
金
屬
を
も
溶
か
す
で
あ
ら
う
。
そ
の
他
一

事
一
物
が
皆
國
防
々
々
の
一
點
に
集
中
す
る

事
で
あ
ら
う
。 

此
の
意
氣
、
此
の
精
神
が
國
民
精
神
總
動
員

の
根
底
で
あ
る
。 

  (

略) 

最
後
に
此
の
非
常
時
局
前
に
際
し
て
、
我
々

の
取
る
べ
き
事
は
如
何
と
い
ふ
に
、
此
は
自
己

の
本
分
を
盡
す
と
い
ふ
點
に
歸
す
る
と
思
ふ
。 

前
に
述
べ
た
如
く
武
器
の
み
を
得
て
戰
ふ

の
が
國
家
に
精
忠
な
る
所
以
と
は
斷
じ
て
言

へ
ぬ
。 

明
治
天
皇
の
御
製
に 

 
國
を
思
ふ
道
に
二
つ
は
な
か
り
け
り 

 
 
 

軍
の
庭
に
立
つ
も
立
た
ぬ
も 

と
い
ふ
樣
に
自
己
の
本
分
を
盡
す
と
い
ふ

の
が
自
分
自
身
と
し
て
の
精
忠
な
る
事
で
あ

ら
う
と
思
ふ
。｣ 

松
浦
は
、
来
た
る
べ
き
総
力
戦
に
勝
利
す
る

た
め
に
は
、
総
動
員
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ

と
、
自
分
た
ち
中
学
生
の
そ
こ
で
の
な
す
べ
き

こ
と
を
述
べ
、
更
に
総
動
員
に
よ
っ
て
、
将
来
、

国
民
が
国
か
ら
強
い
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
生
活

を
的
確
に
予
想
し
て
い
ま
す
。 

日
中
戦
争
以
後
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
の
敗

戦
ま
で
、
政
府
は
、
国
民
の
戦
意
昂
揚
の
た
め

に
、｢

欲
し
が
り
ま
せ
ん
勝
つ
ま
で
は
！｣

・｢

贅

沢
は
敵
だ
！｣

・｢

足
ら
ぬ
足
ら
ぬ
は
工
夫
が
足

ら
ぬ
！｣

・｢

聖
戦
だ
己
れ
殺
し
て
国
生
か

せ
！｣

・｢

進
め
一
億
火
の
玉
だ
！｣

・｢

石
油
【
ガ

ソ
リ
ン
】
の
一
滴
、
血
の
一
滴
！｣

な
ど
の
戦

時
標
語
を
掲
げ
て
、
女
性
や
子
供
を
含
む
非
戦

闘
員
の
国
民
に
ま
で
、
耐
乏
生
活
を
強
制
し
て

い
き
ま
し
た
。 

勤
労
奉
仕 

1938
年
４
月
、
国
家
総
動
員
法
が
制
定
さ
れ
、

政
府
は
、
議
会
の
承
認
な
し
に
戦
争
遂
行
に
必

要
な
物
資
や
労
働
力
を
統
制
動
員
で
き
る
権

限
を
与
え
ら
れ
、
国
民
生
活
を
全
面
的
な
統
制

の
下
に
お
き
ま
し
た
。
更
に
、
翌
1939
年
７
月

に
は
、
国
家
総
動
員
法
に
基
づ
く
国
民
徴
用
令

(

勅
令
第
451
号)

が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

勅
令
は
、
重
要
産
業
の
労
働
力
を
確
保
す
る
た

め
に
、
強
制
的
に
一
般
国
民
を
徴
用
で
き
る
権

限
を
厚
生
大
臣
に
与
え
た
も
の
で
、
こ
れ
に
よ

り
、
国
民
の
経
済
生
活
の
自
由
は
完
全
に
失
わ

れ
ま
し
た
。 

総
動
員
体
制
が
構
築
さ
れ
て
い
く
中
で
、
文

部
省
は
1938
年
６
月
、｢

集
団
的
勤
労
作
業
運
動

実
施
ニ
関
ス
ル
件｣

を
通
牒
し
ま
し
た
。
こ
れ

は
、
中
等
学
校
以
上
の
生
徒
に
対
し
て
、
集
団

で
の
勤
労
作
業
を
求
め
た
も
の
で
、
作
業
の
実

施
期
間
は
夏
季
休
業
の
始
期
終
期
、
そ
の
他
適

当
な
時
期
に
お
い
て
、
中
等
学
校
低
学
年
は
３

日
、
そ
の
他
は
５
日
を
標
準
と
し
て
い
ま
し
た
。

平成２９年５月９日 
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戦時下の土浦中学生２  ～総動員・勤労奉仕～ 

1937(昭和 12)年に日中戦争が勃発、政府は翌 1938 年に
国家総動員法、更に、1939年に国民徴用令を制定し、国民
生活を全面的な統制の下におきました。戦時体制下におい
ては、一般国民が軍需産業などに動員されるようになり、
学校生活も変化を余儀なくされました。 
文中の【  】内は筆者による注記です。 

月刉 

（土浦一高・土浦中学とその周辺の物語） 



 

 

「労力奉仕」イラスト
(中38回高橋宏弌 『進
修第 42号』｢1938覚之
書｣より） 

 

更
に
、
翌
1939
年
３
月
に
は
、
集
団
勤
労
作
業

を｢
漸
次
恒
久
化｣

し
、
学
校
の
休
業
時
だ
け
で

な
く
、
随
時
こ
れ
を
行
な
い
、
正
課
に
準
じ
て

取
り
扱
う
こ
と
を
指
示
し
ま
し
た
。
作
業
は
、

従
来
、
応
召
兵
士
の
家
族
に
対
す
る
援
農
活
動

を
中
心
と
し
た
も
の
で
し
た
が
、
そ
の
範
囲
を

学
校
農
場
・
農
園
、
演
習
林
で
の
作
業
や
荒
地

の
開
墾
な
ど
に
拡
大
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
都

市
防
空
設
備
な
ど
の
公
共
施
設
の
建
設
に
関

す
る
作
業
や
軍
用
品
の
製
造
に
関
す
る
作
業
、

道
路
改
修
や
埋
め
立
て
な
ど
、
土
木
工
事
も
そ

の
対
象
と
さ
れ
、
多
岐
に
亙
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。
こ
れ
は
、
政
府
が
労
働
力
の
不
足
を
見

越
し
て
、
在
学
中
の
学
生
・
生
徒
な
ど
を
労
働

力
の
一
部
と
し
て
組
み
込
ん
だ
、
と
い
う
こ
と

を
意
味
し
て
い
ま
し
た
。 

 

土
浦
中
学
で
は
、
そ
の
通
牒
を
先
取
り
し

て
、
1938
年
５
月
31
日(

火)

か
ら
６
月
４
日

(

土)

ま
で
、
勤
労
奉
仕
作
業
を
実
施
し
、
作
業

に
参
加
し
た
５
年
生
の
齋
藤
健
吾(

中
38
回)

は
『
進
修
第
42
号(

1939
年
３
月
５
日
発
刉)

』

に｢

労
力
奉
仕｣

と
題
し
て
、
そ
の
時
の
思
い
を

次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。 

｢

『
勞
働
は
神
聖
な
り
』 

私
は
こ
ん
な
言
葉
の
一
節
を
、
何
度
も
何
度

も
或
は
人
の
口
か
ら
、
或
は
書
物
の
中
か
ら
見

聞
し
た
。
併
し
別
段
深
く
は
探
究
せ
ず
唯
上
す

べ
り
の
意
味
を
取
つ
て
首
肯
し
て
來
た
。
即
ち

心
か
ら
は
咀
嚼
し
得
な
か
つ
た
。 

極
最
近
縣
下
中
等
學
校
の
ト
ツ
プ
を
切
つ

て
行
は
れ
た
出
征
軍
人
留
守
宅
へ
の
農
繁
期

勞
力
奉
仕
に
於
て
、
私
は
こ
の
言
葉
を
心
か
ら

知
り
得
た
樣
な
氣
が
し
た
。
否
、
本
當
に
知
り

得
た
の
だ
。
【
華
氏
】
九
十
度
【
摂
氏
32.2
度
】

に
垂
ん
と
す
る
炎
天
下
に
班
員
を
指
揮
し
て
、

何
も
出
來
な
い
未
經
驗
の
腕
を
揮
つ
て
、
或
は

桑
畑
の
除
草
、
整
地
、
桑
の
木
伐
採
作
業
、
或

は
麥
刈
り
は
て
は
難
し
い
養
蠶
の
手
傳
迄
や

つ
た
の
だ
。
自
分
で
も
よ
く
や
れ
た
と
思
ふ
程

な
荒
地
の
手
入
、
ち
く
ち
く
す
る
麥
刈
り
、
家

人
に
命
ぜ
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
快
く
は
承
諾
し

な
か
つ
た
と
思
は
れ
る
苦
し
い
作
業
、
中
學
生

位
に
出
來
る
も
の
で
は
な
い
と
言
は
れ
た
仕

事
を
、
意
志
の
力
忍
耐
の
力
～
戰
時
下
の
超
擧

國
一
致
。
國
民
精
神
總
動
員
、
出
征
將
士
へ
の

感
謝
心
～
で
何
な
く
遂
行
し
て
世
人
を
ア
ツ

と
言
は
せ
た
の
だ
。 

此
の
作
業
中
私
は
働
く
こ
と
の
樂
し
み
極

ま
り
な
し
と
言
ふ
事
を
感
じ
た
。
じ
つ
と
し
て

ゐ
ら
れ
な
い
何
と
も
言
へ
ぬ
神
々
し
さ
、
清
々

し
さ
を
感
じ
た
。
所
謂
勞
働
の
神
聖
を
し
み
じ

み
と
感
じ
た
。 

他
の
班
員
も
此
の
感
激
を
受
け
た
の
で
あ

ら
う
。
眞
黒
に
な
つ
て
夢
中
で
働
い
て
く
れ
た
。 

私
は
感
謝
の
心
も
感
得
し
た
。
又
こ
の
作
業

中
困
難
な
こ
と
を
す
る
の
は
意
志
の
力
な
る

事
を
も
知
つ
た
。
意
志
の
力
は
奈
翁
【
ナ
ポ
レ

オ
ン
】
で
は
な
い
が
我
々
の
辭
書
の
中
か
ら

『
不
可
能
』
の
三
字
を
抹
殺
し
て
了
ふ
だ
ら
う
。

こ
れ
か
ら
の
暑
い
期
間
も
、
眠
い
時
も
、
こ
の

意
志
の
力
で
勉
學
に
努
め
よ
う
。
こ
の
企
は
私

に
取
つ
て
は
無
上
の
尊
い
體
驗
で
、
こ
の
中
か

ら
汲
み
取
つ
た
心
の
數
々
は
私
を
し
て
決
し

て
凡
人
に
は
し
て
置
か
な
い
で
あ
ら
う
。｣ 

      

勤
労
奉
仕
作
業
は
、｢

奉
仕｣

と
は
言
い
な
が

ら
、
寧
ろ
、
道
府
県
と
学
校
側
に
自
発
的
に
計

画
を
立
案
さ
せ
る
と
い
う
、
半
ば
強
制
的
な
形

で
行
わ
れ
ま
し
た
。
生
徒
た
ち
は
通
学
区
毎
に

班
を
作
り
、
上
級
生
を
班
長
と
し
て
、
指
定
さ

れ
た
農
家
へ
奉
仕
作
業
に
出
か
け
て
行
き
ま

し
た
。
1939
年
か
ら
は
、｢

日
の
丸
貯
金｣

が
義

務
付
け
ら
れ
、
生
徒
は
毎
月
10
銭
以
上
の
貯

金
を
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
食
事
の
質
素

化
が
叫
ば
れ
、
毎
週
月
曜
日
は
、
飯
の
真
ん
中

に
梅
干
し
を
１
個
載
せ
た
だ
け
の
日
の
丸
弁

当
の
日
と
な
り
ま
し
た
。 

農
作
業
は
、
慣
れ
な
い
仕
事
で
あ
り
、
特
に

１
年
生
に
と
っ
て
は
初
め
て
の
体
験
で
、
中

45
回
の
八
木
下
巽
は
、『
進
修
第
45
号(

1942
年

２
月
15
日
発
刉)

』
に
、
１
年
次
の
勤
労
奉
仕

で
の
苦
労
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。 

｢

【
1941
・
昭
和
16
年
】
秋
の
農
繁
期
に
僕

等
は
【
土
浦
市
】
小
松
へ
行
つ
た
。 

  (

略) 

仕
事
は
桑
し
ば
り
で
あ
る
。
一
人
が
一
列

づ
ヽ
受
持
つ
て
し
ば
る
。
僕
は
一
番
後
の
方
に

な
つ
て
し
ま
つ
た
。
上
級
生
は
僕
等
よ
り
ず
つ

と
速
い
。
桑
が
大
き
く
て
太
い
の
で
ま
と
め
る

の
に
骨
が
折
れ
る
。
や
う
や
く
し
ば
つ
た
か
と

思
ふ
と
藁
が
切
れ
て
し
ま
ふ
、
始
は
な
か
な
か

は
か
ど
ら
な
か
つ
た
が
お
晝
頃
か
ら
だ
ん
だ

ん
こ
つ
を
お
ぼ
へ
て
、
上
級
生
に
左
程
お
く
れ

な
い
や
う
に
な
つ
た
。 

 
(

略) 

今
度
は
小
母
さ
ん
が
手
傳
つ
て
く
れ
る
。
し

ば
り
方
も
教
へ
て
く
れ
た
。
と
て
も
早
い
。
手

で
束
ね
て
く
る
り
と
向
き
を
か
へ
て
足
で
桑

を
お
さ
へ
て
し
ば
る
。
し
ば
ら
く
感
心
し
て
見

て
ゐ
た
。
僕
等
が
二
つ
や
る
所
を
五
つ
も
や
つ

て
し
ま
ふ
。
あ
れ
で
よ
く
疲
れ
な
い
な
と
思
つ

た
。 ど

う
に
か
し
て
同
じ
位
に
や
つ
て
見
よ
う

と
、
一
生
懸
命
や
つ
た
。
汗
が
出
て
來
た
。
藁

が
顔
へ
さ
は
つ
て
と
て
も
か
ゆ
い
。
と
う
と
う

我
慢
出
來
ず
わ
き
の
方
を
見
る
と
小
母
さ
ん

が
居
た
。
先
の
や
う
に
し
ば
つ
て
ゐ
る
、
早
さ

も
變
ら
な
い
。
し
か
も
量
は
僕
等
の
何
倍
も
や

つ
て
あ
る
。
仕
事
と
い
ふ
も
の
は
マ
ラ
ソ
ン
と

同
じ
や
う
に
、
い
つ
も
同
じ
早
さ
で
や
ら
な
い

と
疲
れ
る
の
が
早
い
と
思
つ
た
。
田
で
稻
を
刈

つ
て
ゐ
る
小
父
さ
ん
も
さ
う
だ
。
そ
し
て
彼
等

は
休
ま
ず
撓
ま
ず
營
々
と
働
い
て
ゐ
る
の
だ
。

彼
等
は
働
く
と
い
ふ
こ
と
を
一
番
の
樂
し
み

と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
は

大
事
な
食
糧
と
な
り
大
切
な
務
を
果
す
の
で

あ
る
。 

元
來
百
姓
を
卑
下
す
る
者
が
あ
る
。
そ
う
い

ふ
者
は
米
の
有
難
さ
を
知
ら
な
い
と
同
じ
で

あ
る
。
お
百
姓
さ
ん
は
國
の
寶
だ
と
つ
く
づ
く

思
つ
た
。｣ 

1941
年
２
月
、
文
部
省
は｢

青
尐
年
学
徒
食
糧

飼
料
等
増
産
運
動
実
施
要
項｣

に
お
い
て
、
こ

の
運
動
を｢

国
策
ニ
協
力
セ
シ
ム
ル
実
践
的
教

育｣

で
あ
る
と
し
、｢

一
年
ヲ
通
ジ
三
十
日
以
内

ノ
日
数
ハ
授
業
ヲ
廃
シ｣

て
作
業
に
当
て
る
こ

と
が
で
き
、
そ
の
日
数
・
時
数
は
授
業
を
し
た

も
の
と
認
め
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
土
浦

中
学
で
も
、
春
の
農
繁
期
の
勤
労
奉
仕
に
、
秋

季
の
そ
れ
を
も
加
え
、
更
に
、
桜
川
改
修
工
事
、

霞
ヶ
浦
海
軍
航
空
隊
や
水
戸
護
国
神
社
で
の

奉
仕
作
業
に
も
従
事
さ
せ
る
な
ど
し
て
、
学
び

の
時
間
は
削
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。 

(

高
21
回 

松
井
泰
寿) 


