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写真で見る沖縄戦

戦災実態調査票（浦添村全体）

た
く
さ
ん
の
県
民
が
犠
牲
に

　　
沖
縄
戦
に
は
、
い
く
つ
か
の

特
徴
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
米

軍
が
上
陸
し
て
き
た
た
め
に
、

県
民
生
活
の
場
が
そ
の
ま
ま
戦

場
と
な
っ
た
こ
と
で
す
。
こ
れ

を
「
地
上
戦
」
と
い
い
ま
す
。

広
島
や
長
崎
に
、
原
子
爆
弾
が

落
と
さ
れ
、
一
瞬
の
う
ち
に
、

市
民
が
犠
牲
に
な
っ
た
場
合
と

性
格
が
異
な
る
の
で
す
。
ま
た
、

兵
士
よ
り
も
、
多
く
の
県
民
が

犠
牲
に
な
っ
た
こ
と
も
特
徴
で

す
。
県
民
の
生
活
の
場
で
あ
る

町
や
村
が
、
そ
の
ま
ま
戦
場
と

な
っ
た
の
で
、
県
民
は
逃
げ
場

を
失
っ
て
戦
火
の
犠
牲
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

激
戦
地
だ
っ
た
浦
添
　
　

　
〜
前
田
高
地
の
戦
い
〜

　
１
９
４
５
年
4
月
1
日
、
米

軍
は
北
谷
町
か
ら
読
谷
村
の
海

岸
に
上
陸
し
た
後
、
軍
の
大
部

分
が
首
里
・
那
覇
を
目
指
し
て

進
攻
し
て
き
ま
し
た
。
日
本
軍

は
、
現
在
の
宜
野
湾
市
に
あ
る

嘉
数
高
地
と
浦
添
グ
ス
ク
一
帯

（
前
田
高
地
）に
防
衛
線
を
張
り
、

進
軍
し
て
く
る
米
軍
を
迎
え
撃

ち
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
日
本
軍

と
米
軍
の
激
し
い
攻
防
戦
が
繰

り
広
げ
ら
れ
、
沖
縄
戦
最
大
の

激
戦
地
と
な
り
ま
し
た
。
地
上

で
は
米
軍
の
戦
車
や
装
甲
車
が

進
攻
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
銃

弾
が
飛
び
交
い
、
洞
窟
や
壕
に

は
手
榴
弾
が
投
げ
込
ま
れ
ま
し

た
。
空
か
ら
は
「
鉄
の
暴
風
」

と
呼
ば
れ
た
ほ
ど
の
凄
ま
じ
い

爆
弾
投
下
と
砲
撃
を
う
け
、
多

く
の
死
傷
者
が
で
ま
し
た
。

住
民
の
４
４
．６
％
が
犠
牲
に

　　
浦
添
の
住
民
は
陣
地
づ
く
り

の
作
業
に
か
り
出
さ
れ
た
り
、

弾
薬
を
運
ぶ
役
目
を
負
わ
さ
れ

た
り
と
日
本
軍
兵
士
の
手
伝
い

を
強
制
的
に
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
住
ん
で
い
た
屋
敷
を
兵

士
に
無
理
や
り
追
い
出
さ
れ
る

こ
と
も
あ
り
、
そ
の
結
果
、
多

く
の
住
民
が
逃
げ
場
を
失
い
命

を
落
と
し
ま
し
た
。
当
時
浦
添

の
人
口
は
約
９
，２
０
０
人
で

し
た
が
、
そ
の
う
ち
戦
争
で
亡

く
な
っ
た
人
は
４
，１
１
２
人

で
実
に
４
４
．
６
％
の
住
民
が

犠
牲
に
な
り
ま
し
た
。

あ
る
住
民
の
体
験
　
　
　

　　
浦
添
市
が
発
行
し
た
浦
添
市

史
第
五
巻
に
は
、
住
民
の
生
々

し
い
戦
争
体
験
が
収
録
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
中
か
ら
一
部
紹

介
し
ま
す
。

（
紙
面
の
都
合
上
、
抜
粋
し
て
い

ま
す
。）

体
験
記
①
　

　「
こ
こ
か
ら
、２
、３
０
０
メ
ー

ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
、
小
高
い
所

に
敵
（
ア
メ
リ
カ
軍
）
が
入
り

込
ん
で
い
る
の
が
見
え
ま
し
た
。

お
じ
い
さ
ん
が
私
た
ち
の
壕
に

来
て
、「
う
ち
の
壕
に
、
週
榴
弾

が
投
げ
込
ま
れ
て
、
お
ば
あ
さ

ん
の
、首
か
ら
下
は
ど
こ
へ
行
っ

た
か
、
わ
か
ら
な
い
よ
ー
、
死

ん
で
い
る
よ
ー
」
と
お
お
さ
わ

ぎ
し
て
い
る
の
で
す
。

体
験
記
②
　

　
私
は
、
家
族
と
共
に
山
原
へ

疎
開
し
よ
う
と
し
た
ら
、
日
本

軍
に
よ
っ
て
、「
あ
ん
た
が
た
が

み
ん
な
が
逃
げ
た
ら
誰
が
弾
運

び
す
る
の
か
」
と
経
塚
に
引
き

止
め
ら
れ
、
経
塚
で
重
傷
を
負

う
こ
と
に
な
っ
た
。
私
が
い
た

ら
両
親
ら
が
避
難
で
き
な
い
か

ら
早
く
死
ん
で
し
ま
お
う
と

思
っ
て
急
須
の
水
を
い
っ
ぱ
い

持
っ
て
た
の
で
、
そ
れ
を
全
部

飲
ん
だ
け
ど
死
な
な
い
の
で
す
。

私
は
、
右
肩
、
右
腕
、
そ
し
て

右
大
腿
部
を
や
ら
れ
、
右
足
の

骨
が
折
れ
て
ぶ
ら
ん
ぶ
ら
ん
し

て
お
り
ま
し
た
。

体
験
記
③
　

　「
私
が
浦
添
城
址
で
捕
虜
に

な
っ
た
と
き
、
壕
の
前
の
方
に

は
兵
隊
や
住
民
の
死
体
が
ゴ
ロ

ゴ
ロ
し
て
い
る
の
で
す
。
10
日

も
二
週
間
も
た
っ
て
い
る
死
体

の
側
を
通
っ
た
り
、
見
た
り
し

て
い
る
が
死
体
と
い
う
感
じ
も

し
な
い
し
、
物
す
ご
く
悪
臭
が

し
て
い
た
は
ず
な
の
に
そ
れ
も

感
じ
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
、

も
う
恐
ら
く
頭
は
正
常
じ
ゃ
な

か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん

で
す
よ
。
戦
争
の
弾
の
中
に
お
る

人
と
い
う
の
は
で
す
ね
、
恐
ら
く

正
常
な
感
覚
が
働
か
な
い
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
思
い
ま
し
た
よ
」

次
の
世
代
へ
伝
え
て
い
く

た
め
に
　

　
浦
添
市
で
は
平
和
行
政
の
柱

と
し
て
、
昭
和
61
年
に
「
平
和

都
市
宣
言
」、
平
成
８
年
に
「
核

兵
器
廃
絶
宣
言
」
を
制
定
し
、

平
和
へ
の
意
識
を
更
に
高
め
て

い
く
た
め
、
同
年
か
ら
「
中
学

生
平
和
交
流
事
業
」
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
　

　
未
来
を
担
う
中
学
生
が
、
県

内
外
で
の
平
和
学
習
を
通
じ
て

戦
争
の
実
態
や
平
和
の
尊
さ
を

学
び
、
平
和
へ
の
願
い
を
広
げ

て
い
き
ま
す
。

　
ま
た
、
終
戦
70
年
目
の
節
目

に
あ
た
る
今
年
を
、「
ピ
ー
ス
イ

ヤ
ー
in
浦
添
」
と
し
て
、
年
間

を
通
じ
各
種
平
和
祈
念
行
事
等

を
予
定
し
て
い
ま
す
。
こ
の
機

会
に
平
和
の
尊
さ
を
一
緒
に
考

え
て
み
ま
せ
ん
か
。

沖
縄
戦
か
ら
70
年

あ
の
日
々
を

忘
れ
な
い
た
め
に

写真提供『沖縄県平和祈念資料館』

砲煙弾雨に煙る中部戦線。激しく抵抗する
日本陣地に火災放射弾を浴びせる米軍。

恒久平和への願いを込め戦没者の冥福を祈る団員。

やっと地獄を生き残りお互いに傷の手当を
している少年と少女。

“鉄の暴風”と形容される米軍の猛攻を示す
夜景。恐怖のどん底にありつつ、思わず見と
れたという人もいる。

【引用・参考文献】
○浦添市
　浦添市平和ガイドブック
○浦添市教育委員会
　URASOE平和のかけはし
○浦添市教員委員会
　URASOE歴史たんけんブック
○浦添市史
　第五巻資料編４ 戦争体験記録
　 【写真提供】
沖縄県平和祈念資料館　

　沖
縄
戦
で
は
日
本
史
上
ま

れ
に
み
る
、
住
民
を
巻
き
込

ん
だ
地
上
戦
が
行
わ
れ
、
20

万
人
も
の
尊
い
命
が
奪
わ
れ
、

多
く
の
県
民
が
犠
牲
と
な
り

ま
し
た
。

　そ
の
沖
縄
戦
が
終
結
し
て

か
ら
今
年
で
70
年
。
戦
争
体

験
を
知
ら
な
い
世
代
が
増
え
、

戦
争
を
自
ら
の
体
験
と
し
て

語
る
こ
と
の
で
き
る
方
々
が

少
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　沖
縄
戦
の
悲
惨
さ
を
伝
え
、

二
度
と
こ
の
よ
う
な
戦
争
を

繰
り
返
さ
ぬ
よ
う
、
人
々
の

記
憶
の
な
か
か
ら
沖
縄
戦
の

惨
禍
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
語

り
継
い
で
い
か
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

仲　間
安波茶
伊　祖
牧　港
港　川
城　間
屋富祖
宮　械
仲　西
小　湾
勢理客
内　間
沢　岻
経　塚
前　田
西　原
当　山
大　平
合　計

125
60
111
163
48
278
96
126
55
82
55
77
135
96
201
269
49
51

2,077

503
209
555
669
226
1,155
339
437
214
301
248
307
646
339
934
1,559
229
262
9,217

278
134
181
259
97
425
135
228
40
107
81
97
272
191
549
773
126
139
4,112

55.3
64.1
32.6
38.7
42.9
36.8
39.8
52.2
18.7
35.6
32.7
31.6
42.1
55.0
58.8
49.6
55.0
53.1
44.6

41
26
19
34
5
55
24
40
7
17
8
17
31
24
59
46
11
11
469

32.8
43.3
17.1
20.9
10.4
19.8
25.0
31.8
12.7
20.7
14.5
22.1
23.0
25.0
29.4
17.1
22.5
21.6
22.6

「浦添市史  第5巻  第5章  資料にみる沖縄戦」より※上記の行事等は、現時点での予定を記載しており、変更・追加等になる場合があります。詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

字　別 世帯数
（戸）

家族数
（人）

戦死者
（人）

戦死率
（％）

一家
全滅
（戸）

一家
全滅率
（％）

2015年 ピースイヤー in 浦添
開催行事等 内　　　　　容 開催時期及び場所

戦時中、障がいを持った方々がどのような状況におかれていたの
か、戦争を生き抜いた障がい者が、これまであまり語られなかっ
た戦争体験を語る。併せて、沖縄戦のパネル・資料展示を行う。

戦中の様子や戦後の浦添村仲間収容所での復興、村民の帰村運動
へ係わった人々から体験を聴き、一人ひとりがより良いまちづく
りに係わる意識啓発の講座を実施。地域自治会での聞き取り、市
内小学校へ「平和キャラバン隊」の派遣も実施。

沖縄を代表する美術家・儀間比呂志が沖縄戦をテーマに制作した
版画（パネル）展。  原作本の読み聞かせ会も開催。

浦添市子ども文化連盟「太陽樹  ていだーじゅ」 によるコンサート。

市内から出土した戦争遺物の展示。

平和に関する図書の展示。

移民が経験した戦争に関する写真展示。

浦添市内に残る戦跡をうらおそい歴史ガイドが案内。

6月7日（日）14:00～15:30
浦添市役所  9階講堂

第１回　6月11日（木）19:00～
　　　　浦添市中央公民館（本館 3階ホール）
第２・３回　仲間自治会 他
第４・５回　学校２校で開催

展示：6月23日（火）～6月28日（日）
読み聞かせ会：6月23日14時・6月27日11時
浦添市美術館

6月14日（日）16:00～18:30
てだこホール（大ホール）

6月2日（火）～7月5日（日）
浦添グスク・ようどれ館

5月30日（土）～8月30日（日）
浦添市立図書館

8月　浦添市立図書館

年3回予定（時期は未定）
（うらおそい歴史ガイド主催）

【講演会】
障がい者と沖縄戦

【講　座】
子どもから見た戦中・戦後
～浦添の戦争体験を語り継ぐ～
（全５回）講師：石原昌家氏 他

【展　示】儀間比呂志
「戦がやってきた」展

【コンサート】
レクイエムコンサート 2015

【展示】戦争遺物展

【展示】70年目の祈り
　　　 ～平和を考える～

【展示】移民と戦争

【イベント】戦跡巡り


