
　
今
年
は
第
二
次
世
界
大
戦
終

結
後
、
そ
し
て
引
き
揚
げ
開
始

か
ら
80
年
と
い
う
大
き
な
節
目

の
年
で
す
。
舞
鶴
市
は
、
戦
後

13
年
間
に
わ
た
り
、
シ
ベ
リ
ア

や
満
州
、
朝
鮮
半
島
な
ど
か
ら

約
66
万
人
の
引
揚
者
を
迎
え
て

き
ま
し
た
。
心
身
と
も
に
深
く

傷
つ
い
た
引
揚
者
に
対
し
て

「
お
か
え
り
な
さ
い
」「
ご
苦
労

さ
ま
で
し
た
」
と
声
を
か
け
、

湯
茶
や
ふ
か
し
芋
を
ふ
る
ま
う

な
ど
、
ま
ち
全
体
で
温
か
く
迎

え
た
唯
一
無
二
の
ま
ち
で
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
時
代
が
流

れ
る
に
つ
れ
、
戦
争
を
体
験
し

て
い
な
い
世
代
が
大
半
を
占
め

る
中
、
戦
争
や
引
き
揚
げ
の
歴

史
は
徐
々
に
風
化
し
つ
つ
あ
り

ま
す
。
戦
争
が
引
き
起
こ
し
た

シ
ベ
リ
ア
抑
留
や
引
き
揚
げ
と

い
っ
た
過
酷
な
歴
史
を
、
過
去

の
出
来
事
に
す
る
の
で
は
な
く
、

後
世
に
語
り
継
ぎ
、
未
来
に
継

承
し
て
い
く
こ
と
は
平
和
な
世

界
に
も
つ
な
が
る
大
切
な
こ
と

で
す
。

引
揚
記
念
館
の
設
立

　
戦
後
40
年
を
き
っ
か
け
に
引

揚
体
験
者
か
ら
、
史
実
を
後
世

に
継
承
す
る
た
め
に
引
揚
記
念

館
を
建
設
し
て
ほ
し
い
と
の
強

い
要
望
が
沸
き
上
が
り
ま
し
た
。

「
異
国
で
亡
く
な
っ
た
人
に
思

い
を
は
せ
て
ほ
し
い
」「
恒
久

平
和
を
願
う
」
と
の
思
い
で
、

建
設
の
た
め
の
寄
付
活
動
も
行

わ
れ
、
市
内
外
か
ら
多
く
の
寄

付
が
集
ま
り
、
昭
和
63
年
に
引

揚
記
念
館
が
開
館
。
シ
ベ
リ
ア

な
ど
で
使
用
し
て
い
た
衣
・
食
・

住
に
関
す
る
も
の
や
抑
留
生
活

の
内
容
な
ど
を
記
し
た
貴
重
な

収
蔵
資
料
約
１
万
６
，
０
０
０

点
の
展
示
を
行
う
な
ど
「
平
和

の
尊
さ
・
平
和
の
祈
り
」
を
発

信
す
る
中
で
、
昨
年
、
来
館
者

４
５
０
万
人
を
突
破
し
ま
し
た
。

歴
史
の
史
実
を
語
り
継
ぐ

　
開
館
の
翌
年
か
ら
体
験
者
が
、

抑
留
生
活
や
引
き
揚
げ
体
験
な

ど
を
来
館
者
に
伝
え
る
「
語
り

部
」
活
動
を
開
始
。
し
か
し
な

が
ら
、
時
代
と
と
も
に
体
験
者

が
だ
ん
だ
ん
減
少
し
て
い
る
こ

と
を
受
け
、
こ
の
歴
史
を
風
化

さ
せ
な
い
た
め
に
「
語
り
部
養

成
講
座
」
を
開
講
し
「
語
り
部
」

が
体
験
者
に
代
わ
っ
て
史
実
を

継
承
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
取

り
組
み
を
始
め
ま
し
た
。

　
近
年
で
は
「
次
世
代
に
よ
る

引
き
揚
げ
の
史
実
の
継
承
」
に

も
力
を
入
れ
て
お
り
、
平
成
28

年
に
は
初
め
て「
学
生
語
り
部
」

が
誕
生
し
て
い
ま
す
。
今
年
３

月
現
在
で
は
、
学
生
語
り
部
45

人
を
含
む
１
２
３
人
の
語
り
部

が
二
度
と
戦
争
の
悲
劇
を
繰
り

返
さ
な
い
よ
う
に
と
の
強
い
思

い
を
持
ち
、活
動
し
て
い
ま
す
。

学
生
語
り
部
の
活
躍

　
学
生
語
り
部
は
、
館
内
で
の

案
内
の
ほ
か
、
市
外
の
学
生
と

交
流
を
行
い
、
よ
り
効
果
的
な

語
り
の
手
法
を
学
ぶ
な
ど
、
ス

キ
ル
ア
ッ
プ
に
も
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

　
３
月
23
日
に
東
京
都
で
開
催

し
た
平
和
記
念
フ
ォ
ー
ラ
ム
で

は
、
次
世
代
を
担
う
学
生
語
り

部
が
パ
ネ
リ
ス
ト
と
な
り
、
活

動
や
継
承
へ
の
思
い
な
ど
に
つ

い
て
、
意
見
交
換
し
ま
し
た
。

シ
ベ
リ
ア
抑
留
や
引
き
揚
げ
の

歴
史
に
精
通
し
て
い
る
専
門
家

が
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
や
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
を
務
め
、
若
い
世
代

に
期
待
す
る
こ
と
や
次
世
代
に

よ
る
史
実
継
承
の
重
要
性
に
つ

い
て
議
論
を
深
め
ま
し
た
。

　
私
た
ち
は
こ
れ
か
ら
、
体
験

者
な
き
戦
後
の
始
ま
り
を
迎
え

よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
引
き
揚

げ
の
ま
ち
と
し
て
歴
史
を
風
化

さ
せ
る
こ
と
な
く
、
未
来
に
平

和
の
大
切
さ
を
語
り
継
い
で
い

き
ま
す
。 特

集
戦後80年、
体験者なき
戦後の始まりに
向かって

多くの歓迎者でいっぱいの桟橋

恒
久
平
和
の
願
い
を

世
界
に
発
信

　平成27年10月10日、舞鶴市が所
蔵する引き揚げ関連資料「舞鶴への
生還1945-1956シベリア抑留等日
本人の本国への引き揚げの記録」
が、ユネスコ世界記憶遺産に登録さ
れました。この資料は、特に希少性
が高く、世界的にも重要な資料とし
て、広く世界の人々が共有すべきも

のとされています。今年は、登録か
ら10周年、そして引き揚げ開始から
80周年という節目の年であり、平和
のシンボルであるハトと舞鶴の海
を描いたシンボルデザインを使い、
風化する引き揚げの歴史と恒久平
和への願いを舞鶴から世界に向け
て広く発信していきます。 ▲シンボルデザイン


