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市
内
に
残
る
戦
争
の
記
憶

　

皆
さ
ん
は
、学
校
や
公
園
に「
慰

霊
碑
」や「
平
和
の
礎

い
し
ず
え

」と
書
か
れ

た
石
碑
が
建
っ
て
い
る
の
を
見
た

こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
か
。
こ
れ
は

戦
争
で
亡
く
な
っ
た
人
た
ち
を
追

悼
す
る「
戦
没
者
慰
霊
碑
」で
す
。

市
内
に
は
、こ
う
し
た
戦
争
の
記

憶
を
伝
え
る
慰
霊
碑
が
50
カ
所
以

上
あ
り
、遺
族
や
地
域
の
人
に
よ
っ

て
大
切
に
守
ら
れ
て
い
ま
す
。
慰

霊
碑
に
は
戦
争
で
亡
く
な
っ
た
人

の
名
前
が
刻
ま
れ
て
い
る
も
の
も

あ
り
、一
人
の
人
間
が
戦
争
で
命

を
落
と
し
た
こ
と
を
生
々
し
く
伝

え
て
い
ま
す
。

　

山
の
斜
面
に
目
を
向
け
る
と
、

低
い
位
置
に
穴
が
開
い
て
い
る
場

所
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
多
く

は
戦
時
中
に
空
襲
か
ら
身
を
隠
す

た
め
に
作
ら
れ
た
防ぼ

う
く
う
ご
う

空
壕
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、市
内
で
も
戦
争
が

あ
っ
た
こ
と
を
今
に
伝
え
る
場
所

が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

市
内
の
戦
争
被
害

　

菊
川
市
に
お
い
て
は
、菊
川
地

区
で
８
３
２
人
、
小
笠
地
区
で

４
８
８
人
の
人
が
戦
死
・
戦
病
死

し
て
い
ま
す
。
都
市
部
の
よ
う
な

大
規
模
な
空
襲
の
被
害
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
が
、Ｊ
Ｒ
菊
川
駅
の

北
側
に
は
当
時
、金
属
製
品
を
作

る
大
き
な
工
場
が
あ
り
、敵
軍
の

戦
闘
機
に
よ
る
機
銃
掃
射
を
受
け

た
と
記
録
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、牧
之
原
台
地
の
上
に
あ
っ

た
、「
海
軍
大
井
航
空
隊
」の
基
地

は
、日
本
軍
の
重
要
基
地
で
あ
っ

た
た
め
、敵
軍
の
攻
撃
目
標
と
な

り
、「
牧
之
原
の
台
地
が
燃
え
て
い

る
の
を
見
た
」と
の
証
言
が
残
っ

て
い
ま
す
。
菊
川
市
の
上
空
を
爆

撃
機
が
何
機
も
飛
ん
で
い
る
姿
を

見
た
と
い
う
人
も
多
く
い
ま
す
。

そ
し
て
、終
戦
が
近
づ
く
に
つ
れ
、

市
内
で
も
空
襲
に
よ
る
被
害
が
発

生
し
ま
す
。

　

昭
和
20
年
５
月
、半
済
の
島
自

治
会
付
近
の「
お
く
た
ん
や
」と

い
う
場
所
に
爆
弾
が
落
ち
ま
し
た
。

幸
い
け
が
人
な
ど
は
い
な
か
っ
た

よ
う
で
す
が
、「
１
つ
の
谷
が
全
部

や
ら
れ
た
。
爆
風
が
す
ご
く
、木

の
葉
1
枚
も
残
す
こ
と
な
く
な
く

な
っ
た
。
岩
も
吹
っ
飛
ん
で
、家

の
戸
は
ガ
タ
ガ
タ
鳴
り
、ガ
ラ
ス

は
破
れ
た
。
一
抱
え
も
あ
っ
た
立

木
に
穴
が
空
い
た（
菊
川
町
史
近

現
代
通
史
編
よ
り
抜
粋
）」と
の
証

言
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、終
戦
間
際
の
昭
和
20
年

７
月
に
は
、小
笠
東
地
区
の
古
谷
・

丹
野
に「
缶
詰
爆
弾
」が
投
下
さ

れ
、死
傷
者
が
出
た
と
の
記
録
も

残
さ
れ
て
い
ま
す
。

当
事
者
の
減
少
と
承
継
の
課
題

　

今
年
の
３
月
25
日
、加
茂
の
舟

岡
山
公
園
内
に
あ
る「
舟
岡
山
招し

ょ
う

魂こ
ん

社し
ゃ

」で
、菊
川
市
遺
族
会
壮
年
部

の
解
散
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

壮
年
部
は
、昭
和
61
年
に
当
時

の
菊
川
町
遺
族
会
の
内
部
組
織
と

し
て
発
足
し
ま
し
た
。
会
員
が
戦

死
者
の
子
ど
も
に
限
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、一
番
若
い
人
で
も
昭

和
19
年
生
ま
れ
と
、高
齢
化
が
進

ん
で
お
り
、発
足
当
時
80
人
以
上

い
た
会
員
も
現
在
で
は
40
人
ほ
ど

に
ま
で
減
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

今
回
、活
動
の
継
続
が
困
難
と
な
っ

た
こ
と
か
ら
、親
組
織
の
遺
族
会

と
合
流
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、戦
争
当
時
の
体

験
を
知
る
当
事
者
世
代
の
減
少
が

進
ん
で
い
ま
す
。
そ
し
て
、戦
争
を

知
る
世
代
の
減
少
と
共
に
、戦
争

の
悲
惨
さ
と
平
和
の
大
切
さ
を
次

の
世
代
へ
ど
の
よ
う
に
つ
な
い
で

い
く
か
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

特集 平和への願いを未来へ

古谷・丹野に投下された缶詰爆弾
　昭和20年７月30日夜、小笠東地区の古谷・丹野の広い範囲
に缶詰爆弾およそ50個が落とされ、児童１人、大人６人が
亡くなりました。爆発しないままの爆弾もあり、次の日の朝、
様子を見に来た人が運悪く爆発に巻き込まれたことや、終
戦の翌年に兵隊が残された不発弾を回収し正林寺の裏山で
爆破処理したことが当時を知る人の証言から明らかとなっ
ています。	 （戦争を語る会の資料より）

１堀之内小学校にある
　慰霊碑

２六郷小学校の東にある
　平和の礎

▲ 半済地内に残されている防空壕

▲ 戦没者の名前が刻まれた石碑（小笠地区
慰霊碑）

▲ 招魂社で、戦没した肉親に壮年部の
解散を報告する遺児
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