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「
浜
松
の
戦
争
史
」
と
私

　

私
は
、
二
〇
年
ほ
ど
前
に
静
岡
大
学
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
浜
松

で
は
な
く
、
静
岡
市
の
キ
ャ
ン
パ
ス
で
仕
事
を
始
め
ま
し
た
が
、
そ

の
時
に
、
こ
の
公
開
講
座
で
も
講
師
を
さ
れ
る
竹
内
先
生
が
、
戦
争

遺
跡
に
よ
っ
て
戦
争
史
を
語
る
と
い
う
本
を
作
れ
な
い
か
と
投
げ
か

け
て
き
て
、
お
手
伝
い
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
会
は
、「
静

岡
県
近
代
史
研
究
会
」
と
い
い
ま
す
が
、
私
が
そ
の
事
務
局
長
を
務

め
る
こ
と
に
も
な
っ
た
た
め
、
出
版
社
を
探
し
て
本
を
ま
と
め
る
役

目
を
担
う
こ
と
に
な
り
、
こ
う
し
て
で
き
た
の
が
『
史
跡
が
語
る
静

岡
の
十
五
年
戦
争
』
と
い
う
本
で
す
。
一
九
九
四
年
の
こ
と
で
す
。

　

こ
の
本
が
出
て
か
ら
、
各
県
で
戦
争
遺
跡
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
が
発

行
さ
れ
ま
し
た
。
戦
争
の
痕
跡
を
示
す
遺
跡
の
写
真
を
載
せ
て
、
概

要
を
記
し
た
上
で
そ
こ
へ
の
行
き
方
を
紹
介
す
る
と
い
う
基
本
形
は
、

ど
こ
も
踏
襲
し
て
い
ま
す
。
最
近
で
は
、
県
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
も
っ

と
細
か
い
地
域
レ
ベ
ル
で
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
竹
内
先
生
は
、
そ

の
後
も
引
き
続
き
精
密
な
調
査
を
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

私
自
身
が
初
め
て
本
格
的
に
静
岡
の
軍
事
史
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、

『
静
岡
県
史
』
で
し
た
。
私
は
も
と
も
と
政
治
史
が
専
門
で
、
軍
事
史

と
は
何
の
関
係
も
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
軍
事
史
も
で
き
る
だ
ろ
う

と
い
う
こ
と
で
軍
事
史
の
担
当
に
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。『
静
岡
県
史
』

で
は
専
ら
軍
事
史
と
政
治
史
を
担
当
し
、
資
料
編
四
冊
、
通
史
編
二

冊
の
計
六
冊
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。『
静
岡
県
史
』
に
関
し
て
は
、
戦

前
の
軍
事
史
に
つ
い
て
私
が
ほ
と
ん
ど
担
当
し
て
い
ま
す
。
敗
戦
間

際
に
つ
い
て
は
次
回
の
講
師
で
あ
る
村
瀬
先
生
に
お
願
い
し
ま
し
た
。

　
『
静
岡
県
史
』
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
近
隣
の
豊
橋
の
軍
隊
の
動
き
や

富
士
の
演
習
場
の
問
題
な
ど
も
総
合
し
て
、
静
岡
県
と
い
う
地
域
か

ら
軍
隊
あ
る
い
は
軍
事
史
が
ど
の
よ
う
に
見
え
る
の
か
と
い
う
視
点

第
１
回

　
　

浜
松
の
陸
軍
基
地

荒
川
章
二
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で
ま
と
め
た
の
が
、『
軍
隊
と
地
域
』
と
い
う
本
で
す
。

　

最
近
関
心
を
持
っ
て
い
る
の
が
「
浜
松
ま
つ
り
」
で
す
。
近
く
の

方
は
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
か
つ
て
浜
松
ま
つ
り
の
時
に
和
地

山
公
園
で
凧
あ
げ
を
し
て
い
ま
し
た
ね
。
和
地
山
公
園
は
、
戦
前
は

練
兵
場
で
し
た
。
歩
兵
第
六
十
七
連
隊
の
練
兵
場
を
借
り
て
、
凧
あ

げ
祭
り
を
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
当
時
は
浜
松
ま
つ
り
と
い
う
名
前

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
和
地
山
の
会
場
で
お
こ
な
っ
て
い
た
凧

あ
げ
が
、
そ
の
後
、
浜
松
ま
つ
り
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
の
で
す
。
浜

松
ま
つ
り
と
い
う
名
前
が
出
る
の
は
戦
後
の
こ
と
で
す
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
浜
松
ま
つ
り
の
凧
あ
げ
は
軍
隊
と
非
常
に
深
い
縁
を
持
っ

て
い
ま
す
。

　

浜
松
の
戦
争
史
と
は
、
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
接
点
が
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

　

今
日
は
、
明
治
か
ら
一
九
四
〇
年
（
昭
和
一
五
）
く
ら
い
ま
で
の

地
図
を
見
な
が
ら
、
浜
松
の
軍
事
施
設
の
拡
大
と
変
化
に
つ
い
て
、

改
め
て
地
図
で
視
覚
的
に
確
認
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

†
第
二
次
大
戦
生
活
史
の
発
掘

　

最
近
は
、
近
現
代
の
戦
争
遺
跡
の
保
存
・
活
用
に
関
す
る
関
心
が

高
ま
り
、
県
単
位
で
の
戦
争
遺
跡
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
や
、
考
古
学
的
方

法
（
戦
跡
考
古
学
）
に
よ
る
調
査
報
告
が
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

戦
争
遺
跡
と
い
う
と
、
広
島
の
原
爆
ド
ー
ム
や
長
野
県
の
松
代
大

本
営
の
地
下
壕
が
有
名
で
す
。
ま
た
、
沖
縄
の
南
風
原
町
の
陸
軍
病

院
壕
は
、
二
〇
〇
七
年
か
ら
公
開
さ
れ
て
実
際
の
壕
に
入
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
南
風
原
町
は
、
那
覇
の
南
東
方
向
に
あ
り
ま
す
が
、

こ
こ
に
は
陸
軍
病
院
が
大
規
模
に
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
有
名
な
ひ

め
ゆ
り
部
隊
を
は
じ
め
と
す
る
女
学
生
の
医
療
部
隊
の
最
初
の
配
属

地
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
壕
の
中
は
非
常
に
暗
い
状
態
で
、
懐
中

電
灯
を
持
っ
て
入
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
有
名
な
戦
争
遺
跡
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
な

く
、
日
本
の
中
に
は
ど
の
市
町
村
に
も
い
ろ
い
ろ
な
戦
争
関
係
の
構

造
物
や
遺
構
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
近
代
の
戦
争
、
特
に
第
二

次
大
戦
期
を
考
え
る
手
が
か
り
は
、
比
較
的
身
近
に
残
さ
れ
て
い
る

た
め
、
そ
こ
か
ら
多
く
の
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
自
治
体
史
や
町
内
会
ご
と
の
地
域
史
な
ど
を
仔
細
に

見
て
い
く
と
、
戦
争
の
話
が
多
く
出
て
き
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
も
の

も
参
考
に
な
り
ま
す
。
戦
争
遺
跡
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
な
ど
で
あ
た
り

を
つ
け
て
、
地
図
を
片
手
に
遺
跡
が
残
る
現
地
に
実
際
に
足
を
運
ん

で
も
い
い
で
し
ょ
う
。
現
地
で
地
元
住
民
の
話
を
聞
く
と
、
貴
重
な

証
言
を
得
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
現
地
を
確
認
し
た
後
、
研
究

論
文
や
『
戦
史
叢
書
』、
関
係
部
隊
史
な
ど
に
当
た
っ
て
よ
り
深
く
調

べ
た
り
、
か
つ
て
の
写
真
や
地
形
図
で
当
時
の
状
況
を
確
認
し
た
り

す
れ
ば
、
戦
争
遺
跡
は
確
た
る
歴
史
の
証
言
者
に
生
ま
れ
変
わ
り
、
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図1　戦争遺跡地図／荒川章二「第二次大戦生活史の発掘─地域の戦争遺跡を探る」より
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戦
争
の
時
代
が
臨
場
感
を
持
っ
て
迫
っ
て
く
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

浜
松
歩
兵
第
六
十
七
連
隊

†
浜
松
の
軍
事
施
設
の
誕
生

　

一
九
〇
七
年
（
明
治
四
〇
）、
静
岡
大
学
浜
松
キ
ャ
ン
パ
ス
が
あ

る
場
所
に
は
、
歩
兵
第
六
十
七
連
隊
の
兵
営
と
練
兵
場
が
誕
生
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
浜
松
地
域
に
最
初
に
で
き
た
本
格
的
な
軍
事
施
設

で
す
。
一
九
〇
七
年
は
、
日
露
戦
争
の
後
に
な
り
ま
す
。
日
本
の
軍

事
拡
大
は
、
ま
ず
日
清
戦
争
準
備
で
進
ん
で
い
き
、
日
清
戦
争
が
終

わ
っ
た
後
、
日
露
戦
争
の
対
策
と
し
て
次
の
軍
拡
が
始
ま
り
ま
す
。

そ
し
て
日
露
戦
争
時
に
軍
隊
が
大
き
く
な
り
、
そ
れ
を
定
着
さ
せ
る

形
で
日
露
戦
後
に
さ
ら
に
軍
事
拡
大
が
進
ん
で
い
き
ま
す
。
歩
兵
第

六
十
七
連
隊
が
で
き
た
の
は
、
ま
さ
に
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
に
あ
た

り
ま
す
。

　

ち
な
み
に
静
岡
の
歩
兵
第
三
十
四
連
隊
の
場
合
は
、
日
清
戦
争

後
に
で
き
て
い
ま
す
。
日
清
戦
争
の
後
に
で
き
た
歩
兵
連
隊
は
第

四
十
八
連
隊
ま
で
で
す
か
ら
、
第
四
十
九
連
隊
以
降
が
日
露
戦
争
後

に
で
き
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
形
で
、
当
時
の
浜
松
町

に
本
格
的
な
軍
事
施
設
が
誕
生
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
そ
れ
ま
で
に
浜
松
に
軍
隊
が
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な

く
、
軍
隊
の
演
習
場
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
浜
松
の
町
中
あ
る
い
は
近
隣
に
部
隊
が
で
き
た
の
は
、
歩
兵
第

六
十
七
連
隊
が
最
初
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

†
浜
松
の
戦
争
遺
跡
の
概
観

　

図
１
は
、
現
在
の
浜
松
市
の
地
図
で
す
。
静
岡
大
学
浜
松
キ
ャ
ン

パ
ス
は
Ａ
の
場
所
で
す
。
高
射
砲
連
隊
時
代
の
砲
廠
が
、
工
作
技
術

セ
ン
タ
ー
と
し
て
現
在
も
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
Ｂ
に
歩
兵
連
隊
の

練
兵
場
が
あ
り
ま
し
た
。
現
在
は
和
地
山
公
園
に
な
っ
て
い
ま
す
。

Ｃ
に
は
実
弾
射
撃
場
が
あ
り
、
Ｄ
に
は
陸
軍
墓
地
が
あ
り
ま
し
た
。

Ｅ
の
中
央
部
に
は
飛
行
第
七
連
隊
の
飛
行
場
、
西
側
に
爆
撃
演
習
場

が
設
置
さ
れ
（「
浜
松
陸
軍
飛
行
場
」
と
総
称
）、
現
在
は
航
空
自
衛

隊
浜
松
基
地
に
な
っ
て
い
ま
す
。
浜
松
陸
軍
飛
行
場
の
南
端
部
に
は

浜
松
陸
軍
飛
行
学
校
が
設
置
さ
れ
、
重
爆
撃
の
専
門
教
育
と
航
空
戦

術
研
究
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

日
中
戦
争
が
始
ま
っ
た
頃
か
ら
、
新
た
な
爆
撃
場
や
飛
行
関
係
の

軍
事
施
設
が
北
に
向
か
っ
て
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。
浜
松
陸
軍
飛
行

場
の
北
東
部
は
三
方
原
村
で
し
た
が
、
村
の
大
部
分
が
三
方
原
飛
行

場
と
し
て
使
用
さ
れ
、
Ｆ
が
部
隊
所
在
地
と
飛
行
場
、
Ｇ
が
爆
撃
場

と
な
り
ま
し
た
。Ｈ
に
は
第
一
航
測
連
隊（
通
称「
中
部
一
三
〇
部
隊
」）

と
い
う
、
機
位
を
失
っ
た
航
空
機
誘
導
の
専
門
部
隊
が
あ
り
ま
し
た
。

Ｇ
、
Ｆ
、
Ｈ
が
、
日
中
戦
争
以
降
拡
大
す
る
施
設
で
、
今
回
の
話
は

こ
の
あ
た
り
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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†
進
出
す
る
軍
事
施
設

　
「
遠
江
国
敷
知
郡
浜
松
町
全
図
」（
図
２
）
は
一
八
九
五
年
（
明
治

二
八
）
の
地
図
で
す
か
ら
、
日
清
戦
争
の
終
わ
っ
た
年
で
す
。
軍
隊

が
ま
だ
な
い
時
代
の
地
図
に
な
り
ま
す
。
こ
の
時
期
の
町
場
は
非
常

に
狭
く
、
少
し
外
に
出
る
と
、
畑
が
広
が
る
と
い
う
状
況
で
す
。
浜

松
城
の
周
り
に
も
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。
浜
松
城
の
北
側
に
家
も
な
い

と
い
う
状
態
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
所
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
軍

事
施
設
が
作
れ
た
わ
け
で
す
。

　

同
じ
よ
う
な
時
期
の
地
図
を
も
う
少
し
絵
図
的
に
示
し
て
あ
る
の

が
「
浜
松
鉄
城
閣
及
市
街
略
図
」（
図
３
）
で
す
。
一
八
九
九
年
（
明

治
三
二
）で
す
か
ら
、浜
松
の
停
車
場
が
で
き
た
ば
か
り
の
頃
で
す
が
、

周
り
に
は
ま
だ
ほ
と
ん
ど
何
も
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

図
４
は
、
浜
松
市
の
人
口
の
推
移
を
示
し
た
グ
ラ
フ
で
す
。
こ
の

グ
ラ
フ
を
み
る
と
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
終
わ
っ
た
こ
ろ
か
ら
急
激

に
人
口
が
増
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
が
、
実
は
浜
松
の
特
徴

は
、
そ
れ
よ
り
も
前
か
ら
伸
び
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
と
え

ば
沼
津
市
で
は
、
人
口
が
増
え
だ
す
の
は
大
正
時
代
に
入
っ
た
こ
ろ

く
ら
い
か
ら
で
、
そ
れ
ま
で
は
幕
末
か
ら
ほ
と
ん
ど
動
き
が
あ
り
ま

せ
ん
。
静
岡
市
で
も
そ
れ
ほ
ど
動
き
は
大
き
く
な
い
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
浜
松
の
場
合
は
、
大
正
時
代
よ
り
も
前
か
ら
人
口
が
増
え

始
め
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
れ
だ
け
浜
松
は
、
織
物
業
を
中
心
と
し
て
活
気
が
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
が
、
浜
松
は
さ
ら
に
ま
ち
を
活
性
化
さ
せ
る
た
め
現
在

の
Ｊ
Ｒ
浜
松
工
場
な
ど
の
工
場
を
誘
致
し
ま
す
。
工
場
が
で
き
る
と
、

大
量
の
労
働
者
が
や
っ
て
き
て
、
多
額
の
予
算
が
投
資
さ
れ
る
か
ら

で
す
。
軍
隊
の
誘
致
も
こ
れ
と
似
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

†
軍
隊
の
誘
致

　

軍
隊
は
か
っ
て
に
や
っ
て
来
る
の
で
は
な
く
、
陸
軍
な
ど
は
ど
こ

に
連
隊
を
作
る
か
事
前
に
調
べ
ま
す
。
た
だ
し
そ
れ
だ
け
で
決
め
る

の
で
は
な
く
、
地
元
の
市
や
町
が
ど
の
く
ら
い
誘
致
に
熱
心
か
、
と

い
う
こ
と
が
重
要
に
な
り
ま
す
。
そ
の
場
合
の
熱
心
さ
と
は
、
お
金

を
出
す
こ
と
、
あ
る
い
は
土
地
を
出
す
こ
と
で
す
。

　

た
と
え
ば
軍
隊
を
誘
致
す
る
時
に
、
浜
松
と
静
岡
と
沼
津
が
手
を

挙
げ
た
と
し
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
が
お
金
と
土
地
を
用
意
し

ま
す
。「
う
ち
の
市
は
こ
れ
だ
け
用
意
す
る
か
ら
来
て
く
れ
な
い
か
」

と
い
う
交
渉
を
し
て
、
軍
隊
の
誘
致
合
戦
を
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
陸

軍
は
そ
れ
だ
け
で
決
め
る
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
の
で
、
も
っ
と
軍
事

的
な
必
要
性
を
考
え
な
が
ら
進
出
を
し
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
浜
松

市
で
は
、
ま
ち
の
活
性
化
と
い
う
戦
略
の
一
つ
と
し
て
、
工
場
と
軍

隊
の
誘
致
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
た
と
い
う
側
面
が
あ
り
ま
す
。 

　

つ
ま
り
、町
場
の
人
は
軍
隊
を
誘
致
し
た
い
わ
け
で
す
。と
こ
ろ
が
、

訓
練
場
に
な
っ
て
被
害
に
遭
う
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
よ
う
な
地
域
の

人
々
は
当
然
反
対
し
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
利
害
関
係
の
対
立
が
あ
る
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図2　遠江国敷知郡浜松町全図（1895年）／『浜松市史　新編史料編二』より
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図3　浜松鉄城閣及市街略図（1899年）／『浜松市史　新編史料編二』より
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の
で
す
が
、
町
場
の
人
が

誘
致
を
す
る
一
つ
の
要
因

は
、
ま
ち
に
賑
わ
い
が
出

て
く
る
か
ら
で
す
。

　

軍
隊
が
あ
れ
ば
、
毎
年

そ
こ
に
兵
隊
が
入
営
し
ま

す
。
単
に
入
営
す
る
人
だ

け
で
な
く
、
家
族
や
見
送

り
の
人
た
ち
も
来
ま
す
。

何
千
人
と
い
う
人
が
浜
松

に
入
っ
て
来
る
の
で
す
。

逆
に
退
営
し
て
浜
松
か
ら

出
て
い
く
人
た
ち
は
、
た

く
さ
ん
の
土
産
を
買
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
入
営
・
退
営
と
い

う
儀
式
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。

　

一
九
三
〇
年
（
昭
和
五
）
の
段
階
で
見
る
と
、
浜
松
に
は

二
〇
〇
〇
人
、
三
〇
〇
〇
人
と
い
う
人
が
、
こ
の
入
営
・
退
営
の
時

期
に
出
入
り
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
時
期
に
は
、
非
常
に
大
き
な
賑

わ
い
と
な
り
、
土
産
物
屋
や
そ
の
他
の
商
店
が
潤
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
の
た
め
、
軍
隊
の
誘
致
に
積
極
的
に
な
る
わ
け
で
す
。

†
陸
軍
墓
地

　

一
九
一
一
年
（
明
治
四
四
）
の
地
形
図
で
は
、
歩
兵
営
、
練
兵
場
、

射
撃
場
、
陸
軍
墓
地
と
い
う
軍
の
施
設
が
見
え
ま
す
（
図
５
）。
歩
兵

第
六
十
七
連
隊
が
来
て
歩
兵
営
が
で
き
る
と
、
す
ぐ
に
で
き
る
の
が

練
兵
場
で
す
。
歩
兵
営
と
同
じ
く
ら
い
の
規
模
の
練
兵
場
が
必
要
に

な
り
ま
す
。
現
在
の
和
地
山
公
園
の
二
倍
ぐ
ら
い
の
広
さ
の
練
兵
場

で
す
。
そ
し
て
必
ず
射
撃
場
を
作
り
ま
す
。
ど
こ
の
連
隊
で
も
必
ず

射
撃
場
を
作
り
、
墓
地
も
作
り
ま
す
。

　

こ
の
墓
地
に
は
、
兵
営
で
勤
務
し
て
い
る
最
中
に
亡
く
な
ら
れ
た

方
と
、出
征
し
て
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
両
方
が
葬
ら
れ
ま
す
。そ
の
後
、

曖
昧
に
な
る
の
で
す
が
、
基
本
的
に
軍
人
が
戦
死
し
た
場
合
、
陸
軍

墓
地
に
葬
ら
れ
る
の
が
原
則
で
す
。
将
校
は
自
分
の
家
に
葬
る
こ
と

が
許
さ
れ
る
の
で
す
が
、
一
般
の
兵
卒
は
軍
人
墓
地
に
葬
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
家
族
は
当
然
自
分
の
家
の
お
墓
に
入
れ
た
い
わ
け
で
す
。

そ
の
場
合
は
分
骨
を
す
る
か
、
あ
る
い
は
兵
士
の
残
さ
れ
た
も
の
を

少
し
分
け
て
も
ら
っ
て
お
墓
を
作
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た

だ
し
、
そ
れ
は
だ
ん
だ
ん
崩
れ
て
い
き
ま
す
。
お
骨
自
体
が
帰
っ
て

来
な
く
な
る
か
ら
で
す
。

　

日
露
戦
争
の
途
中
く
ら
い
ま
で
は
一
生
懸
命
骨
を
拾
い
ま
す
。
と

こ
ろ
が
、
日
露
戦
争
で
も
後
半
に
な
る
と
、
死
者
が
た
く
さ
ん
出
て

き
て
お
骨
を
集
め
き
れ
な
く
な
り
、か
つ
戦
争
が
終
わ
っ
た
時
に
持
っ

て
来
ら
れ
な
い
と
い
う
事
態
が
生
じ
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
太
平
洋

図4　浜松人口グラフ／『中部1　地図で読む百年』より
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図5　明治四十四年地形図／『浜松市史　新編史料編　三』より
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図6　浜松市全図（1918年）／『浜松市史　新編史料編三』より
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戦
争
で
も
あ
り
ま
し
た
が
、
焼
い
た
骨
を
持
っ
て
帰
れ
な
い
の
で
遺

髪
や
爪
な
ど
を
持
っ
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
な
お
、
日
清
戦
争

の
時
に
は
、
軍
人
の
骨
は
焼
か
な
い
で
土
葬
状
態
で
す
。
火
葬
が
許

さ
れ
る
の
は
、
日
清
戦
争
の
最
後
く
ら
い
か
ら
で
す
。

†
歩
兵
第
六
十
七
連
隊
の
施
設

　

図
６
の
浜
松
市
全
図
（
一
九
一
八
年
）
で
は
、
歩
兵
第
六
十
七
連

隊
の
兵
舎
が
並
ん
で
建
っ
て
い
る
の
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。
現
在
の

静
岡
大
学
浜
松
キ
ャ
ン
パ
ス
の
正
門
と
ほ
ぼ
同
じ
場
所
に
門
が
あ
っ

た
は
ず
で
す
。
そ
の
東
側
に
「
連
隊
司
令
部
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す

が
、
正
確
に
は
「
連
隊
区
司
令
部
」
で
す
。
こ
こ
で
は
、
徴
兵
制
に

関
わ
る
軍
隊
の
役
所
の
よ
う
な
施
設
で
す
。
歩
兵
連
隊
が
で
き
る
と
、

必
ず
連
隊
区
司
令
部
が
で
き
ま
す
。

　

そ
の
南
側
に
あ
る
の
は
「
衛
戍
病
院
」、
つ
ま
り
軍
人
用
の
病
院
だ

と
思
い
ま
す
。
そ
の
東
側
に
は
線
路
が
通
っ
て
い
る
の
が
分
か
り
ま

す
。
こ
れ
は
浜
松
鉄
道（
後
の
遠
州
鉄
道
奥
山
線
、一
九
六
四
年
廃
止
）

で
す
。

　

図
７
は
歩
兵
第
六
十
七
連
隊
の
正
門
で
す
。
五
人
ず
つ
並
ん
で
歩

い
て
い
ま
す
が
、
人
が
五
人
並
ん
で
通
れ
る
だ
け
の
幅
が
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
静
岡
大
学
浜
松
キ
ャ
ン
パ
ス
に
は
、
和
地

山
公
園
側
に
こ
の
絵
の
よ
う
な
煉
瓦
造
り
の
門
が
残
っ
て
い
ま
す
。

建
物
が
奥
の
方
に
見
え
、
お
そ
ら
く
左
側
に
兵
舎
が
並
ん
で
い
た
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

図
８
の
写
真
で
は
、
左
側

に
兵
舎
が
見
え
ま
す
。
土
塁

の
よ
う
な
も
の
で
囲
ん
で
い

る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
右

側
は
衛
戍
病
院
で
す
。
衛
戍

病
院
は
道
を
隔
て
て
い
ま
す

か
ら
、
中
央
の
道
が
姫
街
道

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

お
そ
ら
く
浜
松
キ
ャ
ン
パ
ス

の
敷
地
の
南
側
の
あ
た
り
の

場
所
の
写
真
だ
と
思
い
ま

す
。

　

図
９
は
浜
松
鉄
道
の
ガ
イ

ド
マ
ッ
プ
の
よ
う
な
も
の
で

す
が
、
省
線
の
浜
松
駅
よ
り

も
離
れ
た
と
こ
ろ
に
駅
が
あ

る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
連

隊
前
駅
の
手
前
に
は
兵
営
の

絵
が
あ
り
ま
す
。
飛
行
連
隊

は
ま
だ
で
き
て
い
な
い
よ
う

で
す
。

図7　歩兵第67連隊正門／『浜松市史　新編史料編三』より図8　歩兵67連隊と衛戌病院／『浜松市史　新編史料編三』より
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高
射
砲
第
一
連
隊
と
陸
軍
飛
行
第
七
連
隊

　

図
10
は
、
大
正
初
期
の
浜
名
郡
各
村
の
全
面
積
に
対
す
る
田
お
よ

び
畑
の
百
分
率
を
示
し
た
地
図
で
す
。
た
と
え
ば
、
中
央
に
あ
る

天
王
村
で
は
、
村
の
全
面
積
に
対
し
て
田
ん
ぼ
が
五
九
％
、
畑
が

二
九
％
で
す
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
開
発
さ
れ
た
土
地
で
あ
る
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
飛
行
連
隊
が
進
出
す
る
三
方
原
村
で
は
、
田
ん
ぼ
は

〇
％
、
畑
は
九
％
で
す
か
ら
、
開
発
さ
れ
た
土
地
が
非
常
に
少
な
い

わ
け
で
す
。
そ
の
よ
う
な
地
域
に
連
隊
が
進
出
し
て
い
く
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

†
高
射
砲
第
一
連
隊
の
誘
致

　

図
11
の
絵
（「
浜
松
市
を
中
心
と
せ
る
名
所
史
蹟
交
通
鳥
瞰
図
」）

は
昭
和
初
期
の
も
の
で
す
が
、
明
治
の
中
期
に
比
べ
る
と
、
街
が
は

る
か
に
賑
や
か
に
な
っ
て
い
る
よ
う
す
が
分
か
る
と
思
い
ま
す
。
浜

松
城
址
付
近
ま
で
か
な
り
広
が
り
を
み
せ
て
い
る
状
態
が
分
か
り
ま

す
。
こ
の
地
図
で
は
、
歩
兵
連
隊
が
高
射
砲
連
隊
と
飛
行
連
隊
に
変

わ
っ
て
い
ま
す
。

　

一
九
二
五
年
（
大
正
一
四
）
に
大
き
な
軍
縮
が
あ
り
ま
し
た
。
歩

兵
連
隊
の
場
合
、
い
く
つ
か
の
連
隊
が
消
え
ま
す
。
歩
兵
第
六
十
七

連
隊
も
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
す
。
四
個
師
団
で
す
か
ら
、
一
六
の
歩

兵
連
隊
が
ス
ク
ラ
ッ
プ

に
な
り
、
そ
の
一
つ
と

し
て
、
浜
松
の
連
隊
が

消
え
た
わ
け
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
浜
松
の

連
隊
が
す
べ
て
な
く
な

る
の
は
地
域
に
と
っ
て

困
る
と
い
う
要
望
が
出

ま
し
た
。
特
に
そ
の
要

望
を
強
く
出
し
た
の

が
、
在
郷
軍
人
会
で
し

た
。
そ
の
よ
う
な
要
望

が
あ
り
、
豊
橋
に
あ
る

歩
兵
第
十
八
連
隊
と
い

う
古
い
連
隊
の
三
つ
の

大
隊
の
う
ち
の
一
つ
を

浜
松
に
派
遣
駐
屯
し
て

く
れ
な
い
か
と
い
う
要

請
を
出
し
、
そ
れ
が
受

け
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。

た
だ
し
連
隊
と
は
だ
い

た
い
二
〇
〇
〇
人
弱
で

図9　浜松鉄道案内／『浜松市史　新編史料編三』より
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す
。
そ
の
時
期
で

一
八
〇
〇
人
く
ら

い
だ
と
思
い
ま

す
。
そ
の
う
ち
の

三
分
の
一
で
す
か

ら
、
ぐ
っ
と
減
り

ま
す
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
こ
の
静

岡
大
学
浜
松
キ
ャ

ン
パ
ス
は
兵
営
と

し
て
残
る
わ
け
で

す
。 

　

高
射
砲
連
隊
は
豊
橋
に
で
き
た
の
で
す
が
、
そ
れ
を
浜
松
に
引
っ

張
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
す
さ
ま
じ
い
荒
業
な
の
で
す
が
、
な
ぜ
成

功
し
た
か
と
い
う
と
、
豊
橋
で
も
め
た
か
ら
で
す
。
高
射
砲
連
隊
が

活
動
す
る
に
は
、砲
撃
が
で
き
る
ス
ペ
ー
ス
が
必
要
で
す
。こ
れ
以
上
、

大
砲
で
ド
ン
パ
チ
や
ら
れ
た
の
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
農
業
が
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
で
、
農
民
た
ち
の
反
対
が
起
こ
っ
た
の
で
す
。

　

渥
美
半
島
は
農
業
的
に
も
か
な
り
有
望
な
と
こ
ろ
で
す
。
今
で
も

非
常
に
豊
か
な
農
産
物
に
恵
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
当
時
も
農
業
で
十

分
に
や
っ
て
い
け
た
の
で
、
別
に
軍
隊
が
な
く
て
も
よ
か
っ
た
わ
け

で
す
。
そ
の
た
め
に
、
非
常
に
強
い
反
対
運
動
が
起
こ
り
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
実
弾
を
撃

つ
と
い
う
演
習
が
で
き

な
く
な
り
ま
す
。
ち
ょ

う
ど
そ
の
よ
う
な
時
に
、

浜
松
側
か
ら
移
っ
て
ほ

し
い
と
い
う
要
請
が
来

る
わ
け
で
す
。
浜
松
で

は
砲
撃
演
習
場
を
米
津

浜
に
計
画
し
ま
す
。
す

る
と
今
度
は
米
津
浜
の

漁
民
が
反
対
し
ま
す
が
、

補
償
金
を
積
ん
で
交
渉

し
、
結
局
、
米
津
浜
を

砲
撃
演
習
場
と
し
て
確

保
す
る
と
い
う
条
件
で
、

一
九
二
八
年
（
昭
和
三
）、
高
射
砲
第
一
連
隊
が
浜
松
に
来
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
す
。

†
高
射
砲
第
一
連
隊
の
施
設

　

高
射
砲
第
一
連
隊
の
兵
営
は
、
そ
れ
ま
で
歩
兵
営
だ
っ
た
静
大
浜

松
キ
ャ
ン
パ
ス
で
す
。
高
射
砲
連
隊
時
代
の
砲
廠
は
、
現
在
で
も
工

作
技
術
セ
ン
タ
ー
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
キ
ャ
ン
パ
ス
の
北

図10　町村面積に対する田畑比率（大正初期）／『浜松市史三巻』より

図11 浜松市を中心とせる名所史蹟交通鳥瞰図（昭和初期）／『浜松市史 新編史料編四』より
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東
部
の
角
に
は
、
ひ
と
き
わ
高
い
土
塁
が
あ
り
ま
す
。
お
そ
ら
く

弾
薬
庫
で
す
。
練
兵
場
の
大
部
分
は
、
現
在
、
和
地
山
公
園
と
し

て
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
公
園
の
中
を
気
を
つ
け
て
見
て
い
く
と
、

一
九
三
〇
年
（
昭
和
五
）
の
昭
和
天
皇
行
幸
時
の
親
閲
記
念
碑
が
あ

り
ま
す
。

　

射
撃
場
西
側
す
ぐ
の
川
沿
い
に
は
、
一
九
三
三
年
（
昭
和
八
）
建

立
の
記
念
碑
が
あ
り
ま
す
。
碑
文
に
よ
れ
ば
、
飛
行
連
隊
設
置
に

伴
っ
て
こ
の
地
域
の
北
側
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
か
ら
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

以
北
の
竹
木
が
伐
採
さ
れ
た
た
め
に
河
川
が
氾
濫
し
、
水
田
被
害
は

五
〇
余
町
歩
に
及
び
、
そ
の
た
め
陸
軍
に
河
川
改
修
の
陳
情
を
行
い

一
九
三
一
年
（
昭
和
六
）
に
完
成
し
た
そ
う
で
す
。

　

高
射
砲
連
隊
に
は
、
毎
年
六
〇
〇
人
く
ら
い
が
入
隊
し
て
き
ま
す
。

飛
行
連
隊
は
二
〇
〇
人
台
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
歩
兵
連
隊
一
個
分

で
す
。
で
す
か
ら
、
飛
行
連
隊
と
高
射
砲
連
隊
を
合
わ
せ
る
と
、
歩

兵
連
隊
と
同
じ
く
ら
い
の
人
数
が
、
毎
年
入
っ
て
来
る
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

†
飛
行
第
七
連
隊

　

そ
の
飛
行
連
隊
と
は
、
一
九
二
六
年
開
設
の
飛
行
第
七
連
隊
で
、

日
本
陸
軍
初
の
重
爆
撃
専
門
部
隊
で
し
た
。
現
在
の
航
空
自
衛
隊

浜
松
基
地
を
含
む
、
六
五
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
が
飛
行
連
隊
の
敷
地
に

な
り
ま
す
。
自
衛
隊
基
地
に
は
、「
陸
軍
爆
撃
隊
発
祥
之
地
」
と
い

う
碑
が
あ
り
、
連

隊
の
由
来
が
刻
ま

れ
て
い
ま
す
（
図

12
）。
こ
の
連
隊

は
、
一
九
三
七
年

七
月
、
日
中
戦
争

に
対
応
し
て
三
つ

の
部
隊
を
編
成
し

て
中
国
に
派
遣
し
、
そ
の
一
つ
飛
行
第
六
大
隊
（
後
に
飛
行
第
六
十

戦
隊
と
改
称
）
は
、
海
軍
航
空
部
隊
と
協
力
し
て
、
一
九
三
八
年
か

ら
一
九
四
一
年
ま
で
、
重
慶
爆
撃
を
実
施
し
ま
し
た
。
世
界
で
最
も

早
い
戦
略
爆
撃
の
一
つ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

飛
行
第
七
連
隊
本
隊
（
後
に
飛
行
第
七
戦
隊
と
改
称
）
は
、

一
九
四
一
年
、
関
東
軍
特
殊
演
習
に
参
加
し
、
そ
の
後
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
や
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
に
派
遣
さ
れ
、
一
九
四
五
年
に
は
沖
縄
戦
で
雷

撃
（
魚
雷
）
攻
撃
や
特
攻
作
戦
（
義
烈
空
挺
隊
）
を
実
施
し
ま
す
。

　

浜
松
陸
軍
飛
行
場
の
南
端
部
に
は
、
一
九
三
三
年
、
浜
松
陸
軍
飛

行
学
校
が
設
置
さ
れ
て
、
重
爆
撃
の
専
門
教
育
と
航
空
戦
術
研
究
を

担
い
ま
し
た
。
同
校
は
、
一
九
四
四
年
六
月
、
実
戦
部
隊
で
あ
る
浜

松
教
導
飛
行
師
団
に
改
編
さ
れ
て
、
サ
イ
パ
ン
島
攻
撃
の
実
施
を
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
陸
軍
最
初
の
特
別
攻
撃
隊
で
あ
る
富
岳
特
別
攻

撃
隊
の
母
体
に
も
な
っ
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
特
攻
作
戦
を
展
開
し
ま 図12　陸軍爆撃隊発祥之地の碑
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し
た
。

　

飛
行
連
隊
は
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
だ
け
の
部
隊
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ほ

と
ん
ど
は
地
上
勤
務
兵
で
、飛
行
機
工
手
、発
動
機
工
手
、鍛
冶
工
手
、

電
気
工
手
、
無
線
電
信
工
手
、
写
真
工
手
、
気
象
観
測
工
手
な
ど
と

し
て
配
属
さ
れ
ま
し
た
。
飛
行
機
に
搭
乗
で
き
た
の
は
下
士
官
と
将

校
だ
け
で
す
。
浜
松
の
飛
行
連
隊
に
は
三
〇
〇
人
弱
の
兵
隊
が
来
る

の
で
す
が
、
そ
の
う
ち
飛
行
機
乗
り
は
、
入
営
す
る
兵
士
の
中
に
は

い
な
く
て
、
将
校
た
ち
が
別
途
訓
練
さ
れ
て
こ
こ
で
整
備
さ
れ
た
飛

行
機
に
乗
る
と
い
う
形
に
な
り
ま
す
。

　

飛
行
連
隊
で
は
、
夜
間
爆
撃
と
長
距
離
爆
撃
、
そ
し
て
寒
冷
地
へ

飛
ぶ
訓
練
が
重
点
的
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。 
寒
冷
地
へ
の
飛
行
は
、

対
ソ
連
戦
が
念
頭
に
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
海
上
を

飛
ぶ
訓
練
も
行
っ
て
い
ま
す
。
現
在
の
よ
う
に
レ
ー
ダ
ー
が
発
達
し

た
時
代
と
違
っ
て
、
た
と
え
ば
台
湾
や
小
笠
原
、
沖
縄
へ
飛
ぶ
と
い

う
の
は
難
し
か
っ
た
よ
う
で
す
。
浜
松
か
ら
飛
び
立
っ
て
、
正
確
に

海
の
上
を
飛
ん
で
目
標
地
に
達
す
る
と
い
う
訓
練
を
何
度
も
や
っ
て

い
ま
す
。

†
地
図
・
写
真
で
見
る
高
射
砲
第
一
連
隊
・
飛
行
第
七
連
隊

　

こ
の
あ
た
り
の
時
期
を
、
地
図
で
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
図
13

で
は
、
練
兵
場
が
あ
り
、
そ
の
南
側
は
高
射
砲
第
一
連
隊
に
変
わ
っ

て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
気
が
つ
い
た
方
が
い
る
か
も
し
れ
ま

図13　大日本職業別明細図（1934年）／『浜松市史　新編史料編四』より
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せ
ん
が
、
こ
の
地
図

か
ら
は
連
隊
司
令
部

が
消
え
て
い
ま
す
。

徴
兵
事
務
を
や
る
の

は
歩
兵
連
隊
が
や
る

の
で
、
高
射
砲
連
隊

の
場
合
は
連
隊
司
令

部
は
い
ら
な
い
の
で

す
。
で
す
か
ら
、
衛

戍
病
院
だ
け
が
残
っ

て
い
ま
す
。

　

図
14
は
、
高
射
砲

部
隊
が
演
習
す
る
砲

撃
場
の
あ
る
米
津
浜

で
す
。
こ
の
海
岸
か
ら
海
に
向
け
て
撃
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
こ
の

演
習
は
、飛
行
連
隊
と
一
緒
に
行
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
模
擬
弾
で
し
ょ

う
が
、
高
射
砲
連
隊
が
飛
行
連
隊
の
飛
行
機
に
向
け
て
打
つ
の
で
す
。

飛
行
連
隊
と
高
射
砲
連
隊
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
の
が
非
常
に
都

合
が
い
い
の
で
す
。
だ
か
ら
、
飛
行
連
隊
を
こ
こ
に
作
る
の
だ
っ
た

ら
高
射
砲
連
隊
も
よ
こ
せ
と
い
う
の
が
、
浜
松
側
の
言
い
分
だ
っ
た

わ
け
で
す
。

　

図
15
は
高
射
砲
連
隊
練
兵
場
の
写
真
で
、
大
正
末
期
の
も
の
で
す
。

凧
あ
げ
を
や
っ
て
い
る
の
が

見
え
ま
す
。
こ
の
写
真
を
み

る
と
、
練
兵
場
の
雰
囲
気
が

分
か
る
と
思
い
ま
す
が
、
か

な
り
広
大
な
場
所
で
す
。
だ

か
ら
凧
あ
げ
に
は
最
適
だ
っ

た
の
で
す
が
、
陸
軍
と
交
渉

し
て
五
月
初
め
に
三
日
間
ほ

ど
開
放
さ
れ
て
、
こ
の
写
真

の
よ
う
に
凧
あ
げ
を
し
て
市

民
が
楽
し
む
と
い
う
こ
と
が

行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
陸
軍

側
に
と
っ
て
は
、
軍
を
支
持

し
て
も
ら
う
た
め
の
非
常
に

う
ま
い
仕
掛
け
に
な
っ
て
い

ま
す
。

　

図
16
は
高
射
砲
連
隊
の
営

門
で
す
。
図
７
と
比
較
す
る

と
分
か
り
ま
す
が
、
歩
兵
連

隊
時
代
と
は
門
柱
が
違
っ
て

い
ま
す
。
お
そ
ら
く
上
を
塗

り
固
め
た
の
で
は
な
い
と
思

図15　高射砲連隊練兵場写真（大正末）図16　高射砲連隊営門／『戦乱のさなかに』より

図14　浜松市全図（1939年）／『浜松市史　新編史料編四』より
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い
ま
す
。
図
17
は
米
津
海
岸

で
の
射
撃
演
習
の
写
真
で
、

一
九
三
五
年
（
昭
和
一
〇
）

の
も
の
で
す
。
奥
に
見
え

る
の
は
砂
丘
だ
と
思
い
ま
す

が
、
砂
丘
の
向
こ
う
側
に
海

岸
が
あ
り
ま
す
。
お
そ
ら
く

砂
丘
の
手
前
側
か
ら
、
砂
丘

を
越
え
て
海
岸
側
に
向
け
て

砲
撃
演
習
を
し
て
い
る
風
景

だ
と
思
い
ま
す
。

　

図
18
は
、
照
空
灯
と
聴
音

機
の
写
真
で
す
。
左
側
は
照

空
灯
で
、
夜
間
、
上
空
を

飛
ぶ
敵
の
飛
行
機
を
探
し
出

す
た
め
の
照
明
灯
の
こ
と
で

す
。
右
側
が
聴
音
機
で
、
敵

機
の
爆
音
を
聴
い
て
機
種
、

高
さ
、
速
度
を
推
定
す
る
た

め
の
機
械
で
す
。
聴
音
機
や

照
空
灯
を
操
作
す
る
部
隊
を

照
空
隊
と
呼
び
ま
し
た
。

　

図
19
は
、
豊
橋
の
高
師
原

陸
軍
演
習
場
の
写
真
で
す
。

こ
れ
は
浜
松
の
写
真
で
は
な

い
の
で
す
が
、
も
と
も
と
高

射
砲
連
隊
が
あ
っ
た
場
所

で
、
こ
こ
か
ら
追
い
出
さ
れ

た
わ
け
で
す
。
現
在
の
愛
知

大
学
が
あ
る
場
所
が
高
師
原

で
、
こ
こ
に
は
師
団
が
あ
っ

た
の
で
す
が
、
先
ほ
ど
言
っ

た
軍
縮
で
師
団
が
消
え
ま

す
。
し
か
し
そ
の
後
も
演
習

場
は
残
り
ま
す
。
こ
れ
は
一
九
三
五
年
（
昭
和
一
〇
）
の
写
真
で
す

か
ら
、
こ
の
時
期
に
は
演
習
が
可
能
に
な
っ
て
、
非
常
に
広
大
な
演

習
場
に
な
り
、
浜
松
の
部
隊
も
使
用
し
ま
し
た
。

†
浜
松
基
地
の
か
つ
て
の
姿

　

こ
こ
か
ら
お
見
せ
す
る
の
は
、
航
空
自
衛
隊
浜
松
基
地
が
も
と
も

と
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
か
、
そ
の
よ
う
す
が
移
さ
れ
た
写

真
で
す
。図
20
は
県
有
林
の
写
真
で
す
が
、こ
の
よ
う
な
林
野
で
し
た
。

も
と
も
と
は
宮
内
省
が
持
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
後
、
静
岡
県
に

払
い
下
げ
ま
す
。県
に
払
い
下
げ
た
の
に
、陸
軍
が
引
き
渡
せ
と
言
い
、

図17 米津海岸射撃演習／『戦乱のさなかに』より図18　照空灯と聴音機／『戦乱のさなかに』より

図19 高師原陸軍演習場／『戦乱のさなかに』より
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県
は
Ｏ
Ｋ
を
出
す
と
い
う

経
緯
が
あ
り
ま
し
た
。

　

先
ほ
ど
図
10
で
見
ま
し

た
が
、
た
と
え
ば
三
方
原

村
の
場
合
は
、
畑
が
開
墾

さ
れ
た
の
が
九
％
で
、
田

ん
ぼ
が
〇
％
、
つ
ま
り
全

体
の
一
割
し
か
開
墾
さ
れ

て
い
な
い
状
態
で
し
た
。

そ
れ
は
実
際
に
は
図
21
の

よ
う
な
景
観
で
し
た
。
こ

の
よ
う
な
状
態
だ
っ
た
た

め
に
、
軍
が
「
わ
れ
わ
れ

に
よ
こ
し
て
も
い
い
で
は

な
い
か
」
と
い
う
要
求
を

し
て
き
た
わ
け
で
す
。

　

図
22
は
飛
行
場
が
で
き

た
頃
の
姫
街
道
で
す
。
明

治
末
期
の
状
況
と
は
あ
ま

り
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

こ
の
写
真
は
大
正
の
終
わ

り
く
ら
い
の
も
の
で
す

図22　姫街道／『浜松市史　新編史料編四』より図23　浜松鉄道／『浜松市史　新編史料編四』より

図20　県有林／『浜松市史　新編史料編四』より図21　県有林／『浜松市史　新編史料編四』より

図24　追分と飛行連隊／『浜松市史　新編史料編四』より図25　爆撃場／『浜松市史　新編史料編　四』より
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が
、
松
が
生
え
て
い
ま
す
。
姫
街
道
の
松
は
古
い
と
い
う
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。
図
23
は
浜
松
鉄
道
で
す
。
蒸
気
機
関
車
が
走
っ
て
い
る

よ
う
す
が
分
か
り
ま
す
。

　

図
24
は
、
追
分
の
あ
た
り
で
す
。
姫
街
道
が
く
の
字
型
に
曲
が
っ

て
い
る
の
が
分
か
り
ま
す
。
右
側
の
奥
に
建
物
が
連
な
っ
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
は
飛
行
連
隊
の
隊
舎
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
図
25
は

三
方
原
に
で
き
た
爆
撃
場
を
描
い
た
絵
で
す
。
手
前
の
鉄
道
は
浜
松

鉄
道
で
す
。
す
ぐ
近
く
で
爆
撃
の
演
習
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、

事
故
が
な
い
方
が
不
思
議
な
ほ
ど
の
距
離
で
や
っ
て
い
る
の
が
分
か

り
ま
す
。

　

図
26
は
か
な
り
珍
し
い
と
思
う
の
で
す
が
、
飛
行
連
隊
の
図
面
で

す
。
燃
料
庫
、
地
下
タ
ン
ク
が
書
き
込
ま
れ
て
あ
り
、
右
側
に
は
兵

舎
が
並
ん
で
い
ま
す
。
材
料
廠
や
将
校
の
集
会
場
も
あ
り
ま
す
。
弾

薬
庫
は
左
上
の
方
に
見
え
ま
す
。
ま
た
、
右
下
に
は
プ
ー
ル
が
あ
り

ま
す
。
飛
行
連
隊
は
待
遇
が
違
っ
た
の
か
と
も
思
い
ま
す
。
こ
こ
で

お
も
し
ろ
い
の
は
航
空
神
社
で
す
。
昭
和
に
な
る
と
、
各
部
隊
に
神

社
を
作
り
ま
す
。
船
で
あ
れ
ば
、
船
内
に
艇
内
神
社
と
い
わ
れ
る
祭

壇
場
を
作
り
ま
す
。
こ
の
図
面
で
も
航
空
神
社
が
確
認
で
き
ま
す
。

　

図
27
も
か
な
り
珍
し
い
地
図
で
す
。
日
中
戦
争
後
く
ら
い
の
時
期

の
も
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
地
図
に
は
、「
爆
撃
目
標
」
と
い
う

文
字
と
記
号
が
書
き
込
ま
れ
て
い
ま
す
。「
監
的
」
と
い
う
名
前
も

い
く
つ
か
見
え
ま
す
が
、
こ
れ
は
爆
弾
の
観
測
を
す
る
棟
が
あ
る
所

で
す
。
こ
の
よ
う
な
施
設
は
普
通
の
地
図
に
は
書
か
な
い
の
で
す
が
、

そ
れ
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
地
図
で
す
。
何
か
特
別
な
要
請
が
あ
っ

て
作
ら
れ
た
地
図
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

図
28
も
同
じ
地
図
で
す
が
、米
津
浜
の
と
こ
ろ
に「
飛
校
高
砲
射
撃
場
」

と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
飛
行
学
校
と
高
射
砲
部
隊
の
共
同

の
射
撃
場
が
こ
こ
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

図26　飛行連隊図面／『浜松市史　新編史料編四』より



22静岡大学公開講座「浜松の戦争遺跡を探る」┃

図27　軍事施設入地形図／『浜松市史　新編史料編四』より
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軍
都
・
浜
松
へ
の
変
貌

　

一
九
二
五
年
か
ら
一
九
二
八
年
に
か
け
て
、
浜
松
市
は
日
本
陸
軍

の
現
代
化
を
象
徴
す
る
新
し
い
軍
都
に
変
貌
し
ま
し
た
。
日
本
陸
軍

最
初
の
重
爆
撃
部
隊
で
あ
る
飛
行
第
七
連
隊
、
最
初
の
高
射
砲
部
隊

で
あ
る
高
射
砲
第
一
連
隊
は
、
先
端
科
学
の
粋
を
集
め
た
施
設
と
し

て
市
民
に
迎
え
ら
れ
て
い
き
ま
す
。

　

実
は
、
当
時
の
浜
松
で
は
、
軍
国
主
義
に
対
す
る
批
判
的
感
情
が

強
く
、
特
に
歩
兵
連
隊
的
な
古
い
部
隊
や
、
前
線
に
出
て
死
ん
で
い

く
確
率
が
高
い
部
隊
に
対
す
る
拒
否
意
識
が
非
常
に
強
か
っ
た
の
で

す
が
、
最
新
鋭
の
技
術
を
持
っ
た
部
隊
が
や
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
浜
松
の
市
民
は
か
な
り
の
歓
迎
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

特
に
当
時
は
、
飛
行
機
を
初
め
て
見
る
人
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
か
ら
、

飛
行
連
隊
に
対
す
る
歓
迎
は
非
常
に
大
き
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

飛
行
連
隊
や
高
射
砲
連
隊
の
場
合
、
在
営
時
に
当
時
ま
だ
希
少
価

値
の
自
動
車
運
転
技
術
を
習
得
す
る
機
会
が
あ
り
、
除
隊
後
に
再
就

職
す
る
場
合
大
き
な
強
み
と
な
り
ま
し
た
。
不
況
下
の
就
職
難
の
折
、

こ
の
面
で
も
市
民
を
ひ
き
つ
け
る
魅
力
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
飛
行
連
隊
が
来
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
軍
隊
に
対
し
て

拒
否
か
ら
歓
迎
へ
と
い
う
世
論
の
変
化
を
作
っ
て
い
き
、
そ
の
よ
う

な
中
で
浜
松
は
軍
都
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。 

　

そ
の
挙
句
の
果
て
に
、
浜
松
は
猛
烈
な
空
襲
を
受
け
る
と
い
う
結

図28　軍事施設入地形図／『浜松市史　新編史料編四』より
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果
に
も
な
る
わ
け
で
す
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
時
期
に
軍
都

に
大
き
く
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
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