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港
区
と
戦
争

かつて、この日本に戦争がありました。

日本全土を巻
ま

き込
こ

んだ戦争による被
ひがい

害は、もちろん港区にも及
およ

んだのです。

まずはここで、戦争に関する歴史をひもとき、その理解を深めましょう。

そして、いま私
わたし

たちが住む港区に、当時いったい何があったのか──

その事実を認
にんしき

識することで、戦争というものの一
いったん

端が見えてくるはずです。



時代 西暦 月日 事項

昭
和

3 1928 6月29日 治安維持法改正実施 
6 1931 9月18日 満州事変
7 1932 5月15日 5・15事件 
11 1936 2月26日 2・26事件
12 1937 7月7日 盧溝橋事件（日中戦争開戦）
13 1938 4月1日 国家総動員法公布

6月9日 学徒の集団勤労作業始まる
14 1939 9月1日 ドイツ軍、ポーランドに侵攻（第二次世界大戦勃発）
15 1940 9月27日 日独伊三国同盟調印 
16 1941 3月1日 小学校を国民学校と改称（4月1日施行）

5月20日 東京港開港
11月22日 国民勤労報国協力令公布（12月1日施行） 
12月8日 真珠湾奇襲、米英に宣戦布告 

17 1942 3月 大日本婦人会芝支部発足、全婦人団体統合
6月 ミッドウェー海戦で日本軍敗北

18 1943 2月1日 日本軍、ガダルカナル島より撤退開始
9月8日 イタリア、無条件降伏
10月21日 神宮外苑で学徒出陣壮行会挙行 
12月1日 学徒出陣対象者の陸軍入営（海軍は10日）

19 1944 8月4日 学童集団疎開開始
10月24日 日本軍、レイテ沖海戦で連合艦隊の主力喪失 

20 1945 3月9 ─10日 東京大空襲
3月18日 勤労動員のため中学以上の授業を停止
5月7日 ドイツ軍、無条件降伏
5月24 ─25日 東京山の手大空襲
8月6日 広島に原子爆弾投下
8月9日 長崎に原子爆弾投下
8月15日 戦争終結の詔書が放送される（玉音放送） 
9月 檜町の歩兵第一連隊、連合軍に接収 

21 1946 11月3日 日本国憲法公布 
22 1947 3月15日 芝、麻布、赤坂区統合、港区誕生 
25 1950 6月25日 朝鮮戦争勃発（1953年7月 休戦協定調印）
26 1951 9月8日 サンフランシスコ講和条約調印、日米安全保障条約調印
33 1958 12月23日 東京タワー完工式
35 1960 1月11日 赤坂檜町の旧歩兵第一連隊舎、接収解除により防衛庁庁舎に
36 1961 9月17日 東京モノレール開業
39 1964 10月 東京オリンピック開催（10月10日〜 11月3日）
47 1972 5月15日 沖縄返還

9月29日 日中国交正常化 
54 1979 12月27日 ソ連、アフガニスタン侵攻 （〜 1989年2月）
55 1980 9月22日 イラン・イラク全面戦争へ 
60 1985 8月15日 港区平和都市宣言 
63 1988 8月20日 イラン・イラク戦争停戦 

平
成

2 1990 10月3日 東西ドイツ、国家統一 
3 1991 1月17日 湾岸戦争開始（〜 1991年3月）
4 1992 6月15日 PKO協力法成立 
13 2001 9月11日 アメリカで9・11同時多発テロ 

10月7日 アメリカ、アフガニスタンを空爆 
15 2003 3月20日 イラク戦争開始 （〜 2003年5月）
17 2005 8月15日 港区平和都市宣言20周年、区立芝公園内に「平和の灯」設置
27 2015 8月15日 港区平和都市宣言30周年

時代 西暦 月日 事項

明
治

4 1871 愛宕町旧柳沢邸に兵営設置
5 1872 3月23日 旧紀伊藩中屋敷に赤坂離宮設置

8月3日 学制・学区制公布
9月12日 新橋・横浜間鉄道開業

芝増上寺山内松蓮社に海軍水路局、芝公園内に海軍砲兵仮屯所を設置
6 1873 芝愛宕下・赤坂に東京鎮台歩兵第一連隊  （歩兵第一師団第一連隊）設置
8 1875 5月1日 慶應義塾演説館開館
9 1876 2月4日 芝栄町に山内倶楽部  （水交社の始まり）設立
11 1878 11月2日 芝・赤坂 ・麻布各区誕生
13 1880 1月25日 芝青松寺で交詢社発会式
17 1884 7月 芝衛生会創設

赤坂檜町に陸軍第一師団歩兵第一連隊移設
18 1885 12月22日 太政官制を廃し内閣創設

12月 四番台場に陸軍造船所設置
麻布三河台町に陸軍第一師団歩兵第一旅団司令部設置
赤坂ーツ木町に近衛歩兵第三連隊創設

19 1886 青山練兵場設置
20 1887 麻布区本村町に東京製綱株式会社設立
21 1888 5月 麻布三河台町歩兵第一旅団司令部内に麻布連隊区司令部設置
22 1889 1月23日 麻布新龍土町に山下門内から陸軍第一師団歩兵第三連隊移転

2月11日 大日本帝国憲法発布
4月 芝田町の品川電灯株式会社より送電開始
5月1日 東京市誕生

23 1890 第1回帝国議会開催
24 1891 3月 青山南町に陸軍第一師団司令部移設

4月26日 青山北町に陸軍大学校移転
青山北町に霞ヶ関から近衛歩兵第四連隊移設

26 1893 赤坂ーツ木町に霞ヶ関から近衛師団歩兵第三連隊移転
27 1894 8月1日 清国に宣戦布告（日清戦争）（〜 1895年）

11月26日 慶應義塾学生、旅順口陥落祝賀の提灯行列挙行
赤坂区報国会、芝区兵事義済会、麻布区兵事議会設置

29 1896 8月 青山南町一丁目に麻布三河台町から麻布連隊区司令部移転
34 1901 2月1日 愛国婦人会創立
37 1904 2月10日 日露開戦
38 1905 9月5日 日露講和条約締結

9月6日 青山練兵場で日露戦争凱旋観兵式挙行
39 1906 4月30日 初の在郷軍人会創立（東京神田区在郷軍人会）
43 1910 8月22日 韓国併合に関する日韓条約調印

12月7日 在郷軍人会麻布区連合分会創立
44 1911 1月16日 在郷軍人会芝区・赤坂区連合分会創立

2月15日 日本赤十字本社芝公園に創立

大
正

1 1912 9月13日 明治天皇大葬、赤坂の自邸で乃木夫妻自刃
3 1914 7月28日 第一次世界大戦勃発（〜 1918年11月） 

8月23日 ドイツに宣戦布告
12 1923 9月1日 関東大震災
14 1925 7月23日 愛宕山の東京放送局より本放送開始 

※この年表は、『江戸東京学事典』(三省堂)・平成17年度港区立港郷土資料館テーマ展「戦争の時代と港区」解説シートをもとに作成しました。
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「
近
代
」
と
い
う
時
代

日
本
の
「
近
代
」
と
は
、
お
お
よ
そ
明
治

維い
し
ん新

の
前
後
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結

の
頃こ
ろ

ま
で
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
代
に

は
、
そ
れ
ま
で
身
分
の
中
に
押お

し
込こ

め
ら
れ
、

尊そ
ん
ち
ょ
う

重
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
一
人
ひ
と
り

の
個
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
も
の
を
考
え
、
自
由

に
行
動
す
る
独
立
し
た
社
会
の
主
体
で
あ
る

と
の
考
え
方
が
発
達
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ

し
て
イ
ギ
リ
ス
で
起
こ
っ
た
産
業
革か
く
め
い命
を

き
っ
か
け
と
し
て
、
物
流
、
人
々
の
移
動
、

情
報
の
流
通
が
盛
ん
に
な
り
、
人
間
は
陸
地

だ
け
で
な
く
海
を
縦じ
ゅ
う
お
う横に
移
動
し
、
そ
し
て

空
へ
と
活
動
の
範は
ん
い囲

を
広
げ
て
い
き
ま
し
た
。

地
球
の
裏う
ら

側が
わ

で
起
こ
っ
た
出
来
事
が
、
瞬し
ゅ
ん
じ時

に
地
球
を
駆か

け
巡め
ぐ

り
、
電
信
や
印
刷
メ
デ
ィ

ア
に
よ
っ
て
同
時
に
多
数
の
人
々
に
共
有
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
は
、
人
々
の
意
思
を
結
集
し
て

巨き
ょ
だ
い大

な
力
と
し
、
社
会
変
動
を
起
こ
す
こ
と

を
可
能
に
し
て
い
き
ま
し
た
。
例
え
ば
遠
く

離は
な

れ
た
A
国
の
様
子
を
知
っ
た
B
国
人
が
、

自
由
で
豊
か
な
A
国
と
、
貧
し
く
個
人
に
自

由
の
少
な
い
B
国
を
比ひ
か
く較
し
て
不
満
を
抱い
だ

き
、
ひ
そ
か
に
政
府
打だ
と
う倒
を
呼よ

び
か
け
る
文

書
を
大
量
印
刷
し
て
瞬
時
に
大
量
の
賛
同
者

を
得
て
、
政
府
を
倒た
お

す
と
い
う
よ
う
な
政
治

変
動
が
珍め
ず
らし
く
な
い
時
代
と
な
っ
た
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
一
人
ひ
と
り
が
尊
重
さ
れ
る

と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
は
ず
の
時
代
は
、
個

人
の
思
想
や
行
動
を
制
限
し
が
ち
な
時
代
に

も
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
時
代
状じ
ょ
う
き
ょ
う

況
を
背は
い
け
い景

と
し
て
、

国
家
同
士
が
競
合
す
る
国
際
社
会
が
急
速
に

発は
っ
て
ん展

し
、
民
族
や
文
化
、
価か
ち
か
ん

値
観
の
違ち
が

い
に

由
来
す
る
争
い
は
か
え
っ
て
激は
げ

し
く
、
時
に

世
界
規き

ぼ模
に
拡か
く
だ
い大

し
ま
し
た
。
ま
た
、
発
展

な
か
ば
の
国
々
で
は
、
先
に
発
展
し
た
国
々

に
領
土
を
奪う
ば

わ
れ
た
り
不
当
な
扱あ
つ
かい
の
下
に

置
か
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
り
ま
し
た
。

国
家
の
利
害
を
優ゆ
う
せ
ん先
す
る
争
い
の
頻ひ
ん
ぱ
つ発
に

よ
っ
て
、
個
人
の
存そ
ん
ざ
い在
は
顧か
え
りみ
ら
れ
ず
、
大

量
で
非
情
な
死
を
強
い
る
時
代
と
も
な
っ
て

い
っ
た
の
で
す
。

「
一
等
国
」、
そ
し
て
敗
戦

近
代
日
本
で
は
、
江え

ど戸
時
代
に
ほ
と
ん
ど

絶
っ
て
い
た
外
国
と
の
交
流
を
解
禁
し
、
あ

ら
ゆ
る
面
で
先
を
行
く
西
洋
諸し
ょ
こ
く国

に
学
び
つ

つ
侵し
ん
り
ゃ
く略さ

れ
な
い
こ
と
、
そ
し
て
西
洋
と
対

等
な
「
一
等
国
」
の
仲
間
入
り
を
す
る
こ
と

を
目
指
し
、「
富ふ
こ
く
き
ょ
う
へ
い

国
強
兵
」
の
合
い
言
葉
の

下
に
、
学
問
や
科
学
技
術
、
経け
い
ざ
い済

、
そ
し
て

軍
事
力
の
発
展
を
急
ぎ
ま
し
た
。
そ
の
過
程

で
外
国
と
の
大
き
な
戦
争
を
何
度
も
経
験

し
ま
し
た
。
明
治
時
代
に
は
、
日に
っ
し
ん清
戦
争
、

日に
ち
ろ露
戦
争
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
戦
争

で
勝
利
を
重
ね
る
ご
と
に
、
日
本
は
国
際
社

会
で
の
地
位
を
向
上
さ
せ
、
自
信
を
深
め
て

い
き
ま
し
た
。
大
正
時
代
に
は
、
イ
ギ
リ
ス

と
の
日
英
同ど
う
め
い盟

を
理
由
に
第
一
次
世
界
大
戦

に
参
戦
し
ま
す
。
そ
し
て
昭
和
に
入
る
と
、

中
国
大
陸
に
お
け
る
日
中
戦
争
、
そ
し
て
ア

メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
な
ど
と
の
太
平
洋
戦
争

と
続
き
、
日
本
は
ア
ジ
ア
各
地
を
巻ま

き
込
ん

だ
上
で
昭
和
20
（
1
9
4
5
）
年
に
惨さ
ん

た
ん
た

る
敗
戦
を
迎む
か

え
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
戦
争
の
時
代
、
特
に
日
中
戦
争

や
太
平
洋
戦
争
に
つ
い
て
は
、
現
在
で
も
ど

の
よ
う
に
と
ら
え
る
べ
き
か
議ぎ
ろ
ん論
が
分
か
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
、

そ
の
時
代
か
ら
何
を
学
ぶ
べ
き
か
を
考
え
、

議
論
し
続
け
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
歴

史
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
が
あ
り
ま
す
。
身

近
な
地ち
い
き域

と
し
て
の
「
港
区
」
を
入
り
口
に

し
て
、
こ
の
「
近
代
」
と
い
う
時
代
を
見
つ

め
直
し
、
そ
れ
が
現
在
に
ど
の
よ
う
に
つ
な

が
っ
て
い
る
か
、
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

1
港
区
と
軍
隊

南京陥
かんらく
落を祝して旗を振

ふ
る人々（提

ていきょう
供：昭和館）

東
京
都
港
区
は
か
つ
て
、
芝し
ば

区
・
麻あ
ざ
ぶ布

区
・
赤あ
か
さ
か坂
区
の
3
区
に
分
か
れ
て
い
ま
し
た

（
1
8
7
8
年
〜
1
9
4
7
年
）。
こ
の
地
域
に

は
、
幕ば
く
ま
つ末

の
安
政
6
（
1
8
5
9
）
年
に
麻
布

善ぜ
ん
ぷ
く
じ

福
寺
に
ア
メ
リ
カ
公
使
館
が
設
置
さ
れ
た

の
を
最
初
と
し
て
、
各
国
の
公
使
館
や
宿
舎

が
置
か
れ
ま
し
た
。
海
が
近
く
、
か
つ
江え

ど戸

城じ
ょ
うか
ら
も
適
度
な
距き
ょ
り離
で
、
立り
っ
ぱ派
な
建
物
を

有
す
る
お
寺
を
間
借
り
で
き
た
と
い
う
こ
と

が
関
係
す
る
よ
う
で
す
。
そ
の
後
も
増
え
続

け
、
麻
布
を
中
心
に
国
際
色
豊
か
な
地
域
と

な
り
ま
し
た
。
現
在
80
か
国
の
大
使
館
が
港

区
に
置
か
れ
て
い
ま
す
（
平
成
28
年
1
月
1

日
現
在
）。
ま
た
、
か
つ
て
は
武ぶ
け
や
し
き

家
屋
敷
も

多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
皇こ
う
ぞ
く族

や
華か
ぞ
く族

、
有
力

官か
ん
り吏

（
官か
ん
り
ょ
う僚）

や
政
治
家
、
実
業
家
の
屋
敷

が
多
数
所
在
す
る
お
屋
敷
街
へ
と
発
展
し
ま

し
た
。

そ
れ
以
外
に
大
き
な
特と
く
ち
ょ
う徴と
い
え
る
の
が
、

麻
布
・
赤
坂
に
軍
関
係
の
施し
せ
つ設
が
密み
っ
し
ゅ
う集し
て

い
た
こ
と
で
す
。
陸
軍
の
司
令
部
や
兵
舎
の

他
、
練
兵
場
も
あ
り
、
東
京
に
お
け
る
陸
軍

の
拠き
ょ
て
ん点

で
し
た
。
し
か
し
今
日
で
は
、
ほ
と

ん
ど
面お
も
か
げ影

は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

か
つ
て
港
区
内
に
は
次
の
よ
う
な
軍
関
係

の
施
設
が
あ
り
ま
し
た
。

日
本
の
近
代
化
と
戦
争

特 集 H I S T O R Y 港区と戦争

軍都としての港区

近衛歩兵第三連隊

歩兵第一連隊

歩兵第三連隊

第一師団司令部

5

3

4

1

青山練兵場

陸軍大学校

8

7

近衛歩兵第四連隊・
第六連隊6

麻布連隊区司令部2

昭 和 館

17 16

軍
都
と
し
て
の
港
区
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「
師
団
」
と
は
、
陸
軍
に
お
け
る
さ
ま
ざ

ま
な
部
隊
を
束
ね
る
最
大
の
編
成
単
位
で

す
。
ど
の
師
団
に
も
4
個
（
戦
争
末
期
は
3

個
）
の
歩
兵
連
隊
が
振
り
分
け
ら
れ
、
そ
れ

以
外
に
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
部
隊
を
束
ね

て
、
一
つ
の
師
団
と
し
て
い
ま
し
た
。
第
一

師
団
は
明
治
維
新
後
、
東
京
に
置
か
れ
た
最

古
の
師
団
で
し
た
（
当
初
の
名
前
は
「
第
一

鎮ち
ん
だ
い台

」）。
ち
な
み
に
第
二
は
仙せ
ん
だ
い台

で
、
以
下

名
古
屋
、
大お
お
さ
か阪

、
広
島
、
熊く
ま
も
と本

と
続
き
ま
す
。

※
部
隊
は
「
個
」
と
数
え
ま
す
。

兵
事
（
徴ち
ょ
う
へ
い兵・
召
し
ょ
う
し
ゅ
う
集
な
ど
に
関
す
る
事
務
）

を
担た
ん
と
う当
す
る
本
部
で
す
。
こ
の
司
令
部
で
は
、

東
京
・
神か
な
が
わ

奈
川
の
一
部
を
管か
ん
か
つ
か

轄
下
に
置
き
、

臨り
ん
じ時

召
集
令
状
（
い
わ
ゆ
る
赤
紙
）
な
ど
を

発
行
し
ま
し
た
。
実
際
に
通
知
を
本
人
に
届と
ど

け
る
の
は
、
最も

寄よ

り
の
役
場
の
兵
事
係
と
呼

ば
れ
る
職
員
で
し
た
。

明
治
6
（
1
8
7
3
）
年
に
編
成
さ
れ
た
陸

軍
部
隊
で
、
東
京
を
衛え
い
じ
ゅ戍
地
（
そ
の
部
隊
が

永
久
に
駐ち
ゅ
う
と
ん屯す
る
場
所
）
と
定
め
ら
れ
て
こ

の
地
に
兵
舎
を
置
き
ま
し
た
。
古
く
は
西
南

戦
争
に
参
加
、
日
露
戦
争
で
は
旅
り
ょ
じ
ゅ
ん順
攻こ
う
り
ゃ
く略

で
多
大
な
死し
し
ょ
う
し
ゃ

傷
者
を
出
し
ま
し
た
。
ま
た
昭

和
11
（
1
9
3
6
）
年
の
二
・
二
六
事
件
後
、

満ま
ん
し
ゅ
う

州
に
派は
け
ん遣

さ
れ
、
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
な
ど

に
参
加
。
太
平
洋
戦
争
終
結
時
に
は
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
や
マ
リ
ア
ナ
諸
島
に
い
ま
し
た
が
、

生
き
残
っ
た
者
は
1
0
0
人
程
度
で
し
た
。

庁ち
ょ
う
し
ゃ

舎
は
戦
後
、
防
衛
庁
庁
舎
と
し
て
使
わ
れ

た
後
取
り
壊こ
わ

さ
れ
、
現
在
は
東
京
ミ
ッ
ド
タ

ウ
ン
と
な
っ
て
い
ま
す
。

「
歩
兵
第
○
連
隊
」
と
い
う
名
前
の
部
隊

は
、
日
本
各
地
に
置
か
れ
、
戦
争
が
な
い
時

も
常
時
1
千
5
0
0
人
ほ
ど
の
兵
が
駐
ち
ゅ
う
と
ん屯

し
て
い
ま
し
た
。
地
域
の
出
身
者
が
集
め
ら

れ
た
こ
と
か
ら
「
郷き
ょ
う
ど土

部
隊
」
と
呼
ば
れ
て

親
し
ま
れ
、
誇ほ
こ

り
と
さ
れ
ま
し
た
。
明
治
6

（
1
8
7
3
）
年
に
14
個
か
ら
始
ま
っ
た
歩
兵

連
隊
は
戦
争
末
期
に
は
全
部
で
4
0
0
個

以
上
に
ま
で
増
え
ま
し
た
。

明
治
7
年
編
成
。
太
平
洋
戦
争
末
期
に
は

沖お
き
な
わ縄
に
派
遣
さ
れ
、
宮
古
島
に
て
終
戦
。
昭

和
3
（
1
9
2
8
）
年
築
の
庁
舎
は
戦
後
、
東

京
大
学
生
産
技
術
研
究
所
と
し
て
使
わ
れ
た

後
取
り
壊
さ
れ
ま
し
た
が
、
一
部
が
国
立
新

美
術
館
別
館
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

旧
敷
地
に
は
国
立
新
美
術
館
、
政せ
い
さ
く策

研
究
大

学
院
大
学
な
ど
と
と
も
に
、
ヘ
リ
ポ
ー
ト
基

地
を
含ふ
く

む
赤
坂
プ
レ
ス
セ
ン
タ
ー
と
い
う
米

軍
関
係
の
施
設
が
あ
り
ま
す
。

近
衛
歩
兵
第
三
連
隊
（
近き
ん
ぽ
さ
ん

歩
三
）
は
明
治

18
（
1
8
8
5
）
年
編
成
。
近
衛
連
隊
は
天て
ん
の
う皇

と
皇
居
を
守
護
す
る
こ
と
を
目
的
に
編
成
さ

れ
、
他
の
歩
兵
連
隊
と
は
違
い
全
国
か
ら

優ゆ
う
し
ゅ
う

秀
な
若わ
か
も
の者

が
集
め
ら
れ
た
た
め
、
入
隊
す

る
こ
と
は
大
変
な
名め
い
よ誉

と
さ
れ
ま
し
た
。
戦

時
に
は
各
地
に
派
遣
さ
れ
、
近
歩
三
の
場
合
、

太
平
洋
戦
争
終
結
時
に
は
ス
マ
ト
ラ
に
駐
留

し
て
い
ま
し
た
。
T
B
S
本
社
が
あ
る
一

帯
が
兵
舎
の
跡あ
と
ち地
で
す
。

第
四
連
隊
は
明
治
20
（
1
8
8
7
）
年
編
成
。

長
く
青
山
練
兵
場
に
隣り
ん
せ
つ接
し
て
い
ま
し
た

が
、
練
兵
場
の
代
々
木
移
転
後
も
残
さ
れ
ま

し
た
。
太
平
洋
戦
争
終
結
時
に
は
ス
マ
ト
ラ

に
駐
留
。
第
六
連
隊
は
昭
和
18
（
1
9
4
3
）

年
、
赤
坂
に
あ
っ
た
大
宮
御ご
し
ょ所

（
皇こ
う
た
い
ご
う

太
后
の

住
居
）
警け
い
び備

の
た
め
編
成
。
と
も
に
跡
地
は

都
営
霞か
す
み
が
お
か

ヶ
丘
ア
パ
ー
ト
、
國こ
く
が
く
い
ん

學
院
高
校
、
都

立
青
山
高
校
な
ど
の
一
帯
に
当
た
り
ま
す
。

陸
軍
大
学
校
（
陸
大
）
と

は
、
陸
軍
の
将し
ょ
う
こ
う校（

P ・
22

参
照
）
か
ら
優
秀
な
者
を

選せ
ん
ば
つ抜

し
て
戦
争
の
技
術
や
戦

略
を
教
育
し
た
軍
の
中
の

学
校
で
、
卒
業
者
は
陸
軍

の
エ
リ
ー
ト
と
し
て
要
職

を
占し

め
ま
し
た
。
明
治
16

（
1
8
8
3
）
年
開
校
、
60
期

生
ま
で
約
3
千
5
0
0
人

が
学
び
ま
し
た
。
陸
大
が
戦

争
の
技
術
ば
か
り
を
教
え
、

視し

や野
の
狭せ
ま

い
人
材
を
輩は
い
し
ゅ
つ出し

た
こ
と
が
戦
争
の
一
因
だ
と
す
る
批ひ

は
ん判

が
し

ば
し
ば
行
わ
れ
ま
す
。
校
舎
は
戦
後
、
区
立

青
山
中
学
校
と
し
て
使
用
さ
れ
ま
し
た
が
、

現
在
は
建
て
替か

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

陸
軍
近
衛
師
団
・
第
一
師
団
の
訓
練
場
と

し
て
明
治
19
（
1
8
8
6
）
年
に
設
置
。
毎
年

1
月
8
日
（
陸
軍
始
：
陸
軍
の
仕
事
始
め
）

と
11
月
3
日
（
天
長
節
：
明
治
天
皇
の
誕
た
ん
じ
ょ
う生

日び

）
に
観
兵
式
が
行
わ
れ
た
の
を
は
じ
め
、

重
要
な
行
事
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
施
設
で

し
た
。
明
治
42
（
1
9
0
9
）
年
、
代
々
木
に

移
転
。
跡
地
は
3
年
後
に
は
明
治
天
皇
の

大た
い
そ
う喪

（
葬そ
う
ぎ儀

）
の
式
場
に
な
り
、
そ
の
後
明

治
天
皇
を
記
念
す
る
洋
風
庭
園
と
し
て
整
備

さ
れ
、
大
正
15
（
1
9
2
6
）
年
に
神
宮
外が
い
え
ん苑

と
な
り
ま
し
た
（
明
治
天
皇
を
祀ま
つ

る
明
治
神

宮
が
内
苑
）。
苑
内
に
は
競
技
場
や
野
球
場
、

絵
画
館
（
明
治
天
皇
の
時
代
を
描え
が

い
た
絵
画

を
展
示
）、
憲け
ん
ぽ
う法
記
念
館
（
大
日
本
帝
国
憲

法
が
議
論
さ
れ
た
建
物
を
移
築
。
現
在
は

「
明
治
記
念
館
」
の
名
で
結け
っ
こ
ん婚

式
場
に
）
な

ど
が
建
設
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
他
に
も
、
歩
兵
第
一
旅
団
司
令
部
、

歩
兵
第
二
旅
団
司
令
部
、
近
衛
歩
兵
第
二
旅

団
司
令
部
な
ど
も
あ
り
ま
し
た
。
2
個
の
歩

兵
連
隊
を
束
ね
た
軍
隊
の
単
位
が
「
旅
団
」

で
す
。

歩兵第三連隊の兵舎を描
えが
いた図。昭和6（1931）年刊行（港区立港郷土資料館蔵）

第
一
師
団
司
令
部

赤
坂
区
青
山
南
町

1
麻
布
連
隊
区
司
令
部

赤
坂
区
青
山
南
町

2

歩
兵
第
一
連
隊

赤
坂
区
檜ひ

の

町き
ち
ょ
う

3

近
衛
歩
兵
第
四
連
隊
・

第
六
連
隊

赤
坂
区
青
山
北
町

6

近
衛
歩
兵
第
三
連
隊

赤
坂
区
一
ツ
木
町

5

陸軍大学校（提供：国立国会図書館）

青山練兵場（提供：国立国会図書館）

青
山
練
兵
場

赤
坂
区
青
山
北
町

8

歩
兵
第
三
連
隊

麻
布
区
新
龍り

ゅ
う
ど土
町

4

陸
軍
大
学
校

赤
坂
区
青
山
北
町

7

第一師団司令部（提供：国立国会図書館）

19 18

軍
都
と
し
て
の
港
区

H
IS

T
O

R
Y

 

港
区
と
戦
争

特
集

1



赤
坂
八
丁
目
の
区
立
乃
木
公
園
に
、
旧
乃
木
邸
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
邸て
い
た
く宅

は
明

治
35
（
1
9
0
2
）
年
か
ら
乃
木
希ま
れ
す
け典

（
1
8
4
9
─
1
9
1
2
）
が
住
ん
だ
家
で
す
。
乃
木
は
、

明
治
時
代
の
陸
軍
軍
人
で
、
特
に
戦
前
に
は
日
露
戦
争
の
旅
順
攻
略
を
指し

き揮
し
た
英え
い
ゆ
う雄

と

し
て
広
く
親
し
ま
れ
た
人
物
で
し
た
。

大
正
元
（
1
9
1
2
）
年
9
月
13
日
、
7
月
に
崩ほ
う
ぎ
ょ御

し
た
明
治
天
皇
の
大た
い
そ
う喪

の
当
日
、
乃

木
は
天
皇
の
後
を
追
い
、
こ
の
家
の
2
階
の
居
室
で
静
子
夫
人
と
共
に
命
を
絶
ち
ま
し
た
。

こ
の
事
件
は
、「
乃
木
殉じ
ゅ
ん
し死

」
と
し
て
日
本
の
み
な
ら
ず
世
界
で
も
大
き
く
報
じ
ら
れ
、
天

皇
へ
の
忠ち
ゅ
う
せ
つ節を
貫つ
ら
ぬい
た
こ
と
へ
の
驚お
ど
ろき
と
賞し
ょ
う
さ
ん讃が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
が
、
一
方
で
時
代

錯さ
く
ご誤

と
し
て
批
判
す
る
声
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
賛さ
ん
ぴ否

の
声
に
衝し
ょ
う
げ
き撃を

受
け
た
森も
り

鷗お
う
が
い外

は

わ
ず
か
5
日
に
し
て
「
興お
き

津つ

弥や

五ご

え

も

ん

右
衛
門
の
遺い
し
ょ書

」
と
い
う
作
品
を
書
き
上
げ
る
な
ど
、

日
本
人
の
精
神
を
問
う
大
き
な
事
件
と
な
り
ま
し
た
。
旅
順
攻
略
の
際
、
多
数
の
死
傷
者

が
出
た
こ
と
も
あ
り
、
乃
木
の
評
価
は
今
日
で
も
割わ

れ
て
い
ま
す
。

乃
木
の
死
後
、
こ
の
家
は
東
京
市
に
寄き
ぞ
う贈
さ
れ
、
現
在
は
港
区
が
管
理
し
て
い
ま
す
。

昭
和
11
（
1
9
3
6
）
年
2
月
26
日
未
明
、
日
本
中
を
震し
ん
か
ん撼

さ
せ
る
ク
ー

デ
タ
ー
事
件
が
発
生
し
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
二・二
六
事
件
で
す
。
こ
の

事
件
は
、
天
皇
親
政
に
よ
っ
て
「
昭
和
維
新
」
を
起
こ
す
こ
と
を
主
張
す

る
陸
軍
内
の
勢
力
が
、
そ
の
障し
ょ
う
が
い害に

な
っ
て
い
る
と
見
な
し
た
首
相
の

岡お
か
だ
け
い
す
け

田
啓
介
ら
閣か
く
り
ょ
う僚や

重じ
ゅ
う
し
ん臣を

襲し
ゅ
う
げ
き撃し

た
も
の
で
す
。
首
相
公
邸
で
は
、
岡

田
首
相
と
風ふ
う
ぼ
う貌
が
似
て
い
た
義
弟
の
秘ひ
し
ょ書
官か
ん
が
本ほ
ん
に
ん人
と
誤ご
に
ん認
さ
れ
て
殺
害

さ
れ
、
岡
田
自
身
は
女
中
部
屋
の
押
し
入
れ
に
逃の
が

れ
て
2
日
後
に
脱だ
っ
し
ゅ
つ出し

奇き
せ
き跡
の
生せ
い
か
ん還
を
果
た
し
ま
し
た
が
、
内
大
臣
斎さ
い
と
う
ま
こ
と

藤
実
、
大お
お
く
ら蔵
大
臣
高た
か
は
し橋

是こ
れ
き
よ清

、
陸
軍
教
育
総そ
う
か
ん監

渡わ
た
な
べ
じ
ょ
う
た
ろ
う

辺
錠
太
郎
ら
が
私
邸
で
惨ざ
ん
さ
つ殺

さ
れ
ま
し
た
。
ま

た
侍じ
じ
ゅ
う
ち
ょ
う

従
長
の
鈴す
ず
き
か
ん
た
ろ
う

木
貫
太
郎
は
4
発
の
銃じ
ゅ
う
だ
ん弾を
受
け
て
重
傷
を
負
い
ま
し
た

が
、
と
ど
め
を
刺さ

そ
う
と
す
る
将
校
を
タ
カ
夫
人
が
押
し
と
ど
め
て
一
命

を
取
り
留
め
ま
し
た
。
鈴
木
は
、
昭
和
天
皇
か
ら
の
信し
ん
ら
い頼

が
厚
く
、
昭
和

20
（
1
9
4
5
）
年
8
月
、
日
本
が
ポ
ツ
ダ
ム
宣せ
ん
げ
ん言
を
受じ
ゅ
だ
く諾
し
降こ
う
ふ
く伏
し
た
際

の
首
相
と
し
て
再
び
歴
史
に
登
場
し
ま
す
。

こ
の
事
件
は
、
3
日
後
に
鎮
圧
さ
れ
、
首し
ゅ
ぼ
う謀

者し
ゃ

18
人
は
死し
け
い刑

と
な
り
ま

し
た
が
、
陸
軍
に
よ
る
政
治
介か
い
に
ゅ
う

入
は
一い
っ
そ
う層

深
ま
っ
て
い
き
、
こ
の
事
件
が

そ
の
後
の
政
治
動
向
の
大
き
な
節
目
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

港
区
は
こ
の
事
件
の
中
心
的
舞ぶ
た
い台

と
な
り
ま
し
た
。
反は
ん
ら
ん乱

を
起
こ
し
た

の
は
、歩
兵
第
一
連
隊（
現
・
東
京
ミ
ッ
ド
タ
ウ
ン
）、歩
兵
第
三
連
隊（
現
・

国
立
新
美
術
館
）、
近
衛
歩
兵
第
三
連
隊
（
現
・
T
B
S
本
社
）
の
将
校

と
そ
の
命
令
に
従
し
た
が
っ
た
兵
士
た
ち
で
し
た
。
襲
撃
さ
れ
た
高
橋
蔵ぞ
う
し
ょ
う
相
の
私

邸
跡
は
赤
坂
七
丁
目
に
あ
り
、
現
在
は
「
高
橋
是
清
翁お
う

記
念
公
園
」
と
し

て
整
備
公
開
さ
れ
面
影
を
伝
え
て
い
ま
す
（
建
物
は
江
戸
東
京
た
て
も
の

園
に
移
築
さ
れ
現
存
）。
麻
布
に
あ
る
興
国
山
賢け
ん
そ
う
じ

崇
寺
（
元
麻
布
一
丁
目
）

に
は
「
二
十
二
士
の
墓
」
と
し
て
事
件
首
謀
者
た
ち
の
墓
が
あ
り
ま
す
。

旧乃木邸

乃木夫妻が殉死した「大将居室」

c o l u m n

c o l u m n

二・二六事件と港区

旧乃
の

木
ぎ

邸
て い

義
務
と
し
て
の
兵
役

江え

ど戸
時
代
の
日
本
で
は
、「
武
」（
軍
事
）

は
も
っ
ぱ
ら
武
士
の
仕
事
で
し
た
が
、
明
治

新
政
府
は
四
民
平
等
の
原
則
か
ら
「
国
民

皆か
い
へ
い兵

」
を
唱
え
た
の
で
、
明
治
6
（
1
8
7
3
）

年
に
徴
兵
令
が
公
布
さ
れ
る
と
、
陸
海
軍
の

兵
員
を
全
国
民
の
中
か
ら
強
制
的
に
集
め
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
以
後
太
平
洋
戦
争
が

終
結
す
る
昭
和
20
（
1
9
4
5
）
年
ま
で
、
兵

役
は
日
本
の
成
人
男
子
に
と
っ
て
、
当
然
負

う
べ
き
義
務
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

戦
前
の
徴
兵
制
で
は
、
基
本
的
に
満
20
歳さ
い

か
ら
40
歳
（
戦
争
末
期
は
45
歳
）
の
男
子
が

兵
役
の
義
務
を
負
い
ま
し
た
。
ま
ず
20
歳
を

迎む
か

え
る
と
本ほ
ん
せ
き
ち

籍
地
に
お
い
て
行
わ
れ
る
徴
兵

検
査
を
受
け
、
軍
人
に
最
も
適
し
て
い
る
者

か
ら
順
に
甲こ
う
し
ゅ種

合
格
・
乙お
つ
し
ゅ種

（
第
一
、
第
二
、

第
三
）
合
格
・
丙へ
い
し
ゅ種

合
格
に
分
け
ら
れ
、
本

籍
地
を
管か
ん
か
つ轄

す
る
連
隊
区
司
令
部
が
管
理
す

る
兵へ
い
せ
き
ぼ

籍
簿
に
名
前
が
登
録
さ
れ
ま
し
た
。
身

体
や
精
神
に
故こ
し
ょ
う障

が
あ
る
者
は
丁て
い
し
ゅ種

（
徴
兵

免め
ん
じ
ょ除
）、
未み
け
つ
し
ゅ
う

決
囚
・
病
気
療り
ょ
う
よ
う養
中
な
ど
で
判

断
し
が
た
い
者
は
戊ぼ
し
ゅ種
（
翌よ
く
ね
ん年
再
検
査
）
と

な
り
除
外
さ
れ
ま
し
た
。
重じ
ゅ
う
し視
さ
れ
た
の
は

体
格
で
す
。
長
く
基
準
と
さ
れ
た
の
は
身
長

で
、
1
5
2
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
軍ぐ
ん
そ
う
ひ
ん

装
品
が
す
べ
て

既き
せ
い
ひ
ん

製
品
の
支
給
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

甲
種
合
格
は
男
子
の
誇ほ
こ

り
と
さ
れ
ま
し
た

が
、
当
然
な
が
ら
戦
争
に
な
れ
ば
命
を
落
と

す
可
能
性
も
あ
り
、
で
き
れ
ば
回か
い
ひ避
し
た
い

と
考
え
る
の
も
人
情
で
し
た
。
し
か
し
徴
兵

検
査
に
行
か
な
か
っ
た
り
、
わ
ざ
と
悪
い
結

果
を
得
よ
う
と
す
る
行こ
う
い為

、
入
隊
を
怠
お
こ
た

っ
た

り
す
る
行
為
は
犯
罪
と
な
り
、
処し
ょ
ば
つ罰

の
対
た
い
し
ょ
う象

で
し
た
。

検
査
の
結
果
が
良
か
っ
た
者
が
「
現
役

兵
」
と
し
て
「
徴
集
」
さ
れ
、
検
査
の
翌
年

1
月
10
日
に
入
営
と
な
り
ま
し
た
。
現
役
兵

と
し
て
の
入
隊
期
間
は
陸
軍
2
年
、
海
軍
3

年
（
陸
軍
よ
り
専せ
ん
も
ん
せ
い

門
性
が
必
要
な
た
め
）
が

原
則
で
し
た
。
現
役
徴
集
さ
れ
る
範は
ん
い囲

は
時

期
に
よ
り
変
化
す
る
も
の
の
、
太
平
洋
戦
争

が
始
ま
っ
た
頃こ
ろ

は
、
甲
種
合
格
、
第
一
乙
種

合
格
ま
で
が
お
お
よ
そ
現
役
で
、
そ
の
後
さ

ら
に
拡か
く
だ
い大
し
て
い
き
ま
し
た
。
現
役
徴
集
と

は
な
ら
な
か
っ
た
合
格
者
（
補ほ
じ
ゅ
う充
兵
役
、
国

民
兵
役
な
ど
の
分
類
が
あ
る
）
や
現
役
兵
と

し
て
の
義
務
を
終
え
た
者
（
予
備
役
と
い
う
）

は
、
40
歳
ま
で
兵
籍
簿
に
名
が
載の

っ
た
ま
ま

日
常
生
活
を
送
っ
て
待
機
す
る
状
態
と
な
り

（
こ
の
よ
う
な
人
々
を
「
在ざ

い
ご
う郷
軍ぐ
ん
じ
ん人
」
と
呼よ

ぶ
）、
兵
員
が
不
足
す
る
と
臨り
ん
じ時
で
「
召
し
ょ
う
し
ゅ
う
集
」

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
本
人
の
も
と
に
届と
ど

く

の
が
「
臨り
ん
じ時

召し
ょ
う
し
ゅ
う集

令れ
い
じ
ょ
う

状
」、
い
わ
ゆ
る
「
赤

紙
」
で
す
。

こ
れ
以
外
に
満
17
歳
以
上
で
あ
れ
ば
、
志

願
に
よ
り
入
隊
す
る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。

ま
た
中
学
か
ら
陸
軍
士
官
学
校
、
海
軍
兵
学

校
な
ど
、
軍
の
幹
部
と
し
て
生し
ょ
う
が
い涯
を
送
る

（
一い
っ
ぱ
ん般
に
「
職
業
軍
人
」
と
呼
ば
れ
る
）
た

め
の
学
校
に
入
っ
た
り
、
飛
行
機
の
パ
イ

ロ
ッ
ト
に
な
る
た
め
の
軍
の
課
程
な
ど
に

応お
う
ぼ募

す
る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
（
陸
軍
少
年

飛
行
兵
や
海
軍
飛
行
予
科
練
習
生
、
通
つ
う
し
ょ
う称

「
予
科
練
」）。
そ
の
競
争
率
は
非
常
に
高
く
、

高
い
学
力
も
求
め
ら
れ
る
最さ
い
な
ん
か
ん

難
関
の
進
路
で

し
た
。

2航空通信の訓練の様子（提供：浜野豊吉氏）

赤紙（提供：慶
けいおうぎじゅく
應義塾福

ふくざわ
澤研究センター、
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日
中
戦
争
の
勃ぼ

っ
ぱ
つ発

日
本
と
中
国
と
が
戦
争
に
い
た
っ
た
歴
史

は
、
明
治
時
代
以い
こ
う降

の
日
本
の
大
陸
政せ
い
さ
く策

か

ら
説
き
起
こ
す
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ

で
は
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
の
日
本
軍
の
動
き

に
し
ぼ
っ
て
追
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

昭
和
4
（
1
9
2
9
）
年
の
世
界
恐き
ょ
う
こ
う
慌
の

影え
い
き
ょ
う

響
は
、
日
本
に
も
深し
ん
こ
く刻

な
不ふ
き
ょ
う況

を
も
た
ら

し
、
こ
の
状
況
を
打
開
す
る
た
め
に
満ま
ん
し
ゅ
う州（

現

在
の
中
国
東
北
部
）
を
日
本
が
植
民
地
化
す

る
と
い
う
考
え
方
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
昭
和

6
（
1
9
3
1
）
年
9
月
、
関
東
軍
（
満
州
に

置
か
れ
て
い
た
日
本
軍
）
は
、
奉ほ
う
て
ん天

郊こ
う
が
い外

で

鉄
道
の
爆ば
く
は破

事
件
を
起
こ
し
、
こ
れ
を
中
国

が
起
こ
し
た
と
し
て
戦せ
ん
と
う闘
を
開
始
し
ま
し
た

（
満
州
事
変
）。
政
府
は
事
態
を
沈ち
ん
せ
い
か

静
化
し
よ

う
と
し
ま
し
た
が
、
現
地
の
関
東
軍
は
こ
れ

を
無
視
、
遂つ
い

に
満
州
一
帯
を
占せ
ん
り
ょ
う領し

ま
し
た
。

翌
年
に
は
旧
清し
ん

朝
の
皇
帝
で
あ
っ
た
溥ふ

ぎ儀
を

執し
っ
せ
い政

に
す
え
、
名
目
上
独
立
国
と
し
て
満
州

国
を
建
国
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
を
不

当
と
す
る
中
国
の
訴う
っ
たえ

に
よ
り
国
際
連れ
ん
め
い盟

は

リ
ッ
ト
ン
調
査
団
を
派は
け
ん遣
、
そ
の
報
告
書
は

日
本
の
軍
事
行
動
と
満
州
国
建
国
の
正
当
性

を
認み
と

め
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
昭

和
8
（
1
9
3
3
）
年
2
月
、
日
本
は
国
際
連

盟
を
脱
退
、
以
後
日
本
は
国
際
社
会
の
中
で

孤こ
り
つ立

化
を
深
め
て
い
き
ま
す
。

そ
の
後
、
緊
き
ん
ち
ょ
う張

関
係
を
保
っ
て
い
た
日
中

両
国
で
し
た
が
、
昭
和
12
（
1
9
3
7
）
年
7

月
、
北ぺ
き
ん京

郊
外
の
盧ろ
こ
う
き
ょ
う

溝
橋
で
演
習
中
の
日
本

軍
に
対
し
て
中
国
側
が
発は
っ
ぽ
う砲
し
た
と
さ
れ

る
事
件
が
発
生
（
盧
溝
橋
事
件
）、
こ
れ
を

発ほ
っ
た
ん端
と
し
て
日
中
両
国
間
に
戦
闘
が
起
こ
り

ま
す
。
こ
の
時
も
日
本
政
府
は
、
戦
闘
の
不

拡
大
を
望
み
ま
し
た
が
、
関
東
軍
は
こ
れ
を

無
視
し
、
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
や
世よ
ろ
ん論

も
、
こ

れ
を
機
会
と
し
て
中
国
を
完
全
に
制
圧
す
る

べ
き
と
い
う
意
見
が
高
ま
り
ま
し
た
。
日

本
は
北
京
、
上し
ゃ
ん
は
い海

と
制
圧
し
、
12
月
に
は

中ち
ゅ
う
か
み
ん
こ
く

華
民
国
の
首
都
・
南な
ん
き
ん京

を
攻こ
う
り
ゃ
く略。

一
方
中

国
側
は
国
民
党と
う

と
共
産
党
に
よ
る
内
戦
を
休

戦
し
、
抗こ
う
に
ち日

民
族
統
一
戦
線
を
結
成
し
、
首

都
を
重じ
ゅ
う
け
い慶に

移
し
て
徹て
っ
て
い
こ
う
せ
ん

底
抗
戦
の
構
え
を
見

せ
ま
し
た
。
日
本
は
主
要
都
市
の
制
圧
に
成

功
し
な
が
ら
、
以
後
中
国
側
の
ゲ
リ
ラ
戦
に

苦
し
み
、
戦
争
は
泥ど
ろ
ぬ
ま沼
化
し
て
い
き
ま
す
。

そ
し
て
太
平
洋
戦
争
へ

昭
和
14
（
1
9
3
9
）
年
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
第
二
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
、
ド
イ
ツ
、

イ
タ
リ
ア
と
連
合
国
が
交
戦
に
至い
た

り
ま
す
。

翌
年
日
本
は
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
と
日に
ち
ど
く
い

独
伊

三
国
軍
事
同
盟
を
締て
い
け
つ結

、
こ
れ
に
よ
り
連
合

国
と
の
対
立
が
決
定
的
と
な
り
、
日
本
に
対

す
る
禁
輸
措そ

ち置
な
ど
の
経け
い
ざ
い
ふ
う
さ

済
封
鎖
が
進
ん
で

い
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
ア
メ
リ
カ
と
の
戦

争
を
避さ

け
よ
う
と
日
米
交こ
う
し
ょ
う

渉
が
続
け
ら
れ
ま

し
た
が
、
結
局
決け
つ
れ
つ裂
し
、
昭
和
16
（
1
9
4
1
）

年
12
月
8
日
、
日
本
は
ハ
ワ
イ
真し
ん
じ
ゅ
わ
ん

珠
湾
に

奇き
し
ゅ
う襲
攻こ
う
げ
き撃
を
仕し

か掛
け
、
同
時
に
マ
レ
ー
半
島

に
進
攻
し
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
の

連
合
国
と
の
戦
争
に
突と
つ
に
ゅ
う入し

ま
し
た
。

当
初
日
本
軍
は
快
進
撃
を
続
け
、
東
南
ア

ジ
ア
の
広
い
地ち
い
き域

と
太
平
洋
に
散
ら
ば
る

島
々
を
攻
略
し
て
支
配
地
域
を
拡
大
し
ま
し

た
。
し
か
し
昭
和
17
（
1
9
4
2
）
年
6
月
の

ミ
ッ
ド
ウ
ェ
ー
海
戦
で
大
敗
、
以
後
苦
戦
を

続
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

東
南
ア
ジ
ア
、
中
国
大
陸
一
帯
か
ら
太
平

洋
上
に
か
け
て
、
広
い
地
域
で
戦
闘
が
行
わ

れ
た
こ
と
に
伴と
も
ない

、
日
本
国
内
の
成
人
男
子

は
次
々
に
軍
隊
に
召
集
さ
れ
、
各
地
に
投
入

さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
支
配
地
域

全
体
に
食
し
ょ
く
り
ょ
う
糧
や
武
器
を
補
給
し
続
け
る
こ
と

は
容
易
で
は
な
く
、
こ
れ
が
後
に
大
量
の

餓が
し
し
ゃ

死
者
や
、
玉
砕
と
い
っ
た
悲ひ
げ
き劇

を
生
む
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

戦
争
の
呼こ

し
ょ
う称

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
戦
争
を
何
と
呼
ぶ

か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な

議ぎ
ろ
ん論

が
あ
り
ま
す
。

日
中
戦
争
は
、
開
戦
当
時
「
支し
な
じ
へ
ん

那
事
変
」

と
呼
ば
れ
ま
し
た
。「
事
変
」
と
は
突と
っ
ぱ
つ発

的

な
事
件
と
い
う
意
味
で
、「
戦
争
」
で
は
な

い
、
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
当

時
日
本
は
ま
だ
ア
メ
リ
カ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な

物
資
を
輸
入
し
て
お
り
、
そ
れ
は
戦
争
遂す
い
こ
う行

に
不
可
欠
で
し
た
。
同
時
に
中
国
は
ア
メ
リ

カ
か
ら
日
本
に
対
抗
す
る
た
め
の
武
器
な
ど

の
支し
え
ん援

を
受
け
て
い
ま
し
た
。
一
方
ア
メ
リ

カ
に
は
中
立
法
と
い
う
法
律
が
あ
り
、
戦
争

厳き
び

し
い
階
級
と
規き

り
つ律

日
本
の
陸
海
軍
は
、「
皇こ
う
ぐ
ん軍
」
と
呼
ば
れ

ま
し
た
。
軍
の
最
高
指し
き
け
ん

揮
権
で
あ
る
統と
う
す
い
け
ん

帥
権

を
有
す
る
大だ
い
げ
ん
す
い

元
帥
の
天て
ん
の
う皇

の
軍
隊
で
あ
る
と

い
う
意
味
で
、
大
変
厳
し
い
規
律
が
支
配
す

る
世
界
で
し
た
。
ま
ず
軍
隊
で
は
、
階
級
が

絶
対
で
あ
り
、
上
官
の
命
令
は
絶
対
で
し

た
。
個
人
の
自
由
は
な
く
、
手
紙
で
さ
え
も

す
べ
て
「
軍ぐ
ん
じ事

郵ゆ
う
び
ん便

」
と
し
て
検け
ん
え
つ閲

を
受
け

な
け
れ
ば
出
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
規
律
を
逸い
つ
だ
つ脱
す
れ
ば
容よ
う
し
ゃ赦
な
く
体
罰
を

食
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
陸
軍
で
は

「
内な
い
む
は
ん

務
班
」
と
呼
ば
れ
る
十
数
人
単
位
で
生

活
を
共
に
し
、
入
隊
し
た
て
の
新
参
兵
が
、

1
年
以
上
軍
隊
で
生
活
し
階
級
が
上
の
古
参

兵
か
ら
の
し
ご
き
に
耐た

え
な
が
ら
軍
隊
で
の

規
律
を
身
に
付
け
ま
し
た
。
海
軍
で
も
「
海

軍
精
神
注ち
ゅ
う
に
ゅ
う
ぼ
う

入
棒
」
と
書
か
れ
た
木
の
棒
で
、

尻し
り

を
殴お
う
だ打

さ
れ
る
こ
と
が
習
慣
化
し
て
お

り
、
本
来
軍
隊
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
は
ず
の

私し
て
き
せ
い
さ
い

的
制
裁
（
リ
ン
チ
）
が
横
行
し
て
い
た
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

軍
隊
の
階
級
は
、
大
ま
か
に
は
下
よ
り

「
兵
」「
下か
し
か
ん

士
官
」「
士
官
」
に
分
け
ら
れ
ま

す
（
表
1
参
照
）。「
兵
」
は
階
級
の
最さ
い
か
そ
う

下
層

で
、
通
常
、
現
役
徴
集
に
よ
っ
て
入
営
し
た

場
合
は
こ
の
階
級
か
ら
抜ぬ

け
出
る
こ
と
な
く

終
わ
り
ま
す
。
命
令
に
従し
た
がう

こ
と
だ
け
が
求

め
ら
れ
る
階
級
で
す
が
、
優ゆ
う
し
ゅ
う秀な

人
材
は
志

願
に
よ
り
「
下
士
官
」
に
な
る
道
が
あ
り
ま

し
た
。
下
士
官
は
現
場
指
揮
を
行
う
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
そ
の
上
の
「
士
官
」
に
な
る

と
、
主
と
し
て
軍
隊
の
幹
部
に
な
る
た
め
に

育
て
ら
れ
た
陸
軍
士
官
学
校
や
海
軍
兵
学
校

な
ど
の
軍
学
校
出
身
者
が
占し

め
ま
し
た
が
、

最
下
層
の
少し
ょ
う
い尉
や
中ち
ゅ
う
い尉
に
は
、
軍
隊
の
予
備

教
育
（
教
練
）
を
授
業
と
し
て
受
け
て
い
た

大
学
出
身
者
な
ど
が
、
多
数
含ふ
く

ま
れ
ま
し
た
。

こ
の
階
級
は
上
位
者
が
指
揮
を
執と

れ
な
い
場

合
、
命
令
・
指
揮
の
権
限
を
引
き
継つ

ぐ
可
能

性
が
あ
り
、
大
局
的
な
見
地
か
ら
判
断
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
軍
隊
の
秩ち
つ
じ
ょ序

は
、
日
常
生
活

と
は
全
く
隔か
く
ぜ
つ絶

さ
れ
た
異い
せ
か
い

世
界
で
し
た
が
、

そ
れ
は
日
本
の
軍
隊
に
限
っ
た
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
日
本
の
軍
隊
は
、
天
皇

の
軍
隊
と
い
う
点
を
強
調
さ
れ
、
精
神
主
義

が
極
き
ょ
く
た
ん端
化か

し
て
い
き
ま
し
た
。
暗
唱
で
き
る

ま
で
叩た
た

き
込こ

ま
れ
た
「
軍
人
勅ち
ょ
く
ゆ諭

」〈
明
治

15
（
1
8
8
2
）
年
に
天
皇
か
ら
の
お
諭さ
と

し
と

い
う
形
で
示
さ
れ
た
文
書
〉
に
は
、
軍
人
は

ど
こ
ま
で
も
忠ち
ゅ
う
せ
つ節

を
尽つ

く
し
、「
死
は
鴻こ
う
も
う毛

よ
り
も
軽
し
と
覚か
く
ご悟

せ
よ
」
と
あ
り
ま
し
た
。

後
に
陸
軍
大
臣
東
条
英
機
は
「
戦せ
ん
じ
ん
く
ん

陣
訓
」〈
昭

和
12
（
1
9
3
7
年
）〉
を
発
表
し
、
そ
の
中

に
は
「
生
き
て
虜り
ょ
し
ゅ
う囚の
辱
は
ず
か
しめ
を
受
け
ず
」
と

い
う
有
名
な
一
節
が
盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
は
、
捕ほ

り
ょ虜

に
は
な
ら
ず
「
玉ぎ
ょ
く
さ
い砕」

や

「
特と
っ
こ
う攻

」
な
ど
に
よ
っ
て
最
後
の
一
兵
ま
で

も
戦
い
尽
く
す
と
い
う
考
え
方
を
生
み
出
す

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
人
命
を
極
端
に
軽
ん

じ
る
思
想
が
発
達
し
た
こ
と
は
、
日
本
の
軍

隊
の
歴
史
を
考
え
る
う
え
で
十
分
に
見
つ
め

な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
す
。

［表1］軍隊の階級

士官（将校）
将官 大将 中将 少将
佐官 大佐 中佐 少佐
尉官 大尉 中尉 少尉

准士官
准尉
兵曹長

下士官
曹長 軍曹 伍長
上等兵層 一等兵曹 二等兵曹

兵
兵長 上等兵 一等兵 二等兵
水兵長 上等水兵 一等水兵 二等水兵

※太平洋戦争終結時。陸軍と海軍が異
こと
なる場合、■ が海軍での呼

こしょう
称。

※海軍では慣例的に「大尉」「大佐」をダイイ、ダイサと濁
にご
って読んだ。

※准士官は下士官と士官の間の階級で士官と同じ待
たいぐう
遇を受けた。真珠湾攻撃により炎上爆発する米駆逐艦（提供：共同通信社）

日
中
戦
争
か
ら
太
平
洋
戦
争
へ

軍事郵便の印章
（港区立港郷土資料館蔵）

軍事郵便の印が捺
お
された封

ふうとう
筒。朱

しゅいん
印は検閲を示す

（提供：慶應義塾福澤研究センター）
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当
事
国
に
は
援
助
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
日
中
間
の

戦
闘
が
正
式
な
「
戦
争
」
と
な
る
こ
と
は
、

誰だ
れ

も
望
ま
な
か
っ
た
た
め
、
実
態
は
戦
争
で

も
あ
く
ま
で
「
事
変
」
と
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
日
本
が
ア
メ
リ
カ
と
の
戦
争
に
突
入
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
考こ
う
り
ょ慮
が
不
要
と

な
り
、
日
本
で
は
中
国
と
の
戦
争
お
よ
び
ア

メ
リ
カ
は
じ
め
連
合
国
と
の
戦
争
を
総
称
し

て
「
大だ
い
と
う
あ

東
亜
戦
争
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
政
府
が

決
め
ま
し
た
。

一
方
、
戦
後
に
な
る
と
「
大
東
亜
戦
争
」

と
い
う
呼
称
は
、
当
時
の
日
本
が
唱
え
て
い

た
「
大
東
亜
共
栄
圏け
ん

」
の
建
設
と
い
う
構
想

（
欧お
う
べ
い
し
ょ
こ
く

米
諸
国
に
よ
る
植
民
地
支
配
か
ら
ア
ジ

ア
各
国
を
解
放
し
、
日
本
を
中
心
に
新
た
な

国
際
秩
序
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
構
想
）
と

関
係
す
る
こ
と
か
ら
、
連
合
国
側
に
禁
止

さ
れ
、
代
わ
っ
て
英
語
のPaci�c W

ar

の

訳や
く
ご語

と
し
て
「
太
平
洋
戦
争
」
と
い
う
呼
称

を
用
い
る
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
中
国
と
の
戦
闘
は
、
事
実
上
昭
和
12

（
1
9
3
7
）
年
か
ら
「
戦
争
」
で
あ
っ
た
と

い
う
意
味
で
、「
日
中
戦
争
」
と
呼
ぶ
こ
と

が
定
着
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
歴
史
研
究
者
の
中
で
は
、「
日
中

戦
争
」
と
「
太
平
洋
戦
争
」
で
は
、
相そ
う
ご互

関

係
が
わ
か
り
に
く
い
と
し
て
他
の
呼
び
方
が

提
唱
さ
れ
ま
す
。
中
国
と
は
、
満
州
事
変
以

来
、
一
続
き
の
戦
争
状
態
で
あ
っ
た
と
と
ら

え
る
立
場
か
ら
は
「
十
五
年
戦
争
」
と
い
う

呼
称
が
提
唱
さ
れ
、
地
域
の
広
が
り
を
示
す

観
点
か
ら
は
「
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
」
と
い

う
呼
称
が
提
唱
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
「
第

二
次
世
界
大
戦
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ

と
も
よ
く
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
ど
の
呼
び
方
も
欠
点
が
あ
り
、
戦

争
に
い
た
る
経け
い
い緯

を
ど
の
よ
う
に
意
味
づ
け

る
か
と
い
う
歴
史
観
と
も
絡か
ら

み
合
う
た
め
、

い
ま
だ
に
定
ま
っ
た
呼
び
方
が
な
い
の
が
実

情
で
、
公
式
な
文
書
な
ど
で
は
「
先
の
大
戦
」

「
先
の
戦
争
」
な
ど
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら

れ
る
こ
と
が
あ
る
の
も
、
こ
の
た
め
で
す
。

70
年
が
経
過
し
て
も
戦
争
の
名
前
さ
え
決
ま

ら
な
い
こ
と
自
体
が
、
こ
の
戦
争
を
と
ら
え

る
こ
と
の
難む
ず
かし
さ
を
示
し
て
い
ま
す
。

港
区
に
は
、「
学
徒
出
陣
」
の
対
象
に
な
っ

た
学
校
が
二
つ
あ
り
ま
す
。
共
に
旧
芝し
ば

区

に
所
在
す
る
慶
應
義
塾（
大
学
・
大
学
予
科
・

高
等
部
）
と
明
治
学
院
（
高
等
商
業
学
校
、

の
ち
専
門
学
校
）で
す
。
慶
應
義
塾
の
場
合
、

昭
和
18
（
1
9
4
3
）
年
12
月
に
在
学
の

ま
ま
軍
隊
に
入
っ
た
人
数
は
「
三
千
余
名
」

（『
慶
應
義
塾
百
年
史
』）、
明
治
学
院
で
は
、「
二
百
余
名
」（『
明
治

学
院
百
年
史
』）
と
推す
い
て
い定

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
以
降
に
も
在
学
生

の
入
隊
は
続
い
た
の
で
、
実
際
に
は
こ
れ
を
は
る
か
に
超こ

え
る
人

数
が
、
学
舎
を
去
っ
て
行
き
ま
し
た
。
あ
る
者
は
最
下
級
の
階
級

の
ま
ま
最
前
線
で
一
兵
卒
と
し
て
戦
死
し
、
あ
る
者
は
下
級
将し
ょ
う
こ
う校

と
し
て
短
期
間
に
飛
行
機
な
ど
の
操
そ
う
じ
ゅ
う縦
訓
練
を
受
け
て
標
的
に
突

入
す
る
特
攻
隊
員
の
中ち
ゅ
う
か
く核を

担に
な

い
ま
し
た
。

当
時
の
高
等
教
育
機
関
に
は
わ
ず
か
に
自
由
な
雰ふ
ん
い
き

囲
気
が
残
っ

て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
実
際
徴
兵
を
先さ
き
の延

ば
し
す
る
た
め
に
大

学
進
学
を
希
望
す
る
者
も
い
た
の
で
、
総
力
戦
体
制
の
中
で
高
等

教
育
機
関
を
批ひ
は
ん判

的
に
見
る
風ふ
う
ち
ょ
う潮も

あ
り
ま
し
た
。
慶
應
義
塾
の

創そ
う
り
つ
し
ゃ

立
者
・
福ふ
く
ざ
わ澤
諭ゆ
き
ち吉
は
西
洋
の
自
由
主
義
、
功
利
主
義
を
日
本
に

輸
入
し
て
日
本
古
来
の
精
神
文
化
を
破は
か
い壊

し
た
と
し
て
、
戦
時
下

で
は
批
判
の
対
象
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
明
治
学
院
は
敵
対
す

る
国
々
の
宗
し
ゅ
う
き
ょ
う

教
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
主
義
の
学
校
と
し
て
、
戦
時

下
で
は
難
し
い
立
場
に
お
か
れ
ま
し
た
。
当
時
の
学
校
関
係
者
が

ど
の
よ
う
に
時
局
と
向
き
合
う
べ
き
で
あ
っ
た
か
は
、
今
日
さ
ま

ざ
ま
に
議
論
さ
れ
る
重
た
い
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

c o l u m n

港区と学
が く と

徒出
し ゅ つ じ ん

陣
昭和18年11月、慶應義
塾で行われた壮

そうこう
行会の

様子（提供：慶應義塾福
澤研究センター）

昭和17（1942）年の戦況を示す地図（出典：『写真週報』202
号、提供：アジア歴史資料センター、国立公文書館蔵）

初
空
襲
か
ら
絨じ

ゅ
う
た
ん
ば
く
げ
き

毯
爆
撃
へ

日
本
の
本
土
が
ア
メ
リ
カ
軍
に
よ
る
空
襲

を
初
め
て
受
け
た
の
は
昭
和
17
（
1
9
4
2
）

年
4
月
18
日
の
こ
と
で
し
た
。
こ
の
日
、
16

機
の
B 25
爆
撃
機
に
よ
り
、
東
京
、
川か
わ
さ
き崎

、

横よ
こ
す
か

須
賀
、
名
古
屋
、
四
日
市
、
神
戸
が
攻こ
う
げ
き撃

を
受
け
、
連
勝
を
重
ね
て
い
た
日
本
人
に
大

変
な
衝し
ょ
う
げ
き撃を

与あ
た

え
ま
し
た
。

当
時
ア
メ
リ
カ
に
は
日
本
本
土
を
空
襲
で

き
る
基
地
が
な
か
っ
た
た
め
、
太
平
洋
側

の
日
本
近
海
に
航こ

う
く
う
ぼ
か
ん

空
母
艦
（
空
母
）
を
進

め
、
海
上
で
爆
撃
機
を
発
進
、
日
本
を
横
断

し
な
が
ら
爆
撃
を
行
い
、
連
合
国
の
一
員

で
あ
る
中ち
ゅ
う
か
み
ん
こ
く

華
民
国
内
に
着
陸
さ
せ
た
の
で
し

た
。
指し
き
か
ん

揮
官
の
名
前
を
取
っ
て
、「
ド
ゥ
ー

リ
ッ
ト
ル
爆
撃
」
と
呼よ

ば
れ
る
こ
の
空
襲
は

1
回
限
り
で
し
た
が
、
日
本
側
は
十
分
な

迎げ
い
げ
き撃

が
で
き
ず
、
被ひ
が
い
じ
ょ
う
き
ょ
う

害
状
況

は
極ご
く
ひ秘

と
さ
れ
ま
し
た
。
戦

後
の
調
査
で
は
死
者
約
90
人
、

負ふ
し
ょ
う
し
ゃ

傷
者
約
5
0
0
人
、
家
屋

損そ
ん
か
い壊
約
3
0
0
戸
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
中
で
最
初
の
死

者
は
東
京
の
中
学
生
（
早わ

せ

だ
稲
田

中
学
校
の
校
庭
に
い
た
生
徒
）

で
し
た
。

次
に
日
本
が
空
襲
を
受
け
る

の
は
、
昭
和
19
（
1
9
4
4
）
年

に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
す
。

こ
の
年
の
6
月
、
ア
メ
リ
カ
軍

は
大
量
の
爆ば
く
だ
ん弾

を
遠え
ん
き
ょ
り

距
離
ま
で

運
べ
る
最さ
い
し
ん
え
い

新
鋭
の
爆
撃
機
B 

29
を
実
戦
配
備
し
、
中
国
大
陸

か
ら
九
州
へ
の
爆
撃
を
開
始

し
ま
し
た
。
日
本
が
統
治
し
て
い
た
マ
リ
ア

ナ
諸し

ょ
と
う島
（
サ
イ
パ
ン
島
、
テ
ニ
ヤ
ン
島
、
グ

ア
ム
島
）
が
7
月
ま
で
に
相
次
い
で
ア
メ
リ

カ
軍
の
手
に
落
ち
る
と
、
B 

29
に
よ
る
戦
略

爆
撃
の
拠き
ょ
て
ん点

基
地
と
さ
れ
、
11
月
よ
り
日
本

中
の
都
市
へ
の
高
高
度
か
ら
の
爆
撃
を
開
始

し
ま
し
た
。
日
本
軍
機
や
高こ
う
し
ゃ
ほ
う

射
砲
で
は
B 

29

の
高
度
に
到と
う
た
つ達
で
き
ず
、
本
土
上
空
の
制せ
い
く
う空

権け
ん

は
失
わ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
昭
和

20
（
1
9
4
5
）
年
2
月
に
は
、
マ
リ
ア
ナ
諸

島
か
ら
5
0
0
機
以
上
の
B 

29
を
日
本
に
向

け
て
飛
ば
す
こ
と
が
で
き
る
態
勢
を
整
え
ま

し
た
。

さ
ら
に
日
本
と
マ
リ
ア
ナ
の
ほ
ぼ
中
間
地

点
に
あ
る
硫い
お
う
と
う

黄
島
が
同
年
3
月
に
陥か
ん
ら
く落

す
る

と
、
航
続
距
離
が
短
い
た
め
に
今
ま
で
つ
け

ら
れ
な
か
っ
た
直ち
ょ
く
え
ん掩
（
護
衛
）
の
戦せ
ん
と
う
き

闘
機

を
配
備
。
B 

29
は
護
衛
が
付
い
た
た
め
に
低

空
で
の
日
中
爆
撃
が
可
能
に
な
り
、
一い
っ
そ
う層

大だ
い
き
ぼ

規
模
に
無
差
別
の
絨
毯
爆
撃
を
行
う
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

こ
う
し
て
1
年
以
上
に
わ
た
る
空
襲
の
結

果
と
し
て
、
日
本
の
主
要
都
市
は
ほ
と
ん
ど

が
焦し
ょ
う
ど土

と
化
し
、
多
く
の
生
命
・
財
産
が
失

わ
れ
ま
し
た
。

3
本
土
空く

う
し
ゅ
う襲

の
拡か

く

だ

い大

特 集 H I S T O R Y 港区と戦争

港区と空襲

機雷投下するB29爆撃機（提供:朝日新聞社/時事通信フォト）
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被ひ
が
い害
の
概が

い
よ
う要

現
港
区
の
地
域
で
の
空
襲
被
害
は
ど
の
よ

う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
記
録
に

よ
る
と
最
初
は
昭
和
19
（
1
9
4
4
）
年
11
月

24
日
、
B 

29
に
よ
る
東
京
湾わ
ん

上
の
第
五
・
第

六
台
場
へ
の
爆
撃
で
し
た
。
そ
の
6
日
後
に

は
浜は
ま
ま
つ松

町ち
ょ
うや

六
本
木
方
面
に
被
害
を
出
し
、

死
傷
者
も
出
ま
し
た
。
そ
の
後
は
頻
繁
に
空

襲
が
続
く
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
（
詳
し
ょ
う
さ
い細

は
P
・ 29
の
表
3
参
照
）。
特
に
被
害
が
大
き

か
っ
た
の
は
、
一い
っ
ぱ
ん般

に
「
東
京
大
空
襲
」
と

い
う
時
に
指
す
昭
和
20
（
1
9
4
5
）
年
3
月

10
日
と
、「
東
京
山
の
手
大
空
襲
」
と
呼
ば

れ
る
同
年
5
月
24
日
、
25
日
の
空
襲
で
、
一

帯
は
焼
け
野
原
と
化
し
ま
し
た
。

昭
和
20
（
1
9
4
5
）
年

3
月
10
日
の
空
襲

「
東
京
大
空
襲
」
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
の

空
襲
で
は
、
上
野
、
浅
草
、
深
川
な
ど
の
「
下

町
」
が
焼
き
尽つ

く
さ
れ
、
一ひ
と
ば
ん晩
で
B 

29
が

3
0
0
機
以
上
来
襲
、
1
千
5
0
0
ト
ン

以
上
の
焼
夷
弾
を
落
と
し
、
約
10
万
人
の
死

者
、
1
0
0
万
人
以
上
の
罹り
さ
い災

者
が
出
た

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
港
区
で
も
、
赤

坂
区
檜ひ
の
き
ち
ょ
う

町
や
青
山
一
帯
、
麻あ
ざ
ぶ布

区
飯
倉
か

ら
三
河
台
町
に
か
け
て
大
き
な
被
害
を
受
け

ま
し
た
。

作
家
・
永な
が
い
か
ふ
う

井
荷
風
は
、
麻
布
市い
ち
べ
え
ち
ょ
う

兵
衛
町
に

あ
っ
た
「
偏へ
ん
き
か
ん

奇
館
」
と
呼
ぶ
自じ
た
く宅
が
焼
け
落

ち
る
前
後
の
様
子
を
、
日
記
に
詳く
わ

し
く
書
き

残
し
て
い
ま
す
。

三
月
九
日
。
天
気
快
晴
。
夜
半
空
襲

あ
り
。
翌
よ
く
ぎ
ょ
う暁
四
時
わ
が
偏
奇
館
焼
亡
す
。

火
は
初
は
じ
め

長な
が
た
れ垂
坂
中
ほ
ど
よ
り
起お
こ

り
西
北

の
風
に
あ
ふ
ら
れ
忽
た
ち
ま
ち

市
兵
衛
町
二
丁
目

表
通
り
に
延え
ん
し
ょ
う焼
す
。
余
は
枕
ま
く
ら

元
の
窓ま
ど

、

火か
こ
う光
を
受
け
て
あ
か
る
く
な
り
、
鄰り
ん
じ
ん人

の
叫さ
け

ぶ
声
の
た
だ
な
ら
ぬ
に
驚お
ど
ろ
き
日に
っ
し誌

及お
よ
び

草そ
う
こ
う稿
を
入
れ
た
る
手
革か
ば
ん包
を
提さ

げ
て

庭
に
出
で
た
り
。
谷
町
辺
に
も
火
の
手

の
上
る
を
見
る
。
ま
た
遠
く
北
方
の
空

に
も
火
光
の
反は
ん
え
い映
す
る
あ
り
。
火ひ
の
こ星
は

烈れ
っ
ぷ
う風
に
舞ま

ひ
紛ふ
ん
ぷ
ん々

と
し
て
庭
上
に
落
つ
。

（『
断
だ
ん
ち
ょ
う
て
い
に
ち
じ
ょ
う

腸
亭
日
乗
』）

荷
風
は
こ
の
あ
と
、
避ひ
な
ん難

路
を
確か
く
に
ん認

し
た

上
で
26
年
間
住
み
慣
れ
た
家
が
焼
け
落
ち
る

さ
ま
を
見み

と
ど届
け
よ
う
と
し
ま
す
が
、
火
の
勢

い
が
激は
げ

し
く
近
寄
れ
な
く
な
り
、
た
だ
偏
奇

館
の
方
で
ひ
と
き
わ
高
く
火か
え
ん炎

が
上
が
る
さ

ま
を
眺な
が

め
ま
し
た
。
翌
日
に
は
焼
け
跡
を

訪お
と
ずれ

、「
あ
あ
余
は
着
の
み
着
の
ま
ま
家
も

蔵ぞ
う
し
ょ書

も
な
き
身
と
は
な
れ
る
な
り
」
と
感か
ん
が
い慨

を
記
し
て
い
ま
す
。「
偏
奇
館
」
の
跡
地
一

帯
は
現
在
で
は
泉い
ず
みガ
ー
デ
ン
タ
ワ
ー
に
な
っ

て
お
り
、
偏
奇
館
跡
の
碑
が
建
て
ら
れ
て
い

ま
す
。

一
晩
に
し
て
計
10
万
人
以
上
の
死
者
が
出

た
と
い
わ
れ
る
こ
の
空
襲
で
の
芝し
ば

・
麻
布
・

赤
坂
の
3
区
内
の
被
害
は
、
死
者
1
0
0

人
以
上
、
4
千
戸
以
上
の
焼
失
と
い
う
も
の

で
し
た
。

港
区
の
空
襲

空
襲
の
種
類
や
方
法

ア
メ
リ
カ
軍
の
B 

29
に
よ
る
空
襲
に
は
、

特
に
日
本
家
屋
の
た
め
に
開
発
さ
れ
た
M 

69
焼し
ょ
う
い
だ
ん

夷
弾
が
多
く
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
内
部

に
ナ
パ
ー
ム
剤ざ
い

と
呼
ば
れ
る
粘ね
ん
ち
ゃ
く
せ
い

着
性
の
燃
料

が
入
っ
た
、
長
さ
50
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

の
六
角
柱
の
形
で
、
こ
れ
を
数
十
発
で
一
つ

に
束
ね
た
集
束
焼
夷
弾
の
形
で
投
下
さ
れ
、

そ
れ
が
空
中
で
分ぶ
ん
り離

し
て
大
量
に
降ふ

り
注
ぎ

ま
し
た
。
消
火
を
困こ
ん
な
ん難
に
し
て
確
実
に
延
え
ん
し
ょ
う焼

さ
せ
る
た
め
、
1
発
ず
つ
装そ
う
ち
ゃ
く着さ
れ
た
ひ
も

状
の
布
に
よ
っ
て
減
速
し
、
屋
根
を
貫か
ん
つ
う通
し

て
屋や
ね
う
ら

根
裏
で
止
ま
っ
て
発
火
す
る
よ
う
に
で

き
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
人
体

に
直
撃
し
て
死し
ぼ
う亡

さ
せ
る
ケ
ー
ス
も
多
発
し

ま
し
た
。
強
固
な
建
物
を
狙ね
ら

う
場
合
、
ゼ

リ
ー
状
の
ガ
ソ
リ
ン
と
爆
薬
を
仕し

こ込
ん
だ
大

型
の
焼
夷
爆
弾
や
、
大
量
の
火
薬
を
詰つ

め
た

2
5
0
キ
ロ
グ
ラ
ム
・
5
0
0
キ
ロ
グ
ラ
ム
・

1
ト
ン
爆
弾
な
ど
も
使
用
さ
れ
、
B 

29
以
外

に
も
「
艦か
ん
さ
い
き

載
機
」（
正
確
に
は
艦
上
機
）
と

呼
ば
れ
た
軍
艦
な
ど
に
搭と
う
さ
い載
さ
れ
た
戦
闘
機

な
ど
に
よ
る
空
襲
も
日
常
的
に
行
わ
れ
ま
し

た
。「

機き
じ
ゅ
う
そ
う
し
ゃ

銃
掃
射
」
と
い
う
言
葉
も
よ
く
耳
に

し
ま
す
。
こ
れ
は
戦
闘
機
な
ど
に
装
備
さ
れ

た
機
銃
に
よ
る
銃
撃
の
こ
と
で
、
民
間
人
に

対
し
て
無
差
別
に
銃
口
が
向
け
ら
れ
る
こ
と

も
よ
く
あ
り
ま
し
た
。
戦
争
末
期
に
は
イ
ン

フ
ラ
破
壊
を
目
的
に
列
車
に
対
し
て
集
中

砲ほ
う
か火

を
浴
び
せ
、
民
間
人
が
多
数
死
傷
す
る

悲ひ
さ
ん惨
な
事
件
も
頻
発
し
ま
し
た
。

ま
た
、「
艦か
ん
ぽ
う
し
ゃ
げ
き

砲
射
撃
」
と
は
軍
艦
に
装
備

さ
れ
た
大
砲
に
よ
る
射
撃
の
こ
と
で
、
こ
れ

も
戦
争
末
期
に
沿え
ん
が
ん岸
地ち
い
き域
で
集
中
的
に
行
わ

れ
、
多
数
の
死
傷
者
が
出
た
例
が
あ
り
ま
す
。

空
襲
が
迫せ
ま

る
と
2
段だ
ん
か
い階

で
警け
い
ほ
う報

が
発
せ
ら

れ
、
サ
イ
レ
ン
や
ラ
ジ
オ
な
ど
で
知
ら
さ
れ

ま
し
た
。
ま
ず
敵
機
の
来
襲
が
探た
ん
ち知

さ
れ
る

と
「
警け
い
か
い
け
い
ほ
う

戒
警
報
」
が
発
せ
ら
れ
、
夜
間
の
場

合
は
電
灯
の
明
か
り
が
外
に
漏も

れ
な
い
よ
う

に
す
る
灯
火
管
制
が
実じ
っ
し施

さ
れ
ま
し
た
。
さ

ら
に
危
険
性
が
高
ま
る
と
「
空
襲
警
報
」
に

切き

り
替か

え
ら
れ
、
速
や
か
に
防ぼ
う
く
う
ご
う

空
壕
へ
避ひ
な
ん難

す
る
よ
う
指
示
さ
れ
ま
し
た
。

日
本
軍
に
よ
る
空
襲

日
本
軍
も
日
中
戦
争
に
お
い
て
5
年
間
に

わ
た
っ
て
重じ
ゅ
う
け
い慶

に
大だ
い
き
ぼ

規
模
な
爆
撃
を
行
い
、

1
万
人
以
上
の
死
者
が
出
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
太
平
洋
戦
争
に
お
い
て
も
、
ア

メ
リ
カ
本
土
に
対
し
て
潜せ
ん
す
い
か
ん

水
艦
や
風
船
爆
弾

を
用
い
た
攻
撃
で
民
間
人
6
人
の
死
者
や
森

林
火
災
な
ど
の
被
害
を
出
し
ま
し
た
。
ま

た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
対
し
て
は
昭
和
17

（
1
9
4
2
）
年
2
月
か
ら
翌よ
く
ね
ん年

11
月
に
か
け

て
1
0
0
回
近
く
の
空
襲
を
行
い
、
特
に

昭
和
17
年
2
月
19
日
の
ダ
ー
ウ
ィ
ン
空
襲
で

は
約
2
5
0
人
の
死
者
が
出
て
い
ま
す
。

空襲で焼け野原になった東京。中央は皇居（提供:共同通信社）

焼夷弾（慶応義塾蔵）

新橋の焼け跡から掘
ほ
り出された硬

こうか
貨（港区立港郷土資料館蔵）

空襲で一面の焼け野原となった跡地にバラックを建てて生活する
人たち（提供:共同通信社）
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昭
和
20
（
1
9
4
5
）
年

5
月
24
、
25
日
の
空
襲

「
東
京
山
の
手
大
空
襲
」
と
し
て
知
ら
れ

る
2
日
間
に
わ
た
る
空
襲
は
、
24
日
が
約

5
6
0
機
の
B 

29
、
投
下
さ
れ
た
焼
夷
弾
は

3
千
6
0
0
ト
ン
余
り
、
25
日
は
約
5
0
0

機
、
3
千
3
0
0
ト
ン
余
り
と
記
録
さ
れ
、

3
月
10
日
の
空
襲
よ
り
も
徹て
っ
て
い底
し
た
爆
撃

で
、
赤
坂
や
青
山
な
ど
の
東
京
の
〝
山
の
手
〞

（
高
台
）
が
標
的
で
し
た
。
死
者
は
両
日
を

合
わ
せ
、
東
京
全
体
で
4
千
人
余
り
。
東
京

大
空
襲
に
比
べ
て
死
者
が
少
な
か
っ
た
の
に

は
、
い
く
つ
か
の
原
因
が
指し
て
き摘

さ
れ
て
い
ま

す
。
住
宅
が
密み
っ
し
ゅ
う集

し
て
い
る
下
町
に
比
べ
、

山
の
手
の
住
宅
街
は
密
度
が
低
か
っ
た
こ
と
、

下
町
は
川
が
多
く
避
難
が
困
難
で
あ
っ
た
が
、

山
の
手
は
起き

ふ
く伏

に
富
み
、
延え
ん
し
ょ
う焼が

拡
大
し
に

く
か
っ
た
こ
と
。
ま
た
3
月
の
空
襲
を
教
訓

に
、
建
物
を
強
制
的
に
取
り
壊こ
わ

し
て
延
焼
を

予
防
す
る
「
建
物
疎そ
か
い開

」
が
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
、「
防
空
法
」
と
い
う
法ほ
う
り
つ律
に
基
づ
く
、

市
民
の
消
火
義
務
よ
り
も
避
難
を
最さ
い
ゆ
う
せ
ん

優
先
す

る
当
局
の
方ほ
う
し
ん
て
ん
か
ん

針
転
換
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い

ま
す
。

と
は
い
え
、
芝
・
麻
布
・
赤
坂
の
3
区
を

合
わ
せ
て
約
7
5
0
人
の
死
者
を
出
し
、
焼

失
家
屋
は
約
3
万
4
千
戸
、
一
帯
は
焼
け
野

原
と
な
り
ま
し
た
。
宮
き
ゅ
う
じ
ょ
う

城
と
呼
ば
れ
て
い

た
皇
居
や
霞
ヶ
関
の
官か
ん
ち
ょ
う
が
い

庁
街
な
ど
が
焼
失

し
た
の
は
こ
の
時
で
、
芝
区
で
は
、
増
上

寺
の
五ご
じ
ゅ
う
の
と
う

重
塔
や
徳
川
家
の
霊れ
い
び
ょ
う廟

な
ど
が
焼

け
落
ち
ま
し
た
。
高
輪
に
邸て
い
た
く宅

が
あ
っ
た

高た
か
ま
つ
の
み
や
の
ぶ
ひ
と

松
宮
宣
仁
親
王
は
5
月
26
日
の
日
記
に
、

伊い
さ
ら
ご

皿
子
坂
か
ら
聖
ひ
じ
り

坂
に
か
け
て
「
ス
ッ
カ
リ

ヤ
ケ
タ
」、「
赤
坂
ハ
9
分
9
厘り
ん

ヤ
ケ
タ
」
と

記
し
て
い
ま
す
（『
高
松
宮
日
記
』
第
8
巻か
ん

）。

表
参
道
付
近
で
は
た
く
さ
ん
の
人
が
逃に

げ

遅お
く

れ
、
安
田
銀
行
（
現
・
み
ず
ほ
銀
行
青
山

支
店
）
の
前
に
は
死
体
の
山
が
で
き
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
現
場
で
あ
る
北
青
山

三
丁
目
の
表
参
道
交
差
点
前
に
は
「
和
を
の

ぞ
む
」
と
題
す
る
追つ
い
と
う
ひ

悼
碑
が
あ
り
ま
す
（
平

成
19
年
に
、
区
政
60
周
年
を
記
念
し
て
、
赤

坂
地
区
総
合
支
所
が
区
民
と
協
働
で
建
立
）。

ま
た
そ
の
近
く
の
善ぜ
ん
こ
う
じ

光
寺
東
京
別
院
に
は
青

山
周
辺
で
戦
災
に
よ
り
亡な

く
な
っ
た
方
の
た

め
に
「
戦
災
殉じ
ゅ
ん
な
ん難

者
諸し
ょ
せ
い
れ
い

精
霊
供く
よ
う養

塔と
う

」
が

あ
り
、
戦
争
の
悲
惨
さ
を
伝
え
て
い
ま
す

（
1
9
6
6
年
建
立
）。

焼け野原になった町に暮らす人たち（提供:共同通信社）

「和をのぞむ」全文

［表2］芝・麻布・赤坂3区の戦災被害

区域 区域面積 罹災面積
（比率） 戦前戸数 家屋の損失

（比率）
人的被害 罹災者数死亡 重傷 軽傷

芝区 8.61km2 2.36km2
（27.45％） 38,577 戸 21,863 戸

（56.5％） 257 420 1,610 68,007

麻布区 4.29km2 3.14km2
（73.24％） 19,611 戸 12,590 戸

（60.4％） 180 197 1,306 44,584

赤坂区 4.30km2 3.24km2
（75.37％） 11,878 戸 10,406 戸

（83.7％） 614 515 5,038 31,834

都合計 92,778 30,404 120,544 3,044,197

出典：『新修港区史』下巻

［表3］港区（旧芝区・麻布区・赤坂区）の空襲被害一覧

空襲日 被害にあった地域 死亡者数 負傷者数 焼失した
建物数

被災した
建物数 罹災者数

1944
（昭和19）年

11月24日 芝区第5・第6台場 ー ー ー ー ー

11月27日 赤坂区青山南町5丁目 ー ー ー ー ー

11月30日 芝区浜松町2丁目、宮本町１丁目、芝公園７号地、栄町、麻布区六
本木町、飯倉片町、飯倉1・2・3丁目 （32） （126） （38）（2,914）（9,112）

12月27日 芝区新堀町、麻布区宮村町 ー 5 ー 1 ー

1945
（昭和20）年

1月9日 芝区東京港 0 0 0 0 0

1月27日 麻布区飯倉片町、赤坂区福吉町、新町 11 1 ー

2月9日 赤坂区青山南町6丁目 ？ ？ ？ ？ ？

2月17日 赤坂区青山3丁目（南町・北町のいずれかは不明） ー 1 ー ー ー

2月19日 赤坂区青山南町6丁目 3 10 11 50

2月25日 赤坂区青山南町1・2・5・6丁目、青山北町3・6丁目 2 2 47 220

3月10日

芝区汐留、新橋3・4丁目、芝公園3・4・5・20号地、田村町3・4・6
丁目、愛宕町1・2丁目、西久保広町、西久保八幡町、神谷町、琴平
町、西久保巴町、白金三光町

77 240 2,892 ー 10,682

麻布区飯倉町、我善坊町、仲ノ町、市兵衛町、箪笥町、今井町、三
河台町 40 57 1,222 ー 4,317

赤坂区権田原町、檜町、青山南町1・2・5・6丁目、青山北町1・4・
6丁目 1 2 61 ー 315

4月4日 芝区浜松町2丁目、中門前町3丁目、金杉1丁目、西芝浦4丁目 38 37 35 33 1,050

4月13・14日 赤坂区新坂町、青山北町2・3丁目 3 1 24 125

4月15・16日

芝区新橋2丁目、田村町2・3・4・5丁目、愛宕町1・2・3丁目、神吉
町 10 1,480 4,601

麻布区市兵衛町、狸穴町、我善坊町、新網町1・2丁目、永坂町、坂
下町、網代町、宮下町 40 8 1,400 ー 4,000

5月23日 麻布区桜田町、飯倉町、笄町、新堀町、北日ケ窪町、東鳥居坂町、
霞町の一部 ー ー ー ー ー

5月24日

芝区西久保桜川町、南佐久間町2丁目、汐留、新橋3・4・5丁目、田
村町2・3・5・6丁目、新堀町、白金今里町、白金三光町、白金志田
町、高輪南町、高輪台町、二本榎西町、田町、車町、伊皿子町、三
田1丁目、三田綱町、三田豊岡町、三田四国町

11 171 2,848 10,086

麻布区鳥居坂町、新堀町、田島町、富士見町、本村町、龍土町、新
龍土町、霞町、竹谷町、北日ケ窪町、笄町、材木町、飯倉片町 3 50 1,084 ー 4,321

赤坂区青山南町1・5丁目、青山北町6丁目、高樹町、新坂町、新町
3丁目 1 17 152 ー 657

5月25・26日

芝区愛宕町、中門前町、芝公園2～ 5号地、琴平町、西久保巴町、
田村町1・2丁目、今入町、片門前町1～ 2丁目、宮本町、西久保明
舟町、新橋1～ 7丁目、浜松町1～ 4丁目、白金台町1・2丁目、白
金今里町、海岸通3丁目、三田1～3丁目、松本町、西芝浦1～4丁目、
田町6～ 8丁目、本芝1～ 4丁目、赤羽町、芝浦1丁目、三田四国町

120 1,012 11,700 ー 40,300

麻布区の大半 66 137 7,794 ー 27,255

赤坂区の大半 551 1,150 9,961 ー 30,660

5月29日 芝区高浜町、高輪南町 11 7 ー 11

8月13日 芝区白金三光町 4 4 8 51

※	『東京都戦災誌』（1953年）、『港区史』下巻（1960年）に基づき作成された港区・港区教育委員会編『平和を創り、守るために―今、戦争を考える』（2006
年）掲載表を一部調整の上転載。

※	空襲被害の数値には諸説あります。なお1944年11月30日の空襲被害（カッコ書き）のみは東京都内全体の数値。

　

太
平
洋
戦
争
の
末
期
、
昭
和
ニ
十
年
五
月
、
山
の
手
地
域
に
大
空
襲
が
あ
り
、

赤
坂
・
青
山
地
域
の
大
半
が
焦
土
と
化
し
ま
し
た
。

　

表
参
道
で
は
、
ケ
ヤ
キ
が
燃
え
、
青
山
通
り
の
交
差
点
付
近
は
、
火
と
熱
風
に
よ
り

逃
げ
場
を
失
っ
た
多
く
の
人
々
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。

　

戦
災
に
よ
り
亡
く
な
っ
た
人
々
を
慰
霊
す
る
と
と
も
に
、
心
か
ら
戦
争
の
な
い

世
界
の
平
和
を
祈
り
ま
す
。

　

港
区
政
六
十
周
年
に
あ
た
り
、
こ
の
地
に
平
和
を
願
う
記
念
碑
を
建
立
し
ま
す
。

平
成
十
九
年
一
月	

港
区
赤
坂
地
区
総
合
文
所

	

区
政
六
十
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会

和をのぞむ
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港
区
　
太
平
洋
戦
争
中
の
空
襲
に
よ
る

焼
失
及
び
建
物
疎
開
区
域
図

戦
前
戸
数
及
び
人
口
（
調
査
年
月
日
不
明
）

戸
数

人
口

芝
区

38,577戸
167,052人

麻
布
区

19,611戸
87,957人

赤
坂
区

11,878戸
52,042人

以
上
合
計

70,066戸
307,051人

な
お
、『
昭
和
19年

人
口
調
査
』（
総
理
府
統
計
局
篇
・
昭
和
19年

2月
22日

実
施
）に

よ
れ
ば
三
区
合
計
の
人
口
は
291,997名

と
な
っ
て
い
る
。

昭
和
20年

4月
20日

現
在
の
人
口

世
帯
数

人
口

芝
区

31,558世
帯

105,000人
麻
布
区

15,885世
帯

55,363人
赤
坂
区

10,138世
帯

32,853人
以
上
合
計

57,581世
帯

193,216人

昭
和
20年

5月
27日

現
在
の
戸
数
及
び
人
口

戸
数

世
帯
数

人
口

芝
区

11,500戸
17,300世

帯
58,600人

麻
布
区

1,760戸
2,518世

帯
7,678人

赤
坂
区

220戸
335世

帯
1,000人

以
上
合
計

13,480戸
20,153世

帯
67,278人

な
お
、『
昭
和
20年

人
口
調
査
』（
総
理
府
統
計
局
篇
・
昭
和
20年

11月
1日
実
施
）に

よ
れ
ば
、
芝
区
:67,116名

、
麻
布
区
:20,697名

、
赤
坂
区
:8,791名

、
三
区
合

計
人
口
96,604名

と
な
っ
て
い
る
。

昭
和
22年

	
人
口
164,966名

、
世
帯
43,292

昭
和
53年（

8月
1日
）	
人
口
200,202名

、
世
帯
87,980

『
東
京
都
戦
災
誌
』
よ
り

凡
例

■
	ア
メ
リ
カ
軍
の
空
襲
に
よ
る
焼
失
区
域

■
	防
空
法
及
び
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
建
物
疎
開
区
域

　
作
図
上
の
基
礎
資
料
と
し
て
港
区
立
三
田
図
書
館
資
料
室

及
び
港
区
役
所
建
設
部
管
理
課
保
存
の
焼
失
区
域
図
、
疎
開

区
域
図
等
を
使
用
し
、
不
明
の
箇
所
に
つ
い
て
は
多
く
の
区

民
の
方
の
御
教
示
に
依
り
で
き
る
限
り
補
正
し
ま
し
た
が
、

再
確
認
あ
る
い
は
訂
正
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
区
域
が
残
っ

て
い
る
こ
と
を
付
記
し
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
地
図
は
昭
和
27年

頃
の
も
の
を
原
図
と
し

て
い
る
た
め
に
、
昭
和
19年

～
20年

当
時
の
道
路
幅
や
区

画
等
と
異
な
っ
て
い
る
箇
所
が
あ
り
ま
す
。

空
襲
被
害
戸
数
（
全
半
壊
、
全
半
焼
）

及
び
被
災
率

戸
数

被
災
率

芝
区

21,863戸
56.5%

麻
布
区

12,590戸
60.4%

赤
坂
区

10,406戸
83.7%

以
上
合
計

44,859戸
三
区
全
体
の
建
物
の
被
災
率

（
こ
の
数
字
に
は
建
物
疎
開
に
よ
る

倒
壊
家
屋
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。）

64.0%
「
新
修
港
区
史
付
図
　
そ
の
2」を

一
部
調
整
の
上
転
載
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総
力
戦
体
制
へ

産
業
革か
く
め
い命
以
前
の
戦
争
は
、
軍
人
と
い
う

限
ら
れ
た
人
た
ち
が
戦
場
と
い
う
特
定
の
場

所
で
武
器
を
取
っ
て
戦
う
の
が
一い
っ
ぱ
ん般

的
で
、

そ
の
戦せ
ん
と
う闘

が
一
般
の
人
々
や
そ
の
生
活
に
た

だ
ち
に
影え
い
き
ょ
う響す

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
し
か
し
近
代
の
戦
争
は
、
交
戦
国
が

互た
が

い
に
国
民
の
総
力
を
結
集
し
て
戦
う
「
総

力
戦
」
と
呼よ

ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

産
業
革
命
の
影
響
に
よ
り
戦
争
に
用
い
ら
れ

る
武
器
や
乗
り
物
が
発
達
、
戦
闘
の
範は
ん
い囲
は

陸
地
だ
け
で
な
く
水
中
や
空
中
へ
と
拡か
く
だ
い大
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
戦
場
で
闘た
た
か
う
た
め
の
兵
力
を

維い

じ持
す
る
た
め
に
は
、
非
常
に
大
き
な
生
産

力
や
輸
送
手し
ゅ
だ
ん段

が
必
要
に
な
り
、
国
内
の
あ

ら
ゆ
る
面
が
軍
事
と
直
結
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
す
。
経け
い
ざ
い済

力り
ょ
くや

工
業
力
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
文
化
、
芸
術
な
ど
の
一
見
無
関
係

な
分
野
さ
え
も
対
外
宣せ
ん
で
ん伝

や
戦
意
高こ
う
よ
う揚

な
ど

で
大
い
に
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

た
の
で
す
。

日
本
に
お
い
て
は
日
中
戦
争
の
開
戦
以

来
、
政
府
が
国
民
精
神
総
動
員
運
動
を
推す
い
し
ん進

し
、
昭
和
13
（
1
9
3
8
）
年
4
月
、
国
家
総

動
員
法
が
公
布
さ
れ
、
翌よ
く
げ
つ
し
こ
う

月
施
行
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
法ほ
う
り
つ律

は
、
日
中
戦
争
の
長
期
化
に

と
も
な
い
、「
国
防
」
の
た
め
に
「
国
ノ
全

力
」
を
「
最
モ
有
効
ニ
発は
っ
き揮

」
さ
せ
ら
れ
る

よ
う
、
人
的
・
物
的
資し
げ
ん源

を
統
制
し
て
使
え

る
よ
う
に
す
る
権け
ん
げ
ん限

を
政
府
に
与あ
た

え
る
と
い

う
も
の
で
、
国
の
経
済
や
国
民
の
生
活
を
す

べ
て
戦
争
の
遂す
い
こ
う行
の
た
め
に
使
う
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
す
る
法
律
で
し
た
。
軍
人
で
は

な
い
一
般
の
人
々
も
、
そ
の
日
常
生
活
が
そ

の
ま
ま
戦
争
に
協
力
す
る
現
場
と
し
て
総
力

戦
体
制
に
組
み
込こ

ま
れ
て
い
き
ま
し
た
。
戦

場
の
「
前
線
」
を
支
え
る
現
場
と
い
う
意
味

で
、
国
内
の
日
常
生
活
の
こ
と
は
、
当
時

「
銃じ
ゅ
う
ご後

」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

組
み
込
ま
れ
る
「
銃
後
」

昭
和
15
（
1
9
4
0
）
年
、
政
府
は
「
隣
と
な
り

組ぐ
み

」
を
制
度
化
し
ま
す
。
こ
れ
は
一
般
家
庭

を
10
軒け
ん

程
度
で
1
組
に
し
て
全
家
庭
を
国
の

下
に
組
織
化
す
る
も
の
で
、
相そ
う
ご互

に
情
報
を

伝
え
、
物
資
や
食
料
の
統
制
、
空く
う
し
ゅ
う
た
い
さ
く

襲
対
策
な

ど
で
助
け
合
う
仕
組
み
と
な
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
各
家
庭
に
「
回か
い
ら
ん覧
板
」
を
回
し
た
り
、

さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に
集
ま
っ
て
相
談
し
合
う

こ
と
な
ど
で
、
国
の
方ほ
う
し
ん針
に
協
力
し
な
い
「
非

国
民
」
や
、
敵
国
に
情
報
を
伝
え
る
ス
パ
イ

が
い
な
い
か
、
日ひ
ご
ろ頃
か
ら
監か
ん
し視
し
あ
う
役や
く
わ
り割

も
果
た
し
ま
し
た
。
言
い
換か

え
れ
ば
、
ご
近

所
づ
き
あ
い
が
、
戦
争
遂
行
の
体
制
に
組
み

込
ま
れ
た
の
で
し
た
。

学
校
も
例
外
で
は
な
く
、
総
力
戦
体
制
に

組
み
込
ま
れ
て
い
き
ま
す
。
昭
和
13
年
、
文

部
省
は
中
学
校
低
学
年
以
上
の
学
生
・
生
徒

に
数
日
間
の
勤き
ん
ろ
う
ほ
う
し

労
奉
仕
を
義
務
化
、
昭
和
16

（
1
9
4
1
）
年
に
は
、
学
校
ご
と
に
学
生
・

生
徒
を
軍
隊
同
様
に
組
織
す
る
学
校
報
国
隊

が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
頃こ
ろ

、
総
力
戦
体
制
を
呼
び
か
け
る
標

語
が
盛さ
か

ん
に
作
ら
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
ま
す
。
有
名
な
も
の
に
、「
ぜ
い
た
く

は
敵
だ
」（
昭
和
13
年
）、「
欲ほ

し
が
り
ま
せ

ん
勝
つ
ま
で
は
」・「
足
ら
ぬ
足
ら
ぬ
は
工
夫

が
足
ら
ぬ
」（
昭
和
17
年
）、「
撃う

ち
て
し
止や

ま
む
」（
昭
和
18
年
）
と
い
っ
た
も
の
が
あ

り
ま
す
。

街
角
で
は
、
軍
隊
に
入
隊
す
る
兵
士
の

「
武
運
長
久
」
を
祈い
の

っ
て
「
千せ
ん
に
ん人

針ば
り

」
へ
の

協
力
を
求
め
る
女
性
の
姿す
が
たが

よ
く
見
ら
れ
ま

し
た
。「
千
人
針
」
と
は
、
道
行
く
女
性
に

1
人
一
つ
ず
つ
玉
留
め
を
し
て
も
ら
い
、
そ

れ
を
千
集
め
た
布
を
弾た
ま

除よ

け
の
お
守
り
と
し

て
兵
士
に
贈お
く

っ
て
無
事
を
祈
る
も
の
で
す
。

多
く
の
場
合
、「
千
里
を
往い

っ
て
千
里
を
還か
え

る
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
か
ら
縁え
ん
ぎ起
が
良
い
虎と
ら

の
絵え
が
ら柄
が
あ
し
ら
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
「
苦

戦
」（
九
銭
）
を
越こ

え
る
と
い
う
意
味
で
十

銭
硬こ
う
か貨

、「
死
線
」（
四
銭
）
を
越
え
る
と
い

う
意
味
で
五
銭
硬
貨
を
縫ぬ

い
付
け
る
こ
と
も

多
く
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
他
、
職
場
や
学

校
で
は
、
兵
士
の
た
め
に
日
章
旗
に
寄
せ
書

き
を
し
た
り
、
戦
地
の
軍
人
を
激げ
き
れ
い励

す
る
た

め
に
手
紙
や
手
作
り
の
人
形
、
日
用
品
な
ど

を
慰い
も
ん
ぶ
く
ろ

問
袋
に
入
れ
て
贈
る
こ
と
も
よ
く
行
わ

れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
日
中
戦
争
以い
こ
う降

、
政
府
に

よ
っ
て
日
本
の
あ
ら
ゆ
る
力
を
総
動
員
し
て

戦
争
に
集
中
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
ま
し
た

が
、
同
時
に
そ
の
動
き
は
国
民
に
支
持
さ
れ
、

マ
ス
コ
ミ
な
ど
も
そ
の
風ふ
う
ち
ょ
う潮を

あ
お
り
、
時

に
は
政
府
に
先さ
き
が駆

け
て
そ
の
機
運
を
高
め
て

い
っ
た
の
で
し
た
。

4
国
民
の
総
動
員
へ

東京市隣組回報（港区立港郷土資料
館蔵）
麻
あざ ぶ
布区広

ひろ お
尾町町会の隣組の回覧板で

閲
えつらん
覧されたもの。回覧板は、戦時中

に隣組や町会（町内会）の連
れんらく
絡手段と

して広く普
ふきゅう
及した。この回報では、

不要不急の旅行の自
じしゅく
粛が呼びかけら

れている

慶
けいおう
應義

ぎじゅく
塾商工学校報国隊腕

わんしょう
章（提供：慶應義塾福

ふくざわ
澤研

究センター）

衣類の新調を戒
いまし
めるポスター（出典：『勝ち抜く経済展覧会図録』

昭和18年、国立国会図書館蔵）

特 集 H I S T O R Y 港区と戦争

戦時中の暮らし

千人針（提供：慶應義塾福澤研究センター）

昭和19（1944）年に陸軍に入営した学生に贈られた
寄せ書き（提供：慶應義塾福澤研究センター）
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食
料
や
物
資
の
欠け

つ
ぼ
う乏

日
本
は
資
源
が
乏と
ぼ

し
い
国
だ
と
い
わ
れ
ま

す
が
、
そ
れ
は
戦
争
中
の
当
時
も
同
じ
で
し

た
。
石
油
や
鉄
を
は
じ
め
と
し
て
戦
争
に
不

可
欠
な
資
源
も
輸
入
に
依い
ぞ
ん存

し
て
い
た
日
本

で
は
、
日
中
戦
争
以
降
、
連
合
国
側
に
よ
る

経
済
封ふ
う
さ鎖

が
進
む
中
で
、
限
ら
れ
た
物
資
を

ま
ず
戦
争
遂
行
の
た
め
に
優ゆ
う
せ
ん先

的
に
使
う
必

要
が
生
じ
ま
し
た
。
一
般
国
民
は
節
約
が

奨し
ょ
う
れ
い
励
さ
れ
、
ぜ
い
た
く
は
禁
じ
ら
れ
ま
し
た

が
、
日
用
品
も
入
手
し
に
く
く
な
り
価
格
が

急き
ゅ
う
と
う
騰
、
昭
和
14
（
1
9
3
9
）
年
10
月
に
は
「
国

家
総
動
員
法
」
に
基
づ
き
「
価
格
等
統
制
令
」

が
公
布
さ
れ
、
業
者
が
自
由
に
値ね
だ
ん段

を
付
け

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。

昭
和
15
（
1
9
4
0
）
年
6
月
に
は
、
東
京
・

大お
お
さ
か阪

・
横よ
こ
は
ま浜

・
名
古
屋
・
京
都
・
神
戸
の
6

大
都
市
で
、
砂さ
と
う糖

・
マ
ッ
チ
の
切き
っ
ぷ符

配
給
制

が
実じ
っ
し施

さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
切
符
を
持
っ

て
い
る
者
だ
け
が
購こ
う
に
ゅ
う入

で
き
る
仕
組
み
で
、

11
月
に
は
全
国
で
実
施
、
品
目
は
米
を
は
じ

め
と
す
る
そ
の
他
の
食
料
、
衣
類
、
木
炭
な

ど
に
も
及お
よ

ん
で
い
き
ま
し
た
。
し
か
し
戦
争

末
期
に
は
配
給
も
思
う
よ
う
に
で
き
ず
、
切

符
を
持
っ
て
い
て
も
品
物
が
な
い
と
い
う
事

態
も
起
こ
り
、
個
人
間
で
の
物
々
交こ
う
か
ん換

が
行

わ
れ
た
り
、
空
い
て
い
る
土
地
を
畑
と
し
て

自
ら
食
料
を
作
る
こ
と
も
広
く
行
わ
れ
ま
し

た
。
食
堂
や
旅
館
に
は
、
自
分
が
食
べ
る
た

め
の
米
を
持
参
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

ほ
ど
で
、
こ
の
状
じ
ょ
う
き
ょ
う
況
は
敗
戦
後
も
改か
い
ぜ
ん善
せ
ず
、

戦
後
む
し
ろ
一い
っ
そ
う
し
ん
こ
く

層
深
刻
さ
を
増
し
て
い
く
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

金
属
の
供き

ょ
う
し
ゅ
つ出

武
器
の
生
産
に
不
可
欠
な
金
属
類
に
つ
い

て
は
、
昭
和
12
（
1
9
3
7
）
年
か
ら
政
府
に

よ
っ
て
金
属
類
の
回か
い
し
ゅ
う収
が
呼
び
か
け
ら
れ
、

昭
和
16
（
1
9
4
1
）
年
9
月
に
は
「
国
家
総

動
員
法
」
に
基
づ
き
「
金
属
類
回
収
令
」
が

施
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
職
場
や

学
校
は
も
と
よ
り
各
家
庭
に
あ
る
不
要
不
急

と
さ
れ
た
金
属
が
供
出
さ
れ
ま
し
た
。
例
え

ば
屋
外
の
銅
像
、
鉄て
っ
さ
く柵

、
寺
院
の
梵ぼ
ん
し
ょ
う鐘、

各

家
庭
で
は
鍋な
べ

、
タ
ン
ス
の
引
き
手
、
貴き
き
ん
ぞ
く

金
属

類
な
ど
が
回
収
さ
れ
ま
し
た
。
回
収
作
業
を

担に
な

っ
た
の
は
隣
組
や
婦
人
会
な
ど
で
、
近
隣

で
は
相
互
に
供
出
状
況
を
確か
く
に
ん認
し
合
い
ま
し

た
。
金
属
供
出
の
痕こ
ん
せ
き跡
は
、
今
で
も
街
中
で

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
例
え
ば
多
数
の
金

属
製
の
柵
が
撤て
っ
き
ょ去

さ
れ
た
青
山
霊れ

い
え
ん園

で
は
、

代
わ
り
に
木
の
棒ぼ
う

を
柵
に
し
て
い
た
り
、
い

ま
だ
に
抜ぬ

か
れ
た
ま
ま
で
柵
の
柱
だ
け
が
並な

ら

ん
で
い
る
お
墓
を
多
数
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。衣

服
の
統
制

国
民
は
、
衣
服
の
面
で
も
、
簡か
ん
そ素

で
合
理

的
な
服ふ
く
そ
う装

を
着
用
し
、
戦
時
の
体
制
に
集
中

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
昭
和
15
年
、

政
府
は
陸
軍
の
軍
服
に
よ
く
似
た
カ
ー
キ
色

の
「
国
民
服
」
を
制
定
し
、
こ
れ
を
11
月
に

「
国
民
服
令
」
で
法
律
と
し
て
定
め
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
国
民
服
は
男
子
が
背せ
び
ろ広

や
そ

の
他
の
平
常
の
服
装
に
代
え
て
着
用
す
る
も

の
で
、
燕え
ん
び
ふ
く

尾
服
や
モ
ー
ニ
ン
グ
な
ど
の
礼
服

を
着
用
す
る
と
き
で
も
、
国
民
服
に
儀ぎ
れ
い礼
章

を
付
け
れ
ば
代
用
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し

た
。
着
用
は
義
務
化
さ
れ
た
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
戦
争
の
後
期
に
は
学
生

な
ど
も
含ふ
く

め
て
多
く
の
男
子
が
着
用
す
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
男
子
同
様
に
女
子
に
対

し
て
も
昭
和
17
（
1
9
4
2
）
年
に
「
婦
人
標

準
服
」
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
ほ

と
ん
ど
普ふ
き
ゅ
う及
せ
ず
、
代
わ
っ
て
動
き
や
す
さ

か
ら
「
も
ん
ぺ
」
が
大
流
行
し
ま
し
た
。
い

ず
れ
に
し
て
も
衣
服
を
自
由
に
選せ
ん
た
く択
す
る
こ

と
は
で
き
ず
、
緊
き
ん
き
ゅ
う急
事
態
に
す
ぐ
に
対
応
し

た
り
作
業
を
行
い
や
す
い
よ
う
に
、
袂た
も
とが

は

だ
け
ず
動
き
や
す
い
服
装
が
よ
し
と
さ
れ
た

の
で
し
た
。

防
空
対た

い
さ
く策

住
居
の
面
で
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
昭
和

12
年
10
月
、「
防
空
法
」
が
施
行
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
法
律
は
、
空
襲
を
想
定
し
、
そ
の

被ひ
が
い害

を
軽
減
す
る
た
め
に
一
般
国
民
の
「
灯

火
管
制
」
や
消
火
、
避ひ
な
ん難

、
救
護
な
ど
を
定

め
た
も
の
で
し
た
。
灯
火
管
制
と
は
、
夜
間

空
襲
の
際
に
地
上
の
様
子
が
わ
か
ら
な
い
よ

う
に
電
灯
の
明
か
り
を
制
限
す
る
こ
と
で
す
。

各
家
庭
で
も
新
聞
紙
を
重
ね
た
り
黒
布
を
か

け
た
り
雨
戸
を
閉し

め
る
な
ど
し
て
光
が
外
に

漏も

れ
る
こ
と
を
防
ぎ
、
電
灯
に
は
筒つ
つ
じ
ょ
う状の

布

や
厚
紙
を
取
り
付
け
、
真
下
に
だ
け
明
か
り

を
照
ら
す
よ
う
工
夫
さ
れ
た
り
、
明
暗
を
切き

り
替か

え
ら
れ
る
電
球
な
ど
も
売
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
そ
し
て
警け
い
ほ
う報

が
発
令
さ
れ
る
と
即そ
く
じ時

に
光
を
遮し
ゃ
だ
ん断

す
る
対
応
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

当
時
の
注
意
書
き
に
よ
れ
ば
、
管
制
時
に
は

煙た
ば
こ草

の
火
で
も
不
用
意
に
点
火
し
な
い
よ
う

記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
昭
和
16
年
に
は
こ
の

法
律
に
「
応
急
消
火
」
や
「
退
去
禁
止
」
な

ど
が
定
め
ら
れ
、
空
襲
時
に
は
家
に
留
ま
っ

て
消
火
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
違い
は
ん反

す
る
と
罰ば
っ

せ
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、

こ
れ
が
後
に
大
都
市
で
の
空
襲
に
よ
る
多
数

の
犠ぎ
せ
い牲

に
繋つ
な

が
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

地ち
い
き域

や
学
校
な
ど
で
は
防
空
訓
練
が
日
常

的
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
各

統
制
さ
れ
る
衣
・
食
・
住

蔬
そさいげんぴょう
菜原票（港区立港郷土資料館蔵）
蔬菜（野菜）の購入券の割り当てを受け
るための登録用紙。世帯員数、町会長
や隣組長の承認印が捺

お
されている

保存食品購入票（港区立港郷土資料館蔵）

金属回収感謝状（港区立港郷土資料
館蔵）
金属回収への協力に対する感謝状。
武器生産に必要な金属資源の不足を
補
おぎな
うため、家庭の鍋

なべかま
釜などの金属製

品までもが回収の対象となった

衣料切符（港区立港郷土資料館蔵）
衣料品は、配給制が昭和17（1942）年から昭和26（1951）年まで実施
された。配給制度は、物資を公正に分配する目的で実施され、許可制
や切符制などの方法があった。衣料品では切符制が導入され、割

わ
り当

てられた衣料切符に現金を添
そ
えて衣料品を購入した。写真は、昭和

19（1944）年のもの

もんぺを着て行進する女性たち（出
典：『写真週報』139号、提供：アジア
歴史資料センター、国立公文書館蔵）
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家
庭
で
用
意
す
べ
き
消
火
の
道
具
も
定
め

ら
れ
て
お
り
、
玄げ
ん
か
ん関

横
に
は
防
火
用
水
を

た
め
て
お
く
た
め
の
貯ち
ょ
す
い
そ
う

水
槽
、
水
を
か
け

る
た
め
の
バ
ケ
ツ
、
消
火
用
の
砂す
な

、
屋
根

裏う
ら

に
止
ま
っ
た
焼し
ょ
う
い
だ
ん

夷
弾
を
払は
ら

う
た
め
の

鳶と
び
ぐ
ち口
、
火
の
粉
を
払
う
た
め
の
火
た
た
き
、

む
し
ろ
、
か
ま
す
な
ど
が
常
備
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
町
内
会

な
ど
で
防ぼ
う
ど
く
め
ん

毒
面
（
ガ
ス
マ
ス
ク
）
も
準
備

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
一
般
家
庭
に
お
い
て
も

衣
食
住
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
お
い
て
戦
時
へ

の
対
応
が
求
め
ら
れ
、
日
常
が
戦
争
と
共

に
あ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

灯火管制用2段
だん
階
かい
切
きりかえ
替電球（港区立港郷土資料館蔵）

麻布の家庭で使用されていた灯火管制用の電球。戦中は、夜間空襲に
備えて、部屋の電灯に制限が敷

し
かれていた。光が拡散されないよう遮

光塗
とそう
装されている

防毒マスク（港区立港郷土資料館蔵）
焼夷弾による攻

こうげき
撃の他に、毒ガス攻撃が想定されていたため、防毒マ

スクが支給された。実際には、焼夷弾による攻撃がほとんどで、防毒
マスクは使われなかった

日
常
の
隅す
み
ず
み々

に
い
た
る
統
制
は
、
も
ち
ろ
ん
港
区
内
で
も
広
く
行
わ

れ
た
の
で
、
そ
の
時
代
の
遺い
ぶ
つ物
が
今
日
に
多
く
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

近
年
で
は
、
考
古
学
的
な
発は
っ
く
つ掘

調
査
の
際
に
、
従じ

ゅ
う
ら
い来は

顧か
え
りみ

ら
れ
て
い

な
か
っ
た
戦
争
中
の
遺
物
も
丁て
い
ね
い寧
に
調
査
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て

い
る
こ
と
か
ら
、
戦
時
中
に
使
用
さ
れ
た
陶と
う
じ
き

磁
器
製
品
な
ど
が
多
数
出

土
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
に
は
戦
時
を
思
わ
せ
る
絵
柄
や
文
字
が
記
さ

れ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
金
属
供
出
の
結
果
、
陶
磁
器
製
に
代
え
ら
れ

た
「
代
用
品
」
と
呼
ば
れ
る
遺
物
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
存
在
は
、

戦
争
が
い
か
に
人
々
の
日
常
に
影
響
を
与
え
た
か
を
如に
ょ
じ
つ実
に
物
語
っ
て

い
ま
す
。

c o l u m n

港区に残された当時の使用品

磁器製防衛食容器（港区立港郷土資料館蔵）
直径約8cm、高さ約9.5cmの本体を、厚み1.0 ～ 1.5cmの蓋

ふた
で

密
みっぺい
閉する磁器の器。佃

つくだに
煮などの保存がきく食料を入れて、万一のと

きに備えたといわれている

勤
労
動
員
の
拡か

く
だ
い大

戦
時
下
の
中
学
生
以
上
の
学
生
・
生
徒
に

は
集
団
で
の
勤
労
作
業
へ
の
従じ
ゅ
う
じ事
が
徐じ
ょ
じ
ょ々

に

拡
大
し
て
い
き
ま
し
た
。
昭
和
13
（
1
9
3
8
）

年
6
月
、
文
部
省
は
「
集
団
的
勤
労
作
業
運

動
実
施
ニ
関
ス
ル
件
」
を
通
達
、
夏
休
み
な

ど
に
数
日
間
、
中
学
生
以
上
を
勤
労
作
業
、

今
日
的
に
い
え
ば
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
従
事
さ

せ
る
よ
う
各
学
校
に
求
め
、
近き
ん
り
ん隣

の
清せ
い
そ
う掃

な

ど
の
活
動
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
政
府

方ほ
う
し
ん針
で
徐
々
に
組
織
化
、
長
期
化
さ
れ
、
内

容
も
軍ぐ
ん
じ
ゅ需
工
場
で
の
作
業
や
、
労
働
力
不
足

に
苦
し
む
農
家
で
の
農
作
業
な
ど
が
増
え
て

い
き
ま
し
た
。
昭
和
18
（
1
9
4
3
）
年
に
は

1
年
の
う
ち
4
か
月
、
継
続
的
に
動
員
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
昭
和
19

（
1
9
4
4
）
年
3
月
に
は
閣か
く
ぎ議

決
定
「
決
戦

教
育
措そ

ち置
要よ
う
こ
う綱

」
に
よ
り
中
学
校
以
上
の
学

校
で
の
授
業
が
完
全
に
停
止
さ
れ
、「
勤
労

即
教
育
」
と
し
て
授
業
が
一
切
行
わ
れ
な
い

状
態
と
な
り
ま
し
た
。
一
方
で
空く
う
し
ゅ
う襲の

激げ
き
か化

に
よ
り
、
動
員
先
の
工
場
が
次
々
と
爆ば
く
げ
き撃
を

受
け
、
動
員
先
を
転
々
と
す
る
こ
と
と
な

り
、
爆
撃
で
の
死し
し
ょ
う傷
者し
ゃ

も
多
数
出
ま
し
た
。

特
に
、
愛
知
県
の
豊
川
海
軍
工こ
う
し
ょ
う
廠
で
は
昭
和

20
年
8
月
7
日
に
集
中
的
な
爆
撃
を
受
け
て

壊か
い
め
つ滅

的
な
被ひ
が
い害

を
受
け
、
2
千
5
0
0
人

以
上
の
犠ぎ
せ
い
し
ゃ

牲
者
が
出
ま
し
た
。
そ
の
中
に
は

動
員
さ
れ
て
い
た
全
国
か
ら
の
勤
労
学
徒
が

5
0
0
人
近
く
含ふ
く

ま
れ
て
い
ま
し
た
。
年ね
ん
れ
い齢

不
相
応
な
複
雑
な
作
業
や
過か
こ
く酷
な
勤
務
態
勢

の
場
合
も
あ
り
、
作
業
中
の
事
故
に
よ
る
犠

牲
者
も
頻ひ
ん
ぱ
つ発

し
ま
し
た
。

疎
開
の
推す

い
し
ん進

「
疎
開
」
と
い
う
語
は
、
退た
い
ひ避
、
避ひ
な
ん難
な

ど
と
同
じ
意
味
で
す
が
、「
逃に

げ
る
」
と
い

う
消
極
的
意
味
を
嫌き
ら

っ
て
選
ば
れ
た
造
語
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
昭
和
18
年
秋
、
ア
メ
リ
カ

で
B 

29
爆
撃
機
が
量
産
体
制
に
入
り
、
実
戦

配
備
が
間
近
で
あ
る
と
い
う
情
報
が
も
た
ら

さ
れ
る
と
、
そ
の
ず
ば
抜ぬ

け
た
航
続
距き
ょ
り離

と

爆ば
く
だ
ん弾

搭と
う
さ
い載

能
力
か
ら
、
日
本
政
府
は
本
土
空

襲
へ
の
警け
い
か
い戒
を
強
め
、
施
設
、
資
材
、
人
員

の
「
疎
開
」
を
開
始
し
ま
し
た
。
目
的
は
都

市
の
防
空
体
制
充じ
ゅ
う
じ
つ実
化
、
長
期
戦
に
備
え

た
戦
力
温お
ん
ぞ
ん存
な
ど
と
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
攻こ
う

撃げ
き

目
標
と
な
る
よ
う
な
産
業
や
物
資
、
そ
し

て
学
童
や
老
人
、
女
性
を
田
舎
へ
と
移
動
す

る
政せ
い
さ
く策

が
推
進
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
は
国
民

学
校
と
呼よ

ば
れ
た
小
学
校
の
児
童
た
ち
に
は
、

親
類
な
ど
の
縁え
ん

を
頼た
よ

っ
て
田
舎
に
移
住
す
る

「
縁え
ん
こ故

疎
開
」
が
奨し
ょ
う
れ
い励

さ
れ
ま
し
た
。
ま
た

小
学
生
以
上
で
あ
っ
て
も
自
主
的
に
田
舎
へ

と
移
住
す
る
子
ど
も
た
ち
も
い
ま
し
た
。

サ
イ
パ
ン
が
陥か
ん
ら
く落

す
る
直
前
の
、
昭
和
19

（
1
9
4
4
）
年
6
月
30
日
に
は
閣
議
決
定
「
学

童
疎
開
促そ
く
し
ん進
要
綱
」
に
よ
り
、
東
京
、
大お
お
さ
か阪

な
ど
の
都
市
に
在
住
す
る
児
童
の
中
で
、
縁

故
疎
開
が
困こ
ん
な
ん難
な
児
童
を
対
象
に
集
団
疎
開

が
本
格
的
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
当
初
は
3
〜
6
年
生
が
対
象
で
し
た

が
、
翌
年
3
月
に
は
、
疎
開
を
一い
っ
そ
う層

強
化
す

る
政
府
方
針
に
よ
り
1
・
2
年
生
も
対
象
と

な
り
ま
し
た
。
疎
開
先
に
は
関
東
周
辺
の
農

村
部
が
選
ば
れ
、
宿
舎
に
は
大
人
数
を
収
し
ゅ
う
よ
う容

で
き
る
旅
館
や
寺
院
な
ど
が
あ
て
ら
れ
ま
し

た
。
さ
ら
に
戦せ
ん
き
ょ
う況が
悪
化
す
る
と
、
ア
メ
リ

カ
軍
の
日
本
本
土
上
陸
が
現
実
的
に
な
っ
て

き
た
た
め
、
海
岸
か
ら
近
い
場
所
に
疎
開
し

て
い
た
児
童
た
ち
は
再
疎
開
を
余よ

ぎ儀
な
く
さ

れ
ま
し
た
。

縁
故
疎
開
の
児
童
は
、
見
知
ら
ぬ
土
地
に

1
人
で
転
校
す
る
こ
と
と
な
り
、
地
元
の
子

ど
も
た
ち
に
な
じ
め
ず
、
つ
ら
い
思
い
を
す

る
こ
と
も
多
く
あ
り
ま
し
た
。

集
団
疎
開
の
場
合
も
、
個
人
の
時
間
が
な

い
集
団
生
活
は
ス
ト
レ
ス
が
多
く
、
敗
色
の

濃こ

い
戦
況
と
も
相
ま
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

5昭和20年5月、赤坂・氷川神社境内で行われた寺子屋式
の授業の開所式（提供:共同通信社）

勤き

ん

ろ

う労
動
員
と
学
童
疎そ

か

い開
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現
在
の
日
本
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
６・
３・
３・
４
制
」
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
小
学
校
6

年
（
義
務
教
育
）、
中
学
校
3
年
（
義
務
教
育
）、
高
等
学
校
3
年
、
大
学
4
年
と
い
う
も
の

で
、
こ
れ
以
外
に
高
等
専せ
ん
も
ん門

学
校
、
専
門
学
校
、
短
期
大
学
、
そ
の
他
各
種
学
校
が
あ
り
ま

す
。
大
学
・
短
大
（
戦
後
の
高
等
教
育
機
関
）
進
学
率
は
56
・
5
％
（
2
0
1
5
年
）
と
な
っ

て
い
ま
す
。

戦
前
日
本
で
の
大
学
に
い
た
る
進
学
ル
ー
ト
は
、
尋
じ
ん
じ
ょ
う常
小
学
校
6
年
（
義
務
教
育
）、
旧

制
中
学
5
年
（
4
年
修し
ゅ
う
り
ょ
う
了
で
も
進
学
可
能
）、
旧
制
高
等
学
校
・
大
学
予
科
・
専
門
学
校
3

年
、
旧
制
大
学
（
本
科
）
3
年
の
６・５・
３・
３
で
し
た
。
た
だ
し
当
時
は
、
各
家
庭
の
事

情
や
職
業
訓
練
な
ど
の
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
校
に
枝
分
か
れ
し
て
お
り
、
大
学
・
高
校
・

専
門
学
校
（
戦
前
の
高
等
教
育
機
関
）
へ
の
進
学
率
は
2
％
程
度
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
尋
常
小
学
校
卒
業
で
就
し
ゅ
う
し
ょ
く
職
す
る
者
は
10
％
ほ
ど
、
さ
ら
に
2
年
勉
強
を
続
け
る
高
等
小

学
校
へ
約
70
％
、
中
学
へ
の
進
学
は
20
％
ほ
ど
で
し
た
。
さ
ら
に
そ
ろ
ば
ん
や
簿ぼ

き記
な
ど
の

実
務
を
勉
強
す
る
商
業
学
校
、
技
術
を
学
ぶ
工
業
学
校
、
学
校
の
教
師
を
養
成
す
る
師し
は
ん範

学

校
な
ど
も
あ
り
ま
し
た
。
尋
常
小
学
校
よ
り
上
は
男
女
別
学
で
、
女
子
の
た
め
に
は
高
等
女

学
校
、
女
子
高
等
師
範
学
校
、
女
子
大
学
（
法ほ
う
り
つ
じ
ょ
う

律
上
は
専
門
学
校
）
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
以
外
に
軍
の
学
校
が
あ
り
、
中
学
在
学
中
に
試
験
を
受
け
る
こ
と
で
、
陸
軍
の
場
合
、

幼よ
う
ね
ん年

学
校
、
士
官
学
校
（
略
し
て
陸
士
）、
経
理
学
校
、
海
軍
の
場
合
、
兵
学
校
（
略
し
て

海
兵
）、
経
理
学
校
、
機
関
学
校
に
進
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
優ゆ
う
し
ゅ
う秀な

生
徒
が

選せ
ん
ば
つ抜

さ
れ
、
倍
率
は
何
十
倍
に
も
達
し
ま
し
た
。
そ
れ
以
外
に
も
、
海
軍
飛
行
予
科
練
習
生

（
予
科
練
）、
陸
軍
少
年
飛
行
兵
な
ど
は
パ
イ
ロ
ッ
ト
養
成
の
コ
ー
ス
で
中
学
生
か
ら
の
志
願

が
殺
到
し
ま
し
た
。

昭
和
16
（
1
9
4
1
）
年
4
月
、
国
民
学
校
令
が
施
行
さ
れ
、
尋
常
小
学
校
は
国
民
学
校
と

改か
い
し
ょ
う

称
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
法
律
で
は
昭
和
19
（
1
9
4
4
）
年
よ
り
義
務
教
育
を
8
年
に
延
長

す
る
（
国
民
学
校
初
等
科
6
年
＋
同
高
等
科
2
年
）
こ
と
と
定
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
後
に
延

期
が
決
ま
り
、
結
局
実
施
さ
れ
ず
に
敗
戦
を
迎む
か

え
ま
し
た
。

が
発
生
し
ま
し
た
。
面
会
や
手
紙
が
多
い
家

と
そ
う
で
な
い
家
が
あ
っ
た
り
、
些さ

さ
い細

な
こ

と
で
仲
間
は
ず
れ
に
な
っ
た
り
、
先
生
と
児

童
の
人
間
関
係
で
問
題
が
生
じ
る
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。
特
に
食
事
に
は
苦
労
が
多
く
、

近
隣
の
畑
か
ら
食
料
を
盗ぬ
す

ん
だ
り
、
道
ば
た

の
雑
草
を
恐お
そ

る
恐
る
口
に
し
た
り
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
飢う

え
を
体
験
し
、
栄
養

失
調
で
下げ

り痢
が
続
く
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
。
衛
生
状
態
も
悪
く
、
ノ
ミ
や
シ
ラ
ミ

な
ど
に
加
え
、
肺は
い
え
ん炎

や
チ
フ
ス
、
赤
痢
な
ど

も
蔓ま
ん
え
ん延

し
ま
し
た
。
い
つ
終
わ
る
と
も
わ
か

ら
ず
、
い
つ
死
別
す
る
と
も
わ
か
ら
ず
親
と

離は
な

れ
ば
な
れ
に
な
る
心
細
さ
は
、
現
在
で
は

想
像
し
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

東
京
か
ら
疎
開
中
の
6
年
生
は
、
3
月
10

日
前
後
に
卒
業
式
の
た
め
に
帰
京
し
ま
し
た

が
、
ち
ょ
う
ど
大
空
襲
に
遭そ
う
ぐ
う遇
す
る
こ
と
と

な
り
、
卒
業
式
直
後
に
焼
死
し
た
り
、
疎
開

先
か
ら
到と
う
ち
ゃ
く着す
る
と
両
親
が
亡な

く
な
っ
て
い

た
ケ
ー
ス
な
ど
も
あ
り
ま
し
た
。

縁
故
疎
開
を
題
材
に
し
た
映え
い
が画

と
し
て

『
少
年
時
代
』（
1
9
9
0
年
）
が
有
名
で
す
。

疎開中の日記（港区立港郷土資料館蔵）
昭和19（1944）年9月1日～昭和20（1945）年2月25日

『改
かいてい
訂新女子国文四年制』巻

かん
一（港区立港郷土資料館蔵）

昭和15（1940）年
高等女学校用の国語の教科書。写真の箇

かしょ
所は、航空兵の空中戦の談話を基にして書かれた文章

戦
前
の
学
制

co
lu

m
n

疎開学童専用車に乗り込む子どもたち（出典：『写真週報』
334号、提供：アジア歴史資料センター、国立公文書館蔵）
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区
内
の
若わ

か
も
の者

へ
の
影え

い
き
ょ
う響

現
在
港
区
立
の
小
学
校
は
、
統と
う
は
い
ご
う

廃
合
が
進

み
18
校
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
戦
中
に
は
国

民
学
校
と
呼
ば
れ
て
い
た
小
学
校
が
芝し
ば

区
に

16
校
、
麻あ
ざ
ぶ布

区
に
7
校
、
赤
坂
区
に
5
校
、

計
28
校
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
全
て
が
、
昭

和
19
（
1
9
4
4
）
年
か
ら
20
（
1
9
4
5
）
年

に
か
け
て
集
団
疎
開
を
行
い
ま
し
た
。

芝
区
内
の
国
民
学
校
は
、
栃と
ち
ぎ木

県
塩し
お
や谷

郡

の
塩し
お
ば
ら原
温お
ん
せ
ん泉
や
鬼き
ぬ
が
わ

怒
川
温
泉
に
疎
開
し
、
ほ

と
ん
ど
が
温
泉
旅
館
を
宿
舎
と
し
ま
し
た
。

麻
布
区
の
場
合
は
栃
木
県
南
部
の
佐さ

の野
、
足あ
し

利か
が

一
帯
の
寺
院
が
主
な
疎
開
先
と
な
り
ま
し

た
。
赤
坂
区
は
東
京
都
北き
た
た
ま

多
摩
郡
の
村
山
、

小
平
、
清き
よ
せ瀬

、
府
中
、
国
分
寺
、
神じ
ん
だ
い代

（
現
・

調
布
市
）、
谷や

ほ保
（
現
・
国
立
市
）
な
ど
の

一
帯
の
寺
院
や
学
校
施
設
が
使
用
さ
れ
ま
し

た
。
疎
開
先
や
人
数
の
詳し
ょ
う
さ
い細は

次
ペ
ー
ジ
以

降
に
一い
ち
ら
ん
ひ
ょ
う

覧
表
で
掲か
か

げ
て
あ
り
ま
す
。

区
内
の
中
学
生
以
上
は
勤
労
動
員
を
経
験

し
ま
し
た
。
詳く
わ

し
い
記
録
は
ま
と
ま
っ
て
い

ま
せ
ん
が
、
芝
区
三
田
綱つ
な
ま
ち町
に
あ
っ
た
慶け
い
お
う應

義ぎ
じ
ゅ
く塾
普ふ
つ
う通
部
（
旧
制
中
学
相
当
、
現
・
慶
應

義
塾
中
等
部
の
場
所
に
あ
り
戦
後
横よ
こ
は
ま浜
市
に

移
転
）
の
場
合
、
昭
和
19
年
中
に
は
海
軍
や

東
京
市
の
関
連
施
設
や
区
役
所
な
ど
で
の
物

資
の
運う
ん
ぱ
ん搬

、
防ぼ
う
く
う
ご
う

空
壕
掘ほ

り
、
民
間
工
場
で
の

戦
車
の
キ
ャ
タ
ピ
ラ
・
零ぜ
ろ
せ
ん戦

の
部
品
作
り
な

ど
に
動
員
さ
れ
ま
し
た
。
中
に
は
風
船
爆
弾

の
製
造
を
手
伝
っ
た
生
徒
た
ち
も
い
ま
し
た
。

昭
和
20
年
に
入
り
空
襲
が
激
化
し
て
く
る
と
、

建
物
の
強
制
疎
開
や
救
き
ゅ
う
え
ん援

物
資
の
配
布
、
焼

け
跡あ
と

整
理
な
ど
の
作
業
が
増
え
て
い
き
、
空

襲
犠
牲
者
収
容
を
手
伝
っ
た
例
も
あ
っ
た
よ

う
で
す
。

中
学
卒
業
後
に
進
学
す
る
旧
制
高
等
学

校
、
旧
制
専
門
学
校
、
旧
制
大
学
予
科
・
本

科
な
ど
の
若
者
に
は
、
よ
り
遠
方
の
地
へ
の

出
動
や
複
雑
な
作
業
が
任
さ
れ
、
何
か
月
に

も
わ
た
っ
て
農
家
や
工
場
の
社し
ゃ
た
く宅

な
ど
に
泊と

ま
り
込こ

む
こ
と
も
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
芝

区
三
田
に
あ
っ
た
慶
應
義
塾
高
等
部
（
旧
制

専
門
学
校
）
の
場
合
、
栃
木
県
内
の
農
家

の
農
作
業
や
排は
い
す
い水

工
事
の
手
伝
い
、
品
川
、

大お
お
い井
、
横
浜
な
ど
の
工
場
で
の
作
業
に
出
動

し
た
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
昭
和
20
年
8

月
の
空
襲
で
多
数
の
犠
牲
者
が
出
た
愛
知
県

の
豊
川
海
軍
工こ
う
し
ょ
う
廠
に
も
最
大
で
2
0
0
人

近
い
生
徒
が
送
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
幸
い

大
空
襲
の
前
に
引ひ

き
揚あ

げ
た
た
め
、
犠
牲
者

は
出
ま
せ
ん
で
し
た
。

当
時
の
若
い
世
代
の
人
た
ち
に
と
っ
て
、

戦
争
は
ま
さ
に
生
活
の
一
部
だ
っ
た
と
い
え

ま
す
。

疎開先（山
やまなしけん
梨県・身

みのぶさん
延山）で毎朝、乾

かんぷ ま さ つ
布摩擦をする芝の三光国民学校の子どもたち（提供:朝日新聞社/時事通信フォト）

［表4］芝区の集団疎開先一覧
現在の
小学校名 国民学校名 人数 疎開先 学寮名／その他

御成門

桜田 290 栃木県塩谷郡塩原町 上会津屋・桝屋（1945年9月塩谷郡西那須町へ再疎開）

南桜 376 栃木県塩谷郡藤原町鬼怒川温泉 鬼怒川館

西桜 230 栃木県塩谷郡塩原大網温泉 大網館（1944年10月塩谷郡熱田村・矢板町・泉町に再疎開）

鞆絵 238 栃木県塩谷郡藤原町川治温泉 川治温泉ホテル

桜川 529 栃木県塩谷郡塩原村塩原温泉 磯谷旅館（1945年9月那須郡湯津上村・東那須郡へ再疎開）

神明 336 栃木県塩谷郡藤原町鬼怒川温泉 一心館

芝

竹芝 201
栃木県塩谷郡塩屋町畑下戸 大和屋

栃木県塩谷郡塩屋町畑下戸 神谷

芝 301

栃木県塩谷郡氏家町 西導寺

栃木県塩谷郡喜連川町 薬王寺

栃木県塩谷郡喜連川町 立花

栃木県塩谷郡喜連川町 璉光院

栃木県塩谷郡喜連川町 慈光院

栃木県塩谷郡喜連川町 今井

栃木県塩谷郡喜連川町 竜光寺

赤羽 赤羽 449

栃木県塩谷郡塩原町塩原温泉 中会津屋

栃木県塩谷郡塩原町塩原温泉（門前温泉） 山口屋

栃木県塩谷郡塩原町塩原温泉（須巻温泉） 旭亭

栃木県塩谷郡塩原町塩原温泉 一力屋

栃木県塩谷郡塩原町塩原温泉 須巻楼

芝浦 芝浦 169 栃木県塩谷郡塩原村畑下戸 清琴楼（1945年9月那須郡佐久山町宇福原・金剛寿院へ再疎開）

御田
南海 253

栃木県塩谷郡藤原町川治温泉 東山閣

栃木県塩谷郡藤原町川治温泉 横田屋

栃木県塩谷郡藤原町川治温泉 東屋

御田 250 栃木県塩谷郡藤原町川治温泉 川治温泉ホテル

高輪台 高輪台 504

栃木県塩谷郡塩原町 玉屋

栃木県塩谷郡塩原町 柏屋

栃木県塩谷郡塩原町 橋本屋

白金 白金 590

栃木県塩谷郡藤原町川治温泉 柏屋旅館

栃木県塩谷郡藤原町川治温泉 偕楽荘

栃木県塩谷郡藤原町川治温泉 好美屋

白金の丘

三光

60 山梨県南巨摩郡身延町 玉屋（昭和19年6月1日～戦時疎開学園）

450

栃木県塩谷郡藤原町鬼怒川温泉 星野屋

栃木県塩谷郡藤原町鬼怒川温泉 嶽の湯

栃木県塩谷郡藤原町鬼怒川温泉 光水閣

栃木県塩谷郡藤原町鬼怒川温泉 石橋亭

神応 194

栃木県塩谷郡藤原町川治温泉 一柳閣

栃木県塩谷郡藤原町川治温泉 池田屋

栃木県塩谷郡藤原町川治温泉 川口屋

栃木県塩谷郡藤原町川治温泉 和泉屋

港
区
に
お
け
る
勤
労
動
員
・
学
童
疎
開

41 40
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［表6］赤坂区の集団疎開先一覧
現在の
小学校名 国民学校名 人数 疎開先 学寮名／その他

赤坂

赤坂

51 東京都北多摩郡村山村中藤 真福寺

70 東京都北多摩郡村山村中藤 長園寺

42 東京都北多摩郡村山村岸 禅昌院

27 東京都北多摩郡大和村芋窪 蓮花寺

45 東京都北多摩郡東村山野口 正福寺

33 東京都北多摩郡東村山久米川 梅岩寺

乃木

52 東京都北多摩郡府中町 東光工業（赤松学園）

35 東京都北多摩郡府中町本町 称名寺

34 東京都北多摩郡府中町本町 善明寺

54 東京都北多摩郡府中町本町 高安寺

33 東京都北多摩郡府中町分梅 光明院

30 東京都北多摩郡国分寺町 国分寺

15 東京都北多摩郡多摩村是政 西蔵院

22 東京都北多摩郡多摩村是政 宝性院

氷川

83 東京都北多摩郡谷保村谷保 南養寺

30 東京都北多摩郡拝島村道北 見心寮

128 東京都南多摩郡七生村 金剛寺

47 東京都南多摩郡七生村 寿徳寺

青山 青山

46 東京都北多摩郡小平町小川 小川寺

28 東京都北多摩郡小平町大沼田新田 泉蔵院

43 東京都北多摩郡小平町鈴木新田 海岸寺

25 東京都北多摩郡小平町野中新田 延命寺

18 東京都北多摩郡清瀬村清戸下宿 円通寺

27 東京都北多摩郡清瀬村下清戸 長命寺

34 東京都北多摩郡清瀬村中清戸 全竜寺

27 東京都北多摩郡久留米村小山 大円寺

青南 青南

123 東京都北多摩郡神代村入間 入間寮（府立女子商業校舎）

60 東京都北多摩郡神代村入間 明照院

34 東京都北多摩郡神代村入間中原 家庭寮（神田家政寮）

69 東京都北多摩郡神代村金子 金竜寺

92 東京都北多摩郡神代村金子 神代寮（府立第一高女寮）

22 東京都北多摩郡神代村下仙川 昌翁寺

全国疎開学童連絡協議会編『学童疎開の記録』（1994年）をもとに作成

［表5］麻布区の集団疎開先一覧
現在の
小学校名 国民学校名 人数 疎開先 学寮名／その他

麻布

麻布

43 栃木県下都賀郡大宮村 如意輪寺

46 栃木県下都賀郡大宮村 光永寺

45 栃木県下都賀郡皆川村 持明院

39 栃木県下都賀郡皆川村 照光寺

66 栃木県下都賀郡富山村 大中寺

46 栃木県下都賀郡富山村 清水寺

59 栃木県下都賀郡岩船村 高平寺

36 栃木県下都賀郡寺尾村 華蔵寺

三河台

112 栃木県安蘇郡田沼町 種徳院

81 栃木県安蘇郡田沼町 大明学院道場

70 栃木県安蘇郡新合村 高林寺

飯倉

54 栃木県足利郡毛野村 鈴木

56 栃木県足利郡筑波村 永宝寺

42 栃木県足利郡御厨村 宝福寺

45 栃木県足利郡御厨村 覚本寺

71 栃木県足利郡梁田村 小河瀬

南山 南山

100 栃木県佐野市若松町 丹波屋

47 栃木県佐野市大蔵町 興福寺

39 栃木県佐野市植野町 大聖院

48 栃木県佐野市植野町 東光寺

46 栃木県佐野市堺町 長法寺

66 栃木県佐野市毛野村 長林寺

45 栃木県佐野市毛野村 高庵寺

本村 本村

40 栃木県安蘇郡葛生村 安養院

51 栃木県安蘇郡葛生村 善増寺

52 栃木県安蘇郡田沼町 西林寺

55 栃木県佐野市犬伏町 大庵寺

57 栃木県佐野市犬伏町 泉応院

笄 笄

58 栃木県足利郡山前町 光明院

42 栃木県足利郡山前町 地福院

40 栃木県足利郡三和村 松泉閣

栃木県足利郡三和村 山水楼

栃木県足利郡三和村 宗泉寺

栃木県足利郡三和村 養源寺

東町 東町

48 栃木県足利市助戸町 竜泉寺

31 栃木県足利市大井町 善徳寺

45 栃木県足利市本城町 本城館

70 栃木県足利市北郷村 光明寺

22 栃木県足利市北郷村 青年道場

25 栃木県足利市名草村 金蔵院
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重じ
ゅ
う
し視

さ
れ
る
女
性
の
存
在

戦
時
下
は
、「
銃じ
ゅ
う
ご後
」
を
支
え
る
存
在

と
し
て
の
女
性
が
重
視
さ
れ
た
時
代
で
も

あ
り
ま
し
た
。
軍
隊
に
行
っ
て
い
な
い
男

性
に
対
し
て
は
昭
和
14
（
1
9
3
9
）
年
の

「
国こ
く
み
ん
ち
ょ
う
よ
う
れ
い

民
徴
用
令
」
に
基
づ
き
徴
用
が
行
わ
れ
、

軍
需
関
係
の
労
働
に
従じ
ゅ
う
じ事

さ
せ
ら
れ
た
た
め
、

男
性
の
担に
な

っ
て
い
た
仕
事
へ
の
女
性
の
進
出

は
各
所
に
及お
よ

び
、
電
車
や
ト
ラ
ッ
ク
の
運
転

手
に
も
女
性
の
姿す
が
たが
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
女
性
は
徴
用
の
対
象
に
は
な
ら
ず
、

代
わ
っ
て
地
域
や
職
場
で
自
主
的
に
結
成
さ

れ
た
勤
労
挺て
い
し
ん
た
い

身
隊
が
各
地
の
工
場
な
ど
に
出

動
し
ま
し
た
。
昭
和
19
（
1
9
4
4
）
年
8
月

に
は
、
国
家
総
動
員
法
に
基
づ
き
「
女
子
挺

身
勤
労
令
」
が
施
行
さ
れ
、
14
歳さ
い

〜
40
歳
の

女
性
は
女
子
挺
身
隊
に
組
み
込
ま
れ
、
戦
争

の
た
め
に
働
く
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
女
性
で
も
竹
や
り
訓
練
、
消
火

訓
練
に
積
極
的
に
参
加
し
、
戦
争
の
一い
っ
た
ん端

を

担
う
存
在
と
な
っ
て
い
た
の
で
す
。

既き
こ
ん婚

女
性
を
中
心
に
し
た
組
織
と
し
て
婦

人
会
の
活
動
が
活
発
に
な
っ
た
の
も
戦
時
下

の
こ
と
で
し
た
。
明
治
34
（
1
9
0
1
）
年
に

結
成
さ
れ
た
愛
国
婦
人
会
は
、
戦
死
者
遺い
ぞ
く族

や
傷し
ょ
う
い痍
軍
人
に
対
す
る
慈じ
ぜ
ん善
活
動
を
行
う
団

体
で
、
名
士
の
夫
人
な
ど
、
比ひ
か
く較
的
上
流
階

級
の
女
性
が
多
い
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ

れ
に
対
し
て
昭
和
7
（
1
9
3
2
）
年
、
大
阪

で
発
足
し
た
大
日
本
国
防
婦
人
会
（
当
初
は

大
阪
国
防
婦
人
会
）
は
、
白
い
割か
っ

ぽ
う
着
に

た
す
き
を
掛か

け
た
庶
民
的
な
姿
が
ト
レ
ー
ド

マ
ー
ク
で
、
幅
広
く
会
員
を
集
め
、
昭
和
15

（
1
9
4
0
）
年
に
は
会
員
数
9
0
0
万
人
を

超こ

え
、
出
征
兵
士
の
見
送
り
や
慰い
も
ん問

、
留
守

家
族
の
支
援
な
ど
で
幅
広
く
活
動
し
ま
し

た
。
他
に
大
日
本
連
合
婦
人
会
を
加
え
た
三

つ
の
婦
人
会
は
、
昭
和
17
（
1
9
4
2
）
年
2

月
大
日
本
婦
人
会
と
な
り
、
服ふ
く
そ
う装
も
割
ぽ
う

着
か
ら
も
ん
ぺ
姿
へ
と
変
わ
り
、
防
空
演
習

や
奉ほ
う
し仕
活
動
が
中
心
と
な
り
ま
し
た
。

昭
和
20
（
1
9
4
5
）
年
3
月
、
政
府
は
公

的
機
関
か
ら
会
社
、
学
校
な
ど
を
含
め
た
国

内
の
あ
ら
ゆ
る
組
織
を
国
民
義
勇
隊
と
し
て

再
編
し
、
防
空
、
防
衛
な
ど
の
緊き
ん
き
ゅ
う急を

要
す

る
活
動
、
陣じ
ん
ち地

構
築
な
ど
の
軍
の
作
戦
に
か

か
わ
る
活
動
な
ど
に
出
動
さ
せ
る
こ
と
と
な

り
、
婦
人
会
は
こ
の
中
に
組
み
込
ま
れ
ま
し

た
。戦

前
の
女
性
の
地
位
は
今
日
で
は
考
え
ら

れ
な
い
ほ
ど
低
い
も
の
で
あ
り
、
参さ
ん
せ
い
け
ん

政
権
が

認み
と

め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
、

民
法
上
、
財
産
の
管
理
さ
え
基
本
的
に
は
認

め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
社
会
的
な
活
動
を
す
る

こ
と
自
体
が
は
ば
か
ら
れ
る
状
態
で
し
た
。

女
性
た
ち
は
社
会
的
な
地
位
を
向
上
す
る
意

味
で
も
積
極
的
に
戦
争
に
協
力
し
て
い
っ
た

と
い
う
側
面
が
あ
り
ま
し
た
。

な
お
、
昭
和
19
年
9
月
か
ら
は
、
国
民
徴

用
令
に
基
づ
き
朝
ち
ょ
う
せ
ん鮮

人
も
徴
用
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
、
多
数
が
内
地
へ
移
動
さ
せ
ら
れ
、

重
労
働
を
課
さ
れ
た
事
実
も
あ
り
ま
し
た
。

戦
時
下
の
女
性
た
ち

愛国婦人会芝区分会写真帖
ちょう
『みちしばのしおり』（港区立港郷土資料館蔵）

愛国婦人会の芝区分会は、昭和4（1929）年からあった「芝区婦人会」を前身として、昭和8
（1933）年に誕生した。以後、昭和17（1942）年の解散（他の婦人会と統合して「大日本婦人会」
に）まで、芝区を中心とした銃後支援活動を行った。解散時の芝区分会会員数は1万人超

ちょう
。本写

真帖は、解散記念に刊行（昭和17年12月）されたもの

大日本国防婦人会バッジ（港区立港郷土資料館蔵）
昭和15年頃
大日本国防婦人会会員が着けたバッジ。大日本国
防婦人会は出

しゅっせい
征する兵士を茶

さ か
菓でもてなしたり見

送ったりした大阪の女性の団体に起
きげ ん
源をもち、そ

の運動はたちまち全国に拡大した

大日本国防婦人会制帯（港区立港郷土資料館蔵）
昭和15年頃
大日本国防婦人会会員が着用した制帯。金・銀糸
で大日本国防婦人会の意

いしょう
匠が刺

ししゅう
繍されている。大

日本国防婦人会の会員は自分の着物にこの帯を締
し

め、その上に割ぽう着を着用した

銃の組み立てや銃弾の検査作業を行う女子挺身隊員（提供:朝日新聞社/時事通信フォト）

大日本国防婦人会たすき（港区立港郷土資料館蔵）
昭和15年頃
大日本国防婦人会会員が着用したたすき。「麻布支
部」という印が読み取れる。大日本国防婦人会の会
員は、割ぽう着にこのたすきを着用して、活動を
行っていた
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原げ
ん
ば
く爆

投
下
、
ソ
連
参
戦

昭
和
19
（
1
9
4
4
）
年
11
月
よ
り
本
格
化

し
た
B 

29
に
よ
る
本
土
空く
う
し
ゅ
う

襲
は
、
翌
年
3

月
の
硫い
お
う黄

島と
う

陥か
ん
ら
く落

以い
こ
う降

、
一い
っ
そ
う層

熾し
れ
つ烈

さ
を
極

め
、
大
都
市
部
を
尽
こ
と
ご
とく

焦し
ょ
う
ど土

と
化
し
て
い
き

ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
軍
の
調
査
に
よ
れ
ば
空

襲
に
よ
る
日
本
人
の
死
者
は
30
万
人
以
上
、

1
5
0
0
万
人
が
家
屋
を
失
っ
た
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

ド
イ
ツ
の
ポ
ツ
ダ
ム
で
、
米
英
中
に
よ
る

日
本
に
対
す
る
降こ
う
ふ
く伏
条
件
を
示
し
た
「
ポ
ツ

ダ
ム
宣せ
ん
げ
ん言
」
が
発
表
さ
れ
た
の
は
昭
和
20

（
1
9
4
5
）
年
7
月
26
日
の
こ
と
で
し
た
。

こ
の
共
同
宣
言
は
、
日
本
に
即そ
く
じ時

、
無
条
件

の
降
伏
を
求
め
、
戦
後
の
占
領
方ほ
う
し
ん針

な
ど
を

示
し
た
も
の
で
し
た
が
、
日
本
政
府
は
こ
れ

を
「
抹ま
っ
さ
つ殺

」
す
る
と
声
明
。
間
も
な
く
ア
メ

リ
カ
は
2
度
に
わ
た
っ
て
原
子
爆ば
く
だ
ん弾

を
投
下

し
ま
し
た
。
8
月
6
日
広
島
、
9
日
長な
が
さ
き崎

に

投
下
さ
れ
た
原
爆
が
奪う
ば

っ
た
人
命
は
、
昭
和

20
年
の
う
ち
に
亡な

く
な
っ
た
人
だ
け
で
そ
れ

ぞ
れ
14
万
人
、
9
万
人
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
も
マ
リ
ア
ナ
諸し
ょ
と
う島
の
テ
ニ
ヤ
ン
島
を

発
進
し
た
B 

29
に
よ
り
投
下
さ
れ
た
も
の
で

し
た
。

さ
ら
に
8
月
9
日
に
は
日
ソ
中
立
条
約
を

一
方
的
に
破
棄
し
た
ソ
連
が
日
本
に
対
し
て

宣
戦
布
告
し
、
南
樺か
ら
ふ
と太

や
千
島
列
島
、
満
州
、

朝ち
ょ
う
せ
ん

鮮
な
ど
で
戦せ

ん
と
う闘

が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
中

立
条
約
に
基
づ
き
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
は
参

加
し
な
か
っ
た
ソ
連
で
し
た
が
、
実
は
同
年

2
月
、
米
ソ
間
で
は
ド
イ
ツ
降
伏
か
ら
3
か

月
以
内
に
ソ
連
が
参
戦
す
る
と
の
密み
つ
や
く約
が
存そ
ん

在ざ
い

し
、
そ
の
見
返
り
と
し
て
ソ
連
は
、
南
樺

太
や
千
島
列
島
、
満
州
な
ど
に
日
本
が
有
す

る
権け
ん
え
き益
（
日に
ち
ろ露
戦
争
後
の
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約

で
獲か
く
と
く得
し
た
も
の
）を
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
し
た
（
ヤ
ル
タ
密
約
）。
し
か
し
ア

メ
リ
カ
は
ヤ
ル
タ
以
後
、
ソ
連
が
戦
後
の
占

領
統
治
に
参
加
す
る
こ
と
に
消
極
的
と
な

り
、
ソ
連
が
参
戦
す
る
前
に
戦
争
を
終
結
さ

せ
た
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
一

方
の
ソ
連
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
や
米
軍
に
よ

る
原
爆
開
発
の
情
報
か
ら
、
日
本
が
早
期
に

降
伏
し
て
し
ま
う
こ
と
を
恐お
そ

れ
、
対
日
参
戦

を
早
め
て
、
突と
つ
じ
ょ如
日
本
に
宣
戦
布
告
を
し
た

の
で
し
た
。
ソ
連
と
の
戦
闘
地ち
い
き域
で
は
、
日

本
兵
の
み
な
ら
ず
女
性
や
子
ど
も
に
も
多
数

の
犠ぎ
せ
い
し
ゃ

牲
者
が
出
ま
し
た
。

敗
戦
と
日
本
人

当
時
の
内な
い
か
く閣
総
理
大
臣
鈴す
ず
き木
貫か
ん
た
ろ
う

太
郎
は
、

原
爆
投
下
、
ソ
連
参
戦
を
受
け
、
戦
争
を
終

わ
ら
せ
る
た
め
の
意
見
と
り
ま
と
め
を
行
お

う
と
、
8
月
10
日
昭し
ょ
う
わ和

天て
ん
の
う
り
ん
せ
き

皇
臨
席
で
の
御ご
ぜ
ん前

会
議
に
臨の
ぞ

み
ま
す
。
し
か
し
降
伏
後
も
国
体

（
天
皇
制
）
が
維い

じ持
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
ポ

ツ
ダ
ム
宣
言
に
明
言
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を

不ふ
あ
ん
し

安
視
す
る
声
や
、
徹て
っ
て
い
こ
う
せ
ん

底
抗
戦
を
主
張
す
る

軍
部
と
の
間
で
議ぎ
ろ
ん論
は
容
易
に
ま
と
ま
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
当
時
陸
海
軍
は
、
ア
メ
リ
カ

軍
の
本
土
上
陸
の
迎げ
い
げ
き撃
態
勢
を
着
々
と
準
備

し
て
お
り
、
上
陸
が
予
想
さ
れ
る
日
本
沿え
ん
が
ん岸

部
で
は
、
陣じ
ん
ち地

の
構
築
や
上
陸
部
隊
に
対
す

る
特と
っ
こ
う攻

訓
練
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た

陸
軍
で
は
、
戦
争
指し

き揮
の
中ち
ゅ
う
す
う枢で

あ
る
大
本

営
や
政
府
機
能
を
、
長
野
県
松
代
の
山
中
に

掘ほ

ら
れ
た
広
大
な
地ち
か
ご
う

下
壕
に
移
転
す
る
計
画

が
準
備
さ
れ
て
お
り
、
海
軍
で
は
既す
で

に
連
合

艦か
ん
た
い隊

司
令
部
（
戦
争
末
期
は
海
軍
総
隊
司
令

部
）
を
、
横よ
こ
は
ま浜
の
慶け
い
お
う
ぎ
じ
ゅ
く

應
義
塾
大
学
日ひ
よ
し吉
キ
ャ

ン
パ
ス
の
地
下
に
掘
っ
た
地
下
壕
に
移
転
し

て
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状じ
ょ
う
き
ょ
う
か

況
下
で
の
全
面
降
伏
の
決

定
は
、
容
易
に
陸
海
軍
に
受
け
入
れ
ら
れ
る

と
は
考
え
ら
れ
ず
、
特
に
陸
軍
大
臣
阿あ
な
み南

惟こ
れ
ち
か幾

ら
は
陸
軍
内
部
の
徹
底
抗
戦
論
の
突つ

き

上
げ
も
あ
り
激は
げ

し
く
反
対
し
ま
し
た
。
当
時

の
制
度
で
は
、
陸
軍
大
臣
が
辞
職
し
、
次
の

大
臣
の
推す

い
き
ょ挙
を
陸
軍
が
拒こ
ば

む
と
、
内
閣
は
総

辞
職
に
追
い
込こ

ま
れ
る
た
め
、
鈴
木
は
慎
し
ん
ち
ょ
う重

に
議
論
を
進
め
、
最
終
的
に
は
8
月
10
日
と

14
日
の
2
度
に
わ
た
っ
て
昭
和
天
皇
の
「
ご

聖せ
い
だ
ん断

」
を
仰あ
お

ぎ
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受じ
ゅ
だ
く諾

を
決

定
し
ま
し
た
。
そ
し
て
混
乱
を
防
ぐ
た
め
、

昭
和
天
皇
自
ら
肉
声
を
通
し
て
国
民
に
敗
戦

を
伝
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が

玉ぎ
ょ
く
お
ん音
放ほ
う
そ
う送
で
す
。
こ
の
放
送
を
未
然
に
防

ご
う
と
陸
軍
の
一
部
の
将し
ょ
う
こ
う校が

反
乱
を
起
こ

し
、
昭
和
天
皇
の
音
声
を
収お
さ

め
た
レ
コ
ー
ド

（
玉
音
盤ば
ん

）
を
奪
お
う
と
し
た
宮
き
ゅ
う
じ
ょ
う城

事じ
け
ん件

で

は
、
鈴
木
首
相
も
首
相
官か
ん
て
い邸

や
私
邸
を
襲
撃

さ
れ
、
私
邸
は
焼
失
し
ま
し
た
。
天
皇
自
ら

の
放
送
は
史
上
初
め
て
の
こ
と
で
し
た
が
、

そ
れ
で
も
各
地
で
反
乱
が
起
こ
り
ま
し
た
。

厚
木
航
空
隊
の
反
乱
や
愛あ
た
ご
や
ま

宕
山
籠ろ
う
じ
ょ
う城
事
件

（
P
・
51
コ
ラ
ム
参
照
）
も
有
名
で
す
。
国
民

に
は
、
文
語
体
の
難な
ん
か
い解
な
放
送
内
容
を
理
解

で
き
ず
、
天
皇
に
よ
る
徹
底
抗
戦
の
激げ
き
れ
い励

で

あ
る
と
誤ご
か
い解

し
た
者
も
い
た
と
い
わ
れ
ま
す

が
、
敗
戦
を
理
解
し
た
国
民
は
、
あ
る
者
は

泣
き
崩く
ず

れ
、
あ
る
者
は
喜
び
ま
し
た
。
敗
戦

と
い
う
形
で
の
戦
争
終
結
を
「
終
戦
」
と
い

う
言
葉
で
表
現
し
た
の
も
、
こ
の
複
雑
な
国

内
情
勢
を
踏ふ

ま
え
た
選せ
ん
た
く択

で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
戦
争
終
結
に
至い
た

る
激
動
の
数

日
間
は
映え
い
が画
『
日
本
の
い
ち
ば
ん
長
い
日
』

（
1
9
6
7
年
、
2
0
1
5
年
リ
メ
イ
ク
）

で
詳し
ょ
う
さ
い細に
描え
が

か
れ
て
い
ま
す
。

日
本
で
は
一い
っ
ぱ
ん
て
き

般
的
に
戦
争
終
結
の
日
は
8

月
15
日
と
認に
ん
し
き識

さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
日

本
政
府
と
連
合
国
側
と
で
正
式
に
降
伏
文
書

の
調
印
が
行
わ
れ
た
の
は
9
月
2
日
の
こ
と

で
、
関
係
国
の
多
く
で
は
こ
の
日
が
対
日
戦

勝
記
念
日
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ソ
連
は
ポ
ツ

ダ
ム
宣
言
受
諾
後
も
停
戦
に
応
じ
ず
、
各
地

の
戦
闘
は
9
月
5
日
ま
で
継け
い
ぞ
く続
し
ま
し
た
。

北
方
領
土
が
占せ
ん
き
ょ拠

さ
れ
た
の
は
こ
の
間
の
出

来
事
で
す
。

6
終
戦
と
占せ

ん
り
ょ
う領
統
治

御前会議が行われた防空壕内の会議室（提供:共同通信社）

玉音放送の後、宮城前広場でひざまずき頭を下げる人たち（提供:共同通信社）

特 集 H I S T O R Y 港区と戦争

終戦と復興

対日戦の勝利を祝してハルビンで行われたソ連軍の
パレード（提供：SPUTNIK/時事通信フォト）
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闇や
み
い
ち市
と
な
っ
た
新
橋
駅
前

戦
争
は
終
わ
り
ま
し
た
。
し
か
し
人
々
の

衣
食
住
は
相
変
わ
ら
ず
窮き
ゅ
う
ぼ
う乏の

中
に
あ
り
ま

し
た
。
特
に
食
料
の
欠
乏
は
、
む
し
ろ
戦
後

激
し
さ
を
増
し
て
い
き
ま
し
た
。
食
料
の
配

給
制
は
維
持
さ
れ
、
兵
隊
か
ら
の
復
員
や
外

地
か
ら
の
引
き
揚
げ
者
に
よ
っ
て
人
口
が
増

加
し
た
こ
と
で
、
物
資
は
完
全
に
不
足
し
て

い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
統
制
を
逃の
が

れ
て
違い
ほ
う法

に
物
品
を
売
買
す
る
闇
市
が
各
地
に
出
現
し

ま
し
た
が
、
全
国
で
も
最
大
と
い
わ
れ
た
の

が
新
橋
駅
前
の
強
制
疎そ
か
い開
に
よ
る
広
場
を
占

拠
し
て
出
現
し
た
闇
市
で
し
た
。
そ
の
様
子

を
小
説
家
の
高
見
順
は
次
の
よ
う
に
日
記
に

記
し
て
い
ま
す
。

十
一
月
九
日

新
橋
で
降お

り
て
、
か
ね
て
噂う
わ
さ
の
高

い
露ろ
て
ん店
の
「
闇
市
場
」
を
の
ぞ
い
て
見

た
。
…
駅
の
ホ
ー
ム
か
ら
見
お
ろ
す
と
、

人
が
う
よ
う
よ
と
ひ
し
め
い
て
い
て
、

一
種
の
奇き
か
ん観
を
呈て
い

し
て
い
る
。
敗
戦
日

本
の
新
風
景
、
―
―
昔
は
な
か
っ
た
風

景
で
あ
る
。

駅
を
出
る
と
、
そ
の
街
路
に
面
し
た

と
こ
ろ
に
、
靴く
つ

直
し
が
ず
ら
り
と
並な
ら

ん

で
い
る
。
そ
れ
が
一
線
を
画
し
て
い
て
、

そ
の
背は
い
ご後
の
広
場
が
、「
闇
市
場
」
に
な
っ

て
い
る
。
す
で
に
顔
役
が
で
き
て
い
て

（
顔
役
は
復
員
兵
士
と
の
こ
と
）
場
代
を

取
り
、
値ね
だ
ん段
が
法
外
に
高
い
と
、
店
開

き
を
禁
じ
た
り
す
る
と
か
。

…
「
三
つ
で
五
円
」

闇
屋
の
声
に
、
の
ぞ
い
て
見
る
と
、

う
ど
ん
粉
（
？
）
を
オ
ム
レ
ツ
型
に
焼

い
た
も
の
を
売
っ
て
い
る
。
ふ
く
ら
ん

だ
中
身
に
は
何
が
入
っ
て
い
る
の
か
。

隣と
な

り
で
は
、
ふ
か
し
イ
モ
、
こ
れ
も
一

袋ふ
く
ろ

五
円
。
紙
袋
を
ち
ゃ
ん
と
用
意
し
て

い
る
が
、
風ふ
ろ
し
き

呂
敷
い
っ
ぱ
い
く
ら
い
し

か
イ
モ
は
持
っ
て
来
て
い
な
い
。
…
浅

草
の
食
い
物
屋
は
、
ち
ゃ
ん
と
屋
台
を

出
し
て
い
る
が
、
こ
こ
は
た
だ
風
呂
敷
、

カ
バ
ン
な
ど
を
ひ
ろ
げ
て
売
っ
て
い
る

だ
け
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
「
店
」
に
な

る
の
だ
ろ
う
が
。（『
高
見
順
日
記
』）

「
顔
役
」
の
存
在
が
記
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
こ
の
場
所
は
暴
力
が
横
行
し
、
治
安
は

極
度
に
悪
化
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
こ
の
頃こ
ろ

の
新
聞
に
は
、
し
ば
し
ば
闇
市
の
摘て
き
は
つ発
が

報
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
昭
和
21

（
1
9
4
6
）
年
6
月
27
日
の
『
朝
日
新
聞
』

に
は
「
お
薯い
も

や
主
食
の
闇
検
挙
」
の
見
出
し

で
次
の
記
事
が
あ
り
ま
す
。

警け
い
し
ち
ょ
う

視
庁
で
は
二
十
六
日
午
前
五
時
を

期
し
て
馬ば
れ
い
し
ょ

鈴
薯
を
中
心
に
主
食
取と
り
し
ま
り締

を
全
都
一い
っ
せ
い斉
に
行
っ
た
。
早
朝
露
店
街

に
活か
つ
や
く躍
す
る
闇
卸お
ろ
し

商
人
の
検
挙
が
ね

ら
ひ
で
午
前
十
時
ま
で
新
橋
露
店
だ
け

で
捕
つ
か
ま

っ
た
も
の
東
京
都
四
十
、
茨い
ば
ら
き城

二
十
一
、
山や
ま
な
し梨

二
十
二
、千
葉
二
十
、

埼さ
い
た
ま玉

十
四
、
群
馬
八
、
神か
な
が
わ

奈
川
七
、

静し
ず
お
か岡

一
、
遠
く
は
岐ぎ

ふ阜
か
ら
の
常
習
闇

商
一
で
計
百
三
十
余
名

当
時
の
芝し
ば

区
長
（
後
の
初
代
港
区
長
）

井い

で出
光
治
は
、
自
ら
新
橋
の
闇
市
整
理
に

奔ほ
ん
そ
う走

し
ま
し
た
。『
新
修
港
区
史
』
に
よ
れ

ば
、「
な
に
し
ろ
二
十
数
組
の
ヤ
ク
ザ
を
相

手
な
も
ん
で
す
か
ら
、
い
つ
ピ
ス
ト
ル
で
や

ら
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ

の
こ
ろ
の
二
か
月
ば
か
り
、
総
務
課
長
と
土

木
課
長
と
三
人
で
、
毎ま
い
ば
ん晩

、
米
と
味み

そ噌
と
酒

を
ぶ
ら
さ
げ
て
、
焼
け
跡あ
と

の
家
を
転
々
と
泊と

ま
り
歩
き
な
が
ら
身
を
隠か
く

し
て
い
た
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
」
と
後
に
振ふ

り
返
っ
て
い
ま
す
。

戦
争
の
爪つ

め
あ
と痕

以
後
日
本
は
連
合
国
側
の
占
領
統
治
を
受

け
、「
民
主
化
」
を
合
い
言
葉
に
社
会
の
隅す
み
ず
み々

ま
で
改か
い
か
く革

が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
国
民
主

権
・
平
和
主
義
・
基
本
的
人
権
の
尊そ
ん
ち
ょ
う重を

謳う
た

う
戦
後
日
本
の
根
本
法
規
、
日
本
国
憲け
ん
ぽ
う法

が

発
布
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
21
（
1
9
4
6
）
年

11
月
3
日
、
翌
年
5
月
3
日
に
施し
こ
う行

さ
れ
ま

し
た
。

一
方
で
、
極
き
ょ
く
と
う東
国こ
く
さ
い際
軍ぐ
ん
じ事
裁さ
い
ば
ん判
（
東
京
裁

判
）
や
、
各
地
に
置
か
れ
た
軍
事
法ほ
う
て
い廷
に

お
い
て
は
、
戦
争
の
責
任
を
問
う
裁
判
が

行
わ
れ
、
A
級
戦
犯
と
し
て
7
人
が
処し
ょ
け
い刑

さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
捕ほ
り
ょ
ぎ
ゃ
く
た
い

虜
虐
待
な
ど
の
罪

に
問
わ
れ
た
B
・
C
級
戦
犯
と
し
て
千
人
以

上
が
死
刑
判
決
を
受
け
ま
し
た
。

終
戦
時
、
海
外
に
い
た
軍
人
や
民
間
人
は

合
わ
せ
て
6
6
0
万
人
に
達
し
、
そ
の
人
々

が
復
員
・
引ひ

き
揚あ

げ
を
行
い
ま
し
た
。
満

州
な
ど
で
ソ
連
軍
の
捕
虜
に
な
っ
た
日
本

兵
や
逮
捕
さ
れ
た
民
間
人
は
、
シ
ベ
リ
ア

な
ど
の
過か
こ
く酷
な
環
か
ん
き
ょ
う境
下
で
の
強
制
労
働
に

従じ
ゅ
う
じ事
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
（
シ
ベ
リ
ア
抑よ
く
り
ゅ
う留）。

そ
の
数
は
57
万
5
千
人
に
上

り
、
十
分
な
食
事
や
住

環
境
も
与あ
た

え
ら
れ
な
か
っ

た
た
め
、
お
よ
そ
1
割わ
り

の

人
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。

そ
の
他
、
中
国
で
は
終
戦
後
4
年
も
国
民

党と
う

と
共
産
党
の
内
戦
に
参
加
し
て
い
た
者

が
数
千
人
お
り
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
独

立
戦
争
に
参
加
し
た
日
本
兵
も
多
数
い
ま

し
た
。

ア
メ
リ
カ
軍
に
よ
る
占
領
統
治
が
終
し
ゅ
う
り
ょ
う了

す
る
の
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約

が
発
効
し
た
昭
和
27
（
1
9
5
2
）
年
4
月

28
日
の
こ
と
で
、
日
本
が
独
立
を
回
復
し

た
の
は
こ
の
日
で
し
た
。

日
中
戦
争
・
太
平
洋
戦
争
に
よ
る
日
本

人
の
死
者
は
3
1
0
万
人
、
第
二
次
世
界

大
戦
に
よ
る
死
者
は
世
界
中
で
5
千
万
人

以
上
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

港
区
の
戦
後
復
興

東京裁判開廷の日、入廷する裁判長らを迎え起立する28人の被告たち（提供:共同通信社）

新橋駅から見た闇市の様子。昭和
21年2月13日撮影（提供：昭和館）

GHQによる検
けんえつ
閲を受けた手紙（提供：慶應義塾福澤研究セン

ター）　昭和24（1949）年
占領下の日本では、GHQの民間検閲支隊（CCD＝Civil	
Censorship	Detachment）が新聞などマスコミに対する検閲
の他、郵

ゆうびんぶつ
便物に対する検閲も実施した。封

ふうとう
筒や検

けんえつ
閲済

ずみしょう
証には、

CCDの検閲印（その形から金
きんぎょばち
魚鉢と呼ばれた）が捺

お
されている

昭 和 館
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引
き
揚
げ
の
玄げ

ん
か
ん関

だ
っ
た

品
川
駅

港
区
に
は
も
う
一
つ
、
戦
後
を
象
し
ょ
う
ち
ょ
う
徴
す
る

風
景
が
あ
り
ま
し
た
。
兵
役
を
終
え
て
復
員

し
た
兵
士
や
、
満
州
な
ど
か
ら
の
引
き
揚
げ

者
、
シ
ベ
リ
ア
抑
留
か
ら
の
帰き
か
ん還

者
な
ど
が
、

品
川
駅
（
港
区
内
に
あ
る
）
に
到と
う
ち
ゃ
く着し

た
か

ら
で
す
。
こ
れ
も
新
聞
記
事
か
ら
光
景
を
再

現
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

去
る
六
日
舞ま
い
づ
る鶴
入
港
の
シ
ベ
リ
ア

引
揚
第
一
号
明
優
丸
で
故こ
き
ょ
う郷

の
土
を
踏ふ

ん
だ
人
た
ち
七
百
一
名
が
十
日
朝
十
時

四
十
一
分
品
川
着
の
引
揚
列
車
で
入
京

し
た
。
わ
が
子
、
わ
が
夫
に
一い
っ
こ
く刻

も
早
く

と
つ
め
か
け
た
家
族
で
八
番
ホ
ー
ム
は

埋う

ま
っ
て
い
る
。
列
車
は
二
、三
分
お
く

れ
て
ホ
ー
ム
に
す
べ
り
込
ん
だ
。
思
わ

ず
歓か
ん
せ
い声

が
あ
が
る
。
窓ま
ど

か
ら
つ
き
出
す

引
揚
者
た
ち
の
顔
は
雪
や
け
で
真
黒
だ
…

七
年
振ぶ

り
で
帰
っ
た
港
区
三
田
四
の
十
二

大
工
小
向
宏ひ
ろ
つ
ぐ次
さ
ん
（
四
〇
）
は
針は
り

仕

事
の
内
職
で
細
々
と
夫
の
留
守
を
守
っ

て
来
た
妻
□
野
さ
ん
（
三
六
）
や
愛
児

靖や
す
ひ
ろ弘

君
（
一
二
）
を
両
わ
き
に
抱か
か

え
込

ん
で
オ
イ
オ
イ
泣
い
て
い
る
…
（『
朝
日

新
聞
』
1
9
4
8
年
5
月
11
日
付
）

戦
後
日
本
の
さ
ま
ざ
ま
な
舞ぶ

た
い台

に

G
H
Q
は
港
区
で
ど
の
よ
う
な
足
跡
を

残
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
日
本
に
到
着
し

た
ア
メ
リ
カ
軍
は
、
旧
日
本
軍
の
施
設
や
、

堅け
ん
ご固

で
大
き
な
建
物
を
強
制
的
に
接せ
っ
し
ゅ
う収し

て

使
用
し
ま
し
た
。
個
人
宅た
く

も
例
外
で
は
な
く
、

麻あ
ざ
ぶ布

や
白
金
の
住
宅
街
に
は
接
収
さ
れ
た
家

が
あ
り
ま
し
た
。
銀ぎ
ん
ざ座

の
服
部
時
計
店
（
現

セ
イ
コ
ー
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
）
の
創
そ
う
ぎ
ょ
う業

者

服
部
金き
ん
た
ろ
う

太
郎
に
よ
り
昭
和
8
（
1
9
3
3
）
年

に
建
設
さ
れ
た
白
金
三
光
坂
上
の
大だ
い
て
い
た
く

邸
宅
、

通つ
う
し
ょ
う
称
「
服
部
ハ
ウ
ス
」
も
G
H
Q
に
よ
っ

て
接
収
さ
れ
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判
（
東
京

裁
判
）
の
キ
ー
ナ
ン
首
席
検
事
ら
が
使
用
し

ま
し
た
。
昭
和
23
（
1
9
4
8
）
年
に
は
、
憲

兵
ら
が
厳
重
に
警
備
す
る
中
で
3
か
月
に
わ

た
っ
て
東
京
裁
判
の
判
決
文
の
翻ほ
ん
や
く訳

が
行
わ

れ
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
そ
れ

に
先
立
ち
、
日
本
国
憲
法
が
G
H
Q
民
政

局
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
の
も
こ
こ
で
あ
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
時
代
状
況
の
中
で
、
芝
区
・

麻
布
区
・
赤
坂
区
の
3
区
を
統
合
し
、
港
区

が
誕た
ん
じ
ょ
う生し
た
の
は
昭
和
22
（
1
9
4
7
）
年
3

月
15
日
の
こ
と
で
し
た
。
港
区
役
所
（
旧
芝

区
役
所
）
が
置
か
れ
た
芝
公
園
周
辺
の
戦
後

の
変へ
ん
ぼ
う貌

は
目
覚
ま
し
く
、
か
つ
て
政
財
界
の

要
人
が
集
っ
た
高
級
料り
ょ
う
て
い亭

紅こ
う
よ
う葉

館
の
跡
地

は
、
昭
和
33
（
1
9
5
8
）
年
東
京
タ
ワ
ー
に

な
り
ま
し
た
。
日
光
東
照
宮
の
よ
う
に
壮そ
う
れ
い麗

な
建
物
が
立
ち
並
ん
で
い
た
増
上
寺
の
徳
川

家
霊れ
い
び
ょ
う

廟
の
焼
け
跡
は
、
昭
和
39
（
1
9
6
4
）

年
に
東
京
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
が
建
て
ら
れ
、

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
来
日
す
る
観
光
客
を

迎
え
ま
し
た
。
港
区
は
、
折
々
に
戦
後
史
の

重
要
な
舞
台
と
し
て
登
場
し
な
が
ら
新
し
い

歴
史
を
重
ね
て
、
今
日
の
姿す
が
たに
至
っ
て
い
ま

す
。

昭
和
20
（
1
9
4
5
）
年
8
月
15
日
正
午
、
昭
和
天
皇
が
自
ら
の

声
で
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
を
国
民
に
伝
え
た
い
わ
ゆ
る
「
玉
音

放
送
」
は
、
千
代
田
区
内う
ち
さ
い
わ
い
ち
ょ
う

幸
町
の
N
H
K
放
送
会
館
（
現
在

日ひ

び

や
比
谷
国
際
ビ
ル
が
あ
る
場
所
）
か
ら
放
送
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ

に
先
立
つ
15
日
未
明
、
徹
底
抗
戦
を
叫さ
け
び
玉
音
放
送
を
阻そ

し止
し
よ

う
と
す
る
陸
軍
の
一
部
の
将
校
が
反
乱
を
起
こ
し
鎮ち
ん
あ
つ圧

さ
れ
ま
し

た
が
（「
宮
き
ゅ
う
じ
ょ
う城

事
件
」
と
呼よ

ば
れ
ま
す
）、
放
送
後
に
も
、
敗
戦

を
認み
と
め
ず
あ
く
ま
で
戦
争
を
継
続
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
各
地
で

起
こ
り
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
の
が
「
愛
宕
山
籠
城

事
件
」
で
す
。
飯
島
与よ

し

お
志
雄
が
結
成
し
た
右う
よ
く翼

団
体
「
尊
そ
ん
じ
ょ
う攘

同
志

会
」
の
同
志
12
人
が
、
玉
音
放
送
の
後
、
軍
の
上
層
部
に
徹
底
抗

戦
を
促う
な
がす

た
め
、
日
本
刀
や
手し
ゅ
り
ゅ
う
だ
ん

榴
弾
な
ど
で
武ぶ
そ
う装

し
て
木
戸
内
大

臣
邸
を
襲し
ゅ
う
げ
き撃、
そ
の
後
芝
区
愛
宕
山
に
立
て
こ
も
り
ま
し
た
。
警

官
に
よ
る
説
得
を
拒き
ょ
ぜ
つ絶

し
た
飯
島
ら
は
22
日
、
手
榴
弾
で
自
決
を

図
り
10
人
が
死し
ぼ
う亡

し
ま
し
た
。
27
日
に
は
さ
ら
に
自
決
者
の
妻
2

人
が
後
を
追
っ
て
自
決
し
ま
し
た
。
こ
の
事
件
関
係
者
の
た
め
に

愛
宕
山
上
の
愛
宕
神
社
境
内
に
は
「
殉
じ
ゅ
ん
こ
う皇
十
二
烈れ
っ
し
じ
ょ

士
女
之の

碑ひ

」
が

建
て
ら
れ
、
自
決
の
現
場
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
麓ふ
も
との
青
松

寺
境
内
に
は
、
宮
城
事
件
で
自
決
し
た
4
人
の
首し
ゅ
ぼ
う謀
者
の
た
め
「
国

体
護
持
孤こ
ち
ゅ
う忠

留り
ゅ
う
こ
ん魂

之の

ひ碑
」
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
昭
和
天
皇
が
音
声
を
吹ふ

き
込
ん
だ
レ
コ
ー
ド
（
玉
音
盤
）

は
2
回
録
音
さ
れ
、
2
回
目
の
も
の
が
玉
音
放
送
に
使
わ
れ
ま
し

た
。
こ
の
レ
コ
ー
ド
は
現
在
で
も
宮
内
庁
が
保
管
し
て
い
ま
す
が
、

実
際
は
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
1
回
目
の
レ
コ
ー
ド
は
、
愛
宕
山
に

あ
る
N
H
K
放
送
博
物
館
に
展て
ん
じ示

さ
れ
て
い
ま
す
。

c o l u m n

港区と「終戦」

中国から引き揚げてきた民間人と日本兵を乗せて博多に近づく江ノ島丸。
昭和20年11月9日撮影（提供：昭和館）

建設中の東京タワー©TOKYO	TOWER

現在の港区の姿（提供:ピクスタ）

昭 和 館
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