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□

要

旨

戦
争
遺
跡
と
は
︑
近
代
以
降
の
国
内
外
の
戦
争
と
そ
の
遂
行
過
程

で
形
成
さ
れ
た
遺
跡
の
事
を
い
う
︒
三
重
県
に
は
数
多
く
の
戦
争
遺

跡
が
残
っ
て
い
る
︒
し
か
し
未
だ
十
分
に
調
査
さ
れ
て
な
い
所
も
多

い
︒
今
回
︑
鳥
羽
市
の
伊
勢
湾
口
に
位
置
す
る
菅
島
で
調
査
を
行
っ

た
と
こ
ろ
多
く
の
新
た
な
戦
争
遺
跡
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒

坑
道
式
掩
体
や
棲
息
壕
︑
掩
体
︑
交
通
壕
等
の
様
々
な
遺
構
の
発
見

に
よ
り
菅
島
に
お
け
る
陣
地
の
構
成
が
明
確
と
な
っ
た
︒
そ
れ
ゆ

え
︑
本
稿
で
は
菅
島
で
新
た
に
明
ら
か
に
な
っ
た
戦
争
遺
跡
に
つ
い

て
報
告
を
す
る
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

戦
争
遺
跡

菅
島

鳥
羽
市

本
土
決
戦

太
平
洋
戦
争

は

じ

め

に

戦
争
遺
跡
と
は
︑
近
代
以
降
の
国
内
外
の
戦
争
と
そ
の
遂
行
過
程
で
形

成
さ
れ
た
遺
跡
の
事
を
い
う

︵
１
︶

︒
全
国
各
地
で
多
く
の
戦
争
遺
跡
が
確
認
さ

れ
て
お
り
︑
三
重
県
下
で
も
同
様
に
数
多
く
現
存
し
て
い
る
︒
三
重
県
の

戦
争
遺
跡
は
平
成
十
八
年
に
三
重
県
歴
史
教
育
者
協
議
会
が
刊
行
し
た

﹃
三
重
の
戦
争
遺
跡

増
補
改
訂
版
﹄
や
全
日
本
軍
装
研
究
会
の
会
報
﹃
軍

装
操
典

︵
２
︶

﹄
に
も
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
﹃
三
重
の
戦
争
遺
跡

増
補

改
訂
版
﹄
に
よ
る
と
三
重
県
鳥
羽
市
の
伊
勢
湾
口
に
位
置
す
る
菅
島
に

は
︑
観
測
所
と
そ
の
周
辺
の
本
土
決
戦
用
陣
地
等
の
戦
争
遺
跡
が
あ
る
と

報
告
さ
れ
て
い
る

︵
３
︶

︒
観
測
所
は
︑
火
砲
の
試
験
場
で
あ
る
陸
軍
伊
良
湖
試

験
場
よ
り
発
射
さ
れ
た
砲
弾
の
弾
着
を
観
測
す
る
施
設
で
︑
菅
島
の
他
に
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も
同
じ
伊
勢
湾
口
に
位
置
す
る
神
島
と
鳥
羽
市
に
所
在
す
る
石
鏡
に
も
同

様
の
観
測
所
が
存
在
し
て
い
た
︒
菅
島
の
観
測
所
は
昭
和
十
︵
一
九
三
五
︶

年
頃
に
建
設
さ
れ
︑
現
在
で
も
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
観
測
所
施
設
と
陸

軍
用
地
標
柱
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
た
︑
そ
の
周
辺
に
は
本
土
決
戦

用
の
掩
体
も
二
基
確
認
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
れ
ら
の
調
査

は
十
分
と
は
言
え
ず
︑
著
者
の
更
な
る
調
査
に
よ
っ
て
同
書
に
報
告
さ
れ

て
い
な
い
戦
争
遺
跡
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
本
稿
で
は
菅
島
で
新

た
に
明
ら
か
と
な
っ
た
戦
争
遺
跡
に
つ
い
て
の
報
告
を
す
る
︒

㈠

太
平
洋
戦
争
末
期
の
菅
島
周
辺
の
陸
軍
部
隊
配
置

日
本
は
太
平
洋
戦
争
で
の
戦
局
悪
化
に
伴
い
本
土
決
戦
が
現
実
的
と
な
っ

た
︒
そ
の
た
め
全
国
各
地
で
本
土
防
衛
の
準
備
が
進
め
ら
れ
た
︒
東
海
地

区
の
本
土
防
衛
準
備
を
担
っ
て
い
た
の
は
第
一
三
方
面
軍
で
あ
っ
た
︒
そ

の
隷
下
の
百
五
十
三
師
団
︵
護
京
師
団
︶
は
︑
昭
和
二
十
︵
一
九
四
五
︶

年
四
月
八
日
に
京
都
で
編
成
さ
れ
︑
伊
勢
湾
に
対
す
る
敵
の
侵
入
の
阻
止

と
伊
勢
神
宮
の
防
禦
を
任
務
と
し
︑
志
摩
半
島
か
ら
渥
美
半
島
の
防
衛
を

作
戦
地
域
と
し
た

︵
４
︶

︒
ま
た
師
団
司
令
部
を
神
宮
皇
學
館
大
學
に
置
い
て
︑

歩
兵
四
四
一
連
隊
︑
歩
兵
四
四
二
連
隊
︑
歩
兵
四
四
三
連
隊
︑
歩
兵
四
四

四
連
隊
の
歩
兵
部
隊
が
隷
下
と
し
て
所
属
し
て
い
た
︒
中
で
も
志
摩
半
島

北
部
に
配
備
さ
れ
た
歩
兵
四
四
三
連
隊
は
︑
同
年
の
五
月
十
日
に
久
居
で

編
成
さ
れ
た
後
に
鳥
羽
市
の
常
安
寺
に
連
隊
本
部
を
置
い
て
︑
鳥
羽
か
ら

加
茂
︑
答
志
島
︑
菅
島
︑
石
鏡
か
ら
千
賀
︑
青
峰
山
︑
朝
熊
な
ど
で
本
土

決
戦
の
準
備
を
行
っ
て
い
た

︵
５
︶

︒
同
連
隊
の
第
二
大
隊
は
答
志
島
に
大
隊
本

部
を
置
き
︑
そ
の
内
の
一
個
中
隊
を
菅
島
に
抽
出
し
て
い
た
た
め

︵
６
︶

︑
こ
の

部
隊
が
菅
島
で
陣
地
を
構
築
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
そ
の
こ

と
か
ら
菅
島
で
陣
地
の
構
築
が
始
ま
っ
た
の
は
少
な
く
と
も
歩
兵
四
四
三

連
隊
が
編
成
さ
れ
た
昭
和
二
十
︵
一
九
四
五
︶
年
の
五
月
十
日
以
降
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
︒

㈡

各
陣
地
の
概
要

調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
遺
構
に
は
坑
道
式
掩
体
や
棲
息
壕
︑

掩
体
︑
交
通
壕
な
ど
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た

︵
７
︶

︒
坑
道
式
掩
体
と
棲
息
壕

は
洞
窟
状
の
地
下
壕
で
︑
前
者
は
火
器
を
据
え
る
部
屋
が
存
在
し
て
お

り
︑
後
者
は
兵
隊
の
休
息
に
使
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
掩
体
は
火
器
を
据

え
る
場
所
を
掘
り
窪
め
人
員
や
物
資
を
掩
護
す
る
も
の
で
︑
交
通
壕
は
人

員
︑
火
器
を
敵
か
ら
見
え
な
い
よ
う
に
︑
ま
た
︑
攻
撃
か
ら
掩
護
し
て
移

動
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る

︵
８
︶

︒
こ
れ
ら
の
遺
構
を
報
告
し
て
い
き
た

い
︒
な
お
︑
陣
地
名
は
当
時
の
呼
称
が
不
明
で
あ
る
た
め
便
宜
上
小
字
名

を
冠
し
て
命
名
し
た
︒
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図-1 菅島戦争遺跡分布図

①白浜陣地 ②アゴケ谷陣地 ③ボシ山陣地 ④長崎陣地

観測所



①
白
浜
陣
地
︵
写
真
-１
︑
図
-
２
︑
図
-３
︶

本
陣
地
は
︑
島
の
北
東
部
に
あ
る
白
浜
︵
し
ろ
ん
ご
浜
︶
の
西
端
か
ら

西
に
約
三
〇
ｍ
に
位
置
に
し
て
お
り
︑
坑
道
式
掩
体
一
基
と
不
明
遺
構
一

基
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
坑
道
式
掩
体
の
規
模
は
全
長
約
一
〇
ｍ
︑

幅
約
一
ｍ
五
〇
㎝
か
ら
一
ｍ
六
〇
㎝
︑
高
さ
約
二
ｍ
一
〇
㎝
で
あ
る
︒
坑

道
式
掩
体
は
未
完
成
の
た
め
銃
室
や
銃
眼
と
思
わ
れ
る
箇
所
は
確
認
で
き

な
い
が
︑
白
浜
︵
し
ろ
ん
ご
浜
︶
方
向
に
掘
削
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
白

浜
に
上
陸
し
た
敵
を
西
側
か
ら
側
射
す
る
よ
う
に
陣
地
を
構
築
し
た
こ
と

が
わ
か
る
︒
さ
ら
に
︑
坑
道
式
掩
体
よ
り
南
西
に
約
一
二
ｍ
の
位
置
に

は
︑
東
西
に
二
ｍ
五
〇
㎝
南
北
に
三
ｍ
五
〇
㎝
の
四
方
の
方
形
の
掘
り
込

み
が
あ
る
︒
先
の
坑
道
式
掩
体
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
詳
細
は
不

明
で
あ
る
︒

― 42 ―

写真-1 白浜（しろんご浜）から見る白浜陣地

白浜陣地
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図-2 白浜陣地周辺遺構群（ 1：1000）

図-3 白浜陣地坑道式掩体実測図（ 1：200）

白浜(しろんご浜)
不明遺構

坑道式掩体

Ａ Ａ́

Ａ
Ａ́



②
ア
ゴ
ケ
谷
陣
地
︵
写
真
-
２
︑
図
-４
︑
図
-５
︶

本
陣
地
は
︑
観
測
所
か
ら
南
に
約
六
〇
ｍ
︑
標
高
約
六
九
ｍ
の
西
側
斜

面
に
所
在
し
て
い
る
︒
遺
構
は
未
完
成
の
坑
道
式
掩
蔽
部
︵
地
下
壕
︶
が
一

基
あ
り
︑
規
模
は
全
長
七
ｍ
一
〇
㎝
︑
幅
約
一
ｍ
一
〇
㎝
か
ら
一
ｍ
七
〇
㎝
︑

高
さ
約
一
ｍ
八
〇
㎝
か
ら
二
ｍ
三
〇
㎝
で
あ
る
︒
壁
面
の
両
側
に
は
壕
を

強
化
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
坑
木
を
設
置
す
る
た
め
の
掘
り
込
み
が
見

ら
れ
る
︒
こ
の
坑
道
式
掩
蔽
部
︵
地
下
壕
︶
は
ど
の
よ
う
な
目
的
で
構
築

さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
︒
ま
た
︑
観
測
所
付
近
に
構
築
さ
れ
た
掩
体
と

な
に
か
し
ら
の
関
係
が
あ
る
可
能
性
が
高
い
︒
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写真-2 アゴケ谷陣地坑道式掩蔽部の開口部
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図-4 アゴケ谷陣地遺構（ 1：1000）

図-5 アゴケ谷陣地坑道式掩蔽部実測図（ 1：200）

Ａ́

69.00m

坑道式掩蔽部

観測所

掩体

Ａ Ａ́

Ａ



③
ボ
シ
山
陣
地
︵
写
真
-３
︑
図
-６
︑
図
-７
︶

本
陣
地
は
︑
菅
島
灯
台
か
ら
南
に
約
二
五
〇
ｍ
の
地
点
に
所
在
し
て
お

り
︑
東
向
き
の
斜
面
に
立
地
す
る
︒
そ
の
一
帯
に
は
︑
坑
道
式
掩
体
一
基
︑

交
通
壕
一
基
︑
掩
体
四
基
︑
が
あ
る
︒
坑
道
式
掩
体
は
︑
全
長
約
一
六
ｍ

四
〇
㎝
︑
幅
約
二
ｍ
︑
高
さ
約
一
ｍ
九
〇
㎝
で
あ
る
︒
入
口
の
平
面
プ
ラ

ン
は
︑
屈
曲
し
た
構
造
で
爆
風
対
策
と
考
え
ら
れ
る
︒
坑
道
の
南
側
の
壁

面
に
は
坑
木
用
の
掘
り
込
み
が
見
ら
れ
︑
開
口
部
か
ら
八
ｍ
か
ら
一
一
ｍ

の
位
置
に
は
坑
木
が
多
く
残
存
し
て
い
る
︒
坑
道
は
約
一
一
ｍ
二
〇
㎝
の

地
点
か
ら
北
東
方
面
に
屈
折
し
て
お
り
︑
約
五
ｍ
二
〇
㎝
続
く
坑
道
は
急

こ
う
配
の
上
り
坂
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
坑
道
式
掩
体
か
ら
南
へ
約
六
〇
ｍ

の
所
に
は
直
径
約
二
ｍ
︑
深
さ
約
八
〇
㎝
の
円
形
土
坑
が
あ
り
︑
そ
の
西

側
に
全
長
約
一
五
ｍ
の
交
通
壕
が
続
い
て
い
る
︒
ま
た
︑
周
辺
に
は
同
様

の
規
模
の
掩
体
が
四
基
構
築
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
遺
構
は
い
ず
れ
も

正
面
の
お
ん
ま
浜
を
睨
む
よ
う
に
構
築
さ
れ
て
い
る
︒

― 46 ―

写真-3 ボシ山陣地の坑道内に残る坑木
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図-6 ボシ山陣地遺構群（ 1：1000）

掩体

坑道式掩体

おんま浜

交通壕

坑木

Ａ Ａ́

図-7 ボシ山陣地坑道式掩体実測図（ 1：200）

掩体

掩体

掩体

Ａ Ａ́



④
長
崎
陣
地
︵
写
真
-４
︑
図
-８
︑
図
-９
︶

本
陣
地
は
︑
弁
天
神
社
か
ら
東
に
約
八
八
ｍ
の
地
点
に
所
在
し
て
お
り
︑

丘
陵
の
北
向
き
斜
面
に
立
地
す
る
︒
坑
道
式
掩
体
に
棲
息
掩
蔽
部
が
付
属

し
た
遺
構
を
一
基
確
認
で
き
た
︒
規
模
は
全
長
約
四
五
ｍ
で
入
り
口
は
二

か
所
存
在
し
て
い
る
︒
Ａ
か
ら
Ａ́
は
棲
息
壕
部
で
全
長
約
二
二
ｍ
︑
高
さ

は
約
二
ｍ
あ
る
︒
開
口
部
か
ら

約
八
ｍ
ま
で
の
幅
は
約
一
ｍ
五

〇
㎝
で
あ
る
が
そ
れ
以
降
は
約

二
ｍ
五
〇
㎝
と
大
き
く
な
っ
て

い
る
︒
両
側
の
壁
面
に
は
坑
木

の
掘
り
込
み
が
あ
り
︑
床
面
に

も
同
様
に
坑
木
の
掘
り
込
み
が

あ
る
︒
Ｂ
か
ら
Ｂ́
は
棲
息
壕
と

銃
室
を
む
す
ぶ
通
路
で
全
長
約

一
〇
ｍ
︑
幅
約
一
ｍ

五
〇
㎝
︑

高
さ
約
二
ｍ
で
あ
る
︒
東
側
の

壁
面
に
は
掘
削
途
中
の
痕
跡
が

あ
る
︒
こ
れ
は
︑
銃
座
と
棲
息

壕
部
を
直
接
つ
な
げ
る
予
定
で

あ
っ
た
が
︑
そ
う
し
た
場
合
︑

銃
室
が
攻
撃
さ
れ
た
際
に
棲
息

壕
部
へ
直
接
爆
風
が
抜
け
て
く
る
た
め
途
中
で
掘
削
を
や
め
て
銃
室
と
棲

息
壕
部
を
直
接
結
ぶ
の
を
避
け
る
よ
う
な
構
造
に
し
た
可
能
性
が
高
い
︒

ま
た
︑
通
路
内
に
は
鎹
が
あ
り
︑
こ
れ
は
坑
木
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
際
に

用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
Ｃ
か
ら
Ｃ́
は
銃
室
へ
の
入

り
口
と
思
わ
れ
る
開
口
部
が
あ
り
︑
全
長
約
八
ｍ
︑
幅
約
一
ｍ
五
〇
㎝
︑

高
さ
約
二
ｍ
あ
る
︒
北
側
の
壁
面
に
は
︑
幅
約
七
〇
㎝
︑
奥
行
約
五
〇
㎝

と
幅
約
三
〇
㎝
︑
奥
行
約
三
〇
㎝
の
二
つ
の
く
ぼ
み
が
あ
り
灯
り
置
き
に

利
用
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒
Ｄ
か
ら
Ｄ́
は
全
長
約
六
ｍ
︑
幅

約
一
ｍ
五
〇
㎝
︑
高
さ
約
二
ｍ
で
あ
る
︒
途
中
幅
が
一
段
広
が
り
約
二
ｍ

三
〇
㎝
に
な
っ
て
い
る
の
は
銃
室
と
思
わ
れ
る
箇
所
で
︑
機
関
銃
な
ど
の

火
器
を
設
置
す
る
予
定
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
︒
銃
眼
は
お
ん
ま
浜
側
へ

向
い
て
い
る
た
め
︑
お
ん
ま
浜
に
上
陸
し
た
敵
を
狙
う
よ
う
に
本
陣
地
は

構
築
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
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写真-4 長崎陣地の坑道内に残る鎹
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図-8 長崎陣地遺構（ 1：1000）

図-9 長崎陣地坑道式掩体付属棲息壕実測図（ 1：400）
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⑶

各
陣
地
位
置
づ
け
︵
写
真
-５
︑
図
-
10
︶

第
十
三
方
面
軍
は
敵
が
東
海
地
区
に
侵
攻
し
た
場
合
は
そ
の
戦
略
目
標

を
名
古
屋
と
想
定
し
て
お
り
︑
そ
の
た
め
に
は
伊
勢
湾
口
の
防
衛
の
強
化

が
必
須
で
あ
る
と
考
え
て
い
た

︵
９
︶

︒
そ
れ
ゆ
え
伊
勢
湾
口
に
位
置
す
る
菅
島

に
陣
地
が
構
築
さ
れ
る
の
は
自
然
な
流
れ
と
い
え
よ
う
︒
先
述
し
た
通
り

菅
島
の
陣
地
は
四
つ
あ
り
︑
何
れ
も
東
部
に
集
中
し
て
い
る
︒
各
陣
地
の

役
割
は
ア
ゴ
ケ
谷
陣
地
を
除
い
て
は
水
際
で
の
敵
の
撃
滅
で
あ
ろ
う
︒
ボ

シ
山
陣
地
と
長
崎
陣
地
は
お
ん
ま
浜
に
上
陸
し
た
敵
を
攻
撃
す
る
こ
と
︑

白
浜
陣
地
は
白
浜
︵
し
ろ
ん
ご
浜
︶
に
上
陸
し
た
敵
を
攻
撃
す
る
た
め
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
︑
構
築
状
況
が
白
浜
陣
地
よ
り
ボ
シ
山
陣
地

や
長
崎
陣
地
の
ほ
う
が
進
ん
で
い
る
の
は
︑
お
ん
ま
浜
の
防
禦
が
最
優
先

で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
え
る
︒
こ
れ
は
地
理
的
に
お
ん
ま
浜
が
敵
の
進
行
方

向
に
面
し
て
お
り
一
番
上
陸
さ
れ
や
す
い
地
点
に
あ
る
か
ら
だ
と
考
え
ら

れ
る
︒
し
か
し
︑
敵
が
白
浜
︵
し
ろ
ん
ご
浜
︶
か
ら
も
上
陸
し
て
き
た
際
︑

ボ
シ
山
陣
地
や
長
崎
陣
地
は
裏
を
突
か
れ
て
し
ま
う
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
お
ん

ま
浜
よ
り
優
先
度
は
低
い
が
白
浜
陣
地
を
構
築
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
な

お
︑
ア
ゴ
ケ
谷
陣
地
は
ど
の
よ
う
な
目
的
で
構
築
さ
れ
た
の
か
は
不
明
で

あ
る
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
海
岸
部
に
集
中
し
て
堅
固
な
陣
地
を
構
築
し
て

い
る
こ
と
か
ら
水
際
で
敵
の
攻
撃
を
行
う
予
定
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
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写真-5 上空から見た菅島の各陣地

アゴケ谷陣地

ボシ山陣地

長崎陣地



菅
島
の
戦
争
遺
跡
︵
扇
野
︶

― 51 ―

アゴケ谷陣地

白浜陣地

ボシ山陣地

長崎陣地

図-10 菅島の陣地群 ※矢印は射撃方向を示す。



お

わ

り

に

以
上
︑
菅
島
に
構
築
さ
れ
た
各
陣
地
の
概
要
と
位
置
づ
け
に
つ
い
て
述

べ
て
き
た
︒
今
回
︑
陣
地
の
構
成
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
菅
島

で
も
本
土
決
戦
準
備
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
各
陣
地
の
保

存
状
態
は
良
好
で
︑
中
で
も
長
崎
陣
地
の
坑
道
式
掩
体
に
棲
息
掩
蔽
部
が

付
属
し
た
遺
構
に
関
し
て
は
三
重
県
の
中
で
も
か
な
り
規
模
の
大
き
い
も

の
で
あ
る
︒
ま
た
菅
島
西
部
に
も
陣
地
が
構
築
さ
れ
た
証
言

︵
10
︶

も
あ
る
が
西

部
は
砕
石
場
の
た
め
破
壊
さ
れ
た
可
能
性
は
否
め
な
い
︒
な
お
︑
鳥
羽
市

内
に
は
本
稿
で
述
べ
た
菅
島
の
戦
争
遺
跡
以
外
に
も
神
島
︑
答
志
島
︑
相

差
市
で
も
報
告
さ
れ
て
い
る

︵
11
︶

︒
し
か
し
な
が
ら
︑
鳥
羽
市
内
に
は
本
土
決

戦
に
備
え
て
歩
兵
第
四
四
三
連
隊
が
配
備
さ
れ
て
い
る
た
め

︵
12
︶

︑
様
々
な
場

所
で
陣
地
を
構
築
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
今
後
の
調
査

次
第
で
は
更
に
多
く
の
遺
構
が
見
つ
か
る
可
能
性
が
あ
る
︒
こ
れ
を
き
っ

か
け
に
菅
島
を
中
心
と
し
て
鳥
羽
市
内
の
更
な
る
本
格
的
調
査
を
望
む
︒
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