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銃 後銃 後

子
ど
も
た
ち
の
生
活
①
【
北
海
道
・
札
幌
】

戦
時
中
の
子
ど
も
た
ち
の
生
活

稲い
な

田だ

亮り
ょ
う

一い
ち

さ
ん
の
お
話
か
ら

○
ホ
ッ
プ　

ク
ワ
科
の
多
年

生
の
つ
る
草
。
全
長
五
m
ぐ

ら
い
で
、
果
実
は
ま
つ
か
さ

の
形
。
ビ
ー
ル
の
原
料
で
、

ビ
ー
ル
の
苦
味
や
香
り
の

源
み
な
も
と

。
北
海
道
開か
い

拓た
く

使
の
お

雇や
と

い
外
国
人
で
あ
る
ト
ー
マ

ス
・
ア
ン
チ
セ
ル
が
北
海
道

岩
内
町
で
自
生
し
て
い
る

ホ
ッ
プ
を
発
見
し
た
こ
と
を

き
っ
か
け
に
、
ビ
ー
ル
の
生

産
と
ホ
ッ
プ
の
栽さ

い

培ば
い

が
始

ま
っ
た
。

　

終
戦
を
迎
え
た
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
年
）
八
月
十
五
日
。
私
わ
た
く
し

は
苗な
え

穂ぼ

国
民
学
校
（
今
の
苗な
え

穂ぼ

小
学
校
）

の
小
学
校
四
年
生
で
し
た
。

　

当
時
の
学
校
で
は
、「
軍
国
教
育
」
と
い
っ
て
戦
争
に
勝
つ
た
め
の
教
育
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、

国
語
で
は
、
教
科
書
に
出
て
く
る
物
語
文
や
説
明
文
が
戦
争
に
関
わ
る
お
話
に
な
っ
て
い
て
、
軍
馬
を
飼
っ
て

い
る
少
年
の
お
話
や
軍
用
犬
に
つ
い
て
の
お
話
、点
火
し
た
爆
弾
を
三
人
で
持
っ
て
、敵
軍
に
突
っ
込
ん
で
い
っ

た
勇ゆ
う

敢か
ん

な
「
爆
弾
三
勇
士
（
肉
弾
三
勇
士
）」
の
お
話
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。
体
育
で
は
、
銃
じ
ゅ
う

剣け
ん

で
相
手
を
突

く
訓
練
を
し
た
り
、
寒
い
時
に
上
半
身
裸
は
だ
か

に
な
っ
て
、
手
ぬ
ぐ
い
で
皮
ふ
を
こ
す
っ
て
丈
夫
に
す
る
乾
布
摩ま

擦さ
つ

を
し
た
り
し
ま
し
た
。
そ
の
他
に
も
、
敵
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
の
人
は
、
人
間
で
は
な
い
、
鬼
や

け
も
の
と
い
う
意
味
の
「
鬼き

畜ち
く

米
英
」
と
い
う
言
葉
を
習
い
、
万
が
一
相
手
に
捕
ま
っ
た
ら
、
死
ん
だ
方
が
い

い
と
教
わ
り
ま
し
た
。

　

「
勤き
ん

労ろ
う

奉ほ
う

仕し

」
と
い
う
も
の
も
あ
っ
て
、学
校
で
学
習
す
る
だ
け
で
な
く
、働
き
に
出
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

私
わ
た
く
し

は
苗
穂
に
い
た
の
で
、
四
年
生
か
ら
サ
ッ
ポ
ロ
ビ
ー
ル
園
の
ホ
ッ
プ
摘つ

み
の
仕
事
を
し
て
い
ま
し
た
。
上

級
生
は
古
谷
製
菓
の
キ
ャ
ラ
メ
ル
工
場
に
行
っ
た
り
、
中
学
生
は
丘
珠
飛
行
場
に
行
っ
て
木
製
（
ベ
ニ
ヤ
）
の

お
と
り
の
飛
行
機
を
作
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。「
援え
ん

農の
う

」
と
い
っ
て
農
家
に
手
伝
い
に
行
く
人
も
い
ま
し
た
。

　

戦
争
が
激
し
さ
を
増
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
物
不
足
が
深
刻
に
な
り
ま
し
た
。
紙
が
不
足
し
、
教
科
書
は
上

級
生
か
ら
の
お
下
が
り
に
な
り
ま
し
た
。
ノ
ー
ト
も
新
し
い
も
の
は
な
い
の
で
、
消
し
ゴ
ム
で
古
い
文
字
を
消

し
て
は
、
新
し
く
書
き
こ
ん
だ
り
し
て
い
ま
し
た
。
習
字
の
半
紙
も
な
く
な
り
、
同
じ
紙
の
上
で
何
度
も
書
い
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○
す
い
と
ん　

小
麦
粉
を
水

で
練
っ
て
作
っ
た
団だ
ん

子ご

。

○
非ひ

国こ
く

民み
ん　

当
時
の
日
本
で

は
、
戦
争
に
協
力
し
な
い
者

や
戦
争
に
反
対
し
て
い
る
と

見
な
さ
れ
た
者
を
、
国
民
と

し
て
の
義ぎ

務む

を
守
ら
な
い

者
、
国
家
を
裏う
ら

切
ぎ
る
よ
う

な
行こ
う

為い

を
す
る
者
と
し
て
、

非ひ

国こ
く

民み
ん

と
呼よ

び
非ひ

難な
ん

し
た
。

て
、
紙
自
体
が
真
っ
黒
に
な
る
ま

で
使
っ
て
勉
強
し
て
い
ま
し
た
。

　

戦
時
中
、
学
校
給
食
は
な
く
、

お
弁
当
を
持
っ
て
く
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。
当
時
の
主
食

は
お
米
で
は
な
く
芋
や
か
ぼ
ち
ゃ

で
し
た
。
今
で
も
一
食
ぐ
ら
い
な

ら
お
い
し
く
食
べ
ら
れ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
毎
日
三
食
全
部
が

芋
と
か
ぼ
ち
ゃ
で
す
。
食
料
不
足

な
の
に
、
食
べ
あ
き
て
し
ま
っ
て

大
変
で
し
た
。
私
わ
た
く
し

は
手
が
黄
色

に
変
色
す
る
く
ら
い
か
ぼ
ち
ゃ
を

食
べ
ま
し
た
。
時
に
は
、
雑ぞ
う

炊す
い

や

す
い
と
ん
を
食
べ
る
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。
お
金
持
ち
の
家
で
は
、

お
米
が
あ
る
家
も
あ
り
ま
し
た
。

た
だ
、
お
昼
の
お
弁
当
と
な
る
と

自
分
だ
け
お
米
を
食
べ
て
い
る
と

「
非ひ

国こ
く

民み
ん

」
と
み
ん
な
か
ら
言
わ

戦
時
中
の
子
ど
も
た
ち
の
生
活

勤
きん

労
ろう

奉
ほう

仕
し

イメージ図
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北海道の空
くう

襲
しゅう

による被害の地図（「語り継ぐ北海道空襲」菊地慶一より）

死者10人 

負傷者100人 

負傷者多数 

負傷者数名 

・死傷者数は記録によ
るが、推定の部分を含
まれていると思われる 

・負傷者数は正確な数
字がないため、記録に
ある数字を元に作図
している 

■凡例 

1945（昭和20）年7月14・15日 

北海道空襲図 ■北海道空襲図死亡者数 （単位：人） 

［渡島］ 
松前 15 
福島 21 
知内 4 
木古内 0 
上磯 2 
函館 518 
戸井 7 
椴法華 3 
南茅部 6 
鹿部 11 
森 9 
砂原 5 

八雲 2 
長万部 4 
 
［胆振］ 
伊達 21 
室蘭 480 
登別 0 
白老 0 
苫小牧 9 
追分 0 
厚真 4 
鵡川 0 
 

［後志］ 
寿都 16 
岩内 6 
共和 0 
神恵内 0 
積丹 13 
古平 21 
余市 0 
小樽 33 
 
［石狩・空知］ 
札幌 1 
千歳 0 

江別 4 
石狩 13 
厚田 11 
浜益 0 
由仁 0 
岩見沢 0 
 
［日高］ 
えりも 0 
様似 1 
浦河 5 
静内 4 
新冠 2 

門別 5 
 
［留萌・上川］ 
増毛 0 
留萌 2 
富良野 4 
美瑛 0 
旭川 2 
鷹栖 0 
比布 0 
 
［十勝］ 
広尾 1 

大樹 2 
更別 0 
浦幌 3 
豊頃 2 
幕別 0 
帯広 5 
池田 4 
音更 3 
本別 40 
士幌 0 
 
［網走］ 
網走 12 

小清水 2 
清里 0 
斜里 0 
常呂 1 
 
［釧路］ 
音別 9 
白糠 7 
釧路 192 
釧路町 8 
厚岸 5 
浜中 2 
阿寒 5 

標茶 2 
 
［根室］ 
根室 385 
別海 1 
中標津 3 
標津 0

合計：死者 1,958人 
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○
防ぼ
う

空く
う

壕ご
う　

航
空
機
に
よ
る

空
か
ら
の
攻こ
う

撃げ
き

か
ら
身
を
守

る
た
め
に
つ
く
っ
た
穴あ
な

や
地

下
室
。

○
玉ぎ
ょ
く

音お
ん

放ほ
う

送そ
う　

天て
ん

皇の
う

自
身
の

肉
声
に
よ
る
放
送
。
特
に
終

戦
を
伝
え
る
ラ
ジ
オ
放
送
を

指
す
こ
と
が
多
い
。

北
海
道
に
も
敵
機
が
頻
繁
に
来
る
よ
う
に
な
り
、
根
室
や
釧
路
、
室
蘭
な
ど
で
は
敵
の
攻
撃
で
大
き
な
被
害
が

出
ま
し
た
。
札
幌
に
も
空
襲
が
あ
り
、
死
者
が
出
た
と
い
う
話
を
聞
き
ま
し
た
。
授
業
中
に
空
襲
警
報
の
サ
イ

レ
ン
が
鳴
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
鳴
っ
て
は
机
の
下
や
防ぼ
う

空く
う

壕ご
う

に
入
り
、
解
除
の
サ
イ
レ
ン
が
鳴
っ
て
は
、
ま

た
授
業
に
戻
る
と
い
う
こ
と
の
繰
り
返
し
で
、勉
強
に
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
家
で
も
空
襲
へ
の
備
え
を
進
め
、

防
空
壕
を
作
っ
て
、
人
が
入
れ
る
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
し
た
り
、
中
に
布
団
や
食
料
、
日
用
品
を
準
備
し
た
り
し

ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
、
天
皇
陛
下
に
よ
る
玉
ぎ
ょ
く

音お
ん

放ほ
う

送そ
う

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
放
送
に
よ
り
、

日
本
は
戦
争
に
敗
れ
、
無
条
件
降
伏
を
受
け
入
れ
た
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
私
わ
た
く
し

は
そ
れ
を
聞
い
て
ほ
っ
と
し

ま
し
た
。
自
分
も
い
つ
か
兵
隊
と
し
て
戦
地
に
行
き
、
死
ぬ
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
行
け
ば
死

ぬ
と
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
、
行
く
の
は
と
て
も
辛
い
こ
と
で
し
た
。
兵
隊

に
な
り
た
く
な
い
と
も
言
え
ず
、
仕
方
な
く
大
人
や
先
生
に
兵
隊
に
な
り

た
い
と
言
っ
て
い
た
か
ら
、
こ
れ
で
助
か
っ
た
と
感
じ
ま
し
た
。

　

日
本
は
、
戦
争
で
多
く
の
犠ぎ

牲せ
い

を
出
し
、
多
く
の
も
の
を
失
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
こ
か
ら
戦
後
の
歩
み
を
経
て
、
今
の
平
和
を
築
き
上
げ
て
き

た
の
で
す
。
み
な
さ
ん
も
大
人
に
な
っ
た
ら
、
戦
争
の
な
い
平
和
な
国
を

作
っ
て
い
く
よ
う
に
、
力
を
合
わ
せ
て
頑
張
っ
て
い
っ
て
く
だ
さ
い
。
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