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―― 遺構・体験者から記憶をたどる

深谷深谷とと戦争戦争
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市
内
に
現
存
す
る
「
戦
争
の
遺
構
」
を
ご
存
じ
で
す
か
。
代
表
的

な
も
の
と
し
て
は
、
原
郷
地
内
の
「
旧
東
京
第
二
陸
軍
造ぞ

う

兵へ
い

廠し
ょ
う

深
谷

製
造
所
」
が
あ
り
ま
す
。
今
月
号
の
特
集
で
は
、
東
京
第
二
陸
軍
造

兵
廠
深
谷
製
造
所
と
そ
の
施
設
で
作
業
に
当
た
っ
て
い
た
体
験
者
か

ら
、
戦
時
下
の
深
谷
の
記
憶
を
た
ど
り
ま
す
。

　

今
あ
る
平
和
に
つ
い
て
、
一
緒
に
見
詰
め
直
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

各
地
に
あ
っ
た
造
兵
廠
﹇
東
京
第

一
・
東
京
第
二
・
相
模
・
名
古
屋
・
大

阪
・
小
倉
な
ど
﹈
は
、
そ
れ
ぞ
れ
生
産

兵
器
に
区
分
さ
れ
、
東
京
第
二
陸
軍
造

兵
廠
は
火
薬
類
を
製
造
す
る
専
門
廠
で

し
た
。

　

昭
和
18
年
夏
、
戦
局
の
悪
化
と
本
土

空
襲
に
伴
い
、
兵
器
の
増
産
と
疎
開
の

両
面
の
意
味
合
い
か
ら
、
東
京
第
二
陸

軍
造
兵
廠
板
橋
製
造
所
の
疎
開
先
と
し

て
目
を
付
け
ら
れ
た
の
が
日
本
煉れ

ん

が瓦
製

造
㈱
上
敷
免
工
場
で
し
た
。
こ
こ
は
東

京
第
二
陸
軍
造
兵
廠
岩い

わ

鼻は
な

製
造
所
（
高

崎
市
）
に
近
く
、
小
山
川
の
水
利
も
あ

り
、
何
よ
り
も
深
谷
駅
ま
で
専
用
線
が

敷
設
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
重
要
視
さ
れ

ま
し
た
。
同
年
秋
、
非
公
式
に
同
廠
所

属
の
技
術
将
校
の
姿
が
工
場
で
頻
繁
に

目
撃
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

 

11
月
に
な
り
、
突
然
、
明
戸
村
役
場

に
関
係
地
主
が
集
め
ら
れ
、
県
道
由ゆ

良ら

深
谷
線
東
側
（
現
浄
化
セ
ン
タ
ー
）
一

帯
を
強
制
買
収
し
、
板
橋
製
造
所
を
移

転
す
る
と
告
げ
ら
れ
ま
し
た
。
県
道
西

側
も
買
収
の
意
欲
を
見
せ
て
い
ま
し
た

が
、
煉
瓦
も
重
要
な
軍
事
物
資
で
あ
り

適
当
な
移
転
先
も
な
く
煉
瓦
の
製
造
が

中
止
さ
れ
て
は
困
る
こ
と
か
ら
、
東
側

だ
け
の
買
収
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、

専
用
線
も
買
収
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ

も
煉
瓦
の
輸
送
に
支
障
を
来
し
て
し
ま

う
こ
と
か
ら
、
軍
と
の
共
用
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
専
用
線

沿
線
の
幡
羅
村
に
も
工
場
用
地
が
買
収

さ
れ
深
谷
工
場
と
な
り
、
日
本
煉
瓦
敷

地
の
明
戸
工
場
と
と
も
に
東
京
第
二
陸

軍
造
兵
廠
深
谷
製
造
所
と
し
て
用
地
が

確
保
さ
れ
ま
し
た
。
深
谷
駅
南
の
櫛
引

に
も
軍
用
地
が
あ
り
、
同
時
に
深
谷
製

造
所
櫛
引
工
場
と
し
て
整
備
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　

各
工
場
の
建
設
は
急
ピ
ッ
チ
で
進
め

ら
れ
、
深
谷
商
業
学
校
・
深
谷
高
等
女

学
校
な
ど
の
動
員
学
生
や
、
徴＊
用
工
な

ど
で
昼
夜
を
問
わ
ず
工
事
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
こ
う
し
て
用
地
買
収
か
ら
１
年

後
の
昭
和
19
年
10
月
に
東
京
第
二
陸
軍

造
兵
廠
深
谷
製
造
所
が
設
立
。
本
部
は

幡
羅
村
原
郷
の
深
谷
商
業
隣
地
（
現
深

谷
第
一
高
校
）
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
多
く
の
労
を
経
て
造

ら
れ
た
深
谷
製
造
所
も
結
果
的
に
は
、

終
戦
ま
で
10
か
月
間
の
み
の
工
場
と
な

り
ま
し
た
。

写真上：深谷製造所の建物と煙突（出典：目でみる埼玉百年）
写真下：旧日本煉瓦製造㈱専用線（福川鉄橋）

　

第
２
次
世
界
大
戦
末
期
、
深
刻
な
労

働
不
足
を
補
う
た
め
、
中
等
学
校
以
上

の
生
徒
や
学
生
が
軍
需
産
業
に
動
員
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
昭
和
19
年

に
は
、
学
生
・
生
徒
全
員
の
工
場
配
置

が
閣
議
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
中
、
兵
器
工
場
で
あ
る

「
造
兵
廠
」
の
製
造
所
が
各
地
に
置
か

れ
、
県
内
で
は
大
宮
、
川
越
の
ほ
か
深

谷
に
造
ら
れ
ま
し
た
。
既
存
工
場
へ
の

動
員
で
は
な
く
、
工
場
の
建
設
か
ら
地

元
の
生
徒
が
携
わ
っ
た
東
京
第
二
陸
軍

造
兵
廠
深
谷
製
造
所
の
数
奇
な
運
命
を

た
ど
っ
て
い
き
ま
す
。

深谷製造所の生産設備
設備名称 月産能力 形式

綿薬製造装置 250t 旋回式および
トムソン式

ニトログリセリン
製造装置   70t ナサン式

無煙薬製造装置 115t 溶剤式、圧延
圧伸式

深谷製造所の労働力構成
種別 人数

職員 100人
般男子 員一般男子工員 人 859人
一般女子工員 452人
徴用工 214人
動員学生 750人

合計 2,375人

東京第二陸軍造兵廠深谷製造所
　本部は現在の深谷第一高校に置かれ、原郷・
明戸・櫛引に工場がありました。
●総敷地面積　21万坪　●建坪　2万 1,000坪
●主要機械　480台　　 ●従業員数　2,375人
●月産能力（無煙火薬）115t

戦
局
の
悪
化
に
よ
り
軍
需
工
場
が
深
谷
に

深谷駅

高崎線

国道17号

明戸工場

現存する遺構
(写真上 )
本部
(現深谷第一高校 )

深谷工場
深谷市役所

旧中山道

深谷バイパス
浄化センター

上武バイパス

専
用
線

ふかや緑の王国

深谷市役所

櫛引工場

高崎線

上越新幹線

パティオ

深谷駅

東京第二陸軍造兵廠深谷製造所位置図
（証言を基に作製）

＊徴用工：太平洋戦争中、国民徴用令の発動により、従前の職を離れて、国家
の指定する軍需工場などの業務に従事した工員

出典：日本煉瓦100年史

戦
争
戦
争
深
谷
に
残
る
戦
争
の
痕こ

ん

跡せ

き

Ｎ

Ｎ
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あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

工
場
で
は
工
員
と
同
様
、
日
給
も
支

給
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
学
校
が
管
理

し
て
い
た
た
め
詳
細
は
分
か
り
ま
せ
ん
。

男
子
学
生
は
朝
８
時
〜
大
体
夕
方
６
時

く
ら
い
と
夕
方
６
時
〜
翌
朝
８
時
の
２

交
代
制
、
女
子
は
日
勤
制
と
な
っ
て
い

ま
し
た
。
日
勤
時
は
、
午
前
と
午
後
に

10
分
程
度
、
お
昼
は
１
時
間
程
度
休
憩

で
き
ま
し
た
。
昼
食
は
、
丼
サ
イ
ズ
の

麦
飯
に
キ
ュ
ウ
リ
を
刻
ん
だ
も
の
が
交

ぜ
て
あ
っ
た
り
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
炊
き

込
み
の
時
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
み

そ
汁
か
漬
物
が
付
き
ま
す
。
食
べ
る
こ

と
が
唯
一
の
幸
せ
で
し
た
。
妻
は
お
昼

休
み
に
女
子
同
士
で
流
行
の
軍
歌
を
歌

う
の
が
楽
し
み
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

昭
和
20
年
に
な
る
と
、
空
襲
警
報
が

毎
日
の
よ
う
に
鳴
り
ま
し
た
。
夜
間
に

警
報
が
鳴
っ
た
ら
、
工
場
に
駆
け
付
け

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
火
薬
に

火
が
付
い
て
も
す
ぐ
に
消
火
で
き
る
体

制
を
取
っ
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
か
ら

で
す
。
火
薬
が
あ
る
建
物
の
床
に
横
に

な
り
な
が
ら
、
警
報
が
解
除
さ
れ
る
の

を
待
つ
。
そ
ん
な
日
々
で
し
た
。

　

終
戦
間
際
、
太
田
市
で
空
襲
が
あ
り
、

妻
は
赤
く
染
ま
っ
た
空
の
光
景
に
一
番

恐
怖
を
感
じ
た
そ
う
で
す
。

　

８
月
15
日
の
朝
、
突
然
、
お
昼
に
玉

ぎ
ょ
く

音お
ん

放ほ
う

送そ
う

が
あ
る
と
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
放

送
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
周
囲
の
様
子
か
ら
、
た
だ

事
で
は
な
い
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。
妻
た

ち
女
子
学
生
は
、
先
生
か
ら
「
日
本
が
負

け
た
」
と
聞
い
て
、
泣
き
出
し
ま
し
た
。

　

今
思
う
と
教
育
の
力
は
恐
ろ
し
い
。

「
日
本
は
勝
つ
、
玉ぎ

ょ
く

砕さ
い

も
や
む
な
し
」
と

洗
脳
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
現
代
で
は
考

え
ら
れ
な
い
時
代
で
し
た
。

教
育
し
て
い
ま
し
た
。
戦
時
中
の
約
４

年
半
を
記
し
た
６
冊
の
日
記
の
中
で
、

特
に
記
憶
に
残
っ
て
い
る
出
来
事
が
幾

つ
か
あ
り
ま
す
。

　

昭
和
16
年
12
月
８
日
の
日
・
米
英
開

　

わ
た
し
が
深
谷
商
業
学
校
に
入
っ
た

昭
和
16
年
に
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
り
、

卒
業
し
た
昭
和
20
年
に
戦
争
が
終
わ
り

ま
し
た
。
深
谷
商
業
学
校
で
は
、
指
導

の
一
環
で
全
員
に
日
記
を
つ
け
る
よ
う

戦
の
こ
と
や
、
昭
和
17
年
２
月
18
日
の

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
陥
落
を
祝
し
旗
行
列
を

し
た
こ
と
、
４
年
生
に
進
級
す
る
こ
ろ

に
は
同
級
生
の
う
ち
予よ

科か

練れ
ん

（
海
軍
飛

行
予
科
練
習
生
）
や
陸
軍
特
別
幹
部
候

補
生
に
志
願
し
た
者
が
学
年
生
徒
の
３

分
の
１
に
達
し
、
学
級
も
編
成
替
え
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
、
昭
和
20
年
４

月
４
日
の
中
島
飛
行
機
工
場
（
太
田
市
）

が
照
明
弾
に
照
ら
さ
れ
、
雨
の
ご
と
く

降
る
爆
弾
が
引
き
起
こ
す
爆
発
音
・
地

響
き
で
恐
怖
の
夜
を
過
ご
し
た
こ
と
、

昭
和
20
年
５
月
21
日
の
明
戸
工
場
で
起

き
た
火
災
の
こ
と
、
そ
し
て
昭
和
20
年

８
月
15
日
の
正
午
に
本
社
工
場
に
集
合

し
て
玉
音
放
送
を
聞
い
た
こ
と
で
す
。

　

大
切
に
し
ま
っ
て
お
い
た
こ
れ
ら
の

日
記
を
読
み
返
す
こ
と
が
何
度
か
あ
り

ヒロシマ 原爆展 ナガサキ
戦後67年が経過し、日本では「平和」が当たり前となっています。忘れ

てはいけない「平和や命の尊さ」というものを、この原爆展を通じて
見詰め直してみませんか。
●とき　7月15日㈰～21日㈯午前10時～午後7時30分
●ところ　旧七ツ梅酒造跡東蔵ホール（深谷町9‐ 12）
●内容
①広島平和記念資料館から取り寄せた貴重な資料・映像を公開します。また、
開催期間中、会場隣の深谷シネマで上映する映画「この空の花 長岡花火物語」
のロケ写真など関連展示も行います。
※映画「この空の花 長岡花火物語」は、平和への祈りを描いた大

お お

林
ばやし

宣
の ぶ

彦
ひ こ

監
督作品です。上映スケジュールは7ページをご覧ください。
②15日午後4時30分～ 5時30分には、大林監督のトーク（500円・深谷シネ
マ主催・☎551‐ 4592）を行います。
●問い合わせ　秘書課（☎574‐ 6631）

　

東
京
第
二
陸
軍
造
兵
廠
深
谷
製
造
所
で
作
業
に
当
た
っ
て
い
た
か
た
か
ら
、

当
時
の
貴
重
な
お
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

風
化
し
つ
つ
あ
る
戦
争
の
記
憶
を
今
に
留
め
、
平
和
な
生
活
が
い
つ
ま
で
も

続
く
よ
う
、
自
分
た
ち
に
何
が
で
き
る
の
か
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

場
に
行
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

深
谷
工
場
で
は
、
管
状
や
方
形
の
火

薬
を
造
っ
て
い
ま
し
た
。
わ
た
し
が
担

当
し
て
い
た
の
は
方
形
の
火
薬
で
、
主

に
小
銃
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
し
た
。

作
業
場
の
そ
ば
に
ヨ
ブ
塔
﹇
溶よ

う

剤ざ
い

分ぶ
ん

溜り
ゅ
う

塔と
う

（
２
ペ
ー
ジ
写
真
）]

と
呼
ば
れ
る
塔

が
あ
り
ま
し
た
。
ヨ
ブ
塔
は
、
火
薬
を

造
る
過
程
で
使
用
す
る
液
体
を
再
度
分

離
し
て
、
再
利
用
す
る
た
め
の
施
設
で

　

昭
和
17
年
、
わ
た
し
が
深
谷
商
業
学

校
３
年
（
14
歳
）、
昭
和
18
年
、
妻
が
深

谷
高
等
女
学
校
３
年
（
14
歳
）
の
時
に
勤

労
奉
仕
が
始
ま
り
ま
し
た
。
朝
、
学
校
で

点
呼
を
取
っ
た
後
、
学
生
た
ち
は
持
ち
場

に
分
か
れ
作
業
を
し
ま
し
た
。
わ
た
し
は

土
木
作
業
に
当
た
り
ま
し
た
。
４
年
生
に

な
る
と
学
校
に
は
行
か
ず
、
直
接
深
谷
工

深谷工場で作業
吉田輝義さん（84歳）

深谷・明戸工場で作業　持田秀之さん（83歳）

ま
し
た
が
、
整
理
を
始
め
た
の
は
80
歳

を
過
ぎ
た
こ
ろ
で
し
た
。
戦
争
真
っ
た

だ
中
の
学
生
生
活
を
記
し
た
日
記
を
廃

棄
す
る
の
は
忍
び
な
く
、
２
年
前
に
埼

玉
県
平
和
資
料
館
（
東
松
山
市
）
に
寄

贈
し
ま
し
た
。

　

わ
た
し
は
ず
っ
と
、
戦
時
中
の
学

生
生
活
は
全
く
も
っ
て
無
駄
な
時
を
過

ご
し
て
い
た
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
、
わ
た
し
は
こ
の
無
駄
な
時
を
記

し
た
日
記
を
公
開
し
、
読
ま
れ
る
こ
と

で
、
次
代
の
人
に
は
二
度
と
あ
の
無
残

な
日
々
を
繰
り
返
し
て
ほ
し
く
な
い
と

願
っ
て
い
ま
す
。
現
在
、
当
然
と
思
っ

て
い
る
平
和
は
、
多
く
の
人
た
ち
の
生
命

の
犠
牲
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
を
今
を
生
き
る
若
い
人
た
ち

に
伝
え
て
い
け
れ
ば
と
感
じ
て
い
ま
す
。

12歳で書き始めた当時の日記（昭和16～ 20
年・約4年半分）には、戦況をはじめ、戦時下
の生活や学校生活、軍需工場での勤労奉仕、祭
り、災害、天体など、事細かに記されています

火
薬
の
製
造
、
爆
発
と
隣
り
合
わ
せ
の
日
々 

吉よ
し

田だ

輝て
る

義よ
し

さ
ん
・
ミ
チ
子こ

さ
ん
（
本
住
町
）

戦
時
中
の
生
活
を
鮮
明
に
語
る
「
学
生
日
誌
」 

持も
ち

田だ

秀ひ
で

之ゆ
き

さ
ん
（
上
野
台
）

深谷工場で作業
吉田ミチ子さん（83歳）

体
験
者
が
当
時
を
語
る


