
 

二

〇

〇

四

年

の

年

明

け

を

、

い

か

が

お

迎

え

で

し

ょ

う

か

。

今

年

こ

そ

、

世

界

の

各

地

か

ら

戦

争

や

テ

ロ

が

な

く

な

り

、

平

和

な

年

に

な

る

こ

と

を

願

っ

て

や

み

ま

せ

ん

。 
 

と

こ

ろ

で

、

今

か

ら

ち

ょ

う

ど

百

年

前

の

一

九

〇

四(

明

治

三

七)

年

は

、

日

本

は

、

た

い

へ

ん

な

緊

張

感

の

中

で

年

明

け

を

迎

え

ま

し

た

。 
 

日

清

戦

争

の

後

、

朝

鮮

半

島

や

中

国

東

北

部

の

支

配

権

を

め

ぐ

り

、

日

本

は

世

界

の

大

国

ロ

シ

ア

と

対

立

し

て

い

ま

し

た

。

日

露

間

の

交

渉

は

難

航

し

、

前

年

末

に

は

開

戦

準

備

が

始

ま

っ

て

い

ま

し

た

。

国

内

世

論

も

圧

倒

的

に

開

戦

支

持

で

、

つ

い

に

こ

の

年

の

二

月

十

日

に

は

宣

戦

布

告

さ

れ

ま

し

た

。 
 

こ

れ

か

ら

一

年

半

近

く

続

く

日

露

戦

争

は

、

日

本

の

総

力

を

あ

げ

て

戦

わ

れ

た

戦

争

で

、

動

員

さ

れ

た

兵

力

は

百

十

万

人

、

死

傷

者

は

二

十

万

人

を

越

え

ま

し

た

。

戦

費

は

約

十

七

億

円

で

、

国

内

外

で

募

集

す

る

国

債

や

増

税

に

よ

っ

て

ま

か

な

わ

れ

ま

し

た

。

当

時

の

年

間

国

家

予

算

が

二

～

三

億

円

と

い

う

時

代

で

す

か

ら

、

い

か

に

過

重

な

負

担

だ

っ

た

か

が

わ

か

り

ま

す

。 
 

そ

れ

だ

け

に

日

露

戦

争

は

、

国

内

の

地

域

社

会

に

大

き

な

影

響

を

も

た

ら

し

、

国

民

に

多

大

の

犠

牲

を

払

わ

せ

ま

し

た

。 
 

当

時

の

新

聞

か

ら

、

高

砂

市

域

に

お

け

る

戦

時

下

の

動

き

を

ひ

ろ

い

だ

し

て

み

る

と

、

早

く

も

開

戦

直

後

か

ら

、

加

古

郡

・

印

南

郡

の

各

神

社

で

戦

勝

祈

念

祭

が

行

わ

れ

、

高

砂

町

長

が

姫

路

師

団

の

兵

員

を

慰

問

す

る

と

い

っ

た

記

事

が

目

に

と

ま

り

ま

す

。 

ま

た

、

戦

費

と

な

る

国

債

は

、

各

町

村

単

位

に

募

集

額

が

強

制

的

に

割

り

当

て

ら

れ

て

い

っ

た

よ

う

で

、

そ

の

応

募

状

況

な

ど

も

報

じ

ら

れ

て

い

ま

す

。

ほ

か

に

、

高

砂

尋

常

小

学

校

生

徒

九

十

三

名

が

、

そ

れ

ぞ

れ

十

～

二

十

銭

程

度

の

慰

問

金

を

持

ち

寄

っ

て

お

り

、

そ

の

氏

名

ま

で

載

せ

ら

れ

て

い

ま

す

。 
 

戦

況

は

、

当

初

は

日

本

側

優

位

の

う

ち

に

進

み

、

国

内

で

は

し

ば

し

ば

祝

勝

会

が

開

か

れ

ま

し

た

。

た

と

え

ば

、

九

月

初

旬

の

遼

陽

会

戦

で

の

勝

利

が

伝

え

ら

れ

た

際

に

は

、

高

砂

町

内

で

は

、

三

千

余

名

が

提

灯

行

列

を

行

っ

て

祝

意

を

表

す

な

ど

し

て

い

ま

し

た

。 
 

し

か

し

、

戦

争

が

長

引

く

に

つ

れ

、

戦

死

し

た

り

病

傷

兵

と

な

っ

て

帰

還

す

る

者

の

数

が

増

え

る

よ

う

に

な

り

ま

す

。

十

月

頃

に

な

る

と

、

加

古

郡

・

印

南

郡

で

は

、

毎

日

ど

こ

か

で

町

村

葬

が

行

わ

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

と

い

う

記

事

も

見

か

け

ま

す

。 
 

ま

た

、

姫

路

に

あ

っ

た

軍

の

病

院

が

い

っ

ぱ

い

に

な

り

、

高

砂

町

な

ど

が

転

地

療

養

所

に

指

定

さ

れ

ま

し

た

。

町

で

は

、

十

輪

寺

な

ど

四

か

寺

に

傷

病

兵

を

収

容

し

、

手

厚

く

加

療

し

て

い

る

様

子

も

、

逐

一

新

聞

に

報

じ

ら

れ

て

い

ま

す

。 
 

地

域

社

会

や

国

民

に

こ

う

し

た

負

担

を

強

い

な

が

ら

、

帝

国

主

義

国

家

と

し

て

の

道

を

ひ

た

す

ら

歩

ん

で

い

っ

た

と

い

う

の

が

、

百

年

前

の

日

本

の

姿

で

し

た

。 

（

市

史

編

さ

ん

専

門

委

員 

松

下

孝

昭

） 

た 

か 

さ 

ご 

史 

話 
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～

日

露

戦

時

下

の

高

砂

～ 


