
忠 魂
ちゅうこん

碑
ひ

と乃
の

木
ぎ

大 将
たいしょう

の石像
せきぞう

 

八幡
はちまん

神社
じんじゃ

に忠魂
ちゅうこん

碑
ひ

があります。裏側
うらがわ

には,日露
に ち ろ

戦争
せんそう

・

満州
まんしゅう

事変
じ へ ん

・日中
にっちゅう

戦争
せんそう

・太平洋
たいへいよう

戦争
せんそう

で戦死
せ ん し

した人の名

前が彫られて
ほ ら れ て

います。 

乃木大将の石像は,堀津小学校の東
ひがし

の門
もん

のところにあ

りましたが,今は忠魂碑と並んで
な ら ん で

立って
た っ て

います。 

乃木大将：乃木希典（のぎまれすけ）明治
め い じ

時代
じ だ い

の代表的
だいひょうてき

な軍人
ぐんじん

。 

戦争のころの様子（太平洋
たいへいよう

戦争
せんそう

） 

昭和 16 年 12 月 8 日,日本はアメリカ・イギリスなどとも戦争
せんそう

を始め
は じ め

ま

した。堀津村にも毎日
まいにち

のようにたくさんの人に召 集
しょうしゅう

令状
れいじょう

が届き
と ど き

,戦争に

いきました。八幡神社や小学校では,戦争に行く人を送る
お く る

壮行式
そうこうしき

を行いま

した。村長
そんちょう

・在郷
ざいごう

軍人
ぐんじん

・青年団
せいねんだん

などのあいさつの後,出征
しゅっせい

兵士
へ い し

との別れ
わ か れ

の言葉
こ と ば

,万歳
ばんざい

三唱
さんしょう

をして出
で

須賀
ず か

の木
き

橋
ばし

まで見送り
み お く り

ました。出征兵士は,

西竹鼻駅
にしたけはなえき

から電車
でんしゃ

に乗り
の り

,岐阜市
ぎ ふ し

の陸軍
りくぐん

68
６ ８

連隊
れんたい

・名古屋市
な ご や し

の6
６

連隊
れんたい

・呉市
く れ し

の海
かい

兵団
へいだん

などに入り
は い り

ました。 

 戦死の知らせが来て,遺骨
い こ つ

が帰る
か え る

と,出須賀の橋まで迎えに出て,小学校

で合同
ごうどう

慰霊
い れ い

祭
さい

をしました。 

 食べ物
た べ も の

や着物
き も の

がたりなくなりましたが,「欲しがりません
ほ し が り ま せ ん

,勝つ
か つ

までは」

と言ってがんばりました。やがて,着る物や食料は配給
はいきゅう

になり,国
くに

が

決めた
き め た

分
ぶん

だけしか買え
か え

ませんでした。この辺は農家
の う か

が多かった
お お か っ た

のでお米
こ め

も食べることができましたが,米
こめ

以外
い が い

の雑穀
ざっこく

をたくさん混ぜて
ま ぜ て

ご飯を炊き

ました。 

 竹鼻の方から衣類
い る い

を持
も

ってさつまいもやじゃかいもなどの食料とかえ

てほしいと言う人が毎日やってきました。アメリカの爆撃機
ばくげきき

Ｂ２９に分

からないように白壁
しらかべ

を黒く
く ろ く

塗
ぬ

ったり,電灯
でんとう

を黒い
く ろ い

きれで包
つつ

んだりしました。

爆撃
ばくげき

をさけて,大阪や名古屋からたくさんの人が,堀津村に親戚
しんせき

をたよっ

て疎開
そ か い

してきました。 



濃尾
の う び

大震災
だいしんさい

の時
とき

の様子
よ う す

 

1932年,濃尾
の う び

大地震
だいしんさい

は根
ね

尾谷
お た に

を震源地
しんげんち

として発生
はっせい

しました。このときできた

根尾
ね お

谷
たに

断層
だんそう

は地
ち

表面
ひょうめん

に現れた
あらわれた

ものだけ

で全長
ぜんちょう

80キロメートルに及び
お よ び

ました。本巣市
も と す し

根尾
ね お

には,最大
さいだい

で

垂直
すいちょく

に 6メートルのずれが生じました。垂直
すいちょく

方向
ほうこう

に 50CMのず

れを生じた阪神
はんしん

・淡路
あ わ じ

大震災
だいしんさい

の断層
だんそう

（兵庫県北淡町）と比較
ひ か く

すると

その規模
き ぼ

の大きさ
お お き さ

が想像
そうぞう

できます。 

もっとも悲惨
ひ さ ん

な被害
ひ が い

を受けた
う け た

のは,震源地
しんげんち

の南
みなみ

に隣接
りんせつ

し,人口
じんこう

の

集 中
しゅうちゅう

していた岐阜
ぎ ふ

・大垣
おおがき

をはじめとする都市
と し

やその周辺
しゅうへん

の町村
ちょうそん

でした。これらの地域
ち い き

は家屋
か お く

の多く
お お く

が倒壊
とうかい

し,火災
か さ い

も発生
はっせい

し多数
た す う

の

死傷者
ししょうしゃ

が出ました。中でも被害のもっとも大きかったのは岐阜市で

す。倒壊
とうかい

家屋
か お く

（全・半壊）は,当時の岐阜市で 3,742戸（全戸数の

62パーセント）にのぼり,当時の新聞は,「ギフが消えた」と書いた

ようです。 

朝の6
６

時
じ

30
３ ０

分
ふん

過ぎ
す ぎ

といえばちょうど朝 食
ちょうしょく

時
じ

にあたり,家族
か ぞ く

の多く
お お く

が家
いえ

の中
なか

にいた時間帯
じかんたい

であり,そのため圧
あっ

死者
し し ゃ

が出ました。しかも食

事時のため,あちこちから出火し,2,113戸（全戸数の 35パーセン

ト）が焼失
しょうしつ

し,焼
しょう

死者
し し ゃ

も出て,被害をいっそう大きくしました。 

地震直後に鍛冶屋
か じ や

町
ちょう

に燃え広がった
も え ひ ろ が っ た

火
ひ

は西北西
にしほくせい

の風
かぜ

にあおられ

て東南
とうなん

に燃え広がり
も え ひ ろ が り

ました。その火は,市街地
し が い ち

の大半
たいはん

を焼き尽く
や き つ く

し,

翌日
よくじつ

午前
ご ぜ ん

11
１ １

時
じ

にようやく鎮火
ち ん か

するというありさまでした。 

加納町（岐阜市）では,半壊
はんかい

家屋
か お く

を含めると全戸数
ぜんこすう

の 83.5パーセ

ントが被害を受けるという壊滅的
かいめつてき

なものでありました。本巣郡,山県

郡,羽栗郡（羽島郡と羽島市の一部）,中島郡（羽島市）,各務郡（各

務原市）でも岐阜市同様多くの死傷者
ししょうしゃ

や家屋
か お く

の被害
ひ が い

を出しました。 



円空仏
えんくうふつ

について 

 江戸
え ど

時代
じ だ い

,生涯
しょうがい

にわたって木製
もくせい

の仏像
ぶつぞう

を約12
１ ２

万体
まんたい

彫り続けた
ほ り つ づ け た

人物
じんぶつ

がいました。それが円空
えんくう

上人
しょうにん

です。諸国
しょこく

を旅
たび

しながら,修行
しゅぎょう

の一つ

として,仏像を彫り続け,一生
いっしょう

を終えた
お え た

そうです。 

 円空は,1632年,美濃
み の

国
こく

（現在
げんざい

の岐阜県
ぎ ふ け ん

）に生まれました。長良

川の洪水
こうずい

で,母
はは

を亡くす
な く す

という悲劇
ひ げ き

に見舞われて
み ま わ れ て

それがきっかけかは

定か
さ だ か

ではありませんが,仏門
ぶつもん

に入り
は い り

出家
しゅっけ

したとされています。 

1665年,江戸
え ど

幕府
ば く ふ

は「諸宗
しょしゅう

寺院
じ い ん

法度
は っ と

」という法律
ほうりつ

をつくり,僧侶
そうりょ

の活動
かつどう

は寺
てら

の中
なか

だけと限定
げんてい

されました。そんな時代
じ だ い

にもかかわらず,

円空はどの寺院
じ い ん

にも所属
しょぞく

せず,遊行
ゆぎょう

僧
そう

となり,32歳
さい

で旅
たび

に出
で

ました。

新潟
にいがた

から船
ふね

で北海道
ほっかいどう

に渡り
わ た り

,干ばつ
か ん ば つ

や災害
さいがい

,病
やまい

に苦しむ
く る し む

人々
ひとびと

を救
すく

うた

め,念仏
ねんぶつ

を唱え
と な え

ながら,仏像
ぶつぞう

を

彫り
ほ り

寺院
じ い ん

に奉納
ほうのう

したとされて

います。托鉢
たくはつ

をしながら旅
たび

を

続け
つ づ け

,時
とき

には,世話
せ わ

になった

民家
み ん か

に一宿一飯
いっしゅくいっぱん

の恩義
お ん ぎ

に

報いる
む く

ために掘った
ほ っ た

仏像
ぶつぞう

が

各地
か く ち

に残さ
の こ さ

れています。 

この羽島市
は し ま し

上中町
かみなかちょう

が円空
えんくう

の生誕地
せいたんち

です。だから,

羽島市
は し ま し

のあちこちに円空仏
えんくうほとけ

（レプリカ）が飾られ
か ざ ら れ

ていま

すし,堀津
ほ っ つ

小学校
しょうがっこう

の児童
じ ど う

玄関
げんかん

や来賓
らいひん

玄関
げんかん

に円空仏
えんくうふつ

が飾られ

ているのはそのためにです。 



二宮
にのみや

金
きん

次郎
じ ろ う

って知ってる
し っ て る

？ 

どこの小学校
しょうがっこう

にもあった二宮
にのみや

金
きん

次郎像
じろうぞう

。堀津
ほ っ つ

小学校
しょうがっこう

では，

戦争前
せんそうまえ

までは銅像
どうぞう

（どうせいのぞう）でした。二宮
にのみや

金
きん

次郎
じ ろ う

は，

栃木県
とちぎけん

で生まれました。正確
せいかく

には二宮
にのみや

尊
たか

徳
のり

と言い，江戸
え ど

時代
じ だ い

に生き

た人です。なぜ，各地
か く ち

の小学校
しょうがっこう

に像
ぞう

が建て
た

られたのかについて

は，少年
しょうねん

時代
じ だ い

の金
きん

次郎
じ ろ う

の生き方
い き か た

が人間としての模範
も は ん

とされたから

です。家庭
か て い

の仕事
し ご と

を手伝い
て つ だ い

ながら，寸暇
す ん か

を惜しんで
お し ん で

読書
どくしょ

したり，箱
はこ

に砂
すな

を入れて
い れ て

棒
ぼう

で書いて
か い て

は消して
け し て

文字
も じ

を覚えたり
お ぼ え た り

して一生懸命

勉強
べんきょう

に励む
は げ む

姿
すがた

がその頃
ころ

の小学生のお手本
お て ほ ん

となりました。今でも，

工夫
く ふ う

して勉強
べんきょう

することはとても大事
だ い じ

なことですが，最近
さいきん

では，

読書
どくしょ

しながら歩く
あ る く

なんて危ない
あ ぶ な い

（歩きスマホ
す ま ほ

を連想
れんそう

させる）とか，

薪
たきぎ

をかついでいる姿
すがた

が

時代
じ だ い

にあっていないという

理由
り ゆ う

で，だんだんなくなり

つつあります。堀津
ほ っ つ

小学校
しょうがっこう

の児童
じ ど う

玄関
げんかん

には，しっかり

と残さ
の こ さ

れています。二宮尊

徳が唱えた
と な え た

有名
ゆうめい

な言葉
こ と ば

に

「積
せき

小為
しょうい

大
だい

」があります。

「毎日
まいにち

毎日
まいにち

の小さな
ち い さ な

努力
どりょく

の

積み重ね
つ み か さ ね

が大きな成果
せ い か

につ

ながる」という意味
い み

だそう

です。小さな積み重ねがや

がて大きな
お お き な

夢
ゆめ

や目標
もくひょう

につな

がっていくんですね。 



堀津町
ほっつちょう

の昔 話
むかしばなし

「みよのひきずり」 

昔
むかし

，海用
み よ

池
いけ

には，「ひきず

り」という主
ぬし

がすんでおったそう

な。江戸
え ど

時代
じ だ い

，夕方
ゆうがた

のこと，海用

の徳
とく

右衛門
え も ん

が海用池のそばを

通り過ぎる
と お り す ぎ る

と，「ドッブーン」と

いう音
おと

がした。海用池の方を見る

と，黒くて
く ろ く て

大きな
お お き な

竜
りゅう

のような

化け物
ば け も の

が歩き回って
あ る き ま わ っ て

おったそうだ。腰
こし

を抜かす
ぬ か す

ほど，びっくりした

徳右衛門は，後ろ
う し ろ

も振り返らず
ふ り か え ら ず

，一目散に
い ち も く さ ん

家
いえ

へ逃げ帰
に げ か え

ったと。そし

て，そのまま病気
びょうき

になり，何年
なんねん

か患って
わずらって

死んで
し ん で

しまったそうや。 

それからというもの，「ひきずり」を見たもんは，みんな病気に

なったりけがをしたりし恐れられて
お そ れ ら れ て

いた。 

しかし，あるとき，ものすごい強い
つ よ い

風
かぜ

が吹
ふ

きだし，真っ黒
ま っ く ろ

な雲
くも

が

北の方
ほう

から飛
と

んできたそうな。その雲が，海用池の上まで来るとゆ

っくりとおりはじめ，池
いけ

を見えん
み え ん

ように包
つつ

んでしまったそうな。気

がつくと，黒雲
こくうん

が何
なに

かを包む
つ つ む

ようにゆっくりと上がり，北
きた

の方
ほう

へ

飛んで
と ん で

いったと。黒雲
こくうん

の下
した

からは竜
りゅう

のしっぽのようなものが出と

ったと。みんなは「おお，竜
りゅう

の昇天
しょうてん

じゃ。竜神
りゅうじん

様
さま

が昇天
しょうてん

なされ

た。」と言ってその光景
こうけい

を見送ったそうな。 

海用
うみよう

池
いけ

には，今
いま

でも竜
りゅう

の子
こ

どもがいてその子どもをつぶすとた

たりがあるそうや。 

昔
むかし

からこの地
ち

に暮らす
く ら す

人々
ひとびと

は，川
かわ

や池
いけ

の恵み
め ぐ み

を生かして
い か し て

暮
く

らし

てきました。恵み
め ぐ み

や命
いのち

を大事
だ い じ

にすることを教えて
お し え て

くれている民話
み ん わ

です。 


