
　原爆は、広
ひろしま

島と長
ながさき

崎にいた人
ひと

たちの命
いのち

を一
いっしゅん

瞬のうちに奪
うば

い、
生
い

き延
の

びた人たちの心
こころ

と体
からだ

をも長
なが

い年
ねん

月
げつ

にわたって苦
くる

しめた爆
弾です。
　●熱

ねっせん
線による被

ひ
害
がい

：
　　・空

くうちゅう
中に発

はっせい
生した火

か
球
きゅう

は、1秒
びょう

後
ご

には半
はんけい

径200ｍを超
こ

えた
　　・爆

ばくはつ
発直

ちょく
後

ご
、爆

ばく
心
しん

地
ち

周
しゅう

辺
へ ん

の地
ち

表
ひょう

面
め ん

の温
おん

度
ど

は3,000〜4,000度
ど

　　　　　　　　　　　　　　　（鉄
てつ

の溶
と

ける温度は1,500度）
　　・強

きょう
烈
れ つ

な熱線で焼
や

かれた人
ひと

々
びと

は重
じゅう

度
ど

の火
や け ど

傷を負
お

い、多
おお

くの死
し

者
しゃ

が出た
　●衝

しょう
撃
げ き

波
は

と爆
ばくふう

風による被害： 
　　・爆心地近

ちか
く秒

びょう
速
そく

300ｍ（時
じ

速
そく

1,000㎞以
い

上
じょう

）であった
　　・壊

こわ
れた建

たて
物
もの

の下
した

敷
じ

きになった人も多かった
　　・吹

ふ
き飛

と
ばされた様

さま
々
ざま

な破
は

片
へん

が散
さん

弾
だん

のように体に突
つ

き刺
さ

さった
　●放

ほう
射
しゃせん

線による被害：
　　・吐

は
き気

け
、下

げ り
痢、頭

ず
痛
つう

、発
はつねつ

熱、脱
だつもう

毛、倦
けんたいかん

怠感、吐
と

血
けつ

などで苦しんだ
　　・被

ひ
爆
ばく

後
ご

に入
にゅう

市
し

して残
ざ ん

留
りゅう

放射線によって死
し

亡
ぼう

する人もいた

　リーゼ・マイトナーは20世
せい

紀
き

後
こうはん

半に欧
お う

州
しゅう

で活
かつやく

躍した物
ぶつ

理
り

学
がくしゃ

者です。女
じょせい

性と
いうことで豊

ゆた
かな知

ち
識
しき

と探
た ん

求
きゅう

心
しん

を活
い

かす機
き

会
かい

を奪われ、ユダヤ人
じん

として差
さ

別
べつ

・
迫
はくがい

害を受
う

け、自
じ

由
ゆう

も命をもおびやかされました。しかし、自
みずか

らの強
つよ

い意
い

志
し

と家
か

族
ぞく

や仲
なか

間
ま

の支
ささ

えによって、研
け ん

究
きゅう

を愛
あい

する人
じん

生
せい

をつらぬきま
した。そして、「核

かく
分
ぶん

裂
れつ

」を発
はっけん

見します。マイトナーは、
この研究が原爆につながることに心を痛

いた
め、原爆を開

かいはつ
発・

製
せいぞう

造するマンハッタン計
けいかく

画の参
さん

加
か

を拒
きょ

否
ひ

しています。彼
かのじょ

女
の墓

ぼ
標
ひょう

には『人
にんげんせい

間性を失
うしな

わなかった科
か

学
がく

者
しゃ

』とあります。
　2025年の広島で行

おこな
われる国

こくさい
際会

か い ぎ
議、パグウォッシュ会議

では核兵
へい

器
き

の廃
はいぜつ

絶に向
む

けて約
やく

40カ国
こく

、約200人
にん

の科学者が
議
ぎ

論
ろん

します。マイトナーの平
へい

和
わ

への思
おも

いが引
ひ

き継
つ

がれてい
ます。

〔リーゼ・マイトナーを知っていますか？〕

提
て い

供
きょう

者
し ゃ

：広島平
へい

和
わ

記
き

念
ねん

資
し

料
りょう

館
か ん

撮
さ つ え い し ゃ

影者：アメリカ軍
ぐ ん
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▶︎原
げん
子
し
爆
ばくだん
弾（原

げんばく
爆）を知

し
る

マリッサ・モス：著
ちょ

中
な か い が わ

井川玲
れ い こ

子：訳
やく

岩
いわなみ

波書
しょてん

店



　深
し ん や

夜、早
そ う

朝
ちょう

と二
に ど

度の警
けいかい

戒警
けいほう

報は解
かいじょ

除されました。一
ひと

息
いき

ついた人
ひと

々
びと

は、防
ぼうくう

空壕
ごう

や避
ひ な ん

難
場
ば し ょ

所から家
いえ

にもどり、遅
おそ

い朝
あさ

ごはんをとったり、仕
し ご と

事に出
で

かけたりと、それぞれ一日
にち

を始
はじ

めよ
うとしていました。月

げつようび
曜日の朝のことでした。

　広島の次
つぎ

に原爆が投
とう

下
か

される予
よ

定
てい

地
ち

は、北
き た

九
きゅう

州
しゅう

の小
こ

倉
くら

でした。しかし、視
し

界
かい

が悪
わる

く目
もく

標
ひょう

を目
もく

視
し

できなかったため、次
つぎ

の予定地の長崎に投下されました。（原爆投下に際
さい

しては、
目標を目視して記

き
録
ろく

画
が

像
ぞう

をとることが義
ぎ

務
む

づけられていました。）

１９４５年８月
がつ

６日
にち

８時
じ

１５分
ふん

　　
死者 約１４万

まんにん
人（昭

しょう
和

わ
20［1945］年12月末

まつ
）

１９４５年８月９日１１時２分
死者 約７.４万人（昭和20［1945］年12月末）

ヒロシマ

ナガサキ

街
まち

が消
き

えた…　

　広
ひろ

い平
へい

和
わ

公
こうえん

園がある場
ば  し ょ

所は、も
と も と 繁

はん
華
か

街
がい

で し た 。 映
えい

画
が

館
かん

や
銭
せんとう

湯、商
しょう

店
て ん

が立
た

ち並
なら

ぶ、人が集
あつ

ま
るにぎやかなところでした。私

わたし
た

ちの今
いま

と同
おな

じように、暮
く

らしがあ
りました。

中村由一：著　渡
わた

辺
なべ

考
こう

：聞
き

き書
が

き
宮
みや

尾
お

和
かずたか

孝：絵
え

　講
こうだんしゃ

談社

読
よ

んでみませんか？ 　「差別が戦
せんそう

争を引
ひ

き起
お

こし、戦争が新
あら

たな差別を生
う

む。
本
ほんとう

当の平和をつくるには差別をなくさないといけない」
　被爆による差別と部

ぶ
落
らく

差
さ

別
べつ

の中
なか

を生
い

き抜
ぬ

いてきた中
なかむら

村
由
よしかず

一さん（82才
さい

）。「ゲンバク」と呼
よ

ばれた少
しょう

年
ね ん

が大
お と な

人
になり、自

じ
分
ぶん

の体
たいけん

験を伝
つた

えることで差別のない世
よ

の中が
実
じつげん

現することを願
ねが

って、この本
ほん

を書
か
く決

けつ
意
い

をしました。

※小
お
郡
ごおり
市
し
人
じんけん
権教

きょう
育
いく
啓
けいはつ
発センターにあります。

提供者：広島平和記念資料館
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＜ナガサキの平
へい
和
わ
祈
き
念
ねん
像
ぞう
が表

あらわ
していること＞

「大切なわたし・大切なあなた」だから…

６年生の感
かんそう
想

　小
お

郡
ごおり

市
し

内
ない

全
ぜん

小
しょう

学
が っ

校
こ う

の６年
ねん

生
せい

は、修
しゅう

学
が く

旅
りょこう

行で長崎に行
い

き、平和について学
まな

び、自
じ

分
ぶん

たちの生
せいかつ

活を見
み

なおしたり、
他
ほか

の学
がくねん

年や保
ほ

護
ご

者
しゃ

・地
ち

域
いき

の人
ひと

に発
はっしん

信
したりしています。

　私
わたし

が思
おも

う平和な世
よ

の中
なか

をつくるためには、
まず、いじめ・犯

はんざい
罪・差

さ
別
べつ

をなくすことです。
…そのためには、人との関

かか
わりをよくすること

です。感
か ん

情
じょう

に任
まか

せて動
うご

かず、時
とき

には自分を
抑
おさ

え、時には自分の背
せ

中
なか

を押
お

し、うまく自分
をコントロールすることが大

たいせつ
切なのです。

たいせつ

垂
すいちょく

直に高
たか

く掲
かか

げた右
み ぎ て

手は、
原
げんばく

爆の脅
きょう

威
い

を

横
よこ

にした足
あし

は、
　原爆投

とう
下
か

直
ちょく

後
ご

の
　　長

なが
崎
さき

市
し

の静
しず

けさを

軽
かる

く閉
と

じた目
め

は、
　　戦

せんそう
争犠

ぎ
牲
せい

者
しゃ

冥
めいふく

福を

水
すいへい

平に伸
の

ばした左
ひだり

手
て

は、
　　　　　　　平

へ い わ
和を

立
た

てた足は、
　　　　救

すく
った命

いのち
を



平和の思いを引
ひ

き継
つ

いで…

そしていま、語
かた

り継ぐ…２０２４年ノーベル平
へい

和
わ

賞
しょう

受
じ ゅ

賞
しょう

日
に

本
ほん

原
げんすいばく

水爆被
ひ

害
がい

者
しゃ

団
だ ん

体
た い

協
きょう

議
ぎ

会
かい

（被
ひ

団
だ ん

協
きょう

）

日
に
本
ほん
初
はつ
の女

じょせい
性弁
べん
護
ご
士
し
・「原

げんばく
爆裁

さいばん
判」にかかわった裁

さいばんかん
判官

三
み
淵
ぶち
　嘉
よし
子
こ

　三淵嘉子さんは２０２４年に放
ほうえい

映されたT
てれび

Vドラマの

主
しゅじんこう

人公のモデルとなった人
ひと

で、「原爆裁判」の審
しん

理
り

にかか

わった裁判官です。「原爆裁判」とは１９５５年に広
ひろしま

島や長崎

で被
ひ

爆
ばく

した人
ひと

たちが日
に

本
ほん

政
せ い ふ

府を訴
うった

えた裁判です。

　判
はんけつ

決は日本政府の賠
ばい しょう

償責
せきにん

任を認
みと

めませんでしたが、

国
こくさいほう

際法違
い

反
はん

を認
にんてい

定し、「国
こっ

家
か

は自
みずか

らの権
けんげん

限と自らの責任において開
かい

始
し

した戦争によ

り、多くの国
こくみん

民を死
し

に導
みちび

き、傷
しょう

害
が い

を負
お

わせ、不
ふ

安
あん

な生
せい

活
かつ

に追
お

い込
こ

んだ」とし、被爆

者救
きゅう

済
さ い

の必
ひつようせい

要性を痛
つうせつ

切に訴えました。そして「政
せい

治
じ

の貧
ひんこん

困を嘆
なげ

かずにはおられない」

と、被
ひ

害
がい

者
しゃ

に寄
よ

り添
そ

わない国
くに

の姿
し

勢
せい

を批
ひ

判
はん

しました。人の生
せいかつ

活、命
いのち

を守
まも

る平
へい

和
わ

憲
けんぽう

法

のもと、強
つよ

く戦争の怒
いか

りと平和への願
ねが

いをもった法
ほう

律
りつ

家
か

でした。

　被団協は1956年に結
けっせい

成され、被爆者の方
かたがた

々が核
かく

兵
へい

器
き

のもたらす理
り　かい

解を超
こ

えた苦
く

痛
つう

と苦
く　のう

悩を語
かた

り、核兵器は二
に ど

度と使
つか

ってはならないことを訴えてきました。そして、いつの

日
ひ

か「歴
れき

史
し

の証
しょう

人
に ん

」である被爆者はいなくなってしまっても、その経
けいけん

験とメッセージを語

り継ぐ新
あたら

しい世
せ

代
だい

が育
そだ

ち、核兵器の拡
かくさん

散と使
し

用
よう

に反
はんたい

対する動
うご

きを世
せ

界
かい

に広
ひろ

めているこ

とがたたえられました。受賞式
しき

では、「核兵器は人
じんるい

類と共
きょうぞん

存できない」「人類が核兵器で

自
じ

滅
めつ

することのないように！核兵器も戦争もない世界の人
にん

間
げん

社
しゃ

会
かい

を求
もと

めて共
とも

に頑
がん

張
ば

りま

しょう！」と訴えました。

「別
べっ　さつ　たい　よう

冊太陽　三淵嘉子」
発
は っ

行
こ う

元
も と

：平
へ い

凡
ぼ ん

社
し ゃ
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