
仁
科
記
念
財
団
編
纂

広
島
・
長
崎
の
写
真
と

原
爆
戦
争
の
様
相
を
正
確
に
伝
え
る
た
め
に
｜
｜

二
五
O
葉
の
未
発
表
写
真
を
中
心
と
し
て

写
真
班
・
学
術
班
、
す
べ
て
そ
こ
に
い
た
人
び
と
の

資
料
を
加
え
る
決
定
版
！



〈本書の内容〉

185図，（他に本文写真挿図約214)写真編

文（大略）

I発端

II新型爆弾
その日の広島・最初の報道

初期救護活動

似島臨時救護所

宇品船舶司令部

焼け残った病院

III初期調査はじまる
「半IJ決J 最初の新聞発表

W放射能を追って
仁科博士の西下

「観測するモルモット」

未知の原爆症

いわゆる原子爆弾症

V長崎
爆発の瞬間

長崎地区憲兵隊報告

長崎医大の壊滅

避難と救護

諌早海軍病院・大村海軍病院

新興普救護病院

VI学術調査団
原爆調査特別委員会

日米合同調査団

四映画採録
「広島・長崎における原子爆弾の影響J

間関係記録

VIlI資料
仁科芳雄・荒勝文策・杉山繁輝

木下良JI贋・三宅仁・針尾海兵団

医 終章
人聞の破壊、都市の壊滅

原爆記録写真について

朝永振一郎序

本
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刊
行
の
こ
と
ば

朝
永
振
一
郎

仁
科
記
念
財
団
は
故
仁
科
先
生
の
指
導
と
援
助
に
よ
っ
て
完
成

さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
原
爆
映
画
」
が
ア
メ
リ
カ
に
持
ち
去
ら
れ
、

原
爆
災
害
に
関
す
る
貴
重
な
資
料
が
日
の
目
を
み
な
い
で
い
る
こ

と
を
か
ね
が
ね
残
念
に
思
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
財
団
は
、
一
方
で

は
故
仁
科
先
生
と
親
交
の
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
科
学
者
た
ち
に
対

し
て
、
こ
の
映
画
が
一
日
も
早
く
日
本
に
引
き
渡
さ
れ
る
よ
う
ア

メ
リ
カ
の
有
力
者
に
働
き
か
け
る
こ
と
を
依
頼
す
る
と
共
に
、
他

方
日
本
国
内
に
お
い
て
は
、
原
爆
災
害
の
調
査
に
従
事
さ
れ
た
科

学
者
、
報
道
関
係
者
、
映
画
撮
影
者
の
か
た
が
た
に
協
力
を
求
め

て
、
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
解
説
つ
き
の
記
録
を
編
纂
す
る
こ
と
に

し
、
そ
の
構
成
等
に
つ
い
て
案
を
ね
り
つ
つ
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
原
爆
映
画
は
ア
メ
リ
カ
当
局
か
ら
日
本
側
に
引
き
渡

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
と
と
も
に
、
記
録
編
纂
の
計
画
は
急

速
に
具
体
化
し
、
こ
こ
に
内
容
見
本
を
ひ
ろ
く
提
示
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
。

こ
の
記
録
が
、
原
水
爆
戦
争
の
も
た
ら
す
恐
る
べ
き
様
相
を
正
確

に
世
人
に
伝
え
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
核
兵
器
は
二
度
と
再
び

使
わ
れ
で
は
な
ら
ぬ
と
い
う
世
論
の
形
成
に
そ
れ
が
役
立
つ
こ
と

は
、
編
纂
者
の
切
な
る
願
い
で
あ
る
。

田

英

三

「広
島
・
長
崎
」
に
つ
い
て
す
で
に
多
く
の
書
物
と
写
真
集
と
が
公
に
き
れ
て
い
ま
す
が
、

な
か
で
も
仁
科
先
生
の
指
導
に
な
る
映
画
「
原
爆
の
効
果
」
は
、
広
島
、
長
崎
を
語
る
か

け
が
え
の
な
い
歴
史
的
文
献
で
あ
り
ま
す
。
私
達
は
、
こ
の
映
画
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
返
還

さ
れ
た
の
を
機
会
に
こ
の
映
画
を
中
心
と
し
て
終
戦
前
後
の
貴
重
な
資
料
や
写
真
と
を

こ
れ
に
加
え
、
再
編
集
し
て
後
世
に
伝
え
る
こ
と
を
計
画
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
こ
の
映
画

の
作
製
に
直
接
た
ず
き
わ
っ
た
科
学
者
と
撮
影
ス
タ
ッ
フ
の
責
任
と
考
え
ま
す
。
編
集
に

あ
た
っ
て
は
「
正
確
」
を
期
し
、
終
戦
前
後
の
混
乱
の
な
か
に
つ
く
ら
れ
た
資
料
を
多
く

と
り
い
れ
ま
し
た
の
で
未
発
表
の
貴
重
な
も
の
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
歴
史
的
記

録
と
し
て
価
値
あ
る
も
の
と
な
り
、
同
じ
過
ち
を
再
ぴ
繰
返
き
な
い
た
め
の

一
助
と
な
る

こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す

原
子
力
委
員
・
立
教
大
学
教
授

島

原
爆
映
画
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー

加

納

::a.二
屯

日
本
の
二
つ
の
都
市
を
壊
滅
し
た
原
子
爆
弾
、
そ
の
悲
惨
な
被
災
状
況
は
永
ら
く
国
民

の
目
か
ら
消
き
れ
て
い
た
。
仁
科
博
士
の
原
爆
に
つ
い
て
の
短
い
発
表
が
新
聞
紙
上
に
出

た
の
も
終
戦
の
日
で
、
そ
の
紙
上
で
始
め
て
公
開
さ
れ
た
原
爆
被
害
写
真
は
駅
の
時
間
表

（手
書
き
）
の
黒
い
文
字
の
と
こ
ろ
が
焼
け
た
一
枚
の
写
真
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
日
本
の
科

学
者
、
医
師
た
ち
は
広
島
と
長
崎
で
す
で
に
原
爆
の
恐
る
べ
き
被
害
に
と
り
く
み
、
あ
る

程
度
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
敗
戦
、
軍
の
解
体
、
つ
づ
い
て
占
領
。

原
爆
被
害
の
多
く
の
研
究
資
料
は
国
外
に
も
ち
去
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
困
難
の
中
で
、
当
時

の
原
爆
記
録
映
画
は
つ
く
ら
れ
た
。
幸
い
今
回
の
出
版
計
画
に
よ
っ
て
各
種
の
資
料
を
後

世
に
残
す
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
喜
び
だ
け
で
な
い

。
多
く
の
人
び
と
の
要
望

に
も
こ
た
え
う
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

「原
爆
白
書
」
の
運
動
へ
の

一
助
と
な
る
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
る
。

日
本
原
子
力
研
究
所
理
事

山

崎

文

男

広
島
・
長
崎
の
原
子
爆
弾
の
災
害
、
殊
に
放
射
線
障
害
が
大
規
模
に
発
生
し
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
る
に
及
ん
で
文
部
省
学
術
研
究
会
議
は
特
別
委
員
会
を
設
け
災
害
の

総
合
的
な
調
査
研
究
に
乗
り
出
し
た
。

こ
れ
に
同
行
し
て
撮
ら
れ
た
の
が
「
原
爆
映
画
」

で
あ
る
。
幸
い
映
画
撮
影
に
随
行
し
た
写
真
家
に
よ
る
ス
テ
イ
ル
写
真
が
二
千
枚
も
保
存

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
り
、
こ
れ
を
中
心
に
軍
報
道
部
、
新
聞
社
に
よ
る
記
録
写
真
、
調

査
団
員
に
よ
る
資
料
写
真
な
ど
の
中
か
ら
重
要
な
も
の
を
選
ぴ
、
調
査
団
員
自
ら
が
映
画

で
は
果
せ
な
か
っ
た
解
説
を
つ
け
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
永
く
後
世
に
伝
え
る
に
値
す
る

原
爆
被
災
の
記
録
写
真
の
集
大
成
を
刊
行
す
る
の
が
本
書
出
版
の
主
旨
で
あ
る
。

科
学
的
に
正
確
を
期
し
た
こ
の
写
真
に
よ
る
被
災
記
録
を
原
爆
が
再
び
繰
返
き
れ
る
こ

と
の

な
い
た
め
に
役
立
て
た
い

。

編集者のニとば



日

本

学

術

振

興

会

員

茅

誠

司

昭
和
二
十
年
八
月
七
日
、
軍
の
人
か
ら
広
島
に
一
発
の
爆
弾
が
落
ち
、

全
市
が
壊
滅
し
た
、
ア
メ
リ
カ
は
原
子
爆
弾
だ
と
言
う
が
、
と
い
う
質
問

が
当
時
科
学
者
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
た
「
陸
海
軍
技
術
運
用
委
員
会
」

に
き
た
。
二
、
三
の
原
子
物
理
学
の
専
門
家
は
、
原
爆
な
ん
で
も
の
は
そ

ん
な
に
簡
単
じ
作
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
否
定
し
た
が
、
そ
の
後
現
地
の

仁
科
先
生
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
銅
線
の
放
射
能
測
定
か
ら
、
こ
れ
が
原
爆

で
あ
る
こ
と
が
判
っ
た
。
私
共
は
そ
の
悲
惨
極
り
な
い
広
島
の
様
々
な
物

語
り
を
今
も
っ
て
忘
れ
な
い
。
こ
れ
と
八
月
九
日
の
長
崎
の
爆
弾
を
こ
の

地
球
上
で
最
初
に
し
て
最
後
の
も
の
と
す
る
為
に
は
、
そ
の
科
学
的
記
録
、

特
に
写
真
に
よ
る
報
告
書
が
絶
対
必
要
で
あ
る
。
今
日
こ
こ
に
出
版
を
み

る
に
到
っ
た
こ
と
は
遅
す
ぎ
た
に
し
て
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ

っ
た
。

日
本
医
師
会
々
長

武

見

太

郎

原
爆
の
記
録
は
人
類
史
の

一
コ
マ
と
し
て
、
学
問
的
に
も
、
社
会
的
に

も
正
し
く
残
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
書
は
当
時
の
最
高
の
指
導
者

で
あ
っ
た
仁
科
芳
雄
博
士
が
自
ら
指
導
さ
れ
た
も
の
で
、
先
生
の
学
者
と

し
て
、
又
人
道
主
義
者
と
し
て
の
面
が
画
面
に
渉
み
出
て
い
る
筈
で
あ
る
。

原
爆
投
下
の
頃
先
生
の
下
で
勉
強
し
て
い
た
私
は
、
先
生
の
許
し
を
得
て
、

元
内
大
臣
だ
っ
た
牧
野
伸
顕
元
伯
爵
を
通
じ
て
、
翌
日
は
天
皇
に
そ
の
真

実
を
伝
え
る
こ
と
が
出
来
、
平
和
回
復
の
端
緒
と
な
っ
た
。

原
爆
災
害
の
真
実
を
知
る
こ
と
は
日
本
人
の
権
利
だ
と
思
う
し
、
世
界

平
和
へ
の
日
本
人
の
脊
髄
と
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

／
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
、

I
F

’可
J

’
r
E
F

大
学
副
健
長
ノ

l
J
I
B
－
（
・
う
l
J
l

私
が
日
本
の
科
学
者
に
深
い
敬
意
を
表
す
る
主
な
る
理
由
は
、
科
学
者

は
世
界
平
和
の
た
め
の
条
件
を
つ
く
り
出
す
こ
と
に
独
自
の
責
任
を
も
つ

べ
き
だ
と
の
彼
ら
の
信
念
で
あ
り
ま
す
。
今
回
の
出
版
は
、
ま
き
に
こ
の

信
念
の
証
明
で
も
あ
り
ま
す
。
日
本
は
原
子
爆
弾
の
直
接
の
被
害
を
う
け

た
唯
一
の
国
で
す
。
こ
れ
ら
の
科
学
者
が
、
こ
の
出
版
に
よ
り
世
界
中
の

人
ぴ
と
に
教
育
的
責
任
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
尊
敬
に
値
し
ま

す
。
彼
！ら
が
こ
の
怖
る
べ
き
武
器
が
二
度
と
使
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う

評

論

家

田

中

慎

次

郎

放
射
線
、
熱
線
、
爆
風
の
人
工
の
嵐
が
一
瞬
の
う
ち
に
広
島
、
長
崎
の

町
々
を
壊
滅
し
、
何
十
万
人
の
生
命
を
奪
っ
た
そ
の
日
か
ら
起
算
し
て
、

四
半
世
紀
が
す
ぎ
た
。
し
か
し
無
名
の
死
者
の
名
は
今
も
探
し
も
と
め
ら

れ
、
原
爆
症
に
よ
る
新
ら
し
い
死
者
の
名
は
、
年
ご
と
に
書
き
加
え
ら
れ

て
行
く
。
母
の
胎
内
で
放
射
線
を
あ
び
て
生
れ
た
小
頭
症
の
人
た
ち
。
原

爆
症
で
い
ま
も
臥
床
し
て
い
る
人
た
ち
。
今
後
の
長
期
の
追
跡
調
査
に
よ

っ
て
判
明
す
る
か
も
知
れ
ぬ
遺
伝
学
的
影
響
。
広
島
、
長
崎
の
被
爆
は
、

二
十
五
年
前
の
出
来
事
と
し
て
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
も
な
く
、
完

結
し
た
の
で
も
な
い
。
過
ぎ
去
っ
た
歳
月
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
無
知
が

あ
の
日
の
広
島
、
長
崎
を
忘
却
さ
せ
る
。
日
本
人
ば
か
り
で
な
く
、
世
界

中
の
人
々
が
、
も
っ
と
も
っ
と
、
真
実
を
知
ら
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

こ
の
要
請
に
、
仁
科
記
念
財
団
の
編
纂
に
か
か
る
貴
重
な
歴
史
的
記
録
は

こ
た
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

原
子
力
委
員

武

藤

俊

之

助

科
学
の
成
果
が
技
術
に
実
を
結
ぶ
ま
で
の
時
間
が
今
日
ほ
ど
短
か
く
な

っ
た
時
代
は

一
寸
類
が
な
い
。
し
か
し
科
学
技
術
の
成
果
は
善
用
の
目
的

で
具
体
化
さ
れ
る
に
し
て
も
少
し
で
も
注
意
を
怠
る
と
人
間
に
災
害
を
も

た
ら
す
こ
と
き
え
あ
る
。
前
者
の
痛
烈
な
体
験
は
原
爆
に
よ
る
放
射
線
災

害
で
あ
り
、
後
者
の
実
例
は
公
害
問
題
と
し
て
世
上
に
喧
伝
さ
れ
て
い
る
。

科
学
技
術
の
応
用
に
際
し
て
は
何
よ
り
も
人
聞
の
存
在
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
と
思
う
。

わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
原
爆
に
よ
る
災
害
を
う
け
た
唯

一
の
国
民
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
に
原
爆
災
害
に
関
す
る
種
々
の
資
料
を
所
有
し
て
い
る
わ
け
で
、

こ
れ
ら
は
人
聞
の
将
来
を
戒
む
べ
き
、
人
類
の
共
有
資
料
で
あ
る
。
仁
科

記
念
財
団
の
「
写
真
に
よ
る
原
爆
災
害
記
録
」
は
正
に
か
か
る
貴
重
な
学

術
資
料
と
し
て
広
く

一
般
に
す
す
め
た
い
と
思
う
。

評

論

家

坂

西

士一ゆ

保

か
時
の
癒
し
の
術
u
は
人
間
に
与
え
ら
れ
た
大
き
な
思
恵
の
一
つ
で
、
そ

の
減
過
作
用
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
苦
難
を
乗
越
え
て
前
進
す
る
勇
気
を
与

え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
人
間
に
は
忘
れ
て
よ
い
こ
と
と
絶
対
に
忘
れ



一
河
内
大
臣
だ
っ
た
牧
野
伸
顕
元
伯
爵
を
通
じ
て
、
翌
日
は
天
皇
に
そ
の
真

実
を
伝
え
る
こ
と
が
出
来
、
平
和
回
復
の
端
緒
と
な
っ
た
。

原
爆
災
害
の
真
実
を
知
る
こ
と
は
日
本
人
の
権
利
だ
と
思
う
し
、
世
界

平
和
へ
の
日
本
人
の
脊
髄
と
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

ノ
l
x
力
ロ
ラ
イ
ナ
、

E
F

，、
J

’
P
E
F

大
学
副
総
長
ノ

l
i
t
－
（
－
A
ノ

l
i
i

私
が
日
本
の
科
学
者
に
深
い
敬
意
を
表
す
る
主
な
る
理
由
は
、
科
学
者

は
世
界
平
和
の
た
め
の
条
件
を
つ
く
り
出
す
こ
と
に
独
自
の
責
任
を
も
つ

べ
き
だ
と
の
彼
ら
の
信
念
で
あ
り
ま
す
。
今
回
の
出
版
は
、
ま
き
に
こ
の

信
念
の
証
明
で
も
あ
り
ま
す
。
日
本
は
原
子
爆
弾
の
直
接
の
被
害
を
う
け

た
唯
一
の
国
で
す
。
こ
れ
ら
の
科
学
者
が
、
こ
の
出
版
に
よ
り
世
界
中
の

人
び
と
に
教
育
的
責
任
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
尊
敬
に
値
し
ま

す
。
彼
ら
が
こ
の
怖
る
べ
き
武
器
が
二
度
と
使
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う

に
と
の
願
い
を
も
っ
て
、
原
子
爆
弾
の
怖
る
べ
き
影
響
を
世
界
の
仲
間
た

ち
に
知
ら
せ
よ
う
と
努
め
て
い
る
こ
と
を
、
私
は
知
っ
て
い
ま
す
。

一
日

も
早
く
出
版
が
望
ま
れ
る
ゆ
え
ん
で
す
。

作

家

大

仰

次

郎

原
爆
、
原
爆
と
、
声
を
や
か
ま
し
く
、
ど
な
り
続
け
る
ほ
ど
、
世
間
は

原
爆
に
背
中
を
向
け
が
ち
で
す
。
ど
な
っ
て
い
る
人
た
ち
が
、
原
爆
の
こ

と
を
、
実
は
知
ら
ず
に
い
る
の
で
、
そ
の
楽
屋
内
が
見
す
か
さ
れ
、
大
き

な
声
ほ
ど
空
虚
に
響
き
ま
す
。

「
原
爆
」
や
「
原
子
爆
弾
」
の
、
肉
迫
す
る
危
険
の
下
に
在
っ
て
「
原
爆
」

そ
の
も
の
の
形
態
に
つ
い
て
も
構
造
、
そ
の
底
知
れ
ぬ
怖
ろ
し
さ
に
つ
い

て
も
、
ほ
ん
と
う
は
私
ど
も
は
、
何
も
知
ら
き
れ
な
い
で
居
ま
す
。
こ
れ

は
恥
辱
に
値
す
る
こ
と
か
、
怖
る
べ
き
こ
と
か
私
に
は
一
言
え
ま
せ
ん
が
、

と
に
か
く
変
な
こ
と
だ
し
、
こ
の
白
紙
同
然
の
無
知
か
ら
、
明
日
に
も
ど

ん
な
に
怖
ろ
し
い
こ
と
が
起
生
す
る
か
も
考
え
ぎ
る
を
得
な
い

。
原
爆
の

理
論
に
つ
い
て
は
、
も
と
よ
り
無
知
文
盲
。
自
分
も
何
も
知
ら
ず
に
、
た

だ
原
爆
、
原
爆
と
、
喚
き
ま
わ
る
人
間
に
対
し
て
、
や
が
て
社
会
が
倦
き

て
嫌
に
な
る
日
も
在
り
そ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
危
険
こ
そ
及
ぼ
す
影

響
が
大
き
い
だ
け
に
最
も
恐
怖
に
値
し
ま
す
。
こ
の
本
は
、
そ
の
盲
目
の

限
を
、
科
学
的
に
真
実
の
姿
が
見
え
る
よ
う
に
開
い
て
く
れ
る
も
の
と
信

じ
ま
す
。
こ
の
本
で
、
新
た
に
原
爆
の
こ
と
を
今
よ
り
も
深
く
考
え
る
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

害
で
あ
り
、
後
者
の
実
例
は
公
害
問
題
と
し
て
世
上
に
喧
伝
さ
れ
て
い
る
。

科
学
技
術
の
応
用
に
際
し
て
は
何
よ
り
も
人
間
の
存
在
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
と
思
う
。

わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
原
爆
に
よ
る
災
害
を
う
け
た
唯
一
の
国
民
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
に
原
爆
災
害
に
関
す
る
種
々
の
資
料
を
所
有
し
て
い
る
わ
け
で
、

こ
れ
ら
は
人
聞
の
将
来
を
戒
む
べ
き
、
人
類
の
共
有
資
料
で
あ
る
。
仁
科

記
念
財
団
の
「
写
真
に
よ
る
原
爆
災
害
記
録
」
は
正
に
か
か
る
貴
重
な
学

術
資
料
と
し
て
広
く

一
般
に
す
す
め
た
い
と
思
う
。

評
論
家
坂
西

保

士一

ω

か
時
の
癒
し
の
術
。
は
人
間
に
与
え
ら
れ
た
大
き
な
恩
恵
の
一
つ
で
、
そ

の
減
過
作
用
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
苦
難
を
乗
越
え
て
前
進
す
る
勇
気
を
与

え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
人
間
に
は
忘
れ
て
よ
い
こ
と
と
絶
対
に
忘
れ

て
は
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
。
原
爆
災
害
は
現
在
は
も
ち
ろ
ん
、
将
来
に
伝

え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
、
そ
れ
を
私
た
ち
は
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
書
が
全
世
界
へ
の
警
鐘
と
な
り
、
地
球
の
隅
々
に
至
る
ま
で
凶
十
億

の
人
々
が
、

「
ノ

l
・
モ
ア
・
ヒ
ロ
シ
マ
」
を
口
に
し
、
全
人
類
の
悲
願
に

ま
で
昇
華
す
る
の
を
私
は
念
願
す
る
の
で
あ
る
。

写

真

家

木

村

伊

兵

衛

広
島
、
長
崎
に
原
爆
が
投
下
さ
れ
た
。
こ
の
む
ご
た
ら
し
い
現
実
を
、

な
ん
と
し
て
で
も
写
真
に
記
録
し
た
い
と
、
私
た
ち
仲
間
の
報
道
写
真
家

は
八
方
に
手
を
つ
く
し
た
が
、
ど
う
に
も
な
ら
な
か
っ
た
。
終
戦
、
虚
脱

状
態
の
中
で

一
ヶ
月
は
無
駄
に
過
ぎ
去
っ
た
、
そ
の
矢
先
に
、
日
本
映
画

社
加
納
竜

一
氏
か
ら
普
通
写
真
撮
影
の
広
島
行
の
話
が
あ
っ
た
。
仲
間
は
、

い
っ
せ
い
に
菊
池
俊
吉
、
林
重
男
の
両
君
を
お
し
た
。
カ
メ
ラ
は
ラ
イ
カ

2
セ
ッ
ト
、
現
地
は
、
な
に

一
つ
残
き
な
い
焼
野
原
、
フ
ラ
ッ
ト
に
な
る

の
を
お
そ
れ
て
、
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
つ
く
フ
ィ
ル
ム
を
買
い
あ
つ
め
た
。

九
月
下
旬
か
ら
約

一
ヶ
月
間
、
か
げ

一
つ
な
い
炎
天
下
と
放
射
能
を
き
づ

か
つ
て
、
両
君
の
帰
り
を
待
ち
つ
づ
け
た
。
き
て
現
像
だ
。
フ
ィ
ル
ム
に

放
射
能
の
カ
ブ
リ
が
き
て
い
な
い
か
と
気
に
し
た
が
、
そ
の
心
配
は
な
か

っ
た
。
幸
い
に
、
映
画
フ
ィ
ル
ム
と
ち
が
っ
て
米
軍
に
没
収
さ
れ
な
か
っ

た
。
こ
の
た

び
の
出
版
で
、
両
君
の
仕
事
が
、
歴
史
の
記
録
と
し
て
後
世

に
残
り
、
あ
の
時
の
事
実
を
、
も
う

一
度
ゆ
き
ぶ
り
起
す
役
目
と
な
れ
ば
、

な
に
よ
り
も
う
れ
し
い
こ
と
で
あ
る
。

とば推薦者のニ



回想 一関係者による一

原子爆弾と仁科芳雄博士

広島に原子爆弾が投下された直後、現地に行き、それ

を原爆と判定されたのは仁科芳雄博士であった。

日本映画社は、「原爆記録映画J の製作を企画し、仁科

博士の下で、日本学術研究会議の原爆災害特別調査団の

映画班として現地撮影を進めた。 10月中旬長崎で、米軍

側から撮影中止の命令を受け、同時に学術調査の公的な

活動も日米合同調査団の組織に加えられている医学班以

外のすべての公的な調査研究を中断させた。ぞれから12

月中旬までの2ヵ月間、仁科先生はほとんど連日、米軍

関係者と連絡して、調査と撮影の再開をはかられたが、

映画はついに没収された。（未完成の映画では破棄散逸し

てしまうからという日映側の提案により、米軍側の監督

下に、長崎の再撮影とこれに並行する放射能強度分布測

定が広島・長崎で行われた。）「原爆映画」はこのように

して、あらゆるフィルム一切が米国へもち去られた。

毎日、町の方々で火葬の煙が絶え

なかった。 8月末、この日も広島西

部・己斐方面に火葬の煙が立ちのぼ
っていた。 撮影・佐々木雄一郎

「原爆映画」の返還交渉をはじめてから 7年、映画は制

限解除となって戻ってきた。いまニれを学術資料として

みると、当時の変則的状況下でつくられたこの映画が正

しく理解されるためには、補助資料作成の必要が生れた。

幸いなことに当時映画撮影に同行した写真家の記録写

真が約2,000枚保存されている。それに被爆直後、軍属

写真家などの撮影したもの、学術調査団のメンバーが撮

影したものなどを加えると3,000枚を越える写真がある。

ニれらの写真は、一部はすでに公表されているが、体系

的に整理された写真記録としては発表されていない。

これらの写真資料を中心において、原爆災害の調査研

究の経過と内容を編纂し、多少の補足解説をつければ、

一応各分野の科学者が原爆に対処した実態を再現するニ

とができる。そして、仁科先生が、映画班に指示された

企画原案が、広島・長崎の被災地撮影によって、いかに

具体化され、どのように表現されようとしていたかを、

当初の意図にもとづいて理解できると思われる。



健一

その頃、九大理学部にいた私達がGMカウンターを持

って長崎に出かけたのは爆弾が落ちてから 4日目の 8月

13日のことである。要塞司令部の世話になり、まだ生々

しい爆心地付近から一握りの土を採って来た私達は、そ

の夕方、カウンターのスイッチを入れたJしかし電圧が

低くて働らかない。あきらめて、翌朝再びスイッチを入

れたところ、幸い短時間ではあるが｛動いて自然放電の 2

倍の計数を示した。たった 6分間のデータであるがこれ

が私達の、原子爆弾の放射能との最初の出合いである。

系冬戦の前日のことであった。

それからしばらくたった。

篠原

9月はじめ九大医学部の第

2回の長崎調査団に加わった私達はローリッツェン検電

長崎の放射能と私たち英彦

広島が 「新型爆弾」で壊滅したとき、軍はそれが原子

爆弾であるというトルーマン声明の真偽に関し仁科芳雄

博士の見解を求めた。英米の原子物理学者たちの力量を

熟知していた博士はトルーマン声明を一読した瞬間、年

来の不吉な予感の適中を直感したが、とにかく実際の状

況を見なくてはと、貧弱な飛行機に乗せられて現地に急

行した。そして研究室の人々の許へは銅線や石塊や草の

葉が届けられ、銅線には放射能が認められたQ 石塊や草

の葉の採集は、原子爆弾なら「死の灰」が伴なうことを

博士が適確に推察したためだが、後に占領米軍は「空中

原爆では放射能をもった塵は成層圏まで昇ってしまい、

局地に降るはずはない」と主張した。その主張の誤りは

まもなく仁科博士門下の物理学者たちの調査によって明

玉木仁科博士と原爆災害調査

器で、爆心地付近の放射能を測った。福岡に帰ったあと、

長崎からいろいろのものが送られて来た。それを片っぱ

しから測ったがどれにも放射能は見られなかった。そん

なとき、次の長崎行も間近にせまったある日、期待もせ

ずに測った木の葉にはじめて放射能を見出したのである。

その葉は一部変色していた。何かが落ちてきてついたの

だという。私達はその葉のとれたあたりから放射能を追

いかけようと考えながら長崎に発った。

そして 9月28日県庁に顔を出した私達はアメリカの調

査団が西山地区に強い放射能を見出したことを知らされ

た。そこは私達の木の葉の地点から山の方に入った所で

ある。放射能は強まりながらそちらに続いていたのであ

る。先をこされたという気がしたのは事実である。私達

も西山地区で強い放射能を測定した。ごうして 3年余に

わたる私達の放射能測定が始まったのである。

旧
理
化
学
研
究
所
構
内
仁
科
研

究
室
（
現
仁
科
研
究
財
団
）

机
上
の
放
射
能
測
定
器
は
故
博

士
が
当
時
愛
用
の
も
の
。

らかにされた。

ところでアメリカ側の発表では「75年間人間も住めず、

被災者や救護活動に赴いた人々の安全を考えて、陸軍軍

医学校の第一次調査団が送られた。その結果、残留放射

能は救護活動を危険にさらすほどではないことが判った。

その調査団は終戦後ただちに一旦引きあげたが、半月ほ

ど後に、被爆した生存者に放射線病の症状が顕著になり、

つぎつぎと調査団が送られるに至ったのである。

そのような初期の頃の状況を伝える写真はきわめて希

少である。今回の写真集には「帰ってきた原爆映画J の

場面にもない写真が載せられてわり、貴重な資料として

当時九大教授）

武男渡辺

（早大教授

石の上の影

と述べてあった。それゆえ現地の生存草木も生えない」

広島は花尚岩の多い町であるが、そのほかいろいろな

石やカワラやタイルもあったO 爆心から500m、護国神社

の周囲には、黒い安山岩の平たい玉石が敷きつめてあ っ

て、その表面に黄灰色の薄いガラスができていた。玉石

の変色から、爆弾が落ちた時の石の重なり具合がわかる

ほどであつな。ところが砂岩や珪岩のように、

英からできている岩石の表面は、

おもに石

あまり変っていない。当時仁科研究室）（千葉大教授期待される。



それにひきかえ、カワラやタイルの表面にはいちじるし

い変化が起っていたのである。

日本の家屋では、 1車干の家に 1,000枚以上のカワラが

のっている。カワラはその地方の特色があっておもしろ

い。広島には伊予ガワラや西条ガワラが多くあり、ツヤ

のよいものもかなりあった。爆心地の黒ガワラには、火

傷の跡がはっきりと残っていた。黒いカワラの表面に、

オリーブ色の薄皮ができていたO この薄皮は照射の直後、

カワラが溶けてできたガラスである。水分が多かったた

めだろうか、ガラスにはあわだった跡がよく残されてい

た。オリープ色に焼けただれで、火ぶくれになった気味

の悪いカワラは、多くの人々の注意を集めていた。これ

を東京に持ち帰って顕微鏡でみると、空気のあわが、ガ

ラスの中にはいっていることがよくわかったO

町の建物の上や石段には、そのときすわっていた人々

の影がたくさん残っていたO 舗装された道路のタールの

上や敷石の上にも、爆発の瞬間の状態がそのままやきつ

けられていた。

とくに、爆心から950m、県庁の横の万代橋には、往来し

ていた人々の姿がなまなましく焼きこまれていた。自転

車に乗った人、歩いていた人々のかげも濃く、その人た

ちが大火傷を負った当時の悲惨なようすを想像し、思わ

ずゾッとしたのを今も忘れることはできない。

（秋田大学学長 当時東大教授）

帰らぬ人びと 木村毅一

広島に新型爆弾が落とされたとき、私の恩師、荒勝文

策博士（京大）はおっしゃった。原爆か否かがわかるのは

仁科君のところか、ぼくのところしかない。 1日も早く

現地調査をし、資料を採取してたしかめたい。荒勝先生

にひきいられて京大の学術調査班は 8月9日夜、京都を

発って10日に廃竣の広島についた。京大班としての第 l

回調査である。資料を大学に持ち帰って調べたら、たし

かに核分裂による生成物であることが判った。ついで8

月13～14日第 2次調査では約 100カ所から系統的に資料

を集めて放射能の検出をした。 9月に入って第 3調査団

を出すことになり、私が団長格となって医療班として医

学部の真下俊一、杉山茂輝教授以下のスタッフと合流し

た。一同の宿舎は大野陸軍病院の宿舎であった。

9月17日枕崎台風による豪雨、突然の山津波。そのと

き、私たちのいた病舎の大半が倒壊、暗い海に向って流

出した。ふと気がついたら私は海の岩にすがりついてい

た。物理の 6人のうち 3人の若い研究者は帰らぬ人とな

った。医学部の真下、杉山両教授以下8名が殉職した。

長崎で調査中に病死された東大医学部の袴田三郎氏とと

もに原爆災害調査団の貴い犠牲者として忘れることは出

来ない。 （京大名誉教授 当時京大助教授）

新興善救護所のおもいで 柴田一郎

空は悲しいまでに青く澄んで、大地はこの丘から下に

のびてゆく石畳のほかは瓦磯の山、廻りの山の斜面は見

苦しく焼けた茶褐色。昭和20年8月下旬の今は野戦病院

化した新興善国民学校の屋上よりみた北方の景色である。

そして私たちの下の階下に横たわっている人ちたは…・・

今ここに生き残ったすべての人たちは次々に襲って来

る確実な死の順序を待っている。髪の毛がぬけ始め、皮

下に紫色の出血斑が現われば、これは数日後の確実な死

が待っているだけn

「子供がこんなになりましたJ といって、顔には死の刻

印のきざまれた幼児の、今はただ一人の家族になってし

まったうら若い母親、その母の顔にも死の刻印が…・・

海軍から持って来た衛生材料も底をついてきた。もう

あげられるものは私たちの血液ぐらいしかない。

私の血をあげた娘さんは、そのあと某大学の医師の採

血の後、翌日、私が所用の為帰隊した留守中に「中尉さ

んによろしく 」 といって死んでしまったそうだ。この期

に及んで感謝の言葉しか諮らずに、死んでゆけた美しい

魂。

わが持てるすべての力を出しつくし働いてくれた lケ

班の日赤のまだ教育不十分な看護婦さんたち。私にとっ

て必ずしもなりたくもなかった医師であったことに最も

生甲斐を感じた 1カ月半。新興善の中でくりひろげられ

た地獄の中の人たちの精神の気高さ、美しさと善意と。

私は今もあの人たちのことを考えると胸をかきむしられ

るよう t!_o あの人たちの死と献身とを生かすために私、た

ちはどうしてこれに報いてゆけばいいのであろうか。

（嶺町病院長 当時針尾海兵団救護隊軍医）



生物班として撮影に同行

草も生えぬといわれた

長崎被爆地に芽生えたエ

ビス草の放射能による斑。

撮影・今野敬ー・

中山弘美

私は理研でアイソトープをつかって、植物や微生物の

代謝の研究をやっていたのですが、理研には生物に対す

る放射線の研究をしている人たちがおり、門前の小僧と

いう意味で見ておりました。強力な放射能をあのような

広範囲にわたってあびせかけた武器の使用は始めてのこ

とですから、人間や生物の身体への直接の影響はもとよ

り、子孫にどのような影響を与えるか、放射線による突

然変異に対し特に関心をもちました。あの時点、では、人

間や動物では時期が早すぎたのですが、植物では放射線

を受けた種子が発芽しており、また焼けなかった部分か

らも新芽を出しており観察には絶好の時期と思われまし

た。九大や現地の試験所の方々もこの方面の研究に手を

つけておられました。 （科研化学常務取締役 当時仁科研究室）

広島第一陵軍病院宇品分院 相原秀次

宇品にながく住み被爆後治療に通った人びともその病

院の正しい名を知らないのが船舶練習部内の救護病院で

ある。被爆後最初に正門をくぐって入って来たのも一般

の市民で、ここに診療所のあることを知っていたのであ

る。その日のうちに数千人が収容され、その夜は停電の

聞の中で人間の住む世界とは思えなかったという。

もともと患者収容の設備はない。臨時収容所となり、

つづいて野戦病院となり、終戦では船舶医務機関とか衛

生機関とか呼ばれた。やがて、原爆傷の治療が医学上の

緊急課題となり、軍医ばかりでなく多くの学者が参加し

て原爆症治療の指針が求められるようになった。事実上

ここが最初の原爆病院で、敗戦で軍、政府、官庁のすべ

てが統制力を失ったとき、この分院が原爆医学の中心で

あった。原爆症では多くの死亡者が出た。それは今日の

医学の治療能力を超えていた。その告発はこの病院のデー

タに負うところが多い。もしこの研究がなかったと考え

るとその重い意味がわかる。われわれ日本映画社の医学

撮影班の広島取材も、この宇品分院から始まった。大橋

成一軍医中佐の好意を忘れることはできない。すでにア

メリカ側の調査団も来ており、日本側の引きあげの日も

せまっていた。 8月25日以降、正式に宇品分院の名が用

いられた。 （当時原爆映画ブロテホューサー）

原爆映画医学編と私 服部達太郎

私は広島陸軍病院赤十字病院に出勤途上西大橋西詰の

遮倣物の全くない戸外で被爆した。混乱のため前進出来

ないので一旦自宅に引き返すことにし泥雨に濡れて古田

町古江に帰った。熱傷面は水泡を生じ、腫脹して痔痛も

激しくなったので半壊の自宅にたどりついたまま、動け

なくなりそのまま約2カ月を自宅療養で過した。 10月4

日に被爆以来始めて赤十字病院に行く事が出来た。同僚

諸君にもなつかしく挨拶を交した。外来はまだ火傷や外

傷患者で雑沓していた。そのとき重藤副院長から映画を

とるので立ち合う様にといわれた。病室の患者も私にと

っては始めて診るもので自分にも興味があり、包帯交換

をし乍らその症状を説明して撮影に協力したO 映画の撮

影には諸準備に時間を要するもので、可なり長時間にわ

たった様に思う。最初は中央病棟3階から撮り 2階を廻

って 1階病棟に移ってその 2' 3人目を撮影する頃私は

廊下で突然激烈な咳徴発作に襲われた。遂に間断なく咳

嚇が出るので居たたまれず映画撮影の完了しないままお

詫びして休まざるを得なくなった。この端息様日亥轍発作

には其の後2カ月間悩まされたのであった。

聞くところによると元来この映画は故仁科博士がいち

早く提唱せられ、これに賛同された方々が、あの困難な

社会事情の下にあって各々献身的な努力によって作製さ

れた貴重な資料である。

私はこの映画撮影に当られた加納、相原、山中氏等と

再会の機会に恵まれてその奇縁弁嬉しく思っている。

この映画によって原爆被災のすべての実情を伝え得る

ものではなしヨ。けれども被爆直後の写真とあわせて共に

視覚に訴え得る最も有力にして且つ貴重なまとまった後

世への資料であると信ずる。

（横浜田赤病院長 当時広島日赤病院長）



長崎下ノ川鉄橋の際で被爆した電車、

鉄柱にかかっているのは電車の屋根。

乗客はほとんど放り出きれて死亡、遺

体も見える。 撮影 山端庸介

爆心から900m、長崎城山町マリア園

に近い竹やぷ、一見して爆風は長崎の

方が広島より強い。 撮影松本栄一

映画撮影班が長崎淵神社付近で、こわれた

家の腰板に美しい草の影を見つけた。爆心か

ら約 1km、熱線のつくったシルエットである。

撮影俣野公男



10月9日朝、長崎・井樋ノ口への避難の人

ぴとのなかで、この少女だけが元気に見えた。

しかし彼女も足を挫いて立てない。
撮影山端庸介
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