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ライブラリーでは、船や歴
史に関する資料を見ること
ができるほか、大和ミュー
ジアム収蔵の写真や図面、
展示室の映像をパソコンで
見ることができます。

操船シミュレーターなど体
験しながら学べる「船を造
る技術」の展示室や大和シ
アターがあります。

艦艇模型とミニ企画展の展
示があります。

10 分の１戦艦「大和」
を見ることができる大
和ひろば、「呉の歴史」
の展示室、実物資料を
展示している大型資料
展示室があります。

ようこそ大和ミュージアムへ！

呉の歴史や戦艦大和について紹介するぞ！

シップ船長

わたしと一緒に勉強しましょ～
クレサン

年 組

学 校
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やまと
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呉の歴史

鎮守府の候補地に呉が選ばれた理由
◆◆ 北は、三方を山に囲まれており、南の呉湾は、入り口が狭く、

に囲まれ、防御に優れた土地だったため。⑤

◆◆ 呉湾の広さや深さと、背後の土地の広さが、
艦艇を建造するために適していたから。

◆ 豊富な良い を確保しやすかったから。
⑥

▲明治23年に造られた呉市宮原浄水場

この時代は、まだ飛行機による攻撃を予想してい

なかったから、船で攻撃されるのを防ぐことがで

きる土地が必要だったのね。

船って出港すると、何カ月も港を離れるわよね。だから、

乗組員の飲み水をたくさん船に積まないといけないの！

その飲み水に適した水が呉には豊富にあったんだって。
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嘉永６（1853）年、ペリー艦隊の来航をきっかけに、日本は開国します。

外国の著しく発達した造船技術を目にした日本は、強い危機感を抱き

ました。
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そこで日本は・・・

海軍をつくり，その拠点となる
日本各地に設置していきました。
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【ヒント】

②長 崎 県
③京 都 府
④神奈川県

※海軍基地の防衛、水兵の教育、
艦艇の整備などを行う、軍港に
設けられた海軍の機関のこと。
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鎮守府は日本列島に

４ヶ所あったんじゃ。

1.呉鎮守府の開庁1.呉鎮守府の開庁 明治22（1889）年
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海軍拡張にともなう技術の進歩に加え、大戦景気によって呉のまち
は好景気にわきました。

「職工」の暮らしも向上し、

職工黄金時代 とも表現されました。
▲呉海軍工廠工員の
　出勤風景

また、世界の技術に追いつくため、海軍先進国であったイギリスから導

入した最先端の技術を発展させて、世界有数の艦艇を建造しました。

第一次世界大戦（大正３（1914）年～大正７

（1918）年）が始まると、日本から連合国や

アジア地域向けの輸出が急増したの。

その結果、輸出が輸入を上回るようになって

日本経済がうるおったことを大戦景気
というのよ～。

世界で最初の41セ

ンチ主砲を搭載した

戦艦「長門」も呉で

建造されたんじゃ。

▲公試中の戦艦「長門」（大正９年）

呉の歴史

3.大戦景気3.大戦景気 大正３（1914）年～大正８（1919）年
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呉の歴史

をつくりました。その後、呉海軍工廠は、一

※海軍が管理する工場・研究所のこと。

艦艇や兵器などを外国からの輸入にたよっていた日本は、それらを

国産化するために、呉鎮守府の造船部門と大砲などを製造する

兵器製造部門を統一して明治36（1903）年、

等巡洋艦「筑波」と「生駒」を短期間で完成させ、日本一の海軍工廠と

しての地位を確立しました。

▲第11潜水艇（明治44年）

⑦※

2.呉海軍工廠の設立2.呉海軍工廠の設立 明治36（1903）年
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▲一等巡洋艦「筑波」（明治38年）
いっ とう じゅん よう かん つく  ば 
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100年以上も昔に呉で造

られた船はどんなものだ

ったのか、展示室で模型

を見てみるんじゃ！
▲呉で最初に造られた通報艦「宮古」
 （明治34～35年）
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失業者対策

呉では、軍縮により工廠の機能が縮小され、失業者が増えました。そ

の対策として再就職のための職業紹介所が設立されたり、移住なども
行われました。

▲海軍工廠退職移住者
歓迎会（昭和６年）

鳥取県名和尋常高等小学校

技術の向上
海軍工廠では、効率よく作業ができるように「科学的管理方法」が導入

され、電気溶接技術などの新しい技術を使った艦艇の建造や改装が

おこなわれました。

また、工廠内には技手養成所などの技術養成機関があり、優秀な人材

の育成も図られました。

▲技手養成所の授業風景

呉海軍工廠を去った工
員さんは、鳥取県西伯
郡名和村（現在の大山
町）に集団移住したの
よ。今でも大山町と呉
市は交流が続いている
の！

科学的管理方法によって、建造工数

が少なく、低コスト・工期の短縮に

つながったんじゃ。

呉の歴史
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大正11（1922）年のワシントン海軍軍縮条約、続いて昭和５
（1930）年のロンドン海軍軍縮条約の調印で、艦艇の建造が制限
されました。

この頃は、どの国も軍備にお金をかけすぎて大変

になったんじゃ。かと言って、自分の国だけお金

をかけないと他の国との競争に負けてしまう。

だから『みんなで軍備を少なくしましょう』とい

う約束をしたんじゃ！この約束を軍縮条約と

いうんじゃ。

海軍軍縮条約

この軍縮期間のことを、海軍休日（ネイバルホリデー）と呼び
ました。

海軍の休日だって！

この間、工員さん達は何もせずにのんびり過ごした
のかな？

そんなことはないぞ！

持てる艦艇の数が制限されてしまったから、今度は

質の高い艦艇 を造ろうとしたんじゃ。建造技術を

高める努力がされていたんじゃ！

呉の歴史

4.軍縮期4.軍縮期 大正11（1922）年～昭和11（1936）年
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しかし、すでに主役の座は

移っており、「大和」は後方支援任務が多くなります。

昭和16（1941）年12月８日に日本はハワイ

の真珠湾を攻撃し、太平洋戦争が始まります。

その８日後の、12月16日に「大和」は完成し

ました。

から
⑪⑩

へと

▲全力公試中の戦艦「大和」
（昭和16年）

昭和16（1941）年 呉海軍工廠において完成
昭和17（1942）年 ミッドウェー海戦

８月28日 当時の海軍の一大拠点であるトラック島に到着

昭和19（1944）年 マリアナ沖海戦

10月24日～26日 レイテ沖海戦
昭和20（1945）年 乗組員が交替で最後の上陸許可を受ける

３月28日 呉を出港

４月５日 沖縄海上特攻

４月６日 徳山沖より出撃

４月７日 「大和」沈没

全　長：　　　　　　メートル

最大幅：38.9メートル

主　砲：　　　　　　センチ砲

★大和の概要★

⑧

⑨

最終艤装中の戦艦「大和」▶
（昭和16年）

戦艦大和の歴史

2.「大和」の生涯2.「大和」の生涯
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６月19日～20日

３月25日～27日

６月４日～６日
12月16日

元号（西暦） 戦艦「大和」のできごと

ワシントン・ロンドン海軍軍縮条約を結んでいたため、日本は
10年以上も新しい戦艦を建造することができませんでした。このこ

とは戦艦を建造する技術や能力維持の面で、大打撃と考えられました。

軍縮条約の失効を見越した日本海軍は昭和９（1934）年、造船技術

を結集させた戦艦の設計を極秘で始めました。
それが戦艦「大和」です。

▲呉海軍工廠造船ドック

▲鉄道に張り巡らされた目隠し塀

他にも、軍港が見えない

ように、鉄道のある呉線

の海側855メートルに

わたって、トタン板の目
隠し塀が張りめぐらされ
たんじゃ。

「大和」が造られていた
ドックには、建造を秘密

にするため、大屋根が取
り付けられたんだって。

この大屋根は今も残って
いて大和ミュージアムか
らも見えるよ～。

戦艦大和の歴史戦艦大和の歴史

1.「大和」の建造1.「大和」の建造
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測距儀
目標までの距離を測る機器で、

メートルという世界一の大きさを持っていました。
こうした技術は、戦後、カメラなどの精密光学機器

に大きな影響をあたえ、日本の精密光学機器産

業を世界有数のものに育て上げました。

弱電技術
「大和」は士官室と一部の兵員室に冷暖房が使用された

ため、夏でも27度くらいに室温が保たれ、

と呼ばれることもありました。

冷凍・冷蔵庫も非常に巨大なもので、
乗組員約3,000人が、１ヶ月港を離れていても十分食べ

られる量の食糧を積んでいました。

こうした技術は、戦後、弱電（家電）技術の基盤となってい
ます。

「大和」は、世界最大の主砲を搭載していました。この大砲から発射する

弾の大きさは、直径46センチ・重さ約1.5トンあり、約４２キロメートル
先まで飛ばすことができました。

この大砲を製造した設備は、現在原子炉の圧力容器の漏れを調査する

水圧実験に利用されています。

戦艦大和の歴史

⑫

⑬
「大和」が
残した技術
はまだまだ
あるんじゃ
よ！
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やまと いち  ぶ へい いん しつ し   ようれい   だん   ぼう

れい    とう れい  ぞう     こ

せ  かい さい だい しゅ  ほう とう さい たい ほう

たい ほう ちょう  さ

すい あつ じっ けん り   よう

せい ぞう せつ   び もげん ざい  げん   し     ろ あつ りょく  よう   き

はっ しゃ

やく

さき と

おおたま ちょっ けい おも やく

きょ  り はか

せ  かい  いち おお も

ぎ  じゅつ せん  ご せい みつ こう がく  き   き

せい  みつ  こう  がく   き   きおお えい きょう さん

ぎょう せ かい  ゆう すう そだ あ

き    き

「大和」は、アメリカの『量』に対し、日本が『質』で対抗しようとした戦艦
であり、当時の最新技術の結晶と言えるものでした。

その技術は戦後日本の復興と高度成長を支え、現代にも受け継がれ

ています。

球状艦首 （バルバスバウ）

球状艦首（バルバスバウ）

艦首の水線下に球状の突起をつけることで、速力27ノット（時速約50キロ

メートル）で波がつくる抵抗を約８パーセント減らすことができました。

現在も世界の大型タンカーから漁船に至るまで幅広く利用されています。

「大和」の技術を、展示室にあるＣＧ映像やパネルで調べてみよう。

★学習ポイント★

戦艦大和の歴史

3.「大和」の技術3.「大和」の技術
やまと

やまと

とう  じ さい しん   ぎ    じゅつ

ぎ   じゅつ せん  ご に  ほん ふっ こう こう   ど  せい ちょう ささ げん だい

きゅう じょう  かん    しゅ

かん しゅ すい せん  か

なみ てい こう やく

げん ざい せ  かい おお がた ぎょ せん いた はば ひろ

やまと ぎ  じゅつ てん   じ   しつ えい ぞう しら

り  よう

へ

きゅう じょう とっ  き そく りょく じ  そく やく

う つ

けっ しょう い

たい に  ほん たい こう せん かん
りょう しつ

ぎ  じゅつ 

がく しゅう
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これは、戦艦「大和」副砲射撃指揮官として沖縄特攻作戦に参加し、

吉田　満『戦艦大和の最期』より

戦死した臼淵磐大尉の言葉といわれています。

戦艦「大和」の乗組員の遺書や家族へあてた手紙、
写真を展示室で見てみよう。

この言葉を聞いた乗組員たちはどう感

じたか、想像してみよう。

沖縄海上特攻作戦の意義について士
官の間で「特攻で死ぬことに意味があ
るのか」と大論争になり乱闘まで起こっ
たそうです。

▲臼淵磐大尉

戦艦大和の歴史

せん かん

せん  し こと  ばうす  ぶちいわおだい  い

うす ぶちいわお だい  い

やまと

せん かん

しゃ しん てん  じ   しつ み

やまと のり くみ  いん い  しょ か  ぞく て   がみ

ふく  ほう  しゃ  げき    し    き   かん おき なわ とっ  こう   さく せん

さい   ごよし せんだ みつる

おき なわ かい じょう  とっ   こう   さく せん い    ぎ し

かん とっ こう

だい ろん そう

こと  ば き

そう ぞう

のり くみ いん かん

らん  とう お

し い    みあいだ

さん  か

★学習ポイント★
がく しゅう

かん やまと

昭和20（1945）年４月５日、戦艦「大和」に沖縄海上特攻の命
令が下ります。援護する航空機もない中、「大和」と巡洋艦「矢矧」、そ

して「冬月」など８隻の駆逐艦による第二艦隊約7,200名は、アメリカ

軍が上陸した沖縄へと向かうことになります。

▲攻撃を受ける「大和」▲沖縄特攻作戦時の第二艦隊航路と

「大和」沈没位置

戦艦大和の歴史

4.「大和」の最期4.「大和」の最期
やまと

やまと

やまとこう げきおきなわとっこうさくせん じ だい に  かんたいこう ろ

やまと ちんぼつ い ち

う

やまと や   はぎ

ふゆ  つき

ぐん じょう りく おき なわ む

せき く   ちく  かん だい  に   かん  たい やく めい

じゅんよう かん

めいおき   なわ    かい   じょう  とっ    こう

れい くだ えん  ご こう  くう    き なか

せん  かん

さい  ご

やまと

やまと

やまと せい  ぞん  しゃ とうと いのち

うしな

めいのり くみ  いん めい めい

ぎょ  らい

ぷん ちん ぼつ

ばく  だん めい ちゅう じおう  せん た   すう

とく やま しゅっ こう い    か   だい   に   かん   たい きゅうしゅう

なん せい おき ぐん こう げき うきかい じょう た  すう

よく にち

４月６日、徳山を出航した「大和」以下第二艦隊は翌７日、九州
南西沖の海上において多数のアメリカ軍機の攻撃を受けました。
「大和」は応戦しましたが、多数の魚雷、爆弾の命中により、14時23
分に沈没しました。
「大和」の乗組員3,332名、うち生存者は276名。3,056名の尊い命
が失われました。
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「大和」から生還した乗組員の証言映像を、展示室で見てみよう。

これまでの潜水調査によって、「大和」の現在の姿をとらえることがで
きました。「大和」は鹿児島県沖の水深350ｍの海底に眠っています。

「大和」潜水調査

▲海底に眠る「大和」のＣＧ再現（平成28年調査）

引き揚げ遺品

▲どんぶり ▲ラッパ

船体は大きく３つに割
れ、破片が広範囲に
散らばっていることが
分かりました。
爆発の激しさがうかが
えます。

また、昭和60（1985）年、
平成11（1999）年の調
査では、遺品の引き揚
げを行いました。

戦艦大和の歴史

やまと

やまと

すい  しん かい てい

せん たい

ち

わ

ばく はつ はげ

 い ひん

ひ あ い　ひん

いずれの遺品も、平成11年の調査によるもの
い ひん ちょう  さ

▲靴底
くつぞこ

やまと せい かん のり くみ  いん てん   じ   しつ みしょう  げん  えい ぞう

かい てい ねむ やまと さい  げん ちょう  さ
ひ あさ

ちょう 

は  へん こう はん   い 

おお わ

ねむか    ご   しま  けん   おき

せん  すいちょう   さ げん ざい すがた

や まと せん    すい  ちょう     さ

★学習ポイント★
がく しゅう

乗組員たちは、沖縄海上特攻に際し、手紙・葉書などに家族への思
いを託し出撃していきました。ここでは、名村利雄１等兵曹の両親に向
けた遺書を、分かりやすい言葉で紹介します。

名村利雄１等兵曹は、 戦艦「大和」に

１番主砲塔員として乗艦、沖縄海上特

攻に参加し、戦死しました。その当時、

21歳でした。
▲名村利雄１等兵曹

戦艦大和の歴史

5.「大和」が語る命の尊さ5.「大和」が語る命の尊さ
やまと かた いのち とうと

のり くみ  いん

たく

い  しょ わ こと  ば 

※軍艦の具体的な場所を手紙で知らせることができないので

「○○」と表記していました。

ぐんかん ぐ  たいてき ば  しょ て  がみ  し

ひょうき

しょう かい

な   むら とし   お

な  むら 

さい

とし  お

な  むら とし  お

ばん  しゅ  ほう とう いん じょう かん おき なわ かい じょう とっ

こう さん   か  せん   し とう   じ

とう   へい  そう

とう  へい そう

とう  へい そう

せん かん やまと

むりょう しんしゅつ げき

おき なわかい じょう とっ こう さい か   ぞく おもて    がみ は    がき 
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戦局の悪化とともに、市民の生活は戦争一色になりました。
多くの成人男性は徴兵され戦地へ向かい、残った女性たちは地域で勤
労奉仕や配給業務を行いました。

▲五番町国民学校集団疎開

戦争が激しくなり長期化してくると、労働力不足のため、中学生以上の
生徒は軍需工場などに動員され、働かなければなりませんでした。
また、昭和20（1945）年には、中学生以上の学校の授業は停止されま
した。
終戦までに動員された学徒は340万人を超えたとされています。

学徒動員

空襲で危ないとされた都市部の小学生は
地方へ「疎開」しました。
疎開先で児童たちは、空腹や家族と離れ
た寂しさを我慢しながら、辛い生活を送り
ました。

学童疎開

空腹や疲労と戦いながら、
慣れない仕事に取り組ん
でいたんだね。

寄宿舎から出勤する女子学徒▶
（阪上芳氏寄贈）

呉と太平洋戦争

2.戦時下の市民生活2.戦時下の市民生活
せん  じ    か

せん きょく

おお

ろう ほう  し おこな

せん そう

せい  と

しゅう せん

どう いん

どう いん

くう しゅう

ち  ほう そ  かい※

そ  かい さき

さび が  まん

ご ばん ちょうこく みんがっこうしゅう だん そ かい※親戚のところへ行く疎開を「縁故疎開」、

　学校ごとに先生と行く疎開を「集団疎開」と言いました。

しん せき

がっ こう せん せい い そ  かい しゅう だん   そ   かい い

い そ  かい えん   こ   そ   かい

つら せい かつ おく

じ  どう くう ふく か  ぞく はな

あぶ しょう がく せいと　 し　 ぶ

くう ふく

な し  ごと

き しゅく しゃ じょ  し  がく  としゅっきん

と く

ひ  ろう たたか

がく  と まん  にん こ

はたらぐん じゅ こう じょう

ちゅう がく せいはげ い   じょう

ちゅう がく  せい い   じょう がっ こう てい    しじゅ ぎょう

ろう どう りょく   ぶ   そくちょう  き    か

がく     と     どう    いん

がく     どう    そ      かい

はい きゅう ぎょう  む

せい じん だん せい せん  ち む のこ きんじょ せい ち   いきちょう へい

あっ  か し  みん せい かつ せん そう いっ しょく

し  みん せい かつ

昭和16（1941）年12月８日、日本は

ハワイの 湾を攻撃し、

太平洋戦争が始まりました。

日本ははじめは勝利を重ねたものの、

次第にアメリカの反撃も強まり、戦争は

長期化していきました。

▲真珠湾攻撃

(日本軍の攻撃により炎を上げる

アメリカ海軍戦艦ウエストバージニア）

⑭

呉では・・・
太平洋戦争が始まると、日本の艦艇の建造・修理をになう呉海軍工廠

は、重要な役割を果たすようになり、多忙になっていきました。

1.太平洋戦争1.太平洋戦争

呉と太平洋戦争呉と太平洋戦争
昭和16（1941）年～

くれ

くれ

たい  へい  よう せん  そう

たい へい ようせん そう

たい へい よう せん そう はじ

たい  へい よう せん  そう はじ

じゅう よう やく わり は た  ぼう

くうしゅうちょく ご くれ かい ぐん こう しょう

わん こう げき

かん てい けん ぞう くれ かい ぐん  こう しょうしゅう  り

に   ほん

し  だい

ちょう   き    か

はん げき つよ しんじゅわんこうげき

にほんぐん

かいぐんせんかん

こうげき ほのお あ

せん そう

しょう  り かさ

▲空襲直後の呉海軍工廠（昭和20年）

せん きょく

おおし   がい    ち

し  がい   ち や の はら

はじ かん てい むてい  はくちゅう

ぐん うかいひょうてきくう しゅう

くう しゅう

くうしゅう くうしゅう

た すう いっ ぱん  し  みん ぎ   せい 

くうしゅう

くれあっ   か さい   だい かい  ぐん    こう  しょう

こうしょう

しかし、戦局が悪化してくると、日本最大の海軍工廠があった呉は、アメリ

カ軍の空襲の標的となり、14回にもおよぶ空襲を受けました。昭和20

（1945）年３月から始まった空襲は、工廠や停泊中の艦艇に向けられて

いましたが、７月には市街地への大きな空襲がありました。この空襲に

よって、多数の一般市民が犠牲となり、市街地は焼け野原となりました。
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空襲などにより荒れ果てた呉市は戦後、平和産業港湾都市としての復
興をめざします。そして造船のまちとして、科学・技術・造船・文化など
いろいろな方面で発展していきました。

占領直後の呉市

海軍工廠の施設を利用して、市民は
艦艇の引き揚げ・兵器の解体作業な
どの仕事をしたり、占領軍の労働者と
して生計を立てていました。

▲三角兵舎と呼ばれる応急住宅
（昭和21年）

▲闇市のにぎわう様子
（昭和21年）

市民は、野菜の葉・茎・根や

果物の皮・種子までも食べて

しのいでいたんだって。

特に食糧不足は深刻
で、配給も最大28日

遅れたんじゃ。

生活に必要な物資が不足し、配給だ
けではまかなえず、闇市で買い物をし
て手に入れていました。

呉と太平洋戦争

4.戦後の混乱と再建4.戦後の混乱と再建
せん  ご

くう しゅう

こう

かい  ぐん  こう しょう

かん てい

せい けい

せい かつ

※公には認められていない市場のこと。
不足していた物資が、基準価格より高く
売られていました。

おおやけ みと

ふ  そく

う

ぶっ  し き  じゅん     か   かく たか

いち   ば

とく

はいきゅう

おく

さい だい にち

しん こく

し  みん

くだ もの かわ しゅ  し た

や  さい は くき ね

しょく りょう    ぶ    そく

ひつ よう

て い

ぶっ   し ふ  そく

やみ いち

さん  かく へい  しゃ おう きゅう  じゅう たくよ

よう  す

やみ  いち※ か もの

はい きゅう

ひ

し   ごと せん りょう ぐん ろう どう しゃ

あ へい  き かい たい   さ  ぎょう

し  せつ り  よう し  みん

 じゅつ ぞう せん ぶん   か

ほう めん はっ  てん

ぞう せん か   がく ぎ

あ は くれ   し せん  ご へい   わ  さん ぎょう  こう  わん  と     し ふっ

こんらん さいけん

せん   りょう ちょく   ご くれ      し

昭和20（1945）年　　　　月　　　　日、広島に原子爆弾が投下

され、呉からもキノコ雲が確認されました。

原子爆弾投下直後、いち早く呉鎮守府から調査団が派遣され、国内で

初めて原子爆弾であることをつきとめました。さらに、呉海兵団や呉海

軍病院などから組織した救援隊・救護隊が派遣されました。

また、多くの呉市民も広島市に入り、救援・救護活動を行いました。

そして、８月９日には　　　　　　　に原子爆弾が投下されました。

日本はポツダム宣言を受け入れ、８月15日に終戦を迎えます。

▲呉市吉浦町から撮影された
キノコ雲

⑮ ⑯

⑰

呉と太平洋戦争

3.原爆と終戦3.原爆と終戦 昭和20（1945）年
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げん ばく

くれ ぐも かく にん

ひろ しま げん   し   ばく だん とう   か

しゅう せん
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ま
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お
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ぐ
ん
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じ
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い

い
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み

こ
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け
い

し
る

に
し  
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く    

お

くれ   し   よし   うら ちょう さつ えい

ぐも

げん   し   ばく だん とう  か  ちょく   ご

はじ

ぐん びょう いん そ  しき

おお

に   ほん せん げん い むかしゅう せんう

くれ   し  みん ひろ しま   し はい

げん   し   ばく だん とう   か

おこなきゅう えん

は  けんきゅう えん たい

きゅう   ご  かつ どう

きゅう  ご   たい

げん   し   ばく だん くれ かい へい だん くれ  かい

はや くれちん じゅ    ふ ちょう   さ   だん は  けん こく  ない
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太平洋戦争末期、日本の戦況は悪化し、日本軍は特攻作戦を繰り返し
ました。特攻で戦死した多くが、20歳前後の若い人たちでした。

水中を進む爆弾である魚雷を
もとにした兵器で、一人が乗り
込み操縦をし、目標とする艦
艇に体当たりをする特攻兵器
です。▲「回天」十型（試作型）

展示している機体は、飛行中にエンジントラブルで琵琶湖に不時着

したもので、昭和53(1978)年に引き揚げられた実物なんじゃ！

「零戦」とよばれる航空機で、日本海軍

の主力戦闘機でした。

優れた性能を持っていましたが、戦争

末期になると爆弾とともに機体ごと体当

たりする特攻に出撃していきました。▲零式艦上戦闘機六二型

特攻作戦とはどのような作戦なのか調べてみよう。

搭乗員だった塚本太郎大尉は、
出撃前に遺言として自分の音声を録音しました。
その肉声を展示室で聞いてみて下さい。

▲塚本太郎大尉

実物が語る戦争実物が語る戦争
じつ  ぶつ

たい へい よう せん そう  まっ  き

とっ こう せん  し おお さい  ぜん  ご わか ひと

すい ちゅう

こ

てい

かい てん

とう  じょう  いん

しゅつ げき  まえ

にく せい てん  じ   しつ き くだ

ゆい ごん じ  ぶん おん せい ろく おん

ぜろ せん

しゅ りょく せん  とう   き

すぐ

まっ  き

れい しき  かん  じょう  せん とう  き

とっ こう

とっ  こう  さく せん さく  せん しら

てん  じ き  たい

ひ あ じつ  ぶつ

ひ   こう  ちゅう び    わ    こ ふ    じ  ちゃく

しゅつ げき

ばく だん き  たい たい   あ

せい のう も せん そう

こう  くう    き に  ほん   かい  ぐん

つか  もと  た  ろう  だい   い

つか  もと  た  ろう  だい   い

じゅう がた し   さく がた

たい  あ とっ こう  へい  き

そう じゅう もく ひょう かん

すす ばく だん

へい  き ひと   り の

ぎょ らい

に  ほん に  ほん ぐんせん きょう あっ  か とっ  こう さく せん く かえ

かた せん  そう

★学習ポイント★
がく しゅう

1.人間魚雷「回天」
にん げん  ぎょ らい    かい  てん

2.零式艦上戦闘機
れい しき  かん  じょう  せん  とう   き

平和産業港湾都市へ

昭和25（1950）年、旧海軍施設を平和産業へ転換することを目的
⑱

が、制定されました。とした

海軍の施設があった場所に、企業を誘致

するなどし、呉は平和産業港湾都市として

歩んでいくことになります。

そして、造船業・鉄鋼業をはじめとした「も

のづくり産業」が集まる臨海工業都市とし

て発展し、広島県の産業を支えました。
▲日本船籍史上最大のタンカー
「日精丸」

旧呉海軍工廠の施設・設備・人材によって

呉市の産業は成長していったのね～。

呉と太平洋戦争

かい ぐん

あゆ

ぞう せん ぎょう

はっ てん ひろ しま けん さん ぎょう ささ

に  ほん せん  せき   し   じょう  さい  だい

にっ  せい まる

▲歴史の見える丘から見た現在の呉港の風景
れき  し げん ざい くれ こう ふう けいみ みおか

さん  ぎょう あつ りん  かい  こう  ぎょう   と      し

てっ  こう ぎょう

し  せつ

くれ へい   わ   さん  ぎょう  こう わん   と     し

ば  しょ き  ぎょう ゆう  ち

へい   わ   さん   ぎょう てん   かん

せい てい

もく  てききゅう   かい ぐん    し   せつ

へい    わ     さん   ぎょう   こう    わん    と       し

きゅう くれ   かい  ぐん   こう  しょう

くれ    し さん  ぎょう せい  ちょう

し  せつ せつ    び じん  ざい

旧呉海軍工廠の

施設は、現在も

造船業や、

鉄鋼業の施設と

して利用されて

いるんじゃ！

きゅうくれ かい ぐん  こう しょう

てっ こう ぎょう し   せつ

り   よう

し  せつ げん ざい

ぞう せん ぎょう
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【歴史年表】
嘉永 ６（1853）年 ペリ－艦隊来航
明治22（1889）年 ７月 １日 呉鎮守府開庁
明治27（1894）年 ８月 １日～

翌年 ４月17日
日清戦争

明治35（1902）年10月 １日 呉市制施行
明治36（1903）年11月10日 呉海軍工廠設立

12月27日 旧国鉄呉線呉～広島間開通
明治37（1904）年 ２月10日～

翌年 ９月 ５日
日露戦争

明治42（1909）年10月31日 県内初の市街電車開通
大正 ３（1914）年 ７月28日～
大正 ７（1918）年11月11日

第一次世界大戦

大正 ６（1917）年 ４月11日 呉市水道給水開始
大正 ７（1918）年11月 呉海軍工廠職工教習所開設
大正11（1922）年 ２月 ６日 ワシントン海軍軍縮条約調印
昭和 ３（1928）年 ４月23日 海軍技手養成所転入、開所

ロンドン海軍軍縮条約調印昭和 ５（1930）年 ４月22日
昭和12（1937）年11月 ４日 戦艦「大和」起工

太平洋戦争開戦昭和16（1941）年12月 ８日
12月16日 戦艦「大和」竣工

昭和20（1945）年 ３月19日 呉軍港艦船と呉・広の軍事施設空襲
沖縄出撃の戦艦「大和」沈没
広海軍工廠・第１１航空廠空襲
呉海軍工廠を中心に空襲
呉市街地を中心に空襲
呉軍港在泊艦船空襲
広島市に原子爆弾投下
長崎市に原子爆弾投下
第二次世界大戦（太平洋戦争）終戦

４月 ７日
５月 ５日
６月22日
７月 １日～ ２ 日
７月24日・28日
８月 ６日
８月 ９日
８月15日
11月30日 呉海軍工廠閉鎖

昭和25（1950）年 ６月28日 旧軍港市転換法公布
昭和26（1951）年 １月19日 呉港、運輸省により重要港湾に指定

８月15日 ＮＢＣ呉造船部開所
昭和27（1952）年12月31日 世界最大のタンカー「ペトロ・クレ」竣工
昭和31（1956）年 日本が船舶建造数世界第１位
昭和50（1975）年 ６月26日 日本船籍史上最大のタンカー「日精丸」竣工
平成17（2005）年 ４月23日 呉市海事歴史科学館（大和ミュージアム）開館

･･･世界のできごと ･･･呉のできごと

ワークシートの答え
①鎮守府②佐世保③舞鶴④横須賀⑤島⑥水⑦呉海軍工廠⑧263

⑨46⑩戦艦⑪航空機⑫15⑬大和ホテル⑭真珠⑮８⑯６⑰長崎

⑱旧軍港市転換法

学習の感想を書こう！
心に残ったことや考えたこと、これからもっと調べてみたいことなどを書
いて、学習のまとめにしましょう。

こころ

がく しゅう かん そう

こた

か

のこ

ちん じゅ  ふ

せん かん

きゅう ぐん   こう  し  てん  かん  ほう

こう   くう  き やまと しん  じゅ なが さき

まい づる よこ  す  か しま みず くれ かい ぐん  こう しょうさ  せ  ぼ

がく しゅう

かんが しら か

−21− −22−


