
に伝 い…  「戦争 悲惨さ」、「平平平和の さ」

考えよう 平和の大切さ
あなたに伝えたい…  「戦争の悲惨さ」、「平和の尊さ」を



　現在、私たちは平和な生活を送っています。

　しかし、太平洋戦争時には千葉市も空襲を受け、中心市街地の約7割が焼失し、

多くの方が犠牲となりました。

　また、世界に目を向けると、現在も諸所で内紛や地域紛争が絶えません。

　私たちは、多くの尊い人命と幸せな生活を奪い去る戦争の悲惨さと平和の大切

さを将来にわたって、語り継いでいかなければなりません。

　一人ひとりの幸せや都市の繁栄は、平和の上に成り立っています。

　このパンフレットにより、平和について考え、平和の大切さを理解し、世界平和へ

の認識を深め、いつまでも平和な時代が続くよう、努力を続けてまいりましょう。

22世界は今世界

26千葉市の戦跡めぐり7

～ヒロシマ・ナガサキ～

～世界の紛争と難民～
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　千葉市は、昭和20年（1945年）、2度にわたる大空襲により
中心市街地の約7割が焼失しました。その後我が国の経済発展
とともに成長し、政令指定都市に発展しました。このような繁
栄は、平和がもたらしたものです。
　本市は、平成元年、世界の恒久平和を願い「平和都市」を宣言

し、平成7年には、「平和都市宣言記念像」を設置するなど、様々
な平和啓発への取り組みを行っています。
　また、平成21年（2009年）8月3日には、平和首長会議（当時、
平和市長会議）に加盟し、友好都市・姉妹都市へも加盟を呼び
掛けています。

　戦争の悲惨さを後世に伝え、平和の大切さについて市民の
皆様に考えていただくよう、毎年７月から８月にかけて、各区
役所やきぼーる、そごう千葉店などで、千葉空襲の状況や戦時
下の市民生活等の写真パネル展を実施しています。
　また、原爆の写真パネルも併せて展示しています。

　市民の皆様から平和への願いが込められた折り鶴を募集
し、広島・長崎の両市で行われる「平和記念（祈念）式典」に向け
送呈しています。
　送呈前には、千葉空襲写真パネル展（きぼーる、生涯学習セ
ンター会場）において展示を行っています。

　千葉空襲写真パネルや平和に関するDVD等の貸出しを
行っています。詳しい内容については、下記連絡先へお問い合
わせください。

市役所市民総務課 043-245-5153

千葉市  平和啓発 検索詳しくは、
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平和首長会議とは…

　昭和57年（1982年）6月24日、ニューヨークの国連本部で
開催された第2回国連軍縮特別総会において、荒木武・広島市
長（当時）が、世界の都市が国境を越えて連帯し、ともに核兵器
廃絶への道を切り開こうと「核兵器廃絶に向けての都市連帯
推進計画」を提唱し、広島市・長崎市両市長から世界各国の市

　太平洋戦争では、日本全国の都市が空襲による大きな被害
を受けました。
　日本の主な都市はことごとく焼け野原となり、わずか半年
あまりの間に50万人を超える一般市民が犠牲となりました。
　昭和20年（1945年）8月6日午前8時15分広島へ、8月9日午
前11時2分長崎へ、それぞれ原子爆弾が投下されました。日本

の空襲被害をヒロシマ・ナガサキに触れずに語ることはでき
ません。
　この悲惨な記憶を語り継いでいくことは、千葉市の戦争被
害を語り継いでいくこととともに、平和首長会議の一員とし
て、唯一の戦争被爆国としての我々の使命です。

長宛てにこの計画への賛同を求
めました。
　平和首長会議は、この計画に賛
同する世界各国の都市で構成さ
れた団体です。
　千葉市は平成21年（2009年）8
月3日に加盟し、平成30年（2018
年）6月1日現在、世界163カ国・地
域7,595の都市が加盟しています。

　県立広島第一高等女学校1年生の大下靖子さん（当時13歳）は、
土橋地区の建物疎開作業に動員され、被爆しました。同級生と2人
で己斐に避難して夕暮まで民家にいたのち、己斐国民学校に収容
されていたのを発見され大竹から入市した救援隊によって大竹
の両親のもとに運ばれました。その時はまだ息があり、その日の
様子を両親に語り、水を欲しがりましたが、当日深夜12時前に死
亡しました。

　大手町の自宅で被爆した山下博子さん（旧姓吉田、当時18歳）は、壊れた家の下敷にな
りました。弟の祐策さん（当時6歳）とともに瓦礫の下からはいだし、はだしのまま火の手
の上がる街から郊外へと逃げました。博子さんは、両手、両肩、両足にひどいけがを負っ
ていました。一見元気だった祐策さんも、21日に倒れ、髪の毛が抜け落ち、高熱が出た
後、鼻から大量に出血して24日に死亡しました。博子さんの髪の毛も、祐策さんと同じ
21日に、一気に抜け落ち、病状が悪化しましたが、なんとか命はとりとめました。これ
は、懸命に看病していた母親の恭さん（当時46歳）が、万が一を思って、娘の形見のつも
りにと大事にとっておいたものです。

　県立広島第二中学校1年4学級の折免滋くん（当時13歳）は、中島新町の建物疎開作業
現場で被爆しました。母親のシゲコさんは破壊された街を必死で捜索しましたが、なか
なか発見できず、知人からの情報でようやく8月9日早朝、滋くんの遺体と、遺体に抱え
られた真っ黒に焼けたお弁当箱と水筒を発見しました。滋くんは、出征中の父と兄に代
わって、シゲコさんのために山や竹やぶを開こんして畑を作っていました。その日のお
弁当の中身は、その畑から初めて収穫した作物でつくったおかずで、喜んで持っていっ
たものでした。シゲコさんは、それを食べることなく死んでしまった滋くんが不憫でな
りませんでした。

　市立中学校1・2年生は、小網町の建物疎開作業現場で被爆し、多くの犠牲者を出しました。平和記
念資料館では、亡くなった３人の生徒が身につけていた衣服を一体にして展示しています。帽子は１
年生の津田栄一さん（当時13歳）、学生服は2年生の福岡肇さん(当時14歳)、ゲートルは、1年生の上
田正之さん（当時12歳）のものです。

ゲートル…脛の部分に巻く布などでできた服装品
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著しく
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ート製のものは、珍しいものでした。
したが、コンクリ
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市立千葉高

5

4

2

3

4

3
4
5

1

4

（旧材料

②千葉陸軍病院跡 ③鉄道第一聯隊正門

④旧

正門

千葉商業高

作草部

千葉東高

橋脚が破壊された場合の復元訓練風景で、現在の千
葉公園内少年野球場付近です。（中央区弁天）

昭和40年（1965年）頃撮影（提供 千葉経済学園）
（稲毛区轟町）

10 11



昭和19年（1944年）11月、「スーパー
フォートレス（超空の要塞）」と呼ば
れたB29による日本空襲が開始さ
れました。B29はただ一機で、サイ
パン島・東京間往復4,560kmを飛
行しました。昭和20年（1945年）2
月10日の新聞にこの図が発表にな
ると、またたく間に各戸へ浸透して
いきました。大きさは壁に貼るもの
から名刺大までさまざま。国民は
ラジオでB29の情報を聞きながら、
この図を見て進路を判断し、自分
の行動を決めました。
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平成7年（1995年）

あ
の
時

　昭
和
二
十
年
六
月
十
日
の
朝
八
時
近
く
、
小
き
ざ
み
に
ひ
び
く
ウ
ウ
ッ
、
と
い
う
サ
イ
レ
ン
の
音
。
ま

た
、
空
襲
警
報
が
発
令
さ
れ
た
の
で
す
。
校
舎
の
長
い
ろ
う
下
を
全
力
で
走
り
ぬ
け
、
附
属
小
の
わ
き
の
壕

へ
飛
び
こ
み
ま
し
た
。
と
同
時
に
地
鳴
り
の
よ
う
な
ご
う
音
。
思
わ
ず
ふ
り
返
っ
た
時
、
超
低
空
で
せ
ま
っ

て
く
る
巨
大
な
B
29
の
す
が
た
が
目
に
入
り
ま
し
た
。
ハ
ッ
と
し
て
ふ
せ
た
の
と
、
ド
ド
ー
ン
、
バ
リ
バ
リ

と
い
う
地
響
き
が
し
て
、
真
っ
暗
に
な
っ
た
の
が
同
時
で
し
た
。

　気
が
つ
い
た
時
、
自
分
が
生
き
て
い
る
の
か
死
ん
で
い
る
の
か
全
然
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
た
り
は

物
音
ひ
と
つ
し
ま
せ
ん
。
こ
の
壕
に
友
達
が
い
る
は
ず
な
の
に
、
そ
の
気
配
さ
え
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
す
。

だ
い
ぶ
た
っ
て
か
ら
、
思
い
切
っ
て
声
を
出
し
て
み
ま
し
た
。
「
み
ん
な
生
き
て
る
？
」
す
る
と
「
生
き
て

る
よ
。
」
と
だ
れ
か
の
声
が
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
や
っ
と
助
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。
「
助
か
っ
た
ん

だ
ね
。
」
「
よ
か
っ
た
。
」
「
出
て
み
よ
う
よ
。
」
口
々
に
言
い
な
が
ら
つ
ぶ
れ
た
壕
か
ら
は
い
出
し
ま
し

た
。
私
達
の
目
に
う
つ
っ
た
の
は
、
も
う
も
う
と
立
つ
土
煙
の
中
に
、
バ
ラ
バ
ラ
に
さ
け
て
木
く
ず
と
な
っ

た
木
造
校
舎
の
長
い
山
で
し
た
。
そ
の
中
ほ
ど
に
く
ず
れ
か
け
た
附
属
小
の
げ
ん
か
ん
が
、
タ
イ
ル
の
か
べ

を
ぶ
ら
下
げ
て
や
っ
と
残
り
、
見
え
る
は
ず
の
な
い
京
成
電
車
の
線
路
の
土
手
が
、
す
ぐ
そ
こ
に
見
え
て
い

ま
し
た
。

　運
動
場
に
出
た
時
、
私
達
は
あ
っ
と
お
ど
ろ
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
大
き
な
す
り
鉢
穴
が
、
ボ
カ
ボ
カ
と

口
を
あ
け
て
い
ま
す
。
ま
る
で
月
面
の
ク
レ
ー
タ
ー
そ
っ
く
り
で
す
。
先
生
に
言
わ
れ
て
、
図
書
館
の
大
事

な
書
物
な
ど
を
か
か
え
て
、
す
り
鉢
穴
を
右
へ
左
へ
と
よ
け
な
が
ら
、
こ
わ
れ
な
か
っ
た
附
属
小
の
体
育
館

に
何
度
も
運
び
ま
し
た
。

　そ
の
う
ち
、
亡
く
な
っ
た
友
達
と
、
行
方
不
明
の
友
達
が
二
人
も
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
手
分
け

し
て
さ
が
し
た
の
で
す
が
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。
「
確
か
こ
こ
に
防
空
壕
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
？
」
と
だ
れ
か

が
言
い
ま
し
た
。
見
つ
か
ら
な
い
友
達
の
一
人
は
、
そ
こ
に
一
番
近
い
部
屋
に
い
た
は
ず
で
し
た
。
も
し
か

し
た
ら
と
わ
ず
か
な
望
み
を
か
け
て
、
救
援
の
兵
隊
さ
ん
が
ほ
っ
た
ら
、
友
達
が
う
つ
ぶ
せ
で
見
つ
か
っ
た

の
で
す
。
だ
き
起
こ
す
と
、
色
白
の
ほ
お
に
は
ま
だ
赤
み
が
残
っ
て
い
ま
す
。
大
急
ぎ
で
人
工
呼
吸
を
始
め

ま
し
た
。
「
糸
子
さ
ん
。
」
「
糸
ち
ゃ
ん
。
」
と
、
ひ
っ
き
り
な
し
に
呼
び
か
け
な
が
ら
、
一
時
間
以
上
は

続
け
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
で
も
、
ほ
お
に
紅
を
さ
し
た
ま
ま
、
と
う
と
う
生
き
返
っ
て
は
く
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。
も
う
一
人
の
「
富
士
子
」
さ
ん
は
、
く
ず
れ
た
タ
イ
ル
の
下
に
三
日
間
も
う
ま
っ
て
い
た
の
で
す
。

「
私
は
こ
こ
よ
」
と
送
り
続
け
ら
れ
た
サ
イ
ン
は
、
か
べ
や
タ
イ
ル
の
間
か
ら
の
ぞ
い
て
い
た
、
ほ
ん
の
少

し
の
も
ん
ぺ
の
布
地
だ
っ
た
の
で
す
。

　私
達
は
、
「
あ
の
時
」
自
分
が
ど
ん
な
行
動
を
と
っ
た
の
か
、
お
ぼ
え
て
い
な
い
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
し

た
。
何
年
も
後
に
な
っ
て
作
っ
た
文
集
で
、
だ
れ
が
ど
ん
な
体
験
を
し
た
の
か
を
、
や
っ
と
知
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
す
。

中  

西      

百  

合
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平成7年（1995年）

私
の
空
襲
体
験 ―

平
和
へ
の
願
い
を
こ
め
て―

　私
は
千
葉
市
の
空
襲
（
昭
和
二
十
年
七
月
六
日
〜
七
日
未
明
）
で
、
当
時
中
心
地
だ
っ
た
本
町
で
被
害
を
受
け
た

一
人
で
す
。
そ
の
日
午
後
八
時
三
十
分
か
ら
九
時
ご
ろ
に
ラ
ジ
オ
で
房
総
南
端
に
B
29
が
侵
入
し
た
と
空
襲
警
報
の

発
令
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
時
と
っ
さ
の
見
通
し
と
い
う
か
判
断
が
つ
か
な
か
っ
た
自
分
の
に
ぶ
さ
を
今
で
も
時
々

思
い
お
こ
し
ま
す
。
「
ま
さ
か
自
分
の
家
は
。
」
と
い
う
あ
ま
い
考
え
が
い
ざ
と
い
う
時
の
用
意
を
最
後
ま
で
さ
せ

ま
せ
ん
で
し
た
。

　ア
メ
リ
カ
軍
機
が
千
葉
市
め
が
け
て
や
っ
て
き
た
そ
の
時
、
家
中
の
カ
ギ
を
し
め
、
出
て
い
い
も
の
か
ど
う
か
と

ま
よ
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
不
安
な
思
い
で
家
を
出
て
、
千
葉
神
社
に
に
げ
場
を
求
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

千
葉
神
社
は
今
の
二
倍
く
ら
い
の
境
内
で
大
き
な
防
空
壕
が
ふ
た
つ
あ
り
ま
し
た
。
多
少
の
不
安
が
あ
り
ま
し
た

が
、
こ
こ
に
い
れ
ば
安
全
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
爆
弾
や
焼
夷
弾
の
威
力
は
そ
の
く
ら
い
の
ひ
な
ん
場
所
で

は
と
て
も
に
げ
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
は
じ
め
て
知
り
ま
し
た
。
鳥
居
の
近
く
に
防
空
壕
が
ふ
た
つ
あ
り
、

人
々
は
う
ろ
た
え
ま
よ
い
な
が
ら
ひ
な
ん
し
て
い
ま
し
た
。

　し
ば
ら
く
す
る
と
爆
弾
が
落
ち
は
じ
め
ま
し
た
。
「
ヒ
ュ
ー
ッ
」
「
ド
カ
ー
ン
」
と
、
も
の
す
ご
い
音
で
し
た
。

自
分
の
頭
か
背
中
に
落
ち
て
く
る
よ
う
で
瞬
間
目
を
つ
む
り
、
地
面
に
ふ
せ
ま
し
た
。
「
あ
あ
自
分
も
こ
れ
で
終
わ

り
か
。
」
と
恐
怖
で
ぶ
る
ぶ
る
ふ
る
え
ま
し
た
。
爆
弾
の
恐
怖
が
少
し
や
ん
だ
と
思
っ
た
ら
、
今
度
は
焼
夷
弾
が
落

ち
は
じ
め
ま
し
た
。
防
空
壕
に
い
る
べ
き
か
外
に
出
た
方
が
よ
い
か
さ
ん
ざ
ん
ま
よ
っ
て
外
に
出
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。
ま
ご
ま
ご
し
な
が
ら
、
い
ま
思
え
ば
バ
ラ
バ
ラ
落
ち
る
焼
夷
弾
に
よ
く
ぶ
つ
か
ら
な
か
っ
た
も
の
だ
と
思
う
ほ

ど
で
し
た
。

　青
白
い
炎
が
地
面
か
ら
吹
き
あ
が
り
、
燃
え
る
も
の
す
べ
て
に
燃
え
移
り
、
た
ち
ま
ち
に
し
て
一
面
火
の
海
と
な

り
火
の
か
べ
の
中
に
い
る
よ
う
な
状
態
に
な
り
ま
し
た
。
や
っ
と
鳥
居
の
近
く
の
小
さ
な
石
塀
に
身
を
よ
せ
ま
し
た

が
、
火
は
猛
烈
な
風
を
ひ
き
お
こ
し
、
台
風
な
み
の
勢
い
で
荒
れ
狂
い
ま
し
た
。
私
の
服
に
も
火
が
付
き
、
母
が
夢

中
で
も
み
消
し
て
く
れ
ま
し
た
。
わ
り
あ
い
薄
い
服
だ
っ
た
の
で
体
に
も
火
が
付
い
て
い
ま
し
た
。
小
さ
な
石
塀
に

身
を
寄
せ
、
火
を
よ
け
な
が
ら
、
右
腕
で
顔
を
か
ば
い
、
必
死
の
思
い
で
夜
が
あ
け
る
の
を
待
ち
ま
し
た
。
そ
の

時
、
体
中
に
か
な
り
の
や
け
ど
を
し
て
い
た
こ
と
が
後
で
わ
か
り
ま
し
た
。

　翌
朝
、
生
き
残
っ
て
い
た
人
達
が
い
っ
せ
い
に
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
出
て
き
て
、
お
互
い
に
名
乗
り
あ
っ
て
い
ま

し
た
。
母
が
私
の
体
を
心
配
し
て
救
急
車
を
呼
ん
で
く
れ
ま
し
た
。
救
急
車
と
い
っ
て
も
軍
用
の
ト
ラ
ッ
ク
に
幌
が

か
け
て
あ
る
も
の
で
す
。
千
葉
神
社
か
ら
今
の
国
立
千
葉
病
院
（
当
時
の
陸
軍
病
院
）
ま
で
一
時
間
か
け
て
た
れ
さ

が
っ
た
電
線
を
か
き
わ
け
な
が
ら
や
っ
と
木
造
の
き
た
な
い
病
院
に
着
き
ま
し
た
。
入
院
を
希
望
す
る
と
、
大
学
病

院
に
移
り
ま
し
た
。

　治
療
を
数
週
間
受
け
、
文
字
通
り
九
死
に
一
生
を
得
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
そ
し
て
今
日
に
い
た
っ
て
い
ま

す
。
こ
う
し
た
体
験
者
は
だ
ん
だ
ん
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
戦
争
の
惨
禍
は
二
度
と
く
り
返
し
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
だ
か
ら
平
和
を
願
う
気
持
ち
は
今
で
も
私
の
心
か
ら
は
な
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 伊  

藤      

栄  

子
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　終戦後、政府の「戦災復興計画基本方針」に基づき、千葉市は
都市計画委員会を中心に、戦災復興院、県などと協議を重ねて
復興計画を立案、昭和21年（1946年）６月27日に117万坪
（386.8ヘクタール）の事業認可を受けました。この計画では、
市の人口規模を15～20万人と想定したほか、千葉市を首都の
衛星都市、学園都市、臨海水辺都市、県の政治・経済・文化の中
心都市と位置付けました。
　この計画により、国鉄千葉駅、京成千葉駅の移転を中心とし
て道路・公園などの整備が行われ、事業は昭和55年（1980年）
に完了しました。
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イラク・モスル郊外にて避難する家族。
©UNHCR / Ivor Prickett

子どもたちも、イラク・モスルの戦闘を一生懸命逃れている。
©UNHCR / Cengiz Yar

筆記用具や教科書が欲しいです、と切実に訴えるシリア・アレッポの生徒たち。
©UNHCR /Bassam Diab

紛争の中をなんとか生き延びているシリア・アレッポの子どもたち。
©UNHCR / Bassam Diab

シリア・アレッポでの争いが収まった後で、家の様子を見に戻った家族。
©UNHCR / Hameed Maarouf

破壊されたシリアの町ホムスの住宅街。ホムスはシリア国内での紛争地
域の中でも最も深刻な被害を受けた場所の一つである。この地域で暮ら
すことは困難だが、ホムスに戻って町を再建しようとしている人もいる。

©UNHCR / Andrew McConnell

シリアのホムスでサッカーをする子
どもたち。ホムスにある住宅街36
区画のうち12区画が再建を必要とし
ている。

©UNHCR / Andrew McConnell

6 世界は今 ～世界の紛争と難民～

　「20世紀は戦争の世紀」といわれています。たくさんの犠牲と
被害をもたらした第１次、第２次世界大戦のあとも、300回を超
える紛争によって、2,000万人以上の犠牲者が出たとされてい
ます。
　昭和20年（1945年）以後、アメリカを中心とする西側の国々
と、旧ソ連を中心とする東側の国々の対立（冷戦）が続きました
が、1990年代、ソ連の崩壊によって冷戦は終わりました。しか
し、それまで抑えられていた民族や宗教、独立の問題がわきあ
がり、さらに貧困、経済など様々な問題と絡み合って、各地で
武力紛争が多発しました。
　NGO（非政府組織）の世界的広がりと国の枠を越えた活動、
ヨーロッパの通貨統合などにより、21世紀は平和への展望が見
えたかのようでしたが、2001年９月11日に起こったアメリカの
同時多発テロ以来、世界でテロ事件が相次いでいます。現在で
も多くの地域で内戦や紛争が絶えず、世界各地で約2,250万人
（2016年末時点）の難民※が存在しています。

※ 難民とは、「人種、宗教、国籍、政治的意見や特定の社会集団に属することを理
由に、自国にいると迫害を受ける恐れがあるために、他国に逃れた者」とされて
います。

国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）
　UNHCRはスイスのジュネーブに本部
を置き、世界の難民の保護と支援を行
う国連機関です。UNHCRは国連総会
によって設立され、1951年に活動を開
始しました。UNHCRの支援対象者は難

民以外にも、庇護申請者、帰還民、無国籍者、国境を越え
ずに避難生活を続けている相当数の国内避難民を含みま
す。設立以来、UNHCRは 5,000万人以上の生活再建を
支援し、1954年と1981年にノーベル平和賞を受賞しま
した。現在では、6,560万人以上(2016年末時点)の迫害
や紛争によって移動を強いられた人々を支援するため、約
130カ国において活動しています。
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生き延びるために自力で作ったラフトでかろうじて対岸バングラデシュにたど
り着くミャンマーのロヒンギャ難民。

©UNHCR / Andrew McConnell

紛争が始まる前は、ナセールと彼の家族はアレッポで楽しい生活を送ってい
た。今はイスタンブールで妻と5人の幼い子どもたちと橋の下で寝泊まりしてい
る。ナセールの両親は近くの公園で避難生活を送っている。多くのシリア人の
家族は貯蓄が底をつき生活手段もない状態で周辺国へと逃れてくる。

©UNHCR / Shawn Baldwin

トルコのコバニ郊外へと逃れるシリア難民。 
©UNHCR / I. Prickett

アイーシャ（5歳）は、イスタンブールの、 廃墟となった建物で半年間生活してき
た。彼女は母親と10人の兄弟、姉妹と共にここで避難生活を送っている。シリ
ア難民の多くは都市で暮らしており、狭いアパートをほかの難民と共同で利用
している。 

©UNHCR / Shawn Baldwin

夫と娘を見失い、3日徒歩でウガンダに到着した南スーダン難民の母。
©UNHCR / Rocco Nuri

バングラデシュのロヒンギャ難民の子どもたちのために届く筆記用具やスポー
ツ用品。

©UNHCR / Andrew McConnell
UNHCRの支援により建てられたカメルーンの学校で、現地の子どもたちと共
に学ぶ難民の子どもたち。 

©UNHCR / F. Noy

ボートでトルコからギリシャのレスボス島に到着したシリア難民。
©UNHCR / Andrew McConnell

UNHCRの公式支援窓口である国連UNHCR協会では、UNHCRの活動を支える
ための広報・募金活動をしています。国連UNHCR協会

難民を守る。難民を支える。
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　千葉公園は戦後昭和21年（1946年）6月に戦災復興計画により公園
造成が決まり、建設されました。綿打池付近から競輪場一帯が鉄道第一
聯隊の演習用作業場であったところから、現在でも架橋演習のための
橋脚やトンネルが残されています。
　ボート管理事務所先の高台一帯は、満州事変で武勲をたてた鉄道第
一聯隊の荒木克業大尉の名をとって「荒木山」と呼ばれています。戦前
まで、荒木大尉の銅像が建っていました。

　平成7年（1995年）7月7
日、千葉空襲・終戦50周年を
記念し「平和都市宣言」のシ
ンボルとなる記念像を空襲
の被災地である京成千葉中
央駅東口前に設置しました。
高さ10メートルのステンレ
ス製の像は、人々が互いに尊
重し、信頼し合いながら支え
合う姿を表現しています。

　終戦後、政府の
「戦災復興計画基
本方針」に基づ
き、千葉市は都市
計画委員会を中
心に、戦災復興
院、県などと協議
を重ねて復興計
画を立案、昭和21
年（1946年）6月
27日に117万坪
（386.8ヘクタール）の事業認可を受けました。
　この計画により、国鉄千葉駅、京成千葉駅の移転を中心として道路・
公園などの整備が行われ、事業は昭和55年（1980年）に完了しました。
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千葉陸軍病院跡

千葉陸軍病院跡
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千葉陸軍病院跡

平成30年6月

ホームページ

千葉市市民局市民自治推進部市民総務課

国連難民高等弁務官（UNHCR）駐日事務所

043-245-5153 043-245-5155
somu.CIC@city.chiba.lg.jp

あなたに伝えたい…「戦争の悲惨さ」、「平和の尊さ」を
考えよう 平和の大切さ

千葉市  平和啓発 検索

平和祈念碑「忘れない千葉空襲」
（亥鼻公園内）

戦没者戦災死没者之慰霊碑
（桜木霊園内）
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