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艇 に よ る調査、航空機や海洋ブ イ に よ る観測 、 海洋

探査衛星に よ る遠隔探査 （丿モ
ート ・セ ン シ ン グ）

技術 、 そ れ に 極昶 で の観測が 欠か せ な い e 海中で の

位置測定や テ
ー

タ 伝送 f’段の 改良も望 ま れ る 。 海洋

に 関す るデ ータ の収集手段が 拡充す るの に 伴 っ て 、

それ らの 膨大な デ
ー

タ の 中か ら、必要な情報をよ り

甲く抽 出す る処理 シ ス テ ム の 開発が不 可欠で あ る 。

　 こ れ らの 調査 ・研究が進 むに つ れ て、海運 や頴業

は もとよ り 、 海洋環境すな わ ち地球の 環境の 保護、

海洋空間の 利用、海洋資源 の 開発 ・利用な ど、人類

と海洋 との調和の 方向性が 見出され る 。 若 い 君 の 頭

脳と エ ネ ル ギ
ー

に期待 した い e

太平洋 の芸術的創造

　格別 プ P の 芸 術家 に な らず と も、 太il，：　i“を 眺め 、

あ る い は体験 し た時 の君 の 素直な感情を 、 又 章で あ

れ 美術で あれ そ の まま表現 して み よ う。 太平洋 の 島

鯉に 住む人び とは、オ ：］ン ピ ッ ク の 年 ごと に 太平洋

芸術祭をど こ か の
“
島
”

で 開 き、さ ま ざ ま な 歌、踊

り、音楽、演劇など を持ち寄 り、パ フ t 一
マ ン ス を

競 う。 前回、1992年 は ク ノ ク諸島で 開 催 さ れ た CI

今年は ス チ
ー

ブ ン ス ン が あ の 『宝島≦を書 い た酋 サ

モ ア で 行な わ れる。 太 ｛「洋 の 芸衛に接する
一

つ の チ h・

ン ス で ある 。 着 い 君 の 豊か な感性を試 して み た い e、

　本稿作成に 当た り 、 日本郵船株式会掃 な ら ひ に マ

ル ハ 株式会社か ら、資料 ・写真などを ご提供 い た だ

い た 。 また 、 太平洋学会専務理事中島洋氏 と同常務

瑾事松永秀夫氏か らは、ご懇 篤な ご助 言を頂戴 した 。

　併せ て 、衷心 よ り御礼中 し tlげます。
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酒を江戸 に 運 んだ） の 航海」「一ヒ佐目記の 航海」 「遣

唐使船 の 航海」そ れ に
「
北前船 の 航海」 などを実施

した 。 　（小島敦夫 、 小林則 子
“
『北前船の 航路 を た

ど っ て 』
”

『太平洋学会誌』、第 17 号、 1983， 1）。

また、 こ れ らの 航海 の過程で 、古代の 銅鏡 と勾玉 が

航海計器 と して 使わ れ た との 説 の 実証 など も試みた

（岡嘉吉 、 小島敦夫 、 小林則子 、 水野祐、茂在寅男、

中島洋
6
計器と して の 銅鏡 と子持勾 玉

”
ぎ太 平 洋学

会誌』、　第 14 号、　1982．　4 ）Q

　そ の 小林 は 、 今 、 後輩の 指導と
、
America ’

s　Cup

の 研究 に 情熱を傾 け て い る （小林則子
“
各 国跳戦組

織の 実情 と経済的背景
”

『太平洋学会誌」、第 31号 、

ユ986．　　7）＝

　か っ て イ ギ リス の 登山家ジ ョ
ージ ・マ ロ リ

ーが、

新聞記者か ら 「な ぜ エ ベ レ ス トに 登 る の か 」 と聞か

れ て、「そ こ に エ ベ レ ス トが あ るか ら…一・
」 と答え

た 。 彼に と っ て 、 ほか に は何 もな か っ た 。 そ して 3

度目の 登頂行か ら帰 らなか っ た 。

　堀汀 も iそ こ に 太平洋 があ るか ら
……

」 だけだ 。

古 くは南極探検 （1912年 ） の 白瀬中尉 か ら、 新 し

くは北極 を犬橇 で 走破 した植村直巳 まで 「そ こ に O

G が あ る か ら」 だ っ た 。 Alnerlcざ s　Cup を狙 う ヨ ッ

ト マ ン た ち も同様で あ ろ う 。

　鹿 島は思 う。現在の 常識 で は ち ょ っ と 無理 で も、

そ れを打開 で きる可能性が あれ ば 、 そ こ を勇敢に 開

い て ゆ くの が 冒険だ と e ス ポ ー
ツ に お ける新 L い記

録 へ の 挑戦 も同様 で あ る e 可能性が 全 くな い こ と 1こ

挑戦す るの は無謀以 外の な に もの で もな い
。

　 小林は
“

（太平洋横断 レ
ー

ス へ の 参加 は）私の ヨ ッ

ト ラ イ フ の 過 程の ひ とっ
”

と考え て い る 。 彼女 に と っ

て 太平洋横断は 、 　 喟 院 で は な く
“E 常

レ
な の だ。

　 それ 自体 を目的と する、冒険で あれ、 ス ポー
ツ で

あれ 、 あ る い は
“
日常

”
の 困難 へ の 挑戦で あ れ、そ

れぞ れが完結 す れば、そ れ が新 た な価値 で あ り文化

な の だ 。 学問 も芸術 も そ して信仰 も 、 それ fi体が 目

的で あ る 。

む す び

　わ れ われ の 先人 と して 、 　汰 ’y一洋に 生 きた （あ る

い は生 きて い る ：以下 同 じ）
”

人 び と と そ の
“lm

’
き

方
”

の 例 を試 み に 挙げ て み た 。 もと よ り本稿 で そ れ

らの 人びと の
“
太平洋に 生 きた

”
全 て が 語 り尽 くさ

れて い るわ けで は な い 。 も し君 が そ の 中の
一

入あ る

い は そ の 周辺 の 人 、 な い しは関 わ っ た組織に つ い て

興味 を覚 え た ら 、 そ の 伝記 、 創作 、 歴史などを読ん

で み る こ と を勧め た い
。

　 こ れ ら の 入びとは、君が 汰 平洋の 世紀 に生きる
【

そ の 動機 とな る こ とを期待 して 選ば れ た の で あ っ て 、

君 自身が 哩 き る
”

た め の 規範で はな い
。

　で は 汰 平洋に生 きる
「t

と は 、

一体 どう
’‘
生 きる

”

こ とな の か ？。

自然と文化の 理 解

　先人達に触 発 され た ら、 まず 、 君 の 住ん で い る所

が、北海道 で あれ 、 本州で あれ、四国、九州、 …

沖縄で あれ、太平洋の 中の
一

っ の
“
島
”

で あ る こ と

を改め て 意識す る こ とで あ る 。 そ の
“
島

”

の 周りの

海に 鯨や魚を は じめ
、 無数の 生 き物が い る こ とを改

め て 知 る こ とで ある 。 　
“
島

”
の 臼然環境が 周囲 の 海

に大 きく支配 され て い る こ とを認識す る こ と で ある 。

そ の
”
島
”

で の 生活を よ り心豊 か に する こ とを考 え

る こ とで ある 。

　
t一
島
”

か らの 脱出を 試 み る の も い い 。 海 の 向 こ う

に は、さ ま ざ まな人 び とが さまざま に 生活 して い る。

と くに 太平洋 の 島嶼 に 住む人 びとの 生 き方 は 、君 の

日常 の そ れ と は大 き くか け離れ て い るよ うに 見え る

か も知れ な い
。 しか し、子細 に 見れ ば、同 じ太平洋

の
“
島

y

として の 共通性 が い た る と こ ろ に 見 い 出さ

れ よ う。 日本人固有と思 わ れ て い る文化 の 大きな部

分が 、か っ て 、 そ れ らの
“
島
”

の 入 び と に よ っ て 伝

え られ たか らで あ るe

　 こ ち ら の
“
島
”

に住む君 と比 べ て 、 あち らの
“
島
”

の 男性は よ り逞 し く、女性 は よ り優 しい か も知 れ な

い ［t な る べ く遠 い ど こ か の
“
島
万

の だれ か を訪ね て、

彼あ る い は彼女と 自分の 生 き方の異 な るとこ ろ と共

通す るとこ ろをお互 い に理解 し合 い た い 。 そ して 、

共に 太平 洋の
“
島
”

に 生 きる喜び と悩み を語 り合え

た ら素晴 ら し い 。 若 い 君の 限 り無 い可能性に 賭 け て

み た い 。

研究 ・開発の 実践

　 太平洋 そ の もの
、

っ ま り海底 の 地 形 ・地質、海底

火山、 生物の 分布 と牛態、潮流 と潮汐 、 海水 の 温度

／塩分濃度の 分布、海 水と大気 の 相互作用 、な どな

ど が未 だ 充分 に は 解明 さ れ て い な い c 地震の 震源地

が海底 で あ る 場合 も少 な くな い
。 調 査船 や深海調 査
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　 　　 9 月 26 日

　　　　考 えて み ると 、 き の うは私の 誕牛 日だ っ たtコ

　　　 ス タ ート直後なの で 作業に忙 し くて
、 す っ か

　　　り忘れ て い た ， 器 歳／　改 め て 焼 ち ゅ う で

　　　ヤ ケ酒。

　 　　 10月 12 日

　　　　午前 9時、カ イ ウ ィ 海峡 （オ ア フ 島と モ ロ

　　　カ イ島の 間） を抜 け た n 東 の 風 9 − 15 メ ー

　　　 トル 、　5
− 6 ノ ッ トo 「サ ン パ ー ドV1世」 の

　　　武市 さ ん と交信 。

　　　　 「男性が私
一
入を おい て どん どん進 ん で い

　　　 く、
ヨ 7 ト の レ

ー
ス に は レ デ ィ

ー ・フ ァ
ー

ス

　 　　 ト はな い の で すか」 「待 っ て い た ん で す が な

　　　か なか 見え な い の で お先に 失礼 し ま した 。 沖

　　　縄て お待ち し て い ます か ら」

　 こ の 日、大型艇 、
ビ ン ド ・ フ ェ ン ・ペ デ ル （小林

義彦 ら 8人）、 か わ む ら　（丹羽 徳子 ら 8 人）、大 世

（岡本欽一
ら 6入）、 ラ プ ソ デ ノ

ー ・ピ パ ー
チ ェ （蔭

山陽三 ら 12 人）、無双 （庄崎義雄 ら 6 人）、 ソ ー
サ

ワ （ア メ
1．］カ

、 ウ ン ド）の 6 隻が 、ホ ノ ル ル 沖合 を

ス タ ー ト しtz　t．

　「か わ む ら」号 の 丹羽徳了艇長 は 3 入 の 女 の 子 の

マ マ さ ん で、厂太平洋横断 の こ ん な長距離 レ
ー

ス 経

験は な い が 、 不安 は あ りま せ ん
。 囗付変更線 を過 ぎ

て どれ だ け風が 吹 い て くれ る か と、沖縄近 くで の 台

風 、それ だ けが気がか りで すが 、優勝の 本命 と い わ

れ て い る し、期待に そわ な くて は ……
」 と 日焼け し

た 顔を ほ こ ろばせ、元気 い っ ぱい 出発 して い っ た．

　 　　10月 23 日

　　　 風が な くて、海 と空 の 青い 真ん中で 漂流中。

　　　昨夜 22時 、 日付変更線 を 越え た 。 海水で も

　　　ア ワ の たっ 石け ん で 、まず最初 に髪を洗 い、

　　　そ の あ とか らだ も洗 っ て、さ っ ぱりした 。 ゆ っ

　　　く りと記念 パ ー
テ ィ

ー
、 横須賀の ヤ キ ト リ屋

　　　の マ マ さん か らもら っ た 梅酒で乾杯 ⊂、

　 　　10月 28 日

　　　　き ょ うは、船 の生活 に つ い て 。 食事は毎 日

　　 二 食 。 朝 7 時に 起 きて コ ーヒ ー飲ん で、目が

　 　　さ め た ら大気図 を と っ て天測 し．、デ ッ キを ひ

　　　と回 ｛）　。 それ か ら、 わ りあ い ホ リ ュ
ーム の あ

　　　る朝食 。 昼 は ピ ール た け ど 、 暑 い と何本 も飲

　　 ん で し ま う。 愛用 して い る の は ス パ ゲ テ X
、

　　　う な ぎどん ぶ り、小魚の 十 しもの
、 少 し太れ

　　　 るか も しれ な い （出発時 45，キ ロ ） と 楽 しん

　　　 で 食べ る 。 （略 ）

　　　　 夕暮れ の 海 は い ちばん ロ マ ン チ ン ク で魅惑

　　　 的。 日 に よ っ て 、 緯度 に よ っ て 、 美 しさが少

　　　 しす つ 変わ る 。 星 が きれ い 。 で もデ
ー

トの 相

　　　 手が 星だ け じ ゃ ち ょ っ と物足りな い 。

　 　 　 11月 16日

　　　　朝 は曇 っ て い たが 、 正午 に は晴れ た 。 入測

　　　 して み る と 、 （略）沖縄本島南端 の 喜屋 （き

　　　や ん ）岬 の 南南東 12e キ ロ
。

ウ ィ ン ド ベ ー
ノ

　　　（自動操舵装置） が よ く働 い て くれ た
。

11月 18 日

　 沖縄に 着 い た小林 と 「リブ」 号の 写真が 「朝 日新

聞」 の 1 面を飾 っ た、， そ の 11 面 の 記 事。 『小林 さ ん

の ヨ ッ ト 1　 i，t ブ」 は 18鐸 午前 6 時 33 分 H 秒 、
　 fi

の 出直前 、 空が明 る みは じめ 、 ア ク ア ポ リス の 灯が

青白 く輝 く中を 、 静か に す べ る よ うに ゴ ー
ル ラ イ ン

を 切 っ た ，1。

　
“
豊か な航海

”
の 完成

　記事は 続 く 。 『9 ナ」2i 日午後 2時 （日本時間 22

日午後 6 時） サ ン フ ラ ン ン ス コ を ス ター
ト して か ら

の所要時間は 57日 と 33 分 11秒 。 日本 か ら 5 人 、

外国か ら 3 人の 計
．8人が参加 したが 、 小林さ ん は 6

着 、 女性 と して 堂々 た る記録だ 。 「男 に やれ て 女に

や れな い はず は な いjf ヨ
ン ト界 で も女性 19差別 さ

れ て不満だ ：．と H ご ろか ら い っ て い た小林 さん が 、

見事、 身を も っ て 立証 した こ とは 、 ［リ ブ」 の 名 に

ふ さわ しい と い え る』。

　彼女 は 記者会見で本音を語 る
。

「走 りな が ら、 劇

的 な こ れ と い っ た こ わ さ で は な い け れ ど、ず っ と 、

こ わ さを感 じて い た 。 本心 の と こ ろ航海そ の もの が

こ わか っ た」。

　そ して最後に 付け加えた 「今度の こ と で、女だ て

らに とか 、快挙とか い わ れ た くな い L

　（£まi” 「朝 Ei新聞」 昭手【J　5⊂1年 6 月 21 ロカ1 ら 11

月 18 日 ま で の 紙曲を参照 した）。

　i
．
リブ ち ゃ ん 」 こ と小林則子 の

“
ヨ ッ ト ラ イ フ の

過程 の ひ と っ
”

で あ る
“
豊か な航海

”
が こ こ に 完成

した の だ っ た．

　小林は 1978年以来、「，J ブ H 凹 号 で 、「海か ら

日本を再発見す る」 と い う テ
ー

マ の ドに 、 歴史上 の

航海を た どる 日本周航を行な っ て い る 。 こ れ まで に

「海 の 記念 日 の ル ー
ノ を た ど る航海」

一
樽廻 船 （灘 の
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ラ ン シ ス コ か ら西宮 まで の 航海 （1989） に 、 そ れ ぞ

れ成功 して い る 。

（2＞ 鹿島郁夫

　堀江 に よ る太平洋横断の 3年後 の 昭和 4C （1965）

年、神戸生 まれ の 鹿 島郁 夫 は奥村義晴 が設 計 した

「コ ラ ーサ 弓」 で 大西洋 を横断 した 。 彼 は 42年 に は

「コ ラ ーサ ニ 世号」 で 太平洋を横断 した 。 鹿 島は 、

16 ミ リカ メ ラ で 船 内の 自分の 行動 を 撮影 し た り 、

ア マ チ ュア 無線 （JA3MYK ） で 仲 間達 と連 絡を 取

り な が ら航海 して 話題 に な っ た 。

　彼 は神戸 に生 まれ、神戸 に育 っ た 。 祖父は外航船

の 機関長だ っ た 。 港 に 入る外国船をみ て 、 は るか な

海に 憧れ、子 ど もの 頃か ら海 の 冒険談が好 きだ っ た

と い う。

“
冒険

T

に つ い て

　そ の 鹿 島が
“
冒vattに つ い て こ う述 べ て い る。

　　　　僕は大西洋横断の とき 、
ヨ ー

ロ
・
ン

パ の 諸国、

　　　そ して ア メ リカ へ も行 っ た 。 そ の ときに い ち

　　　ば ん感 じた こ と は 、 単に ヨ ッ トだ け の 話 だが 、

　　　 ヨ ッ トの 海洋探検が 盛ん な 国ほ ど 栄え て い る

　　　と い う こ とだ っ た 。 （略）

　　　　去年だ っ た か、太平洋学術会議 の とき、 ノ

　　　 ル ゥ ェ
ー

の 有名 な人類学者 で 、 コ ン チ キ 号の

　　　胃険を や っ た ハ イ エ ル タ
’一

ル が 、

　　　　…
一
日本 と い う国は 不思議 な国 だ 、 日本 の 役

　　　人 は冒険と い う もの に 対 して 偏見 を も っ て 弾

　　　圧 して い る よ う に 、私 は思 う 。 冒険は弾圧す

　　　る も の で は な い
、 む しろ奨励す べ き もの で あ

　 　　 る 」

　　　と い うよ うな こ とを言 っ て い た G 僕は そ の と

　　　 き、彼 は い い と こ ろを見て い る と思 っ て 、感

　　　心 した 。

　　　　 冒険 と無謀 とは ちが うc
ヨ ッ トに つ い て い

　　　え ば 、 た とえ ば 、 気象状況 を調べ る とか 、ど

　　　 うい う装備を使 うとか 、 使 う船 の 綿密 な る計

　　　算 、 こ うい う こ とは当然 しなけ れば な らな い

　　　 こ と で ある c 僕 は そ の た め に 約 10 年間 も準

　　　備 した の だ 。

　　　　 日本か ら ア メ リカ ま で 、 100 フ ィ
ー ト もあ

　　　 る大 きな ヨ ッ トだ っ た ら簡単に 行 け るだ ろ う。

　　　 し か し そ れ は 冒険で は な くて 、当 り前 の こ と

　　　 だ と思 う 。 と こ ろが 船が だ んだ ん 小 さ くな っ

て くると 、 現在の 常
’
識 で は ち ょ っ と無理 で は

な い か と い うこ と に な っ て くる 。 しか し、 打

開す べ き可能性 は あ る の で は な い か 。 そ こ を

勇敢 に 開 い て ゆ くの が 冒険だ と思 う。 〔29］

　　　　　　　　 （以 上 ［29］を参照 した）

〔3） 小林則子

　太平洋戦争の 末期に 住民を も巻 き込ん だ悲惨な戦

闘の 舞台 とな っ た 沖縄 が本土 に 復帰 して か ら 3年 目

の 昭和 50 （1975）年 、そ の 沖縄 で 国際海 洋博覧会

（沖縄海洋博）が 開か れ た 。

　沖縄戦 の 惨状を示す県 の 展示館や 沖縄で 最初の 大

規模水族館をは じめ と して、海をテ ー
マ と した さ ま

ざ まな展示が行なわ れ 、 華や か な催 しが くり ひ ろげ

られ た。 そ して 会場と な っ たA 部
’
ド島の海 に は ア ク

ア ポ リ ス （未来の 海．上都市 ；政府出展海土 施設）が

ポ ッ カ リと浮か ん で 人 びと の 注 目を集め た G

　 そ して 沖縄海洋博協会が太 平洋横断 ヨ ッ ト レ ース

を主催 した 。 サ ン フ ラ ン シ ス コ
ー
沖縄 の シ ン グ ル ハ

ン ド （単独〉と ハ ワ イ ー
沖縄 の 大型艇に よ る競技で

あ る 。

　そ の シ ン グル ハ ン ド に た だ一人 、 美貌 の 若 い 女性

が 颯爽 とエ ン ト リ
ー した 。 小林則子 そ の ひ と で ある じ

艇 は村本信男が設計 した 「キ ャ ナ ル 30 ス ペ シ ャ ル

タイ プ 」 の rリブ」 弓
．
。 参加資格 と して要求 される

1、500 キ ロ 以上 の 単独無寄港 の航海 も 、 そ の 直前 に

新艇の 処女航海を兼ね て 、東京 一沖縄で すま せ て い

た 。

　小林の 「リブ」 の ほ か シ ン グ ル ハ ン ド艇 の 参加 は
、

ウ イ ン グ ・ オ ブ ・ ヤ マ ハ （戸塚宏） 、
マ ー メ イ ド

（堀江謙一）、おけ ら H （多田雄幸 ）、 サ ン バ ー
ド

W （武市俊〉、メ ッ ク ス （西 ドイ ツ 、ク ラ ウ ス ・ ヘ
ー

ナ
ー
）、 00 （フ ラ ン ス

、
ジ ャ ン ・マ

ー
リ
ー ・ビ ダ ル ）、

キ e ダ バ ある い は カ タ ハ （ア メ リカ、デ ービ ス ・ホ

ワ イ ト） の 7隻 。 乗 り手は い ず れ も外洋 レ
ー

ス の ベ

テ ラ ン で あ る 。 記者団 の イ ン タ ビ ュ
ーに 、 小林は 胸

を張 っ て
“
ビ リに は な らな い わ

”
と答え た 。 彼女 と

艇 の愛称 と もに 「1丿ブち ゃ ん 」 で あ る 。

「リブ ち ゃ ん」心 の航 跡 （日時は現 地時間）

　　　 9 月 21 日

　　　　 サ ン フ ラ ン シ ス コ か らス タ
ー

ト。 8艇が 出

　　　場 した が、私 は 5 分ほ ど遅れ、 い ちば ん あ と

　　　 か ら金 門橋 を くぐる 。
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側に あ げる 。 す る と 、 観音びらきに な る．：風

をっ か まえ る セ
ー

ル の 面積が ひ ろが る c．

6 月 16 日 （土）＝第 36 日

　 バ ロ S 一タ （注 ：気圧計）はグ ン グ ン 下が っ

て い く、。 低気圧 の なか に 巻き こ まれ た ら しい
。

小山ほ ど の 波が 目に か ぶ さ っ て く る
。 外を見

て い る と心ぽ そ く な る。 ス リ
ーピ ン グ ・ バ

ッ

グに も ぐ一
っ と寝て しまう。

　
一

口 じゅ う、嵐や まず 。
ボー

トは 1 一バ ー・

ヒ
ー

ル （傾 きす ぎ） して 、風下 の ウ イ ン ド
ー

は 水 族館 にな る （水面下に も ぐる ）。 食事 は

ク ソ キ
ー

と ワ イ ン 。 波は 15 か ら 20メ
ー

トル

は あ る とお も っ た 。

　 風が ヒ ュ ン ヒ ； ン 鳴 っ て 、 眠れ な い 。

8月 12日 （日） ； 第 94 日

　 や っ と 、しら じら明け て きた e ク ル ージ ン

グ ・パ
ー

ジ （マ ス トの 頂上 に っ ける 三角の 旗）

と、 イ ェ ロ
ー ・フ ラ ッ グ （黄旗 、 注 ： 入港を

前に 検疫 を求め る）を あげ る 。 キ ッ チ リつ け

た c．

　い よ い よ 日の 出だ 。
7 イ ニ ．

ノ シ ュ に かか る。

　〈 マ ーメ イ ド〉は、本冂ただ い まよ り、ゴー

ル デ ン ・ゲ
ー

トに進入を開始する 。

お母 ち ゃ ん 、 ぼ く、きたん や で 。 （略）

　 （後か ら来た ヨ ッ ト は）家族 で ク ノ广 ジ ン

グ に い っ た帰 りと思わ れ る。 船員帽を か ぶ っ

た オ ッ サ ン が ス キ ッ
パ ーだ 。 奧 さ ん ら し い 中

年の 婦入 も見え る。原色 の ス ：t：一ツ ・ウ ェァ

を着 た若 い お嬢 さ ん た ち が、ク ル ーをや っ て

い る。

　 またた く間 に な らばれ る。

　 i ホ ェ ァ ・ド ゥ
・ユ

ー ・カ ム 。
フ ロ ム ？」

（と こ か らきた ？）

オ ッ サ ン が 怒鳴 る 。

　 もうか くす こ と は あ る まい
。

「フ ロ ム ・ オ ーサ カ ・ジ ャ
パ ン 」 （日 本 の 大

阪か らや）（略）

　「ウ オr ッ 」

オ ッ サ ン は ほえ るみ た い な声 をあげた e

　「ど こ に着け た らい い ん だ」

と尋ね る。

　「あ っ ちだ よ一

指さ して い る 。 案内 して くれ るっ も りだ e と

　　　わ か っ て 、
ふ っ と心 配に な っ た。まま よ 。

　　　　厂ア イ ・ハ ブ ・ノ
ー ・パ ス ポー ト」

　　　 お そ る おそ る白状 した ら 、 オ ．’7 サ ン は ケ ロ
ッ

　　　 と して 、

　　　 「オ ・ ケ
ー ・オ ・ ケ ー ・フ ォ ロ

ー ・ミー」

　　　 （よ しよ し。
つ い て こ い） （略）

　　　　 デ ス テ ィ k，一 シ ョ ン に 着 い た感触 が 、 ゾク

　　　 リ ン と肌を流れ た じ

　　　　 ウ ワ
ー

丶 ア メ リカ や／ サ ン フ ラ ン シ ス コ や／

　　　 ヤ ッ タ ッ タ ｛28〕

　 サ ン フ ラ ン シ ス コ で 、堀江 は 102年前 の 勝海 舟

（咸臨丸）以来 の 画期 的壮挙 と して 大歓迎 さ れ、名

誉毒民 の カ ギを贈 られた 。

日本国内で の反響

　国内で の 反響は さまざ まだ っ た。　
】

よ くヤ ッ ダ
’

、

　
“

ヨ ッ トの 単独太平洋横断 は リ ン ドバ ーグの 大西洋

初飛行 に相当す る
”
、晦 の 恐 ろ しさを知 らな い

”
、

　
“
入命軽視の 暴挙で あ る

”
、

“
不法出国 で あ る

n

、

な どな ど 。

　 しか し、
ア メ リ カ入の 反応 の 仕方を知 る と 日本の

新聞 も反応 の 仕方を変え て 、 堀江に 関す る好意的 な

記事を の せ た 。 衆議院運 輸委員会は 、 堀江の 不法出

国に 関 して 寛大 な処置を求め た 。

　堀江 の マ ー
メ イ ド号出港 の 3 ヵ 月前に、三鷹市 の

25歳の青年金子健太郎が ド ラ ム カ ン と角材 で 作 っ

た イ カ ダで 太平洋横断を試み た。 しか し、千葉県九

f”九里浜の 片員海岸か ら 30キ ロ 沖に で た と こ ろで 、

海土 保安庁 の 巡視船 に 逮捕され て い る 。 （以上 ［28］

所載 の 本多勝
一

の 解説 か ら）

　堀汀 は著書の 中 で 、自身の 出発を 鎖 国 ・目本を

抜 け出す
’

と表現 して い る 。 彼を 取 り巻 く周囲の 環

境は 、 未 だ に 徳川幕府以来 の
“
鎖国

【
が続 い て い た

の だ。そ の 鎖国か ら抜け出 した 『太平洋ひ と りぼ っ

ち』 に 、 昭和 3S （1963）年、第 10回 菊池 寛賞が 贈

られ た 。 また 39年 に は彼の 冒険に 対 し て イ タ リ ア

の 1海 の 勇者賞」が贈 ら れ た 。

そこ に 太平 洋が あ るか ら

　そ の 後 、 彼 は 小艇 に よ る単 独 無寄 港 世 界一周

（1974）、後 述 の サ ン フ ラ ン シ ス コ ー沖縄海洋博会場

の 単独艇 レ
ー

ス 出場の た め 再 び太平 洋を 40 日間の

1三本新記録で 横断 （1975）、 ソ
ー

ラ
ーパ ネ ル （太 陽

電池 〕利用 の ソ
ー

ラ
ー ・ボ

ー
ト に よ る世界初 の 太平

洋横断 （1985）、 それ に 超小型 ヨ
ッ ト に よ る サ ン フ

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Pacific Society

NII-Electronic Library Service

The 　Paoifio 　Sooiety

丸ivノ　
ー

’皇
一

フr／
itt 一

了卞
：
子 芸 茜志 　 1￥Wb 牢 乙 月 弟 bV 字ゴ　kfil　lu そ聾弟 4 うテ丿

　　と 、 まず あ の 双 胴船 、
っ ま り大 きな遠洋航海用

　　の カ ヌ ーを作 る技術を持 っ て い た 。 それから航

　　海術の 知識を持 っ て い た。そ して 保存食料 とか、

　　牛．きた ブタや ニ ワ ト リを運ん で い くだ けの 、経

　　験 と技術 を持 っ て い たん で す。

　　　そ う い うか れ らの 島に 、 だ い た い IO月 、 11

　　月 こ ろ に な る と渡 り鳥が飛ん で くるん ですよ。

　　 そ の 鳥 と い うの は、ア ラ ス カ とか 北ア メ リ カ か

　　 ら飛ん で くるん で す 。
シ ベ リア

、 ア ラ ス カ方面

　　か らは メ 「丿ケ ン キ ア シ シ ギが 、
ア ラ ス カ

、 北米

　　か らは ム ナ グ ロ や タ シ ギが飛ん で くる ん で す 。

荒俣 　そ して 季節が変わ れば 、 こ ん ど は南か ら で す

　　 ね G

篠遠 　そ う、 5 月 、 6 月に な る と ニ ュ
ージ ー

ラ ン ド

　　 か らキ ジ カ ッ コ ウ が 飛 ん で き ます 。 い ず れ も陸

　　上 の 鳥 な ん で すね 。 そ れ を 見た ポ リ ネ シ ア人た

　　 ちが、黙 っ て そ こ に 座 っ て い た だ ろ うか と思 う

　　 ん で す。

荒俣 　お も しろ い で すね 、
ニ ュ

ージ ー
ラ ン ドの ほ う

　　 か ら飛ん で くる の と、北の ほ うか ら飛 ん で くる

　　 の と 。 ち ょ うど ポ リ ネ シ ア入が タ コ 足 の よ う に

　　分か れ て い っ た の と同 じよ う な方向で すか らね
。

渡 り鳥の よ うに

簽遠 私 も マ ル ケ サ ス に 10 月ご ろ い ま し た け れ ど

　　 も 、 最 初 に まず 3 羽 ぐ ら い が飛 ん で く る と 、

　　「鳥が着 い たぞ」 と村 の 連 中が言 うん で す よ 。

　　鳥たち は も う ヨ タ ヨ タ に な っ て い るん で す c そ

　　 の 翌 日は 5 羽 ぐ らい が 来 る。それ か らぱあ一
っ

　　 と 、 何十羽 、 何百羽 とどん どん きます 。 大群が

　　 きます 。 そ れ を見 れ ば入 びとは、鳥が 飛ん で く

　　 ると い うこ と は 、 ど こ か に 島が あ る に ちが い な

　　 い と考え る で し ょ う。

荒俣　そ りゃ そ うで すね 。

篠遠 　そ れ を 見た ら
、 あ れ だ け の 航海術 と

、 ま る で

　　太平洋な ん て 自分の う ち の 庭ぐら い に 思 っ て い

　　 る連中が 、黙 っ て座 っ て られ るだ ろ うか。

　 ス チ ーブ ン ス ン は サ モ ア で 『宝島」 を書 い た 。 太

平洋 の 島 じまは 、 海賊が残 した
“
宝物

”
ばか りで な

く、考古学 、 人類学そ して 博物学の 宝庫 で もあ る の

だ 。 そ れ に 民族 の 多様性を考慮すれ ば人文科学や社

会科学の 宝庫で もあろ う。
こ れ か ら先 、

ど こ で 何が

発掘さ れ る か予測で きな い
。 隕 り 無 い 可能性に 満ち

て い る 。

　そ して 新た な 出 il品は、太乎洋 の 島 じま に 住ん だ

人びとの 文化ばか り で な く、歴史に 書か れて い な い

そ の 行動を も推理 す る手が か りとな る。

　そ して そ れ らの 新 しい 発見 とそ こ か ら もた らされ

る新たな知見は 、 われ わ れ 目本人の歴 史や伝統文化

に も無縁で はな い。

9． 海の 冒険／ ス ポ ー
ツ に生 きる人び と

　山岳に 、 極地 に 、 そ して 海洋 に 、 身の 危険をか え

りみず、人 び とはなぜ 冒険や ス ポ ー
ツ の 場を求め る

の だ ろ う 。 もと よ り拙速 な答 え を出す必要 は な い
。

た とえば次の 3人 に っ い て 、 海 の 冒険 （自身は 冒険

と思 わ な い か も知 れ な い ）や ス ポ
ー

ツ に生 き る そ れ

ぞれ の 生 き方 の
一

端に触れ て 、 　
“
なぜ

”
に つ い て考

え る契機と した い 。

ω 　堀江謙
一

　昭和 13 （1938）年 、大阪 に 生 まれた堀江謙
一

は

29年に 関西大学 に 入学 し 、
ヨ ッ F ．

部に 参加 す る 。

伸間 と共同で ク ル ーザ ー 「サ ザ ン ・ク ロ ス 」 を建造

し 、 外洋 ク ル ージ ン グ に 熱中 した 。 しか し、 そ の 性

能 に あ きた らず、旅行代理 店で ア ル バ イ トを し なが

ら 、 自身の ヨ ッ トを建造 した の だ っ た。 昭 和 36年

に 発表 され たばか りの キ ン グ ・ フ ィ ッ シ ャ
ー型 ク ル ー

ザ
ー

で あ る。
セ

ー
ル を提供 して も ら っ た敷島紡績 の

人魚の マ
ーク に ちな ん で 、彼 は そ の艇 に 「マ

ーメ イ

ド」号 とな づ けた 。

「太平洋ひ と りぼ っ ち」

堀江 は昭和 37 （1962）年 、 そ の 「マ ーメ イ ド」 号

で 、 世界最初の 単独太平洋横断に挑戦 した 。 以下、

彼 の 著書 ［28］ か らの 抜粋で あ る 。

　　　 5月 30 日 （水） ＝ 第 19 日

　　　　 い っ の 閲に か 、 あ た ら しい 帆走法を発明す

　　　 る。追手 の と きの ツ イ ン 。ス テ
ー

ス ル の 使 い

　　　か た だ 。 ッ イ ン は 2枚 で セ ッ トに な っ て い る 。

　　　だか ら 、 ひと りだとあっ か い に くい
。 かた い っ

　　　 ぽ うだ け使 っ て み た ら、 と考 えた の が ヒ ン ト

　　　に な っ た。 （略）

　　　　 メ イ ン をあげて お い て 、 ツ イ ン の 片
一一・

方だ

　　　け を張 っ て み た
。

メ イ ン は ラ ン ニ ン グ （追風）

　　　に 出して お く。
ツ イ ン の

一
枚を マ ス ト の 風上
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  1  
’し樋 亠籃al 　い ⊥ 　 t 凵 「 　1 ・a 　・．U 星し 　OJL 三し し 、　 ノ　reDvuar 、

．
　 1”ごb ！　INO．b 響

　　土砂 を採取す るため に掘 っ た池か ら）ま た材木

　　が ザ ク ザ クと出て きたん で すよ 。 （電報 で 知 ら

　　され て ）早速 とん で行 っ た ら、 た い へ ん な もの

　　が 出て き て い る 。 舵取 り用の 擢 とか 、 家の 柱と

　　か 木製晶が人量 に 出 て い る ん で す 。 結局 73年

　　か ら 11年間掘 りっ づ け ま した D （略）

荒俣　わ くわ くする よ うな お話で すね 。

篠遠 　の ち に 「寸ミ V ？・シ ア ン ・ tt ン ペ イ」 と い われ

　　た よ う に 、そ こ は お そ らく村が津波 か大波で 埋

　　ま っ た跡な の だ ろ う と思 い ます 。

喞 　た い へ ん な発見

篠遠　や が て 了メ ー
トル もあ るカ ヌ

ーの わ き側板が

　　 2枚 も出て きた ん て す。 今ま で は ボ ワ ネ シ ア 人

　　が タ ヒ チ か らハ ワ イに 来た とか、タ ヒ チ か らニ
ュ
ー

　　ジ ーラ ン ドに行 っ た とか い っ て も、 い っ た い と

　　ん な カ ヌ ーを使 っ て 、それが ど の く らい の 大き

　　さ の もの だ っ た の か と い うの は 、キ ャ プ テ ン ・

　　ク ．
ン ク に同行 した 画家た ちの 記録 した大型 カ ヌ ー

　　の 画以外ぜ ん ぜ ん わか ら な か っ た ん で す 。 けれ

　　ど も、や っ と そ の
一部が 出て き た 。 しか も ソ サ

　　エ テ ィ 諸島で は今 ま で い ち ば ん 古 い 遺跡 か ら出

　　て きた の で す。 今か ら 1（10G 年 も前に 、 あ れ だ

　　け大型 の カ ヌ
ー

を作 っ て い た と い う こ とは 、 こ

　　れ は た い へ ん な 発見な ん で す よ 。

｛31 巨大 な古代 カ ヌ
ー

荒 俣　 ホ ク レ ア （注 ： ア メ リカ建囚 2GO年記念事 業

　 　の
．．．一

つ と して 、

ハ
ワ イで 復滝製作さ れ た古代 カ

　　 ヌ
ー

、 長 さ 20 メ ー トル 、 2 本 マ ス トの 双胴船 ）

　　よ り大 き い ん で すか c

篠遠　舵取 り用の 擢が 4 メ
ー トル もあ るん で す か ら．．

　 　そ れ か らカ ヌ
ー・ブ レ

ー
ス （内枠） と い っ て 、

　　刀 ヌ
ー

を く り抜い て 、両側を し っ か り押え るた

　　め に 差 し渡 した U 字型 を した木がある ん で すが 、

　　そ の 幅が 1 メ ート ル もあ るん で す．／t っ ま り綱体

　　の 輻が 1 メ
ー トル はあ る と い う こ と。 で も、カ

　　ヌ ーの 胴体の 下 が丸 い の か 、 尖 っ て い るの か 、

　　四 角 い の か、残念なが ら そ れ は見 っ か ら な か っ

　 　た ん で す が 。 き っ と洪水 で 流され て 海 に 出ち ゃ っ

　 　た ん で す ね 。

荒 俣　な る ほ と ね 。 （略） ほ とん ど巨船 で す ね 、 当

　　時 と して は 。 あ れ が海 に乗 り出す ときは、帆を

　 　 い 01，16，tio、4 丿　 　 　 　 　 　 く6H）
− tLt…

　　張 っ た ん で すよ ね
。

篠遠　約 12メ
ートル の 帆柱が 出ま した か ら 。 と に

　　か く 、 そ の とき私 は 重 メ ー ト ル の 輻で 2 メ ー ト

　　ル の 長 さの 試掘坑を掘 りまし た ら、そ こ へ 対角

　　線状に そ の長 い 棒が出て きたん で す。 こ れは い っ

　　た い なん だ ろ うと、そ っ ちへ 広 げて 、 こ っ ち に

　　も広げ て と掘 っ て い た ら、まだ どん どん続 い て

　　い る 。 そ れ が 12 メ
ー

トル の 帆柱で した 。 （略）

　太平洋考古学の 第一人者と太平洋に愛着を感 じて

い る博物学者が 、 それ ぞれ蘊蓄 を傾 け て の 対談だか

ら話は 尽 きな い 。 時間の 都合もあ る の で 、 こ こ らで

結論を 出して 頂 こ う。

  　ポ リネ シ ア 人移動の 謎に せ まる

荒俣　実際 に 使われ た カ ヌ
ー

が 、初め て 出て きた と

　　い う感動的なお話 だ っ たん で すが 、 そ の 大 きな

　　カ ヌ
ー

で 、 人 びと は東 ボ
．
丿ネ シ ア の 各地に散 ら

　　ば っ て い っ た ん で す ね
。

篠遠 　た とえば 人が島か ら島へ 移 っ て 行 く際 、 そ の

　　場合 に、一
っ の 島 、 た とえ ば マ SV’ケ サ ス に着 い

　　た ら、 ふ た た び人び とが島を出るま で 300年 く

　　ら い時間 が か か る．
：／それか らた とえ ば、 タ ヒ チ

　　に 移る 。 そ して タ ヒ チ か ら ハ ワ イ に 出て い くま

　　で に また何 百年かか か っ て い る 。 そ う い う考え

　　方が 、 昔は ず い ぶ ん あ りま した けれ ど も 、 案外

　 　そ う じ ゃ な か っ たん じ ゃ な い か と私 は思 うの で

　　す 。 と い い ますの は、た とえ ばホ ク レ ア号が 実

　　験 した よ う に 、
ハ ワ イか ら タ ヒ チ まで ひ と月で

　　行け ち ゃ う距離 な ん で すt：t ひ と月で行 くん だ か

　　ら出発 まで に何百年 もの 時賜が か か っ た と い う

　　こ と は な い だ ろ う。 ど う して か と い うと 、 私が

　　今ま で 調 べ た こ と に よ る と 、
ニ

ュ
ージ ー

ラ ン ド

　　を除 い て 、 東 ポ リ ft・シ ア に は紀元 850年 ま で に 、

　　す べ て の 諸島や島に もう人が は い っ て い る ん で

　 　す ⊃

大型力 ヌ
ー

で太平洋を渡 っ た

篠遠 　と い うこ と は で すよ、で はなぜ人 閤が島か ら

　　出て 行 っ たか と い う こ と に な っ て くる。 飢饉だ

　　とか、人凵 の 増加だ とか 、
い ろ い ろ言 い ますけ

　　れ ど も、
tcとえ ば紀元 850年 の マ ル ケ サ ス諸島

　　と い っ た ら、い く らで も空 き地 はあ っ た ん で す

　 　よ 。 そ う い うと こ ろ か らなぜ 出て 行 っ た の か と

　　い う疑問 で す ね L．当時 の ポ リ ネ シ ア 人 を考え る
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業基地を展開 した
。

　昭和 36 （1961）年 に は ノ ル ウ エ ーの 「コ ス モ ス

皿世」を買取 り 3 番同の 母船 「第 3ri新丸」と して

旧糧船 「錦城丸」 に 代 え た 。

ソ ロ モ ン ・タイ ヨ ウ の 設 立

　 昭和 46 （1971）年 か ら、大洋漁業 は ソ ロ モ ン 諸

島の 鰹漁業の 企業 化の可能性 に つ い て 調査 を始め た 。

1年半の 調査の 結果 、 生餌 も豊富で 、 周年漁場が形

成 され、か っ 良質な労働力 も得 られる こ とが わ か っ

た 。 独立前で イギ リ ス の 保護領で ある ソ ロ モ ン 諸島

政府 と の 間 で 合弁事 業 の 基 本契約 を締結 し 、 昭和

48 （1973）年 、 ソ ロ モ ン ・タ イ ヨ ウ を設立 した 。

　持株比率は大洋漁業 75％ 、
ソ ロ モ ン 諸 島政府 25

％で 、 首都ホ ニ ア ラ に本社を置 き、 ト ゥ ラ ギ に 冷蔵

庫 、 缶詰工場、 荒節工場を 、 さ らに翌年 、
ニ ュージ ョ

ー

ジ ァ 島の ノ ロ に冷蔵庫 と荒節工 場を 、 そ れぞ れ建設

した 。 鰹 な ど の
一

本釣 り、ま き網漁 と水産加 ［を主

体 に 操業を 開始 した 。

　大洋漁業か ら派遣 さ れ た水産技銜者た ちは、マ ラ

リ ア と闘い なが ら企 業規模と業績 を 伸ば した 。 （現

＃ の持株比率 は ソ v モ ン 諸島政府 51、大洋 漁業 49

％ とな っ て お り、 輸出額は ソ ロ モ ン 諸 島で 、 1 、 2

位 を争 っ て い る）。

　　　　 　　　　　　 　（以 E ［1］ を参 照 した）

　思え ば こ の 頃が 謙吉 に と っ て
、 大洋漁業に と っ て 、

そ して 日本の 遠洋漁業に と っ て の 最盛期で あ っ た 。

そ の後、2eo カ イ リ経済水域、母川主義 （鮭 ・鱒 は

産卵す る川 の あ る国 に帰属す る）、 そ して 鯨 の 資源

保護 など の 、 もろ もろ の 制約か ら遠洋漁業は衰退す

る……
。

太 平 葎 学会 誌 　 1996年 2 月　 　 第 69号 （第 韮8巻第 4 号）

｛3｝ 総合食 品事業を志 向して

　大洋漁業は平成 5 （1993）年 、 社名を マ ル ハ 株式

会社 に変更 した 。

　か っ て太平洋に 鯨や魚 の 群 を追 っ た海 の 男た ち は 、

い ま バ イ オ テ ク ノ ロ ジーな ど の 先端技術を応用 し な

が ら、新 しい 養殖事業 に着手した 。

　特に鮪に つ い て は 奄美人島 で 、幼魚 の 育成 → 成熟

後産卵 → 孵化→幼魚→数十キ ロ グ ラ ム まで 育成
一・出

荷 に 至 る通算お よ そ 8 年間に お よ ぶ 鮪 の生環境を、

完全 に 人問の 管理 下に お く 「完全養殖事業」 と して

取 り組ん で い る 。

　 そ して そ れ らの 先端技術 の 集積 の 上 に 同社は 、 総

合食晶業会社を志向 して い る 。 『フ t．一チ ュ ン 』 誌

に よ れ ば
、

1993年 の 売上高は世界 の 食品 会社の 第

12位 に ラ ン ク され た
。

8． 篠遠喜彦の 太平洋考古学

　 しの とうよ しひ こ

　篠遠喜彦 は大止 13 （1924）年、東京 に 生 まれ た。

ハ ワ イ大学 の 人類学科を卒業 した後 は、ビ シ ョ ッ プ

博物館で ポ リネ シ ア の 調査研究 に たず さわ っ て きた 。

同博物館 の入類学部長を務め 、現在 は人類学上席特

別研究員 、 太 平洋考古学の 第
・
人者 で あ る。 専門分

野 に お け る 著書、論文を多数発表 して い る。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あ らまた　　ひ ろし

　 そ の 篠遠 と博物学者の 荒俣　宏 と の対談の
一

部 を

『楽園考古学』（平凡社 、 ユ995、5） の 第 5 章 「フ ア ヒ

ネ島の 大発見」 か ら抜粋 して 紹介する 。 プ ア ヒ ネ島

は フ ラ ン ス 領ポ リネ シ ア に あ る。

　荒俣は 昭和 22 （1947）年 、 東京に 生 ま れ 慶応 大

学法学部を卒業 した 。 学生時代か ら怪 奇幻想文学の

翻訳 ・研究 を始 め 、［ヨ魯漁業   勤務 の かた わ ら博物

学 の 研究を行 な っ て きた 。 南太平洋 の風物 に は 特 に

愛着を感 じて い る。 『世界大博物学図鑑』 全 7巻 、

『帝都物語』全 10巻 など 、 長大 な著作が 多い 。

（1） カ ヌ
ーが 出て きた ！

　昭和 47 （1972）年 、 篠 遠 は フ ア ヒ ネ 島で 昔 の 集

会用の 大 きな 建物 を復原 し て い た
。

そ の と き近 くの

ホ テ ル の 建設現場で 、 建設用 の 土を採取す る ため に

掘 っ た 池か ら、鯨 の 骨が 大量 に 出土 した 。そ の な か

に ニ ュ
ー

ジ
ー

ラ ン ド の マ オ リ （注 1 ポ リ ネ シ ア 系 の

先住民） しか 持 っ て い な か っ た パ ッ と い う鯨 の 骨製

の 武器、刺突器が あ っ た 。

篠遠　（略）翌 1973年に 、 もしか した らま だ文化層

　　の 堆積 が残 っ て い る か もしれな い と 、 まず骨の

　　出た堀池 の 端をず っ と歩 い て み た ら 、 や っ ぱ り

　　細か な ク ジ ラ の 骨が 出て きま した 。 じ ゃ あ、ま

　　だ こ れ は残 っ て い るぞ と思 っ て 最初に入 れ た試

　　掘坑か ら 、 今度は 木製の パ ツ が 出て きた ん で す 。

　　 こ れ は幸 い に して 壊 され て い な い 文化層位が ま

　　だ残 っ て い る の だ と試掘坑 を ひ ろげま した （略）

　　さ ら に試掘 り して い くと本製品 の 破片が 出て く

　　 るん で す。 完全に 水没遺跡で ある こ とが 確認 さ

　　れ ま した。 またそ の 翌年 も行 っ て掘 りま した 。

　　す る と 1979年に な っ て 、 （テ ニ ス コ ー ト建設 の
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との な い、 ロ ス 海 の漁場を開拓 した 。 捕鯨に限 らず

漁業は漁場 に関する情報が漁獲を左右す る。 船甌長

は豊漁 して い る外国の 、 あ る い は他の 船団の 、情報

が気 に な る 。 他人 の 通 信を傍受す る こ と は 電 信法

（現電波法）に 違反 する。 しか し、第 2 日新丸船団

が新 た に 開拓 した P ス 海の 漁場で 豊漁 に恵 まれて い

る こ とを他船団が 見過すはずが な い
。

　漁労主 任の 武田繁夫 （戦後は船団長）は回想す る 。

　　　 当時は 今 （注 ： 昭和 35年頃） ほ ど暗号電信

　　 に注意は 払われ て お らず 、暗 弓
’
帳も し ご く簡

　　 単な もの で 、 2 、 3回 傍受 した ら容易 に 解読

　　 で きる ほ どだ っ た eL た が っ て 第 2 日 新丸の

　　行動や電信に は 、
っ ね に 注意 が 払わ れ て い た

　　 もの と思われる 。 反対に第 2 日新丸の 無線 層

　　長亀井氏 （故人） は 他船 の 電信 を傍受 解読す

　　 る こ とは電信法違反だ と強硬 に 主張 し、 い か

　　 に 船団長か ら依頼 され て も他船 の 交信 を 聞 こ

　　 う と しな か っ た
。 ［26］

　南氷洋捕鯨 は太平洋戦争が勃発する昭和 16 （1941）

年まで 続 け られ た。

　しか し、 戦争の 激化 と ともに 、 こ れ らの 捕鯨母船

も輪送船 と して 軍 の 徴用を受 けた 。 「第 2 日新丸」

は昭和 18年 4 月、石垣島南 方で 雷撃を受 け廃船 と

な り、「日新丸」 も昭和 ig年 5 月、 フ ィ
1丿ピ ン の バ ・

ラ バ
ッ ク水道で 撃沈 され た 。 他社 の 母船 もそ れ ぞ れ、

太 ’

ド洋 の 各海域で 梅 の 藻屑 と消え た の だ っ た 。

　　　　　　　　　（以上 ［25］ ［27］を参照 した ）

tVVb 　ttt　 M 廴b冒　い o ⊥．　lli，贓 4 丿　　　　　　　 〔6
’
o 　

−
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　　　洋を舞台とする捕鯨オ リ ン ピ ッ ク で 大活躍 し た
。

　　　　昭和 27年、講和条約の 発効とともに マ ッ カ ーサ ー・

　　　ラ イ ン が撤廃 さ れ、待望 の 北洋鮭 ・鱒漁が再開さ れ

　　　た．、大洋漁業か ら第 3天洋丸 （3，689 ト ン）が 、 日

　　　魯漁業 と日本水産か らは 500 ト ン 級 の 母船が それ ぞ

　　　ずし出漁 した 。

　　　　昭和 28 （1953）年 、謙 占は 大洋漁業 の 社長に 就

　　　任 した c．こ の 年、母船式 の 蟹漁が冉開さ れ、大洋漁

　　　業、 日本水産 、 Fi魯漁業 、 3社共同 の 1船団が べ 一

　　　 リ ン グ梅 に 出漁 L た 。 31年 か ら蟹漁 に は 単 独 で

　　　「白洋丸 …船団を 出漁さ せ た
。 南氷洋捕鯨 は さ らに

　　　母船 「第 2 日新丸」 を 加え て 3 船団 とした 。

　　　　そ の 頃、 母船に 同乗 して 南氷洋に
“
出漁

”
した 作

　　　家 の 檀一
雄は 、 自身の な まな ま し い 体験を 『ベ ン ギ

　　　 ン 記」（昭和 27 年）と して発表 し た 。

　　　　　　　　　　　 （以上 ［25〕 〔27〕を参照 した ）

命　中 写真 ： マ ル ハ   提供

  　ゼ 自 か らの 復活

　 B召零冂21 年 （1946）年 n ノ弓、戦ti5一標準型 の タ ン カー

を改造 した 「第 1 日新丸」 （1三，737 ト ン ）　は 、 新 造

の キ ャ ッ チ ャ
ー ・ボ

ー
ト 6隻 とと もに 、戦後 の 復活

第 1 陣 と して 、長崎か ら南氷洋 の 国際漁場 へ 出漁 し

た 。．こ の 年「体 か らの 出漁 は 1：｛本水産と合 わ せ て 2

船団で あ っ た c

　 …
一
第 1N 新丸」船団 は、臼長須換算 540頭 を捕獲

した 。 頭数 で は 目標 の 90％ で あ っ たが 、 鯨 肉 、 鯨

油な ど の 牛産高は 目標 を突破 し た 。

捕鯨オ リ ン ピ ッ ク

　 昭和 26年に は新造母船 1 日新丸」 （16，777 ト ン ）

が 旧 「第 1 目新丸」 （錦城丸 と改称） に 代 わ っ た 。

キ ャ ッ チ ャ
ー ・ボー トも第 1 次の 30〔1 ト ン 級か ら、

500 ト ン 級、700 ト ン 級 へ と逐 次大型化 さ れ、南氷

鐸船 甲板上 の ナ ガ ス ク ジラ　写真 ； マ ル ハ 鰯 提供

漁業基地の 展 開

　大洋漁業は捕鯨ばか り で な く、太平洋の 全域、
い

や世 界 の 海 に わ た っ て 漁場 を拡張す る と とも に、漁
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に よ っ て 行 なわれ て い た 。 関西地方で は これ を活魚

船 （い け ふ ね ）と呼ん だ 。

　兄甚蔵 （謙吉 の 伯父） が夭逝 し た の で 、 幾次郎が

8歳の 時に 家督を相続 し、 父兼松 （謙吉 の 祖父） を

助けて 活魚船で 明石近海の 活魚や鮮魚 、 あ る い は遠

く土佐、五 島の マ グ ロ な ど仕入 れ て 入阪な ど に運ん

だ 。 よ り速 く活魚 を運 ぶ た め 幾次郎 は 、 明治 30

（1897）年 、 小型蒸気船淡路丸 （約 100 ト ン ）を 押

送船の 曳船 とする こ とを考案 した 。 日本で 最初 の試

み で あ っ た と い う 。 そ して 幾次郎は 、 明治 38年 、

発動機を取 り付 けた活魚運搬船 「新生丸」 を建造 し

た の だ っ た 。 こ の 頃か ら屋号を 「林兼商店」 と称す

るよ うに な っ た 。

　 そ の 後 、 運搬船を増や して家業 は隆盛 した 。 朝鮮

半島近海で 魚の 買付 けを行 な うよ うに な っ た 。 大正

2 （1913）年に は本店を下関に 移 した 。 大正 5年に

は 、 魚 の 買付け と運搬か ら定置網漁業 に事業を拡大

した 。
10年に は北洋 の 鮭 、 鱒 の 買取 りと運搬 を 始

め た 。 ユ3年 に は下 関 に 日 本初 の ブ ラ イ ン 式冷蔵庫

を完成 さ せ た 。 小型冷蔵運搬船 も建造 した D さ ら に

幾次郎 は、息子 の 兼市、謙吉、悦 良 らと、以西底曳

網漁業の 拡大強化を協議 し、こ れを林兼の 重点事業

の一
つ とし た 。

  林兼商店

　 こ の 年、それ ま で 幾次郎 の 個人事業だ っ た 「林兼

商店」を 、 林兼漁業  （朝鮮 の 漁業 を直営）、林兼

冷蔵  （製氷、 冷凍、 冷蔵事業の 経営）、   林兼商

店 （ト ロ ール 漁船、 底引漁船な ど の 資産 を保有 し、

漁業、製造、輸送、販売 、造船、造機、漁網 、 漁函

の 製造、船貝、漁員、石油 な ど の取扱） の 3社 に 改

組 した 。 そ して 翌 14年に は 、
こ の 3 社を合併 して

  林兼商店 と した 。

　昭和 7 （1932）年に は、カ ナ ダか ら買取 っ た船 を

改造 して 、 蛙 ・鱒母船 「幸生丸」 と し、翌 8年 か ら

49隻の 独航船と とも に 、 東カ ム チ ャ ッ カ海域 に 出

漁 させ た 。 また 、 こ の 頃か ら 「博愛丸」 あ る い は

「長門丸 」を母船 と して 、 北洋 の 蟹漁 も始 め た 。 し

か し、 鮭 ・ 鱒そ れ に 蟹 と も、北洋漁業 の 業績 は振 る

わなか っ た 。

　 製造主任が 仕事熱心 さ の あまり、作業員 を酷使 し

た こ とで 、 「博愛 丸」 は プ 囗 レ タ Ij ア 文学 の 代 表作

で あ る小林多喜二 の 『蟹工船』 の モ デ ル と な っ た 。

　北洋で 苦杯を な めた幾次郎 は 、 南氷洋捕鯨 へ の 進

出を決意 した 。 近海捕鯨の 歴史 は古 い
。

　 幸田露伴 は 明治 24 年に 上梓 した 『い さ な （注 ；

鯨） とり』で 血み どろ凄惨 な捕鯨 を描写 した 。

　 そ の 古来 の 網取式か らア メ リカ 式捕鯨を経 て 、 ノ

ル ウ ェ
ー捕鯨 法が 導入 さ れ た の が 明治 42 （1909）

年で 、
こ れが近代捕鯨 の 始ま りで あ る。 幾次郎も大

正 7 （1918）年 に は捕鯨事業に 着手 し て い る 。

南氷洋捕鯨

　 しか し南氷洋 は、 日本人 に と っ て 未知 の 海域で あ

る 。 昭和 10 （1935）年 、 幾次郎 は イ ギ リ ス の 造船

所か ら捕鯨母船の 設計図 を取寄せ、神戸 の 川崎造船

所に 建造を発注 した 。 翌年秋の 出漁 に 間 に合わ せ る

べ く、 突貫工事で 建造が進 め られ 、 起工以 来 156H

で完成 した。 日本最初 の 国産捕鯨 母船 「口新丸 」

（16，000総 ト ン、デ ィ
ーゼ ル 機ua　6，000馬 力 、 最大

速力 ユ5 ノ ッ ト）の 誕生で あ る 。 母船建造に 同時に 、

大洋捕鯨  が設立 され た。

　昭和 11年 10月、 「日新丸1 は 8隻の キ ャ ッ チ ャ
ー ・

ボ ー ト と と もに
、 盛大 な 見送 りの 中を南氷洋に 出漁

した a 船団は 4 ヵ 月 の 操業で 、 鯨 1、116頭を 捕獲 し、

鯨油 15，28  ト ン 、鯨 肉 i87 ト ン を生 産す る好 成績

を収 め た 。

　幾次郎は 、 翌年の 出漁に 向け て 、 も う 1隻 の 母船

「第 2 日新丸」 を建造する と と もに 、 キ ャ ッ チ ャ
ー ・

ボ
ー

トの 性能強化 の た め 、 従来の 蒸気機関に 代え て 、

日本 で初めて デ ィ
ーゼ ル 機関を搭載 した初代 「関丸」

（270 ト ン ）を建造 した c

　昭和 12 （1937）年 の 第 2 次南氷洋 捕鯨 に は、大

洋捕鯨 の 日新丸 、 第 2 日新丸 、 日本水産 の 図南丸、

第 2 図南丸 の 4 船団が 出漁 した o

太平洋全域で の 漁業活動

　 こ の 南氷洋捕鯨と相前後 して 、 朝鮮半 島に加え て 、

台湾、満州 （現中国東北部）、中国大陸、メ キ シ コ 、

ス ラ バ ヤ （イ ン ド ネ シ ア ）、ラ ン グ
ー

ン （現 ミ ャ ン

マ ーの 首都 ヤ ン ゴ ン ）、
シ ン ガ ポ ール

、 ラ バ ウ ル

（現 パ プ ア ・ ニ ュ
ー

ギ ニ ァ、 ニ ュ
ー

ブ リ テ ン 島） の

各地 に 営業所あ る い は 漁業基地を設けて 、 太平洋全

域 で の 総合的な 漁業活動を展 開 し始め た
。

　そ して 南氷洋捕鯨 は、昭称 13 年 か ら、 日新 丸 2

鉛 団、 図南丸 3船団、 それ に極洋捕鯨が加わ っ て 、

「極洋丸」 1船団が 出漁 した 。

　 こ の 年、操業開始直後 の 第 2 日新丸船団 の 漁獲は

振 る わ なか っ k 。 そ こ で 、 未だ 日本船団が入 っ た こ
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戦 の 支援に 、
「大和j は ア メ リカ の 沖縄上陸阻止の

作戦に 、 そ れぞ れ出動の 途 ｝二で撃沈 さ れ た 。

　　　「大和」 あなや覆 らん と して 赤腹 を あ らわ し

　　水中に突 っ 込む と見る やた ちまち ・．大閃光を噴

　　 き、 火 の 巨梓を暗天 ま で 深 く突 き上げ　装甲、

　　装備 、 砲塔 、 砲身、　　 全艦 の 細片 こ と ご と

　　 く舞 い 散 る

　　　更 に海底 よ り湧 きの ぼ る暗褐色 の 濃煙 、 しば

　　 しす べ て を噛みす べ て を蔽 う （吉田満 『戦艦人

　　和』河出書房、昭＊U41 ．12 ）

　硫黄島の 砂は 目本と ア メ リカ 双 方の 将兵 の 血で 染

ま っ た e サ イ パ ン で は、追い詁 め ら れ た 婦女子が 島

の 断崖か ら 「バ ン ザ イ」 を唱え て身を投げた 。 沖縄

で も本島南部で 、 軍人 も島民 も共に戦死 した 。 海軍

司令官太田實は 「……沖縄県民か く戦え へ り
……

」

と海軍次官宛に打電 して 自決 した 。

　 唾 和 の 海
”

．1〈ilz

洋は
“
働哭の 海

tt

と化 した の だ っ

た 。 昭和 20 （1945）年 8 月 、
マ リ ア ナ 諸島 テ ニ ア

ン 島 の 滑走路か ら、 原 爆を 積ん だ爆 撃機 B29 が 北

に 向け て 飛 び立 っ た ……。

　今 、 昭和の 歴史を振 り返え る と き、昭和 7 （1932）

年 、 中国大陸に満州国を独立 させ 、 それ が非難 さ れ

て国際連盟を脱退 し、 同 12 （1937） 年か ら始め ら

れ た 日中戦争に続 く、 あ の 太平洋戦争 は 、 い っ た い

何 の た め の 戦争だ っ た の だ ろ うか。

　司馬遼太郎は断言す る 。

　　　 凵本 は 、事 もあ ろ うに
、 もや は 園

’
界史 の 上で

　　流行遅 れ に な っ て い た帝国主 義へ の 道を歩ん だ

　　の で ある 。

一方、ア メ リカ は伝統的に世界に 対

　　 して 門戸開放を i脹 しっ づ け て きた e 日本は中

　　国を侵略する こ と に よ っ て 、
ア メ リ カ の 商品の

　　流れ こ み に対 し堤防を作 っ た 。 ア メ リカ はそれ

　　を不快 とした 。 さ ら に 日本は仏印 （ベ ト ナ ム ）

　　に ま で進駐 （注 ： 1940 年） し、 ア メ ／丿力 に 開

　　戦を決意 さ せ るほ ど の 脅威を あたえ た 。

　　 （『ア メ 「1力 素描』読売新聞社、昭＄O　61．5）

　何が しか の 大義名分はあ っ た
。 し．か し、 数知れ な

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 だ と

い 艦船が沈め られ 、 飛行機が 墜 さ れ、爆撃を受 けて 、

軍入 ばか りで な く、多 くの 人び との 生命が失わ れ た 。

　
ニ

ュ
ー

ギ ニ ア戦線 に 従軍 した佐藤一
男は 、 生還 し

た将兵の 、行間に鬼気追 る手書 きの 原稿 を まとめ て

『地獄 の ニ ュ
ー

ギ ニ ア戦緑』上 s 下と して 、昭 和 58

年 、 関係者 1，200人に 配布 した ，

　そ の ニ
ュ
ーギ ； ア で 、 そ して フ ィ リピ ン で も飢 え

た 『本兵に よ る人肉食い が行わ れ た と い う （大岡昇

平 『レ イ テ 戦記』（下）巾公文庫、 1995．9）．

　 さまざまな体験記 あるい は追悼 の 出版が 行われ て

い る。 全 日本海員組 合は 船員の 体験記 『海な お深 く』

（1986．8） を編集 し刊行 した 。

　それ らの 中で も特 に、東京大学出版会 『はるか な

る山河 に』や 日本戦没学生記念会 「きけ　わ だ っ み

の こ え』 な ど に 見る よ うに
、 学業半ば で 戦線 に駆 り

出され、自 ら特攻隊を志願 して 死地 に 赴 い た若 い 世

代 の、死 の 直前 まで 冷静な理性 を失 わ ず書き遺 した 、

国や家族 へ の 切々 と した思 い に 接す る と き、新 しい

世紀に向け て 、 ど うヰ き る こ とが、彼等 の 死を無に

しな い こ と に な るの か 。 こ の 機会に 考えた い 。

7， 中部謙吉 と 遠洋漁業

　戦争 は終わ っ た 。 平和がよ み がえ っ た 。 しか し 、

東京 は じめ大都市 は廃墟と化 して い た 。 男 たちは戦

場に 駆 り出 され農村は疲弊 して い た 。 漁業は さ らに

悲惨で 、人 も漁船もそ の 多 くは失われて い た し、占

領軍に よ っ て マ ッ カ ーサ ー ・ ラ イ ン 外 の 遠洋漁業は

禁止 された 。 L たが っ て 終戦直後の 日本 で は、飽食

の 今日で は と て も想像 で きな い ほ ど 、 極端に食料 が

不足 して い た
。

　林兼商店か ら改組 した大洋漁業  （現 マ ル ハ   ）

の 副社長だ っ た中部謙吉 （1898− 1977） は、　喰 料

の 生産 こ そ 焦眉の 急務 だ
”

と し て 、 GHQ （占領軍

最高司令部）と政府に 捕鯨再開の 許 呵を強力に 陳情

した 。 と、同時 に 漁船 の 建造 に 着手 した 。

　まず、小笠原捕鯨が 許可 さ れ た 。 そ し て 昭和 21

（1946）年 8 月、待望 の 南氷洋捕鯨 の 再開 が許 ロ」さ

れ た
。 しか し、 そ の 許可 の 直前に 、生涯か け て林兼

商店か ら大洋漁業を築 き上げ て きた父幾次郎が他界

した 。 ［25］

帰 　父幾次郎

　慶応 2 （1866）年、謙吉の 父 で あ る中部幾次郎が

生 まれ た 。 中部家は屋号 を 「林兼」 と称 し、 明石郡

林村の
一

漁師で あ っ た が 、 やが て城下明石 へ 移 っ て

生鮮魚 をあ きな う魚商 と な っ た
。 氷の 使用が まだ 普

及せ ず、発動機船 もな か っ た時代に は 、 魚 の 輸送 は

すべ て 櫓櫂か帆を あや つ っ て航行する 和船、押送船
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攻撃 は、 ア メ リ カ の 太平洋艦隊に 壊滅的な打撃を与

え た 。 しか し肝心 の 空母は湾内に い なか っ た。
マ レ ー

沖海戦で イギ ヲス の 大型戦艦 プ リン ス ・オ ブ ・ウ ＝
一

ル ズを航空機の 攻撃 で 撃沈 した。

　ジ ャ ワ海で、 イ ン ド洋 で 、そ して 珊瑚海で 、緒戦

の勝利 を収 め たか に 見え たc．ダグ ラ ス ・ マ ッ カ ーサ ー

は
“Ishall　 return

”
の 言葉を残 し て 、

フ ィ リ ピ ン

か ら撤退 した 。

  　苦　 　戦

　 昭和 17 （1942）年 5 月、　ミ ッ ド ウ ェ イ の 海戦 で

主力空母 f赤城」 「加賀」「蒼龍」「飛龍」を失 っ た 。

「飛龍」の 司令官 山口 多門 は じ め 多 く の 将兵 が艦 と

運 命 を共 に した 。

　前述の ハ ワ イ攻撃 も こ の ミ ソ ド ウ ェ イ攻撃計画 も

それが不合理 で あ る と して 、 軍令部 の 富岡 定俊 と 三

代一就は 強硬 に反 対 し た 。 しか しlh本 は ダも しこ の

計画が い れ られ な けれ ば、長官の職に とど まれな い 」

と強行 した （生出寿 『凡 将山本五十六 』徳 間文庫、

1986．8）と い う。 事実、 ミ ッ ド ウ ェ イ は 大敗 に 終

わ り、 こ れ を契機 に戦局 は不利に 傾 きは じめ た 。

　まず、 ソ ロ モ ン の海域で 苦戦を強 い られ た 。

　昭和 17年 7 月 、 ア メ リカ 軍 は ソ ロ モ ン 諸 島 の ガ

ダ ル カ ナ ル 島に 猛烈 な 反 攻を しか け て きた 。
ゼ ロ 戦

の 名 パ イ ロ ッ ト坂 井三 郎 は次の よ う に 著 し て い る
。

　　　下界 の 視野 の 流れ に 、ガ ダ ル カ ナ ル の 北の 海

　　岸線が見え は じめ た 。 そ の 海岸線が抱 く海面 を
　 　 ふ　カ

ロ
ん

　　俯瞰 して 私は思わず 「あ っ ／」 と叫ん だ 。 見よ、

　　海上を埋め て 真黒に 密集 して い る大船 団／　そ

　　の 数は数え切れ な い
。 そ の 船団の まわ りを 1数

　　隻 の駆逐艦 ら しい もの が 真白い 弓形の航 跡を ひ

　　 きな が ら走 り回 っ て い る。 ロ本 の 潜水艦 を警戒

　　 して い る の だ ろ う。 そ の 停泊船団 と海岸 と の 問
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 エま

　　の海面 は
、 数百条数千条の 白い 縞模様 で織 りな

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 お v

　　 され て い る 。 海岸と の 間を蟻の よ うに往復 して

　　い る無数 の 上陸用舟艇 の 航跡だ 。 こ れ を見た 瞬

　　間 、 私は 「戦 争は負 けだ 」 と直観 した。（『第二

　　次世界大戦秘話』 目本 り
一

ダ
ー

ス ダイ ジ ェ ス ト

　　社 、 昭禰 38．12）

　 こ の 頃 、 昭和 17年 8月 、 山本が座乗 した 「大和 」

を旗艦 とす る連合艦隊 は そ の 根拠地を瀬戸内海 の 柱

島か ら ト ラ ッ ク （現 ミ ク ロ ネ シ ア 連邦の チ ュ ウ ッ ク）

環礁 の 夏島 （現 ト ノ ア ス 島）に 移 した 。 そ の 後、旗

ラ バ ウ ル 海軍航空隊将兵 の出撃を見送る山本五十六

　 　　 　 （阿川弘之 『山本 力十 六 tt新潮社）

艦 は 「武蔵」 に代 わ っ た 。

｛3〕 慟哭 の 海

　 ソ ロ モ ン 諸島で の 敵 の 反攻 を阻止す る た め由本 は

昭和 18年 4 月、「い 」 号作戦を展開、作戦の 視察 の

た め 、 ト ラ ッ ク の 根腿地 か ら ニ ュ
ー

・ ブ リ テ ン 島

（現パ プ ア ・ニ ュ
ーギ ニ ア 領） の ラ バ ウ ル 基 地 に 出

動 した 。 そ して 4月 18H 、最前線 の 将兵 を激励 に

赴 く途中、
プ ー

ゲ ン ビ ル 島 （同）土空で 、暗号を解

読 して 待ち受 けて い た ア メ 1丿力 の 戦闘機隊の 襲撃を

受 け 、 壮烈 な戦死 を遂げ た 。

　 111本 は真珠湾攻撃開始 の 時刻よ り、 ワ シ ン ト ン で

の 日米交渉 の 最後通牒 の 手交が遅れ 、 結果的 に騙 し

討 ち に な っ て し ま っ た こ と を、最後ま で 悔や ん で い

た と い う 。

　山本 の 後任 の 司令長官 に は古賀峯一が任命され た 。

　そ の 後の 戦局は悲惨だ っ た 。 ガダ ル カ ナ ル 、ニ ュ
ー

「 ニ ア の ラ エ 、イ ン ド ネ シ ア の バ 1丿ッ ク パ パ ン な ど

の 基地 は、次っ ぎ に奪還あ る い は 占領 された。 マ キ

ン （ブ タ 1
丿タ リ）、タ ラ ワ （現 キ リバ ス ） で 、 ク ワ

ジ ャ
：．1 ン （現 マ ーシ ャ ル 諸島） で 、

ぺ 1
丿ワ ユ

ー （現

パ ラ 才 共和国）で 、 そ して ア リュ
ー

シ ャ ン 列島の ア ッ

ツ 島で 、 日本軍 は相次 い で 玉砕 した 。
ニ

ュ
ーギ ニ ァ

戦線 で は 戦死 よ り敗走の 途中で 病死 あ る い は 餓死す

る将兵が多か っ た 。

　戦争末期、 フ ィ
i」ピ ン の レ イ テ 島 レ イ テ 湾で 、 そ

して 沖縄本島の 宜野湾 で も、若 い 将兵が神風特別攻

撃隊員と し て 、 あ る い は 神潮攻撃隊すな わ ち 回天

（入間魚雷）隊員 と して 、 敵 の 艦船 や航空機 に体 当

た り した 。

　戦艦 「武蔵j は フ ィ リ ピ ン 海域 で の 「捷」　
一
号作
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に な っ た 。

　 そ の
一

方、通信衛星の発達か ら
“
敵艦隊見 ゆ

”
以

来の 無線通信に 代わ り 、 昭和 52 （1977）年 か ら航

行 中の 船 舶が 園際海事衛星 三NMARSAT を利 用で

きる よ うに な っ た。世界 の海か ら電話で話 し、 フ ァ

ク シ ミ リ や デ
ー

タ が電送で きる よ うに な っ た a 衛星

を利用 した船位の 測定装置 、 な い しは コ ン ピ ュ
ータ

に よ る操船装 置な どが導入され 、 船舶運航 の 能率向

上 が 図 られ る よ うに な っ た 。 こ れらは 、 漁船 に つ い

て も同様で あ る。

　 物
”

の 移動の 広域化 とそ の 内容 とサ ービ ス の 多

様化に 対応す べ く、 H 本郵船を は じめ とする 海運会

社 は 、世界的な情報通信 シ ス テ ム を 利用 しな が ら 、

海上か ら陸 h、そ れ に 航空 も含め た総 合物流企 業と

して の 道を歩 き始めた 。

　太平洋をめ ぐる こ の よ うな環境の 変化 の 中で 、飛

行機 に 乗ぜ られ て の移動 に飽 き足 らず、優雅 な船旅

を求め る人 び と も少な くな い 。 ク ル ーズ時代の 幕開

け と して平成元 （ユ989）年、大阪商船 三井船 舶の

「ふ じ丸」、 平成 2 （1990）年に 日本郵船の 豪華客船

…ク リス タ ル ・ハ ー
モ ニ

ー
」が 、 そ して そ の 翌 年か

ら 「飛鳥」が そ れ ぞ れ就航 し て 、船旅を求 め る 人び

との 夢 を叶え た。

　屯 に 太平洋 を ク ル ーズする 「飛鳥」 の 内装 に は、

太平洋戦争 の た め に空母 に改造 され幻 の 豪華客船に

おわ っ た橿原丸の 設計思想が受 け継が れ て い る 。

　　　　　　 （以 上 ［21］ ［23K24 〕を参照 した）

客船 「飛鳥」　 写 真 ・ 日本郵 船   遑供

6． 山本五十六 と太平洋戦争

　昭和 16 （1941）年 12月 8 日早暁 、 陸軍 の マ レ ー

’
ド島上陸 と海軍の ハ ワ イ攻撃 で 太平洋戦争が始ま っ

た 。

（1｝ 国際派軍人 山本

　駐在武官と して 2度 ワ シ ン ト ン に 勤務 した山本五

’1一六 （1884− 1943）は、ア メ リ カや メ キ シ コ の 油 田

を克明に 視察 し た 。 ヨ
ー

ロ
ッ

パ の 軍事事情も見聞 し

て い た 。 彼は 「デ ト ロ イ トの 自動車⊥ 業 とテ キ サ ス

の 油田を見た だ け で も、日本の 国力 で 、 ア メ リ カ相

手の 戦争 も 、 建艦競争 も、や り抜け る もの で は な い 」

（阿川弘之 「山本五十六』新潮社、昭和 41．1） と 、

冷静公平な 考え 方が で き る数少 な い 国際的感覚の軍

人 だ っ た 。
ロ ン ド ン の 海軍軍縮交渉で は 、 ア メ リ カ 、

イ ギ リス の 代表を相手 に相互の 軍縮実現 に努力 した。

海軍航空本部長時代に は 、 旧来の 、　
”
大艦巨砲卞義

”

に 基 づ く超大型戦艦 （後の 「大和」「武蔵」 な ど）

の 建 造 よ り 、 機動性 の 高 い 航空機 と そ の た め の 空母

の 重要性 を主張 した 。

開戦 にあ くま で 反苅

　海軍大臣米内光政の ト
’
で 海軍次官に な る と 、 ア メ

リカ と の 戦争 に徹頭徹尾反 対 し続け た 。

　昭和 14 （1939）年、連合艦隊司 令長官 に 就任 す

る と、陸軍の 主張で 戦争が不 可避な ら、 最初に ア メ

1丿力 に大 きな打撃 を与え早期講和に 持ち込む た め 、

上記 の ハ ワ イ真珠湾の 奇襲攻撃を計画 した 。 そ れ で

も昭和 16年 11 月、 出動直前の 司令官 た ち に 「目下

ワ シ ン ト ン で 行なわ れ て い る 日米交渉が 成立 した場

合 は 、 XH （注 ； 開戦 日）の 前円午前 1時ま で に 、

出動部隊に 引揚け
’
を命ず るか ら 、 其 の 命令 を受 け た

時は 、 直ち に 反転 、 帰航 し て も ら い た い 」 と訓示

（阿用 『山本五十六」）す るな ど 、 最後 ま で 開戦回避

に 努力 した の だ っ た……
。

つ い に開戦

　そ して 、 昭和 16 （1941）年 11月 26 日 、 南雲忠

一
が 率い る空母 厂赤城」 を旗艦 とす る ハ ワ イ攻撃の

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ひ とか つ ぷ

機動部隊 は 丁
．
島列島択捉 島の 単冠 湾を ひ そか に 出港

し た
。

そ して 12 月 2R “
新高山 の ぼ れ 1208 （注 ：

12月 8 日開戦）
”

の 暗号電 報が El」本司 令長官か ら

機動部隊 にイ云送 され た 。

　開戦直後 は戦闘が有利 に 展開 され た D こ の 真珠湾
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1、∪ ∠ンノ　
ー

　厂ワ
皿

ALrI 牛 手 云 誌 　　1廿冒b 隼 温 月 弟 6v 弓 〔弟 18 巷 弟 4 号丿

正雄、里見弾、大仏次郎、吉屋 信子、辰野隆、宮城
けん ぎょ う

検 校な どが招待 され た 。 しか し 14年 、 ヨ
ー

ロ ッ
パ

で第二次世界大戦 が勃発 した の で、新田丸と 2隻目

の 八幡丸は サ ン フ ラ ン シ ス コ ・シ ア トル 航路に配船

され る こ とに な っ た 。 さ らに 、冂中戦争が 拡大 して

戦時色が濃厚とな る中で 、 3隻月の 春 日丸 は海軍 に

徴用 され 、 航空母艦 に改造された 。

　昭和 15 （1940）年 に は、東京で オ リ ン ピ ッ ク の

開催が予定され て い た 。 そ れ を機会 に 、 海外 で の H

本文化の 理 解 ・普及を はか る こ と も目的 と して 、 内

容 に 日本 の 伝統美術工 芸 の粋を尽 く した豪華客船 、

橿原丸と出雲丸の 建造 が 、 昭和 13 （1938） 年か ら

始 め ら れ た 。

　　　　　　 （以上 ［21］ ［22］ ［23］を参照 した）

（311船 の挽歌

　 しか し、
ヨ
ー

ロ ソ
バ に 広が っ た戦火 は、 ア ジ ア で

最初 の オ リ ン ピ ッ ク の 開催 を も不 可能 に して しま っ

た 。 太平洋の 緊張が高 ま る中で 、 豪華客船 の 夢 も消

え た 。 昭4a　16 （194D 年 、 橿原 丸 、 出雲丸 は 海軍

に買 い ヒげ られ、空母 「隼鷹一iと 「飛鷹」 に 改造 さ

れ た。

　そ して そ の 年の 12月、 太平洋戦争が は じま っ た 。

商船 はすべ て 船舶運 営会に よ り
一元的に 運航 さ れ る

こ と に な っ た 。 早 くそ して 経済的に で き る戦時標準

船が建造 され た 。

　橿原丸、出雲丸 に 続 い て 商船 の 徴用 、 そ して 軍艦

へ の 改造が行 なわ れ 、 戦争の 末期に は そ れ らの ほ と

ん どが沈ん だ 。 貴顕紳 士淑女を迎え て 華や か に 完成

披露が行なわ れた新田丸 は 空母 「沖鷹」 に改造 され

たが 、 ト ラ ッ ク島か ら横須賀へ 回航の 途中 、 潜 水艦

の 雷撃 で 沈ん だ 。 海軍の 特設工 務艦に 改造 され たか

っ て の
“
太平洋 の 女王

”
浅間丸 は硫黄島沖で 、 二 人

目の
“
女王

”
龍田 丸 は フ ィ リ ピ ン 沖 で

、
三 人 目 の 鎌

倉丸 も同じ海で 、 そ れ ぞ れ最後を遂げ た 。

　東南 ア ジ ア か らの 引揚 げ者 の 乗 っ た A 型高速貨物

船安房丸 は台湾海峡で 撃沈 され、総員 2千 9人 の う

ち生存者 は わずか 1 入だ っ た 。
ニ ュ

ー
ヨ
ー

ク航路の

花形 だ っ た對島丸 は 、 陸軍 に 徴 用 さ れ 、 昭和 19

（1944）年 、 沖縄か ら長崎に疎覇 す る児 童 、 教師な

ど約千 6 百人 を乗 せ
、 南西諸 島付近を航海中、雷撃

を受けて 沈没 、 約 7 百人 の 児童 と 24入 の 乗組員 が

犠牲 とな っ た
。

シ ア トル 航路の 氷川丸だ け は、海車

の特設病院船 とな っ て 生 き残 り、終戦直後 は 復員

（軍人 の 引揚げ者）船 として 使用 さ れ 、 昭和 28 年か

ら太平洋航路 の 唯一
の 客船 と して 再び シ ア トル 航路

に就航 した 。 今、横浜 の 山 ド公園に 、 か っ て の 華 や

か な面影 をか ろ う じて とどめ て い る。

　　　　　　　　　（以 ヒ 匸21］ ［231 を参照 した）

  　総合物流企 業をめ ざ して

　戦後政府 は 国民生活の 向 Lを図 るた め
、 GHQ に

小型船建造 の 許可 を求め た 。 B 本郵船 は内航用船舶

の建造 をは じめ た 。 政府の 融資に よ る計画造船で 海

運 の 復興が行 な われ は じめ た 。 昭和 21年 （1946）

年 に は、歴代 の 中で も最 も在任期間が 長か っ た浅尾

新甫が 社長 に就任 した
。

　昭和 25 （1950）年 、 外航商船 の 造船 と運 航の 自

由が認め られ た
。

20 ノ ッ ト級 の 高 速貨物船 が 次 々

に 建造 され た c 折 か らの 朝鮮動乱 、
そ の 後の ベ ト ナ

ム 戦争な ど の 国際関係の 緊張 もあ っ て 、 海運を は じ

め
、 わが国の 産業 は急速に 発展 した。

　 エ ネル ギ ー
資源お よ び 化学工業の 原材料 と して 石

浩の 需要が急増 し、中東の 産抽国か らの 輸入が増加

した 。 各社と も大型 タ ン カ ーの 建造 に 乗 り出 し、 冂

本石油 、 出光石油な ど タ ン カ ー
の 運航を 専門に 行 な

う海運会社 もで きた 。

　昭和 27 （1952）年 、 乎和条約が締結 され る と海

外渡航も次第に 自由に な っ た 。 そ して 人 び と は 客船

で は な く旅客機 で 太平洋 を渡 るよ う に な っ た 。

　
“

人
”

よ りも
“
物
”

を能率 よ く運ぶ機能が船 に 求

め られ る よ う に な り、 タ ン カ ー
は じめ 鉱石専用船 、

太 材 、
チ ッ プ 、

バ ル ブ 専用船 な どが運航 され る よ う

に な っ た 。 さ らに わが国 の 輸出の 中で 自動車や プ ラ

ン トが大 きな割合 を 占め る よ う に な り、 自動車専用

船や 重量物運 搬船が太平洋を航行す る よ うに な っ た 。

　 さ らに 一般 の 雑貨 は コ ン テ ナ で 運ば れ る よ う に な

り、 生鮮食料品 の ため の 冷凍 コ ン テ ナ も登場 した。

昭和 40 年代か ら、 こ れ ら は 主 に コ ン テ ナ専用船 に

積 み込まれ て い る。

　産業が発達 し、輸出が増大 し、景気が よ くな る に

っ れ て、働 く人び との 賃金が高 くな っ た 。 船員に っ

い て も例外で は な い   そ の こ と自体 は喜 ば しい こ と

だ が、船舶の 運航費が高騰 して 国際競争力が低下す

る こ と に な っ た 。 海運界 は、桑組員削減や 低賃金 の

外国人船員の 雇用 な ど 、 苦 しい 対応を迫 られ る よ う

N 工工
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設備を用 い て、途絶 した陸 ．Lの 通信回線に 代わ り、

通 信の 確保に協 力した 。

　　　　　　 （以上 121〕［22］［23〕を参照 した）

〔2
’
］ 豪華客船時代

　岩騎弥太 郎の Ei本郵船会社に 対抗 して浅野総一
郎

が自1悼．した東洋汽船   を 大正 15 （1926） 年 に 合併

して 、
サ ン フ ラ ン シ ス コ 航路 、 南米西岸航路の 運営

を開始 した 。 東洋汽船が イ ギ リ ス の 造船所 で建造 し

た q 本丸 、 亜米利加丸 、 香港 丸は 、 19 世紀末 の 太

平洋航路の 花形て あ っ た 。 しか し、 合併当時 、 太平

洋 の 表玄関で ある サ ン 7 ラ ン シ ス コ に は、諸外国 の

豪華な 客船が 入 港 L て い た c 東洋汽船か ら移籍 した

大洋丸 （鴫治 41 年竣工 、13，402 ト ン） に は ア
ー

ル ・

ヌ
ー

ボ
ー
調 の 内装が施さ れ 、 　ド イ ツ の テ レ フ ン ケ ン

社製無線機が 日本船 と L て 初め て 設備 され た。

　 それ に して も 、 冂 本郵船の 客船は老齢化が 著 し く

見劣 り した ．t そ こ で海国 日本 の 象徴 と して ふ さわ し

い豪華客船を篷造す る こ と に な っ た 。

　昭秘 4 （1929）年か ら翌年 に か け て 1万 7 千総 ト

ン
、 最高速力 20 ノ ッ トの 浅閻丸、龍 田丸 、秩父 丸

（後 に 鎌倉丸 と改名） の 3隻が 樽次 い で 竣 11しit　c・

優美な外観 と豪華な設備、擾 れ た性能 と行き届 い た

サ
ービ ス に 、　

“
太 平洋 の 女王

「
との 賛美が寄 せ られ

た c．ま た 、同 じ北米西岸 の シ ア ト ノレ航路 に は、昭和

5 （1930）年か ら 1万 1千総 ト ン 、最高速力 18ノ ン
．

トの 氷川丸級 3 隻が就航 した。 こ の 氷川丸 で は、高

松宮が ア メ リカ視察旅行に向か い
、 喜劇俳優の チ ャ ン

プ i丿　ン カf来 日 しナこ．：t

浅 間 丸 出 港 　 写 真 1 日本郵麟   提供

　 そ して
、 そ の 少 し前 の 昭和 2 （192了）年に は 、 さ

い べ り あ丸て ア メ リ カ か ら 清 い 目の 人形
”

た ち が

来 日 し た。子ど もた ち ど う しの 国際交流を目的と し

て 、親 日家 の 牧師ギ ュ
ー リ ッ ク博士 か ら送 られ た も

の で 、可愛 い 親善使節た ちは幼稚園など に 配 られ た 。

野口雨情の 童謡に も歌われた。お返 しと して 日本か

らは 、南松 人形が贈 られた。［日本郵船歴史資料館

展示ノハ ら！。

　
一
方、 欧州航路で も、諸外国の 優秀な貨客船 に 対

抗す るた め 、昭和 3 （1928）年、 1ガ 2 千総 ト ン 、

18 ノ ッ トの 照國丸、靖國丸の 2 隻を発注 した 。

　そ の 靖國丸で ア ラ ン ス に 旅 した 文学者の 新村出は、

船 Lで 見た 南 1　’字　E． に 感動す る 。

　　　われ わ れ の靖國丸が シ ン ガ ポ ー
ル に近づ い て

　　ゆ く海上で 、 サ ウ ザ ン ・ク ロ ス を見 っ けて か ら

　　暫 くとだ え て ゐ た星 の あ こ が れが再生 しは じめ

　　 た 。

一
等運転 1：次席の 三田君 か ら しは しば 南天

　　の 星 々 を指示 され た 星 展 に対 す る自分 の 感興 は

　　頓に 高ま っ て来 た の で あ っ t：．。 い くっ か の歌が

　　出来だ した の も こ の 頃か らで あ っ た ［
t

　　　あ ざ や か に 南 く るす の 星み え て 船 ぢす ず しき

　　夕 く
1
れ の 空 （「花鳥草紙〈仏蘭西 の 春〉」『新村

　　出全集』第 11巻、筑摩書房、昭 和 46．7）

高速貨物船／貨客船

　客船 お よ び貨客船 が充実 され た反面、 貨物船 の 革

新が立 ち遅 れ た 。 特 に対米貿易 の 根幹を なす ニ
ュ
ー

ヨ ーク航路 に 、他社が 高速 デ ィ
ーゼ ル 貨物船を配船

したた め
、 主要貨物 で あ る 生 糸は 全 て他社船に積み

取 られ た 。 こ の 劣勢 を挽回すべ く、昭和 7 （1932）

年 、
7 千総 ト ン

、 最高速力 18 ノ ソ ト の 長良丸を は

じめ とする N 型高速 デ ィ
ーゼ ル

．船 6隻の 建造 を決定

し、 9年か ら m 年に か け て竣 工 し た 。 こ れ ら に ひ

き続 き、 7 千総 ト ン
、 最高 19 ノ ッ トの 赤城丸 は じ

め A 型高速貨物船 5隻 を東回 り世界一周航路 と豪州

航路に 投入 、 さ らに A 型 を改良 した S 型鉛 7 隻を建

造 した 。

　客船が 着 い 男女で あれば 、 太 平洋 をわ た る船旅 の

間に恋 が芽生え て も不 思 議は な い
。 学生時代に ロ サ

ン ゼ ル ス ・オ
．
丿 ン ピ ッ ク の ぎ 一ト競技に 出場 し た 経

験 の あ る 田中英光は 昭和 15年 、船上 で の や る せ な

い 恋 の 物語 『オ リ ン ボ ス の 果実3 を書い た 。

　昭和 12 （玉937）年 、 ロ ン ド ン 航路の 改善を は か

るため 、 1万 7T 総 ト ン
、 最 高 21 ノ ッ トの 高速 貨

客船 3隻 を発注 した 、L 新田丸 の 完成披露が華やか に

行な われ 、 秩父宮、高松宮、三 笠宮 は じめ 皇族、閣

僚、財界人、一般代表、そ れ に 文化入 と して 、 久 米

N 工工
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　　込 ん で 來た多量な鐵材を初め其他 の 貨物 を船庫

　　に 満載 しっ ＼ 客船 と して よ りも寧 ろ戦時の 貨

　　物船と も云 うべ き形で 、船上の 危険な 區域か ら

　　
一

日 も早く脱け出で よ うと して 居た 。

　　　航海 する も の に取 っ て は實に寂 し い 時で あ っ

　　 た 。 熟 田丸の 船員が 語る と こ ろ に よ る と、敵の

　　潜航艇 の 襲撃、 も し くは浮流す る水雷 の 災害 に

　　 よつ て、す くな くとも
一

日；C 一艘 の 船は沈ん で

　　居 い る と い ふ c 斯 うした戦爭 の 及 ぼす恐怖は、

　　われ わ れ が 既 に 通過 して 來た英吉利海 峡や ビ ス

　　 ケ灣ば か り で な く 、 葡萄牙 （注 ： ポ ル ト ガ ル ）

　　 の 近海か ら カ ナ リ イ群島の 付近 に ま で 鷦が つ て

　　居 た の も、そ の 爲で 、 こ の 戰時に あっ て は船客

　　 も極く少なか っ た。 （『海へ 』新潮社、昭和 3e．9）

　大戦中、連合国 の 貨物輸送を は じめ とす る海上輸

送を確保 する ため 、 日本 郵船 は定期航路の 維持に 努

め た。

　開戦 の 年、パ ナ マ 運河が開通 した 。 閉鎖中ではあ っ

たが ス エ ズ運河と併せ て 、 世界
一

周航路 の 経 営が 可

能 と な っ た
。 徳島丸が 直ち に そ の 世界

一
周航路に 就

航 し、 太平洋 と大西洋 を結ぶ 新運河を、日本船 と し

て初 め て通過 した 。 大正 5 （1916）郊 に は 、 新運 河

を通 る宿願 の 東回 り、太平洋横断の ニ
ュ
ーヨ ーク 航

路をは じめ
、 世界各地 に 新たな定期航路を 開設 した 。

出港そ して長い 航海

　船首 に社旗、 主 マ ス ト最高部に 行先国を示 す星 条
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ブ　 リ　　r　 ン

旗 、 そ の下 に 出港 を示す P 旗 、 航海船橋の 臨 に は船
　 　 　 　 　 コ　　　rv 　 サ　 イ　 ，
名 （無線 の 呼出符 号を示す Jで 始 ま る 4 枚 の 旗）、

　 　 　 c 　 も

そ して 船尾 に 日 の 丸。 出港の 時の 本船 の 装 い は簡素

で 美 しい
。

　出港 30 分前の ド ラ が 鳴ると 、 見 送 りの 人 び と は

連れ 立 っ て 船を下 り る 。 甲板 に 立 ち並 ぶ 船客 と 、 そ

れを見送 る入達 の 間を紙 テ
ープ が っ な ぐe タ ラ ッ プ

が揚 げ られ 、 もや い 綱が 解かれ る と 、 タ グ ボ ー ト が

曳航 を は じめ る 。 汽笛一声 。
バ ン ザ イが 叫ばれ 、 小

旗が振 られ る 。 伸び き っ テ ープを握 っ て泣 き崩れ る

女性 の 姿 もそ こ か し こ に 。

　甲板と岸壁 の 喧騒を よ そ に 、 総員配置に っ い た乗

組員 は緊張す る
。 船橋 に は 、 船長 、

三 等運 転士 （後

に 航海 ヒと称す る ： 以 下同 じ）、 当直 の 操 舵手、見

張 りの 甲板員、そ れ に 港湾パ イ ロ
ッ ト。船首 に は

一

等運転士 、 船瑤 に 二等運転士が それ ぞ れ立 っ
。

　停泊中の 僚船が W ・A ・Y 旗 〔航海の安全を祈 る）

を揚げる と、本船 は O ・V ・G 旗で 感謝 の 意 を表 わ

しなが ら、 タ グ ボ ー トに 曳か れて 港内を進む 。 横浜

港の 出口 で タグボ ー トが 離れ る と、パ イ ロ ッ ト は エ

ン ジ ン を始動 させ 、複雑な水路に 出船、入船が行 き

交 う中を右 （ス タ
ーボ ー

ド） に 左 （ポー ト） に転舵

を指示 しなが ら、 エ ン ジ ン の 「微速」「半速」「全速」

な ど操作を指示す る 。

　そ れ らの 指示 を三等航海士が船橋で 舵輪を握る操

舵手に 伝え る。 船底の 機関室 に は エ ン ジ ン ・ テ レ グ

ラ フ （遠隔表示盤） で 伝え る 。 機関室 に は 機関長以

下機関士全員と当直の 機関手、 機関員が テ レ グ ラ フ

の 指示に 従 っ て エ ン ジ ン を操作す る 。 無線室 に は通

信長 （局長）以下通信士が関係方面へ の 連絡に 当た

る 。 旅立っ 乗客が知人、友入 に 当て た挨拶 の 電報、

それ を受け た人 び と の 祝電 な ど で 通 信 は輻輳す る 。

　東京湾を出 る と、船は サ ン フ ラ ン シ ス コ へ の 航路

を ひ た走りに走 る。

　こ こ で 総員配置 は解か れ 、 甲板 、 機関、 無線各部

の
、 単調だが注意 の 集中が要求 され る航海当直が始

ま る 。
レ
ー

ダ
ー

の 無 か っ た 当時で は 、 特に 船橋で の

見 張 りが 重要 で あ っ た 。

　大洋丸を例に 挙げ る と 、 大正 15年か ら昭和 3 年

まで の 間 の 著名 な船客は 、山本五十六、歌手 の 藤原

義江 、 歌舞伎俳優市村羽左衛門夫妻 、 御木本真珠王 、

脚本家水谷竹紫、女優水谷八重子 （竹紫の 義妹） な

ど で あ っ た 。 ［20］

　客船で も貨客船 で も、航海中船客 を退屈 させ な い

こ とが 、 大事な サ ービ ス の
一

っ で あ る 。 航海中は 、

さ まざまな催 しが 企画 され た 。 赤道通過 の 行事で あ

る 「赤道祭」 は、特 に 賑々 しく行 なわ れた 。

関東大震災

　大 正 正2 〈1923）年 9 月 1 冂、関東大震災 が 発生

した 。 日本郵船 も社船を あ げ て 救援 と復旧活動に 協

力 した 。

　 ヒ海航路 3線を休止 し、 長崎丸と ヒ海丸を京浜 一

神戸 間の 連絡 に あて た v そ の ほ か 、 博愛丸 、 竹島丸

を品川
一
清水間に 、 阿蘇丸 、 筑波丸を芝浦

一
阪神朋

に 、 そ れぞ れ連絡船 と して配船 した 。 こ の ほ か 、 延

べ 46隻の 社船 が 10月 6 口ま で に 2万 7T973 名 の

避難民を国内各地 に 移送 し た G ま た、阪神か ら京浜

地方 へ 48 万 8千俵の 米を輸送 した 。 震災 の 発生直

後の 20口聞 は、船 客、積荷 と も無料 と した 。

　また 、 東京湾に 入港中の 各社 の 船舶は 、 そ の 無線
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（］867）年、藩営商社開成館 に勤務 し、長崎商会に

派遣 され て艦船 、 武器な ど の 買付や圭佐物産輸出に

携わ り 、 欧州 の 商社 と の取引を通 じて 、実業家とし

て の 腕をみ が い た ：8］。

　ち ょ うど そ の 頃 、 明治 2 （1869）年、 イ ン ド洋 と

地中海とを結ぶ ス エ ズ運河が開通 して 、 ア ジア とヨ
ー

ロ ッ
パ が近 くな っ た。

　同 じ年 、 観音埼灯台が 口本初の 洋式灯台と して 海

を照 ら し始め た c，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 L

　明治 3 （1870）年、開成館が 民営の 九十九商会 と

な り、 3隻の 藩船を運行 して 、 海運 と通商を行 っ た
。

明治 6 （1873）年、九十九商会は 三菱商会 と改称 し、

そ の 時点で 弥太郎 は商会の 経営権と所有権の を手に

した 。 本社を東京に 移 し、 明治 8年に は郵便汽船三

菱会社 と改称 した 。 今 口 の 日本郵船株式会社の 前身

で あ る 。

ゆ　 日本郵船会社

　 そ の 郵便汽船二 菱会社 は 、 佐賀 の 乱 （1874）か ら

西南戦争 （1877）や征 台の 役 （1874） な ど で 新政府

の 要請 に 応 じて 、 兵員や 軍需品 の 輸送を行な い な が

ら業務を拡張 した ． 弥太郎 は、明治 10 （1877） 年

に は汽船 61隻 （国内 の 73％）を保有す る 日 本海運

の 頂点 に立 ち、大久保利通 や大隈重信など の 敢界 の

実力者 との 関係を深め なが ら 、 海運業 の 発展をめ ざ

した 。 ［8 ⊃

　 明治 18年 、 郵便汽船三菱会社 と共 同運輸 会社が

合併 し日本郵船会社が設 ・1億 れ た 。 しか しそ の 年 、

弥太郎は 日本郵船会社 の活動を見る こ とな く他界 し

た 。 岩崎弥之助 （弥太郎 の 弟）が社長 を継 い 批

　 そ の 前年に は 、 人阪 の船会社が 合同 し て 大阪商船

会社が設 1
’
t され て い た。 己本郵船会社 の 図際航路 は

横浜
一 L海な と近海の 3航路 で 、社船 の 大部分 は沿

岸 の 国内航路 に と どま り、船 体 も小型 の 老朽船が多

く、 企業基盤 は必ず しも強固で は なか っ た 。

　 ハ ワ イ の カ ラ カ ウ ア 国王の 来日が契機と な っ て 、

明治 18 （1885）年 、 H 本 と ハ ワ イ 政府 と の 間で 移

民協定が 結 ばれ 、 共同運 輸の 山城丸が 日本船 と して

初め て 、 988人 の 官約移民 （前述）を 運ん だ
。

　そ の
一
方 で 、わ が 国 の 経済発展 の た め に は国際定

期航路を拡充 す べ しと の 世論が たか ま っ た。 こ の 国

家的要望を背景 に、明治 26昼 （1893）年 、 遠洋定

期航路の 廣島丸が ボ ン ベ イ に 向け神戸を出港 した。

廣島丸は木造 の 外輪船で あ っ た 。 翌 27年 に 日清戦

争が勃発 し、社船 の ほ とん どが軍に 微用 さ れ、補助

艦艇と して 軍隊や軍需品 の 輸送 に従事した 。

　 日清戦争の 終結 の後、遠洋定期航路 の 拡充 を期待

す る要請が 一段 と強ま っ た 。 社名 も日本郵船株式会

社と改め、弥太郎 の遺志を継 い で 、 欧州 、 北米西岸、

豪州 の 3大定期航路の 開設が 決定 さ れた
。 明治 29

（1896）年、欧州航路の 土佐丸が横浜を、 シ ア ト ル

航路 の
一」
池丸が神戸 を 、 そ して 豪州航路 の 山城丸が

横浜を、それ ぞ れ出港 した 。

嗷 艦隊見ゆ
”

　 明治 37 年 （1904）年 に 日露戦争 が 始 ま っ た 。 翌

38年、海軍に 徴用 され て 五 島列 島 の 西方沖 を 哨戒

して い た信濃丸が 、棄 シ ナ海を北上 して 来た ロ シ ア

の バ ル チ ッ ク 艦隊を発見 し 嗷 艦隊見ゆ
”

と無線電

信で 、 東郷平八郎が率 い る連合艦隊の 旗艦三 笠 に通

報 して 、こ れ が 日本海海戦の 幕開 けとな っ た 。

　 こ の 口露戦争 は、わが国 の 政治 、 経済 に 大 きな変

革を もた ら した と同時に、そ れ まで 極東の 小国で あ っ

た 円本 を世界 の 日本と して 認 め させ る契機 とな っ た 。

　 船腹の 拡充強化がすすめ ら れ た 。 明治 39年 に は

欧州航路の た め 8，500総 ト ン
、 速力 15／ y ト級 の

加茂丸型 6 隻の 建造を決 定 、 鱒 年 に は 1 万 50  ト

ン 級の 香取丸型 2 隻、翌大 正兀 （1912）年に は 1 万

2、OOO ト ン、16ノ ッ ト級の諏訪丸型 3 隻を発 注建造

した 。 米国航路用 に は、明治 43年に 6、300 ト ン 、

15ノ ッ ト級 の 静岡丸 と横濱丸の 2隻を発注 した
。

　明治 45 （1912）年 、 大西洋で の タ イ タ ニ
ン ク 号

の 遭難を契機 に 、 国際条約 で船体構造、救命 、 無線

な どの 設備が改善 され 、 甲板、 無線 など の 当直制度

が改め られ た 。

第一次世界大戦

　船腹 の 拡充強化が さ らに すすめ ら れ る中、 大正 3

（1914）年、 ドイ ッ を相手 と しイ ギ リ ス
、 フ ラ ン ス

などの 連合国が対戦す る第
一

次世界対戦が勃発、当

時 日英同盟を結 ん で い た 日本は連合国 と して 参戦 し

た 。 しか し、 半世紀前に 開設 されて い た ス エ ズ 運 河

は 、 こ の 戦争の た め 閉鎖され た 。

　そ して大 正 6 （1917）年、 3年間の ヨ ー
ロ

ッ
パ 滞

在 を終 え た 島崎藤村が
、 南 ア フ リ カ の 喜望峰廻 りの

熱田丸で帰国 の 途中に あ っ た 。 藤村 は恐怖の 航海を

こ う綴 っ た 。

　　　汽船熱田丸は 英吉利 （注 ： イ ギ ワ ス ）か ら積
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乱bti）
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太 半 葎 字会 誌 　 1996年 2 月 第 69 号　く、第 18巻 第 4 号丿

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 お お Iニ　 こ

あ る い は船に関す る読物は 、 中山峯太郎 「大章魚と
tニた ウ　　エ　 ま

闘ふ 海女 （昭和 4 年 3 月）、 同 「南洋に 君臨せ る 日

本少年王」（同年 4 月）、 同 「熱 血の 十六少年．… （同
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 l：＋ tよ う　　 まよ

年 1O 月）、吉祥寺弘 「大洋に 迷ふ 」 （既 出）、八 木隆

一郎 「海 の 兄弟」（同年 12月〉、 橋爪健 f南洋 の 凱
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 お とり

歌 」 （昭和 5年 1月）、 福永恭助 「海魔 の 雁 （同年 4
　 　 　 　 　 　 　 　 あ　 し　 b　　あ り ほ の

月）、山中峯太郎 「亜細亜 の 曙」 （昭和 6年 1 月〜 7

年）、佐藤紅緑 「少年聯盟」 （昭和 6年 8 月 〜 ）、野

村愛正 「海 の 小英雄」（同年 9月）、 南方八郎 「海賊」

（同年 10月） などな どで あ っ た。

　太平洋戦争の 直前か ら、海野十三 は 『浮 かぶ飛行

島』 な ど 、 空想科学あ る い は戦争を題材と した子 ど

も向け ス トー
り
一を書 い た 。

H

ダ ン吉
”

は平和 に徹 した

　時局を反映 して
“
熱血小説

”
や戦意高揚 の た め の

読み物が多 くな る中で 、 われ らの
“
ダ ン 吉

”
は 、 肩

に 力の 入 らな い 親 しみ易 い タ ッ チ の そ の 全編を通 じ

て 、終始
一一

貫 して 平和に 徹 し、動物や ま し て 島の 人

び とを い じめ る よ うな こ と は
一

切 して い な い
。 人 び

と に 勉強を教え た り、便利な道具を考案 した 兮、農
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け
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ど・
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作物 を育て た り、
い っ も島 の 人 びと の 生活向上に 役

立 と うと努力 した 。 ま さ に 現在 の 「青年海外協力隊一…

の 活動そ の もの で あ る 。

　紹和 34 （1959）年 に は
、

NHK テ レ ビか ら人形劇

『冒険ダ ン 吉』が放送 さ れ た
。 昭和 42年 （1967）年

講談社か ら 『冒険ダ ン 吉漫画全集』 が 、 51 年に は

上記 の 少年倶楽部文庫 『冒険 ダ ン 吉』 全 5巻が 、 そ

れぞ れ発刊 された 。

　
“

ダ ン 吉
”

の 物語 は 、 主 人公が 居眠 り して い る闘

に ポ ー トが 漂流 す る場面 か ら始 ま る。永 遠 の 少年

“
ダ ン 吉

”
は、今 で もど こ か遠 い南 の 島の 夢を見続

け て い る の か も知れ な い
。

5． 岩崎弥太郎 と近代海運 業

　岩崎弥太郎 （1834− 1885） は天保 5 （1834）年、

土佐国 （高知県）安芸郡 に 生まれた 。 伯父 の 岡本寧

浦の 私塾 で あ る紅友社で 歴 史と漢詩を 、 さ らに 江戸

の 儒官で あ る安積 良斎 の 私塾 や高知城外の 吉田東洋

の 少林塾で 、治 国経 世 の 理 論 を学 ん だ。慶応 3 年
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N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Pacific Society

NII-Electronic Library Service

The 　Paoifio 　Sooiety

し∪しu 上1Cll 　U1 ↓llL
　

⊥ tL ⊥ lIL
　

L
−’u し 1こ し．Y　！　「

’
VL
・
1 ＝ dt ン　　⊥ご V 〔｝ tt ⊥丶駄 OV 　

lx
、
．
　O 上、⊥O ，　 IVII　 4 ノ kD ’丿　

一 u4 一

れた 。 そ の 第 1巻 『パ ラ オ の 生活と社会±は、彼の

著作を ミ ク ロ ネ シ ア の 人 び とは じめ 、 世界中の よ り

多 くの 人び と に 読で もらうた め に 、英訳 され て い る。

　そ の 英訳の プ ロ ジ ェ ク トを主宰 して い る文化人類

学者 の 須藤健一は 強調する 。

I カゲ うらな レ
蜥 蜴 占 土 方久功作 （ス トーリーボード） U9 ］

　　　⊥方の 論文 の うち 、
「パ ラ オ 島民 の 親族縁族 j、

　　「パ ラ オ の 石神並 び に 石製遺物報告」、「パ ラ オ

　　文様土器片採集記一… の 3 編 は
、

1973年 に グ ア

　　ム 大学 の ミ ク ロ ネ シ ア 地域研究セ ン タ ー
の 刊行

　　物と して 英訳 され た 。 そ れ らは、最近 の ミ ク ロ

　　ネ シ ア の 欧米研究者の 著書に か な らず 引用され

　　て い る 。 （略）翻訳の 実現に よ っ て 、 ヒ方の ミ

　　ク ロ ネ ン ア 研究の 成果 は、国際的に 人類学、民

　　族学の 多 くの 研究者 に認 め られ 、 オ セ ア ニ ァ学

　　の 進展 に大 き く寄与す る こ とに な るの で あろ う。

　　［19］

　 ヒ方の 多彩な活動 と遺 され た業績 に接す ると き、

明治維新の 開国以来、久功に 先立 ち あ る い は前後す

る先駆者た ちが 太平洋 に注 い だ 情熱 と 、 そ の 国際的

に 優れた研究成果な い しは作品に も注 目 した い
。

｛3：｝ 「冒険ダ ン 吉」

　「冒険ダ ン 吉」が 、 初め て 『少年倶楽部雲 に 登 場

した の は昭和 8年 の 6月号か らで あ る 。 こ の こ ろ先

輩 の
“
の ら く ろ

H
　（注 ： 田川水泡作）は 、 す で に連

載 3 年 目を迎 え て伍長に進級 し，、 天下の人気をさ ら っ

て い た 。

　元 『少年倶楽部』編集長の 加藤謙一は 、 島田啓三

が そ の 牛み の 親で あ る
“
ダ ン 吉少年

”
を 『冒険ダ ン

吉垂全 5 巻 （講談社、昭和 51．2） で 、 あ ら た め て

紹介 した 。

　 もと よ り
闘
ダ ン 吉

”
の 島は実在 しな い 。 太平洋の

島 じま に 象や ラ イ オ ン は い な い 。 上述 の 森小弁が モ

テ ル と の 説 もあ るが、作者の 長男島田一路は こ れ を

否定す る （中島洋 r太平洋学会誌』第 26号、 1984，

7）。 て は あ っ て も多くの 子 ど もた ち に、未だ 見た こ

と の な い南 の 島で の 胃険や 、 南の 島 じまへ の は るか

な憧 れを抱 かせ た こ と は事実で あ る 。

　　
“
ダ ン 吉

”

の 連載は 、 昭和 14 （1939） 年 の 7 月

号 まで 続 けられた 。

　 中浜万次郎は じめ前述 の漂流譚に み るよ うに 、実

際は きわ め て危険な の だが
“
漂流

”

に は現実を超 え

た ロ マ ン が感 じられ る。 明治の 中頃か ら、デ フ ォ
ー

i
’

ロ ビ ン ソ ン 漂流記』や ヴ ェ ル ヌ の 『卜五 少年 漂流

記 （原題 「．二年 間の 学校休暇」）』 な どが子ど も達 に

愛読 され る よ うに な っ た 。

“
ダ ン吉

”
い や島田啓三 の 周囲の 人ぴと

　 明治 33年、押川春浪は 『海国冒険奇譚　海 底軍

艦』 を書 い て 、 子 ど もたち の 関心 を海に誘 っ た 。

　 ヨ
ー

ロ ッ
パ の 滞在か ら帰 っ た島崎藤村は 、 長 い船

旅 と滞在 した フ ラ ン ス の様 子を、わ が 子に 語 り伝え

る 囗 調で綴 っ た 『幼 きもの に 』を大正 6 （1917）年

に 出版 した
。

　 　 　
；，ら l　

tt
ろう　　 1・b 　　 f”　　　　　　　　 ま tl：t 　　LP 　−1　t．

　　　浦島太郎 は龜 に 乗 りと、 お 前達 の 唱歌 に もあ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 t う　　　　　　 t，t
　　 るで はあ りませ ん か 。 父 さ ん は龜 に で な くて 、

　 　 じ；： き　を ん 　　 ニ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 あ k 　　も お 　　 うみ

　　蒸 気船 に乗 りました 。 そ し て 、 青 い 青 い海 の
　 　 ニえ　　　て

　　 ヒへ 出ま した 。

　 　 　 　 　 　 お ＃ 　　　　　　 S ロ 　　 の 　　　　　と ：　　　　　　 ぐわ い こ く

　　　どん な大 きな お船に 乗 つ て 父 さ ん が外 國 の

　 　 ［：う　　 い 　　　　　　 UL 　　　　　　　　　　　　　 ふ ね 　　 rgs．　　　 とこ P

　　方 へ 行 っ た と思ひ ます。そ の お船の 中に は床屋
　 　 　 　 　 　 　 セ ん ノニく 　や 　　　　　　　　　　　　　　　ん 　る

　　もあれ ば、洗濯屋 もあれ ば、お風呂もあれ ば 、

　 　 う N どっ　ば

　　運動場 もあ りま した 。 （略）
　 　 　 　 ふ ね　 tiきこtt　　 こ　　　　　　　　　　　せ き ど う　　　　　　r．きゅう

　　　お船で赤道 を越 しました 。　 赤道 は こ の 地 球
　 　 　 つ え　　いらば ん あ つ　　　　　　　　　　　　　　　ろ な み　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 さ k　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 り l うヨまんき ゅ う

　　の 上 で
一一．・

番暑い と こ ろ で す 。 南 と北 の 兩半球 の
　 　 しお　　わ か　　 め　　　　　　　　　　　　　む ふ う たい　　 い　　　　　　 tnぜ

　　潮の分れ 目で す 。 そ こ は 無風帯 と言 つ て 、 風 が

　　死 んだ や う に無 くな ります 。 （略）
　 　 　 せ きど う　　 ホ　 し　　　 こ　　　　　　　　 Sn 　　　　　　　　　　い む

　　　赤道 を無事に越す と 、 お 船 で は そ の お祝ひ が
　 　 　 　 　 　 　 　 いち ご う　 　 　 せ き は ん 　 　 で

　　あ りま した 。

一同 に お赤飯が 出ま し た 。 （『幼 き

　　もの に』 實業之 日本社 、 大正 14．9）

　『少年倶楽部』の 少 し前 、 大正 7 （1918）年 に 鈴

木三重吉が 主宰 し発刊 した童話雑誌 『赤い 鳥』 に も 、

小野浩 の 「漂流記」 や 、 平塚武二 の 「海に 落ち た ピ

ア ノ 」、塚原健次郎の 「海か らきた卵」 な ど、子 ど

も達 の 海へ の 興味を そ そ る童話が 掲載さ れ た 。 毎年

の 夏 の 号の 砂浜や ヨ ッ トな ど 、 清水良雄が 描い た そ

れ らの 表紙絵は、子ど も達 の 海 へ の 憧れ を育ん だ 。

　
“
ダ ン吉

h

以 前に 『少年倶楽部』 に 掲載 され た海
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  　土方久功

　土方 （1900 − 1977） は 明治 33 年 （lq．　OG） 年、東

京に牛 まれ た 。 6 歳で 学習 院初等科 に 入学 、 17歳

で 同中等科を卒業 した 。 大正 8 （1919）年 、 東京美

術学校 （現東京芸術大学）彫塑科 に 入 学 、 24歳で

同校を卒業 した。関東大震災 の 直後築地小劇場 を設

立 した土方与志と は縁戚で しか も幼な じみ で もあ っ

た の で 、 久功は制作活動の 傍 ら、 小劇場の 舞台装置

な どを手伝 っ た りもした 。

　当初小劇場の 研究生 だ っ た千田 是也が そ の 頃の こ

と を記 憶 して い る ［19［i。 ちなみ に 、大正 13 （1924）

年 、 小劇場 の 初 公演 は マ ゾ ー作、小山内薫演 出の

「海戦」 で 、 千田 は 初舞 台で 水兵を演 じた 。

　第一次世界大戦 の後、前述の よ うに 日本 は国際連

盟か ら赤道以北 の 旧 ドイ ツ 領 ミ ク ロ ネ シ ア の 統治を

委ね られ た 。 久功は昭和 4 （1929）年 、 横浜か ら日

本郵船の 山城丸 で 、 委任統治領 の パ ラ オ に移住 した 。

そ して 島 の 入び と に 島 に 伝わ る物語 を板 に 浮彫 に し

た
‘
ス トー

り
一 ・ボ ー ド

”
の 制作を指導 した 。 　

“
ス

ト
ー

リ
ー ・ボ ー

ド
”

は今で も数少な い パ ラ オ の 土産

物 と して 珍重 され て い る 。

パ ラオの ゴーギ ャ ン

　 そ して昭和 6 （1931）年か ら 13 年 まで の 7 年余

りを土方 は ヤ ッ プ の 離 島 、 サ タ ワ ル （当時 の 表記 は

サ テ ワ ヌ ）島で 暮 ら し、 彫刻の 制作を は じめ
、 民話

の 採集、 詩作 、 さ ら に 民族学的研究な ど 、 広 い 分野

に わた る精力的な活動 を行 っ た。パ ラ オ の ゴ ーギ ャ

ン と も呼ばれ る 。 著作 と して は 『パ ラ オ の神話伝説』

『流木』『サ テ ワ ヌ 島民話』『文化の 果て に 』 それ に

詩集 『青蜥蜴の 夢』 などが ある 。

　南洋滞在中は作家 の 中島敦 （1909− 1942パ ラ オ

の 南洋庁国語編 集書記 ： 著作 『虎狩』『光 と風 と夢』

『南島譚』『山月記』な ど）や パ ラ オ の 熱帯生物研究

所 の研究者 たち と の 、幅広 い交友関係が あ り、彫刻

家と して ば か りで な く、 文人 、 詩人 、 そ れ に研究者

と し て の 、多様な才能を余す と こ ろ な く発揮 し、昭

和 52 （1977）年 、 南洋 の 思 い 出に 浸 り な が ら逝 去

した c

土方久功の周囲の人 ぴ と

　上記の 中島敦 に加え て 、直接、間接的に 土方 の影

響を受け 、 探検 に 、 学術的調査 に 、 芸術 の モ チ
ー

フ

を求め 、土方 と前後 して 南洋 に 渡 っ た人び と、あ る
　 　 　 　 　 　 　 　 　 つね ゆ き

い は 田代安定や鈴木経勲 の ほか に 土 方に 影響を与え

た と思わ れ る人び とは 、 た とえ ば次の 通 りで あ る 。

　松岡静雄 （1878− 1936）： 海軍軍 人 で 第
一

次大戦

中、 ド イ ッ 領の ジ ャ ル イ ッ ト島、 コ ス ラ エ 島、ポ ナ

ベ の 占領作戦 に 参加 。 退官後の 1923 年 、 調 査船

「来嶋丸」を派遣 し、
パ ラ オ 、

ジ ャ ワ 、 ボ ル ネ オ 、

セ レ ベ ス 、 モ ル ッ カ 諸島、 ニ ュ
ーギ ニ ア を調査 し た

。

著書 『ミ ク ロ ネ シ ア 民族誌』『太平洋民族誌』）。

　 　 　 　 こ e ん ど

　長谷部言人 （1822− ig69）解剖学 、 人類学者 ：

1927〜29 年、 ミ ク ロ ネ シ ア を調査 した。

　八幡一郎 （1902− 1987）：人類学 者で 長 谷部言 人

に従 っ て ミク ロ ネ シ ア を調 査 した後、 1935年、 マ

リ ア ナ 、
パ ラ オ 、ニ

ュ
ーギ ニ ア を調 査） ［1 ｝ な ど

な ど で あ るQ

　清野謙次 （1855 − 1955）11941 、太平洋協会 の 嘱

託 と して 、 岩倉公爵 、 平野義太郎 らとと も に 、 日本

の 委任統治領の 調査を行 っ た 。 山城丸で サ イ パ ン 、

テ ニ ア ン
、

ロ タ 、
ペ リ リ ュ

ー
、 ア ン ガ ウ ル

、 ヤ ッ プ 、

パ ラ オ お よ び フ ィ リ ピ ン の ミ ン ダナ オ を調 査 し、日

本人 が島民 の衣 ・食 ・住すべ て を 日本化 して い る こ

とを問題視 した 。

　田辺尚雄 （1883− 1984）： 東京大 学理 学 部を卒 業

の 後 、 日本およ び東洋音楽 の 科学的研究を志 した 。

昭和 9 （1934）年、南洋庁 の 委嘱を受け、 ミ ク ロ ネ

シ ア 諸島 の 音楽舞踊 の 調査研究を行な い
、 録音機 や

映写機で 収録 した
。 H本郵船の 春 日丸で

、
ロ タ

、
パ

ラ オ 、 　ト ラ ッ ク 、
ポ ナ ベ

、 ク サ エ 　（現 コ ス ラ エ 丶

ジ ャ ル イ ッ ト、な どを巡 っ た 。著書 「南洋 ・台湾 ・

沖縄 春楽紀行」があ る。

　杉浦健
一

（1905− 1954）：鉚出 国男の もとで 民俗

学 を研究 した 。 昭和 13 （1938） 年 、南洋庁 地方 嘱

託 と して 島民 の 風俗 ・習慣を調査 した 。
こ の 間 、パ

ラ オ 、 ヤ ッ プ 、 ポ ナ ベ （現 ポー ン ペ イ）、　ト ラ ッ ク

（現 チ ュ ウ ッ ク） など を訪れ 、 土地制度や相続制度

を調査 した g 昭和 28 〔1953） に は、東大 教養学 部

の 初代文化人類学部長 に 就任 した 。

　染木　煦は 昭和 2 （1927）年、東京美術学校の 洋

画科を卒業。 1934年 、 南洋群島を 踏査 した。著書

に 『ミ ク ロ ネ シ ア の 風土 と民具』が あ る 。 そ して 太

平洋の 人物 、 風俗を モ チ
ー

フ と した油絵多数を描 い

た 。

　　　　　　　　　　　 （以 ヒ ［1］を参照 した）

±方久功の遺 した もの

　ユ993年に は 『土 方 久功著作集』 全 8巻 が 土梓 さ
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は、冂本の 統治 ドに 入 っ た新 しい 天地 へ の 企業進出

を促 した 。 そ の 代表格 は、 サ イ パ ン 島の 精糖事業と

ロ タ島の 稲作事業を営ん だ西村拓殖株式会社、 サ イ

パ ン 島で 精糖事業を手掛けた南洋殖産株式会社、そ

れ に テ ニ ァ ン 島で 揮子園 の 経営と稲作事業 を行 っ た

喜多合名会社 な ど で ある。こ れ らの 企業は堅実さ と

計画性を欠 い て い た の で 、大正 9 （1920） 年 の 経済

恐慌に遭遇する と、た ちま ち経営が困難に 陥 っ た 。

特に 西村拓殖 と南洋殖産が サ イ パ ン 島に 呼 び寄せ て

い た 1，000人を超え る移住者 は 、 食糧の補 給 が で き

ずに 飢餓状態 とな っ た。 加え て 、 貝殻虫の 大発生 に

よ る椰子 の 被害は 島民 の 主要な食物をも奪 っ た 。

　 こ の 事態は 、 国際連盟 か ら南洋群島の 統治 を委任

され て い る わが国に と っ て 車大 な 問題 で あ っ た 。 南

洋群島防備隊民政部長 の 手塚敏郎 （後の 南洋庁初代

長富） と東洋拓殖株式会社 （国策会社）総裁 の石塚

英蔵は 、 台湾の 新 高精糖株式会社の 役員経験 の あ る

松江春次を含め た調査団を サ イパ ン 島に 派遣 しk ，

　 そ の 結果 、 更洋拓殖株式会社が 事態の 収拾 に 当た

る こ とと な り、当面、食料を緊急輸送する とと もに 、

精糖事業 の 振興策 を練 っ た 。 松江春次を経営首脳 と

する新た な 南洋興 発株式会社 が 、 大 正 工0 （1921）

年に設立 され た 。 移住者た ちに 仕事が与え られ た 。

　松江は、関東大震災 など 、 さ まざ ま な困難を 克服

して 会社の 業績を伸ば し た 。 昭和 10（1935）年 ま で
　 　 　 　 　 　 　 　 ア ん　ニ 　ん

に は、サ イ パ ン島に 酒 精工 場 、 テ ニ ア ン 島 に 精糖

T．場、酒精工場、第二精糖工 場、 ロ タ島に も同 じく

精糖工場を次っ ぎに 完成させた 。

　そ して製糖事業の 収益 は、同社 の 本来の 目的で あ

る南洋群島の 開発 、 すな わち 、 燐鉱 、 水産、農業 な

どの 経営に 注 ぎ込ん だ
。 さ らに 、 オ ラ ン ダ領 ニ

ュ
ー

ギ ニ ア （現 イ ン ド素 シ ア の イ 1丿ア ン ・ジ ャ ヤ ）、
セ

レ ベ ス （同 ス ラ ウ ＝ シ ）、 とテ ィ モ ール 島な どに も

進出 した 。

　昭和 15 （1940）年 に は 栗林徳一 （1896 − 1992）

が第二 代社長 に就 任 した 。 彼は 栗林商船社長 な ど企

業活動 、 貴族院議員な と の 経歴 を もっ 実業家 で ある。

　昭和 工6 （1941〕年 ユ2 月、太平洋戦争が 始ま っ た 。

戦蒔中、栗林は軍 用機と社船を乗 り継 ぎなが ら南洋

群島は じめ 、 ラ バ ウ ル 、 ア ノ ボ ン
、

マ カ ッ サ ル
、 ス

ラ バ ヤ な どの 事業所 の 人び とを激励 して 回 っ た
。

「南洋貿易」が 「南洋興 発」 と合併

　昭和 17 （1942 ） 年
、 戦時中 の 国策 に こ た え て

「南洋貿易」 は 「南 洋興発」 と合併 した 。 新会社

「南洋興発」 の 事業範囲 は、製糖業 、 酒精お よ び製

酒業、鉱業 、 水産業 、 農園業 、 交通運輸業 、 油脂⊥

業 、 さ らに は 貿易業 に 及び 、
二 十数社 の 傍系企業 を

有 し、 4 万 8千人 の 人び とを抱え た
、 国家的使命を

相 う総 合的企業体 に 発 展 した 。

　 しか し、太平洋戦争 の 末期ICは 「南洋興発」 の主

要事業所の 所在地が激戦場 とな っ た 。 特に マ リ ア ナ

3 島で は軍 人、民間入無差別の
“
玉砕

”
をは じめ、

多数の 人び とが犠牲 に な っ た。そ して 昭和 20 （1945）

年 8 月、終戦
……

。

そ して閉鎖

　連合軍総司令部 （GHQ ） か ら国策会社 「南洋 興

発」 の 即時閉鎖 を命 じられ た 。 こ の 閉鎖 は昭 和 29

（1954）年に 解除され たが 、 「南洋興発 1 は再 び よ み

が え る こ とが なか っ た 。

「南洋貿易」の 復活

　昭和 25 （1950）年 、 栗林商会 （本社室 蘭 、 社 長

栗林徳光 ＝徳一
の 長男） の 出資で 、宿願の 「南洋貿

易」が復活 した 。 栗林徳一を社長 として 、 雑貨貿易

を中心に 本格的な事業が再開 さ れ た a

　昭和 31 （1956）年に は 丶 ラバ ウ ル （パ プ ァ
・ニ

ュ
ー

ギ ニ ア の ニ ュ
ー

ブ リテ ン 島）、 ブ イ ン （同 ブ ー
ゲ ン

ヴ ィ ル 島）、 ホ ニ ア ラ （ソ ロ モ ン 諸 島） な ど に 、 多

数 の社員を 派遣 して 太平洋戦争中の 沈船引揚を行な っ

た
。 また「司時に 、

エ ス ピ リ ト ワ
・サ ン ト島に マ グ ロ

集積基地を建設 した，t

　 こ れ らの 事業 に は失敢 に 終わ っ た もの もあ っ た が、

オ ー
ス ト ラ リ ア の 真珠貝養殖 は大成功をお さめ た。

オ
ー

ス ト ラ リ ア政府は、そ の成功を称え て 栗林徳
一

の 銅像を建立 した 。

　同社の 雑貨貿易部門は 、 昭和 38年 頃か ら経 済成

長 の 波に 乗り拡張 され た 。 昭和 43 （1968）年に 栗

林徳五 郎 （徳 ・
の 三男） が代表取締役に就任 した 。

昭和 53年 、 徳五 郎は キ リバ ス 共和国 の （駐 目）名

誉総領事 に 仔命 さ れ
、 ま た そ の 後 、

ト ゥ ヴ ァ ル の 名

誉総領事を兼任 した 。

　そ して
……、初期 の 「南洋貿易」 で 活躍 し た 森

小弁は 、 終戦の 年 に そ の 生涯 を閉 じて い た 。 彼の 直

系の 子孫 だけ で も 1，000入を超え て お り、現在の チ ュ

ウ ソ ク で最 も有力 な家系 とな っ て い る。

　　　 　　　　　　　 　（以 上 ［1」 を参照 した）
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三本六 右衛門は ミク ロ ネ シ ア との 南洋貿易を目的と

す る組合事業を興 した 。 こ の 組合を基 に三本 は 、 翌
　 　 　 　 　 　 　 ひ 　 き

27年、 南洋貿易日置合資会社 を組織 した 。 わ が 国

で 初め て の 南洋貿易を 目的 とす る会社 で ある 。 森小

弁がそ の ト ラ ッ ク支店主任に な っ た 。

　森 は同島 の 有力者 の 娘 イ サ ベ ラ と結婚 し、 6男 、

5女 の 子宝 に 恵ま れ た
。

　 しか し明治 34 （1901）年、日置合資会社で ト ラ ッ

ク在 住日 本人 の 新年会の 最中、 突如 、 ドイ ツ ｝：官に

指揮 された パ プ ア 兵 に 、同席 の 日本人 が連行 され、

東 カ ロ リ ン 諸島か らの退去を命 じられ る事件が起 こ っ

た 。 禁制品を販売 し た容疑で ある 。 しか し当時、 日

置合資会社 を退社 し、 ド イ ツ の 商社 ジ ャ ル イ ッ ト社

の 代理 店業務を行 っ て い た森だ け は 、 トラ ・
ソ ク へ 戻

る こ とが許され た 。 　 （中島洋 『太平 洋学会誌』 第

26号 、 1984． 7）

南洋貿易 株式会社 の設立

　明治 41 （1908）年 、 日置合 資会社 は 、 南洋貿 易

村山合名会社を台併 し て 南洋貿易株式会社 と改称 し

た 。 設立当初は帆船を運航 して マ リ ア ナ お よ び カ ロ

リ ン 諸島と交易 した 。 ［1］

　 こ こ で 、 先人達の 南洋進出を促進す る こ と に な っ

た第一次世界大戦 と戦後 の 南洋群島の統治 に つ い て

述 べ て お きた い 。

第一次世界 大戦 と南洋群島

　大正 3 （1914） 年 7 月 、 第一次世界大戦が勃発 し

た
。

イ ギ リ ス ・フ ラ ン ス の 連合軍 と ド イ ツ 軍と の 間

に起 こ っ た こ の 戦 争の 原因は 、日本 と は直接の 関係

は な い 。 しか し、当時 イ ギ リス と同盟 して い た 日本

は こ の 戦争に 関わ る こ と に な っ た 。

　開戦直後に イ ギ リス か ら ド イ ツ の 東洋艦隊 （基地

は膠州湾青島）の 撃滅 を依頼 され る と、 日本は 第一

次南遣支隊 （山屋 他人 中将）、 第 二 次南遣支隊 （松

村龍雄少将）の 艦 隊を派遣 し、赤道以北 の ドイ ツ 領

の 諸島を ドイ ッ艦隊の 利用阻止 の 名目で 占領 した 。

また 、 大正 6 年 に は イ ギ リス の 要請 を受 け 、 地中海

に も艦隊を派遣 した 。 戦争は ロ本を含む連 合軍 の 勝

利に終わ っ た 。

大戦 中および戦後

　大正 3年に 目本海軍が ドイ ツ 領だ っ た ト ラ ッ ク を

占領 する と、森小 弁は、長年の 在島経験と豊か な人

脈 を生か し、 海軍 と島民 との 間に 立 っ て 、 占領政策

が 円滑 に実施 され るよ う奔走 した 。 彼 は そ の 功績で

勲章を授与 され た 。

　一方、佐世保 で 海軍 の 御用商人を して い た田中丸

善蔵 は 、 海軍が南洋群島を 占領 する と 、 汽船 「9邦

丸」を チ ャ
ー

タ
ー

して 、 多 くの 店員 を引き連れ て 群

島を視察 した 。 そ の 結果 、
「南洋貿易」 と の 提携 に

踏み切 っ た 。 田 中丸は大正 4 （1915）年、同社社長

と な り、増資、海外支店の 設 置、南洋定期航路の 開

設 な どを積極的に行な っ た 。

　当時の ドイ ッ は、太乎洋に広 大な植民地 を保有 し

て い た 。 すなわ ち、西サ モ ア 、 ドイ ッ 領 ニ
ュ
ー

ギ ニ

ア 、
ビ ス マ

ー
ク諸島 、 ナ ウ ル 島、 1885年 に 保護領

と した マ
ーシ ャ ル 諸島、 1899 年 に ス ペ イ ン か ら購

入 した カ ロ リ ン 諸 島、
マ リ ア ナ諸 島 （除 グ ア ム ）、

1899年 イ ギ リス との 協定 で 領有 した ブ ー
ゲ ン ヴ ィ

ル 島 、 ブ カ島で あ っ た 。

　 こ れ ら諸島の 赤道以北 の ミ ク ロ ネ シ ア 諸島を 目本

が 、 以南 の 諸島 お よ び ドイ ツ 領 ニ ュ
ーギ ニ ア

、
ビ ス

マ ーク諸島、
な どを オ ー

ス ト ラ リ ア が
、

そ して 両サ

モ ア を ニ
ュ

ージ ーラ ン ドが 、そ れ ぞ れ占領 した Q

　大正 8 （1919）年の パ リ講和会議に続 くヴ ェ ル サ

イ ユ 条約 に基づ き、太平洋の 旧 ドイ ツ 領 は こ れ ら諸

国 の 委任統治領 とな っ た 。 す な わ ち日本は 、 今日 の

北 マ リア ナ、パ ラ オ、 ミ ク ロ ネ シ ア 連邦、それに マ
ー

シ ャ ル 諸島の 統治を蠢際連盟 か ら委 ね られ た 。

　多数の 目本人が移住 した 。 大正 11 （1922）年 、

パ ラ オ の コ ロ ール に 南洋 の行政府 と して の 南洋庁が

設置され 、 南洋群島を統 括 した 。 昭和 15 （1940）

年に は官幣大社 （宮内省 か ら幣帛を供進 さ れ た 神社

の 中で 最 も社格 の 高 い もの ） と して 南洋神社が建立

され た 。 ド イ ッ 時代 ま で は組織的な学校教育が行 わ

れ て い なか っ た の で 、 同年 、 島の 子 ど も達を教育す

る 3 年制 （支庁所在地で は 2 年 の補修科 を設 けて 5

年制）の 公学校 （小学校）が設立 され 目本語教育 が

徹底 され た 。 南洋の
“

日本化
”

が進 め られ た。

南洋貿易株式会社 の 発展

　
“
南進一路

”
の創業精神を社是に掲げた南洋貿易

の 活動範囲は急 速 に拡大 した 。 ギ ル バ ー
ト諸 島を含

む ミ ク ロ ネ シ ア 全域を拠点 と し て 、セ レ ベ ス （現 ス ラ

ウ ェ シ）、ニ ュ
ーギ ニ ア

、
フ ィ ジー

、
ト ン ガ に至 る 海域

に及 び、40を超 え る 支唐 を 展開 し、 貿易、交通、

運輸 、 農園 、 水産な ど の 事業を多角的に営ん だ 。

南洋興発株式会社の 誕生

　他 方、大正 4（1915）年か ら 8年に か け て の 好景気
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海岸チ ヨ に 到着 した ，

　　　　辺 りは亜熱帯性の 樹 々 が暗い 日蔭を作り、

　　　山腹 に は ニ ヤ ウ リ と い う こ の 島に 群生す る木

　　　が 、 枯木 の よ うな白 い 肌 の 怪奇な森の 様相を

　　　呈 して 、 人間の 気配の 少 な い 沈黙 の 世界だ っ

　　　 た 。そ こ に い る人 間は俥か な白人と真 っ 黒 い

　　　肌 とち ぢれ た頭髪を も っ た容貌魁偉なた くま

　　　 しい 原住民だ っ た 。 ［16〕

　 しか も人び と は 、
ニ ュ

ー ・カ レ ド ニ ア 島が どん な

所か 、
ニ

ッ ケ ル 鉱山 とは い か な る作業を する場所か、

こ れ か らの 5 力年を過 ごす生活の 様 f な ど、何
一

つ

納得 の い く説明は受 けな か 一
⊃ た 。 ま して フ ラ ン ス 語

な ど
一

語 の 教育 もなか っ た っ

　 そ の 後、 9 回 に わ た っ て 契約移民が 行 われ、大正

8 （1919）年まで に 合計 5 千 5 百 69人 が こ の 南太

平洋の 島に 移住 した 。

　　　　　　　　　　　 （以 ．E ［16〕を参照 した）

　大正 7 年 ま で鉱 山労働者 と して E記の 人 び と が渡

航 した後 、 入国が 制隈さ れ た
。 大 正 5年 の 2，595人

が 最 高で あ っ た 。 契約期間後、農業、商業に 従 事 、

あ る い は大 L、左官な と に 転職す る入び とが多か っ

た
。 ［11

　明治 27年、吉左移民会社 に よ り 305人が フ ィ ジー

の 甘蔗耕地 の 労働者 と して 送 り出されたが 、 脚気、

赤痢、熱病 に か か る人び とが続出 し、翌年舶を 出し

て 引 き取 っ たが、全体 の 3 分 の 1 が 死亡 す る悲惨 な

結果 に終わ っ た
。 ［肩

　こ れ らの 他、南米 、 特に ブ ラ ジ ル へ は 明治 41 年

か ら大阪船商笠戸 丸で 、そ して 北米 、 中米、 そ れ に

カ リブ海の 諸国に も、 戦前 か ら戦後 まで 多数の 人び

とが移民 として 、太平洋を渡 っ た，コ

　も とよ り移民で 成功 した人 も少な くな い
。 しか し 、

戦後の め ざ ま し い 経済発展 の 陰に 、 歴史 の 表舞台に

は登場 しな い 「捨て 石」 と し て の 、 こ う した多 くの

人び との 活躍 と労苦が 隠され て い る こ とを忘れ て は

な ら な い 。

4． 南 洋に 夢を託 した人 び と

　徳川以 来の 鎖国が解かれ て 、「
．
曲 に 海外へ 渡航で

き る よ う に な っ た蒔、 抑圧 され た太 平洋 へ の 憧れ は、

人び とをます 、 探検と学術的調査に 駆 りた て た
。

　 田代安定 （1857− 1928） は 明治 19 （1886）年、

南海諸島の 植物お よ び人類学上 の調査に従事 した 。

明治 22 （188q．）年 8 月か ら翌 年 2 月 まで 、 軍艦

「金岡…亅」 に便乗 して 、

ハ ワ イ 、 フ ァ
ニ ン グ島、サ モ

ア 諸島 、
フ ィ ジ ー

、
グ ア ム 島な どを歴訪 し、 学術的

な 調査報告を行 っ た 。 太平洋諸島研究の 先駆者で あ

る 。

　 　 　 つ ね む り

　鈴木経勲 （1853− 1938）は 外務省官吏と して 、 明

治 17 （18M ）年 に マ
ー

シ ャ ル 諸 島を訪 臥 ，退官後

の 明治 19年 、 「忠信丸j で iナシ ァ ン ス キ ー島、ク リ

ス マ ス 島な どを探検した 。 さ らに 上記 の 田代安定 と

共 に 「金剛 に便乗 して 南洋 の 調査を行 っ た 。 著書

『南洋探検実記』『南島巡航記』『南洋風物誌』 な ど

を遺 した 。

　 そ して 、 移民 と海外 へ の 進出を明確に 区別する こ

と は難 しい が 、 新たな企業活動の 場 を求め て 、 勇気

に あ ふ れ る人 ひ どは南洋に進 出して 行 っ た 。 もと よ

り官約で も契約で もな い か ら、 すべ て の リス クは 自

身で 負わ なけれ ばな ら な い
。

　明治 23（189の年 、 東京府 知事高崎五 六 の 要請 を

受け た田口卯吉 は、南島商会を組織 して 、帆船 「天

祐丸」 を買い 入れ 、自ら乗 り組 ん で 小笠原、 グ ア ム 、

ヤ ッ プ 、
パ ラ オ を経由 して ポ ナ ペ （現 ポー

ン ベ イ ）

島に 至 り 、 こ こ に 同商会の 支店 を開設 した 。 日本 と

ミ ク ロ ネ シ ア と の 本格的な貿易 の始 まりで ある。 そ

の 後 、 田 口 は事業 の 継続を断念 し商会を解散 した 。

　南島商会の 商権と 「天祐丸」 を買 い 受 け た 島原 の

小美 田利義 は 、 明治 24 年 そ れ ら を 元 に
一

屋 商会 を

創業 した 。 1天祐丸」 は、ポ ナ ペ を経て ト ラ ッ ク環

礁の モ エ ン 島に到着 した tJ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 もり こ　べ K

　そ の 「天祐丸」 に は同年入社 した森小弁 （1869　一一

1945）が社員 と して 乗船 して い た。

　小美田 は ミ ク ロ ネ シ ア 貿易を継承 して、事業に 専

念 した 。 しか しそ の
一

屋 商会 も経 営不 振で 明治 26

年に 解散に 追 い 込 まれた 。

　南島商会 、

…
屋両商会 ともに きわ め て短命に終わ っ

た 。 しか し 「天祐丸」 の 航海士 で あ っ た佐本常吉は 、

郷里和歌山 の 富豪で あ る 三 本六 右衛門 に ミ ク ロ ネ シ

ア 貿易 の継続 を熱心 に 説 い た 。

　　　　　　　　　　　 （以上 臼 〕 を参照 した）

d ｝ 「南洋貿易」「南 洋興発」 の 人 ぴ と

　明治 26 （1893）年、佐本常吉の 勧め に したが い 、
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太平 洋学会誌　ユ996年 2 月　　第 69号 （第 18巻第 4 号）

第 1回 の 官約移民を乗 せて横須賀を出港 し 、 943人

が ホ ノ ル ル に上 陸 した
。 同 じ年、 第二 船 ・共同運輸

の 山城丸 （注 ；後に合併に よ り 日本郵船所属 とな る）

で も 988人が移住 した c こ の 官約移民1ポ歓 こ サ ト ウ

キ ビ畑で 働 い た 。 ［ll］

　 ハ ワ イ へ の 移民は 、 元年者 153人 、 明治 18 （1885）

年〜27 （1894）年の 官約 移民時代 の 29，069人 、 明

治 27年〜33 （1900）年の 私約移民時代 の 42
，
208 人 、

1898年 の ア メ リカ に よ るハ ワ イ 併合の 後 、 明治 40

（1907）年 まで の 自由移民時代 の 68，326入 。 1907年、

新規の 移民 は禁 d され たが、近親家族や写真 に よ る

花嫁の 呼 び寄 ぜ が 許 され る 「呼 び寄せ 移民 時代」

と称 され、大正 13 （1924） 年移民排斥施行 ま で に

62277 人 、 合計約 20万人が渡 っ た 。 ［1］

　太平洋戦争中 は敵性移民族で あ ると して迫害 も受

け た 。 それ で も二 世か ら三世 へ と世代が下 る に っ れ

て 、 言葉 も流暢に な り 、 周囲 に も同化 し地位 も確 立

して 、 成功す る 人が多 くな っ た 。 「元 年者」 に 限 ら

ず一
世 の 移民達は 、

二 世以降が成功を築 くた め の 礎

石 、
い わ ば 「捨 て 石」 と な っ た の だ っ た 。

　昭和 60 （1985） 年 、 ハ ワ イ官 約移民 100 年を 迎

え た 。 ア キ コ ・マ ス ダ創作舞踊 「捨て 石」 は 移民 、

特に女性の 移民 の 苦労 に 満ち た生涯を、もう一度ふ

りか え っ て考え させ る意味を持 っ て い る 。

  　 グア ム 移民

　上 記の ハ ワ イ 移民 と 同 じ明治元年 、 女性 二 人を含

む 42人 の 移民 が横浜 か らエ ム イ ・ ト ラ デ ル 号 〔国

籍不詳） で 、当時 ス ペ イ ン の 統治下に あ っ た グ ア ム

へ 向か つ た 。

　 3 年聞の 契約 で 農業 に従事 した が 、 過酷な労働 と

賃金 の 不払 い な どか ら、グ ア ム に残 っ た 若干の 人以

外 は、日本に帰 るなど して 四散 した 。 ［15］

　 しか し、 第
一

次世界大戦後の 大正 9 （1920）年、

赤道以北 の 旧 ドイ ツ 領 ミ ク ロ ネ シ ア地域が国際連盟

に よる 日本 の 委任統治領 とな ると、パ ラ オ や サ イ パ

ン を中心 に
、 内地 か ら多数 の 人び とが移住 した 。

｛3｝ 潜水技術者の 移民

　明治 16 （1683）年 、 オ ー
ス ト ラ リア の 要請に 応

じて 、真珠貝採取 の 潜水技術 者 37人 が 、 it・一ス ト

ラ リ ア船キ ュ
ーバ 号 で木曜島に 渡 っ た 。

　
一行の 1

丿
一ダー

格の増田 参之助 は こ う記 して い る 。

　　　　自分共一
同該地 （注 ： 木曜島）に 到着す る

　　　や 、日本人の 既 に 漂流 して 英國人に雇 は るる

　　　 もの 五七人 を見受け た り。 蓋 し此の 者等は諸

　　　邦 より漂泊せ し所の もの に して、潜水等を 目

　　　的 と して 渡来 した る もの に あ らざ る も、野波

　　　小一郎 と云へ る もの の 如 き 、 数年前 よ り本島

　　　に 来り潜水等 を初 め た る よ り数T 円の 資を得

　　　て 帰国せ りと い ふ
。

　　　　自分等一
同、 木曜島に あ る こ と三 日 に して 、

　　　十
一

月十八 日十三 噸内外 の 帆走船六艘に 取乗

　　　り各海上 に 出で しも 、 我 々 日本人 の み の こ と

　　　なれ ば、素よ り地理不案内 に して何れ に 於 い

　　　て 貝類を漁獲 し得 べ きや、更 に そ の 方向を關

　　　知せ ず。 故に 空 しく海 ヒに漂 ひ 、
ニ ケ 月餘り

　　　を費や した り。 自然海底 の模様竝 に 貝類の 生

　　　息す る場所を発 見す るを得た るが故に 、 遂に 、

　　　他の 潜水夫 （略）等 の もの に勝 り、 多分の 貝

　　　類 を採漁 し 、

一
時は 日本人の 名誉沿岸伝播 し

　　　た る よ り、大い に諸会社の 好評を受け 、 各先

　　　を争ふ て 日本入雇入 に 従事せ り 。 ［15］

　そ して 、参之助が 帰国す る頃に は 、 150人以上 が 、

各社に雇わ れ て い た 。 た だ し 、 フ ィ リ ピ ン や マ レ
ー

か らの 労働者 に 比 べ て 言葉 の 不 自由 さ に問題が あ っ

た と い う。 ［1覆

　また 、 明治 21 （1888） 年 、 ク イ
ー

ン ズ ラ ン ド の

甘蔗耕地 の 労働者と して 100人が渡 っ た 。

　明治 24 （1891）年 、 最初の 移民会社 「日本吉 左

移民合名会社」 が設立 され 、 翌 明治 25 年、 ク イ
ー

ン ズ ラ ン ドへ 第 ユ回 50人 を は じめ と し て 、 明 治 27

年の ag　4 回 ま で に 合計 1，305人が 送 り出さ れ た 。 そ

の後、日本政府 に よ る渡航禁止と 、 オ ース ト ラ リ ア

政府に よ る移住民制限法 で 締め 出された。［1］

C4） ニ ュ
ー ・ カ レ ドニ ア 移 民

　明治 25 （1892）年正 月 6 日 、 600入 の 人 ぴ とを 乗

せ た 凵本郵船 の廣 島丸 は南太平洋に 向け て 長碕 を出

港 した。 人 びと は 、 フ ラ ン ス 領 の ニ
ュ
ー ・カ レ ド ニ

ア 島の ニ
ッ ケ ル 鉱 山の 労働者 と して 5年間の 契約で

移住す る船出だ っ た 。 夕闇 の 迫 る頃海面の 向 こ うの

雲 の 上 に 屋久島の 山頂を眺め た の が
、 内地 の 山の 見

納 め だ っ た。

　 1月 25 日、廣島丸は ニ ュ
ー ・カ レ ドニ ア 島 の 東
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予定で あ っ た ． しか しベ リ
ー提督の 香港到着が 遅れ

た ため、セ ン ト ・ メ リ
ー号 は ア メ リ カへ 引 き返 した

。

彦蔵は ボ ル チ モ ア で 市民権 を得 て 、ジ ョ セ ブ ・ピ コ

と して 日系ア メ リ カ人第 1号 とな っ た 。

　 ピ コ は測量船 フ ェ ニ モ ア ・ク
ーパ ー

号で 太平洋の

測量に従事 L た 。 彼は ホ ノ ル ノしか らシ ー ・サ ーペ ン

ト号で呑港を経由 して 帰国 した 。

天 寿 丸

　万次郎 が 金比 羅 丸 で 漂流 した 9 年後 の 嘉永 3

（1850）年 、 紀伊国 日高郡園浦 （和歌山県御坊市園）

和泉屋庄右衛門手船 95G石積み 13入乗組 み の 天寿

丸 が江戸か らの 帰 り、 下田沖で 逆風に あ っ て遭難、

漂流中 に千島列島沖で ニ ュ
ー ・ベ

ッ ド フ ォ
ー

ドを基

地 とす る ア メ i）カ の 捕鯨船 ヘ ン ：」一 ・ ニ ー
ラ ン ド号

〔船長 G ．H ．ク ラ
ー

ク） に 救助 され た 。 洋一ヒで 出

会 っ た ロ シ ア 船 モ リ コ 号に 8名が移乗 させ られ、 ロ

シ ア に渡 っ て 、 同国 の 船で 日本に 送還 された 。

　 ヘ ン リ
ー ・ニ ーラ ン ド号は カ ム チ ャ ッ カ の ペ トロ

バ ヴ ロ フ ス ク港に 寄港の 後 、 捕鯨に従事 し、そ の後

ニ ム ロ
ッ ド号 と い う別 の ア メ リカ船に 九郎 、 菊次郎

そ れ に もう
一

人 （市楠か左藏 か不詳）の 3 人が 移乗

せ ら れ た。 ニ ム ロ ッ ド号に は船長 の 妻子が 乗船 して

い て 、 3入は 初め て 見る ア メ リ カ婦人の 礼節順和 で

しとや か、 しか も晶よ く、姿 も優艶で あ る こ と に感

激 した 。
ヘ ン リ

ー
・ ＝

一
ラ ン ド号 に は 吉松 と虎 （あ

る い は寅）吉が 残 っ た。

　 ニ
ー

ラ ン ド号 もニ ム ロ ッ ド号もハ ワ イ に入港 し、 5

入は再会 した 。

ハ ワ イで の 通 訳に は 、 カ リ フ ォ ル ニ ア

か らの 帰途 、 滞在 して い た中浜万次郎が当た っ た 。

　　　　　　　　　（以 上 〔11］ ［13］を参照 した）

　今 、 私 た ちが 万次郎 は じめ
、

こ れ らの 漂流記を読

ん で感動する こ と は 、 遭難 した彼 らの
‘
生

n

へ の 執

念 と長期に わ た る 困難な 環境 で の サ バ イ バ ル へ の 努

力で あ る。 そ して 、 彼 らを救助 した外国船の 船長 ら

の 国境を越え た 人間愛 で ある。

　海上 で船同志が遭遇 した ときは 、 お互 い に 情報 を

交換 した 。
ニ

ュ
ー

ス は こ の よ うに して 、電話も ラ ジ

オ もな い 時代に 驚 くほ ど短時間に伝 え られ る こ と も

あ っ た 。

　外国船の 船長 らは 、 言葉 の 障壁を越え て 日本 の こ

と 、 日本人の 風俗習慣 な ど聞き出し克明に 記録 した 。

鎖国中とは い え 、 幕府や 藩主 も牛還 した 漂流者か ら

外 国 の 事情や 異国人の 様子 を聞き出 し詳細な調書を

作 っ た 。 漂流者が 自身の 貴重 な異文化体験を記録に

とどめた もの が残され て い る もの もあ り、異文化理

解 の 貴重な歴 史的資料とな っ て い る 。

3， 移民 に青春の 可能性を 賭 けた人 た ち

　維新政府の 外務大 臣に 就任 した榎本武揚は、明治

24年 （1891）、外務大臣官房移民課 を設置 して 、 積

極的に移民奨励策を打 ち出 した。榎本の 移民構想は 、

北海道麗拓の 延長線 Lに あ ると い われ、植民 と移民

を区別する とと もに、契約移民 （出稼移民） に とど

ま らず 、 永住の 目的を も っ て 開拓 、 殖産に 従事す る

移民 と して の殖民 （定住移民 ）を奨励 した 。

　榎本が外務大 臣在任中に移民の た め の現地調 査や

移民が 行 な わ れ た地域 は 、
ニ ュ

ー ・カ レ ドニ ァ島 、

； ユ
ー ・ヘ ブ リ テ ス （現ヴ ァ ヌ ア ッ ）諸島丶 フ ィ ジー

諸島、オ ー
ス ト ラ リア の ク イ

ー
ン ズ ラ ン ド州 、 フ ィ

リ ピ ン
、

マ レ
ー半島南部西海岸、 シ ャ ム 、 メ キ シ コ

な ど で あ っ た
じ 匸8］

（1） ハ ワ イ移民

　 ハ ワ イ に住む日系 3 世アキ コ ・マ ス ダは 、 日本入

の ハ ワ イ移民を テ ーマ に した創 作舞誦 「捨て石」 を

制f乍し自 ら演 じ る
。

　「捨 て 石」 は 日 系 人 の 女 の 物語 で 三 部作 で あ る
。

第
一

部は写真結婚 （注 ： 写真 を見 た だ け で 結婚相手

を決め る）で ハ ワ イへ や っ て 来た
一

世 （注 ： 日本か

ら移住 した きた 日本 入） の 話 、 第．二部は二 世 （注 ：

一
世の 子 ど も達）で 戦前、戦中の 苦難の 時代 を表現

する。 第三部 の 三世 （注 ： 二 世の 子 ど も達）、 自分

の 世代 の お どりで ある 。 〔14｝

　 ハ ワ イ へ の 組織的 な移民 は 、 榎本武揚 の奨励策よ

り早 く、 明治元 （1868）年に 始ま っ た。 こ の 年、 153

人 の 入 び とが サ ト ウ キ ビ畑 の 労働者と して 、 イ ギ リ

ス 船サ イ オ ト号で 太平洋 を渡 っ た
。

こ れ らの 人 び と

を後 に 「元年者」 と称 した 。

　言葉 も分か らず、風俗や 習慣 も全 く異 な る環 境で

芯労が 多か っ た。 とく に 、 上記 の よ うに写真結婚 で

ハ ワ イ に着 い た女性 を待 っ て い た の が、写真とは似

て も似 つ か ぬ 男性だ っ た など の 悲喜劇 も展開 され た 。

　 「元年者」 の 後は、 ハ ワ イ と 日本政府 の 協定に 基

づ く、 官約移民で あ っ た 。 明治 18 （1885） 年、 ア

メ リ カ の 太平洋郵船 シ テ ィ
・オ ブ ・ト

ーキ ョ
ー
号が
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体験 を し、あ る も の は貴重な見聞録を遺 した 。

神 昌 丸

　天明 2 （1782）年 、 大黒屋光太夫 は 、 神昌丸 の 船
　 　 　 　 　 　 t，ら こ

頭 と して 伊勢白子 （三 重県鈴鹿市）か ら江戸に 向か

う途中、 乗組の 16人 と とも遭難 した 。 神昌丸 は翌

年ア レ ウ ト （現ア リ ュ
ーシ ャ ン ）列島の ア ム チ トカ

島に 漂着 した 。 島で 5年を過 ご した後、 カ ム チ ャ ツ

カ経 由で ロ シ ア の イ ル ク
ー

ッ クに到達 し、こ こ で 博

物学者 キ リ ル ・ラ ク ス マ ン の 知遇を 得た 。

　寛政 3 （1791）年、 ラ ク ス マ ン に伴われ て 帰国申

請の た め首都 ペ テ ル ブ ル ク に 赴 き、エ カ テ リ
ー

ナ 2

世に 拝謁 し帰国を 許 され 、 同 5年 に ロ シ ア船 で 根室

に帰着 した 。

　 ロ シ ア 語 を話せ た光太夫は 、 見聞 して きた ロ シ ア

の 政治、経済情勢や入 び と の 生活を将軍家 斉に 詳細

に報告 した 。 また桂川甫周が 光太夫の 見聞に 基づ い

て 著 した 『北磋聞略』 は、ロ シ ア に関す る我が 国最

初の見 聞録 とな る と と もに 、そ れ 以降、近世 の 漂流

記 の 標準的な著作 とな っ た 。 ［8］

　また 光太夫の ロ シ ア で の さ まざ まな 見聞を素材に

して 、 井上靖 が 『お ろ しあ国粋夢譚』 を書 い た 。 最

近の 出版 と して は 、 木崎良平 『光太夫と ラ ク ス マ ン 』

（刀水書房 、 1992． 3 ）　 が ある 。

若 宮 丸

　光太 夫が帰国 し た寛政 5 （1793）年 、 奥州牡鹿郡

石巻 （宮城県石巻市）の 800・白の 若宮丸 は 、 津太夫、

儀兵衛、左平、太十郎 は じめ 16 名を乗 せ て 江戸 に

向か う途中で 遭難、 同様に ア O ユ
ー シ ャ ン 列島に 漂

着 。
ロ シ ア 本 土へ 送 られ た 。そ して 、当時 、

ロ シ ア

が初め て 派遣 した世界
一

周 の 探検船 ナ デ ジ ュ ダ 号

（船長 フ ォ ン ・ク ル
ーゼ ン シ ュ テ ル ン ） に便乗 し 、

日本人 と して 最初 の 世界
一

周航海を体験 した 。

一行

は マ ル ケ サ ス 諸島 （フ ラ ン ス 領ポ リネ シ ア）で は食

人 の 習慣を知 っ て 驚 い た 。
ハ ワ イ で は ア メ リカ入 の

生活を初め て 知 っ た
。

稲 若 丸　　　　　　　　　　　　、

　文化 3 （1806）年、大 阪 の 稲若丸が伊豆下田 を出

港直後に 暴風雨で 遭難 し、 70H 間 の 漂流の 後、 ア

メ リカ船 テ ィ
バ ー号 に救助 され た 。 生 き残 っ た平原

善松、松次郎 、 和三 蔵は ハ ワ イ へ 送 られた 。 後に 善

松の 口述 は 『夷蛮漂流帰 国録』 とな っ た
。

督 乗 丸

　文化 12 （1815） 年、尾張 （名 古屋 ） の 督乗丸

（船頭小 栗重吉） 1200石積 、
16 入乗組、

が 江戸 か ら

の 往航中に遠州灘で遭 難 、
16 ヵ 月の 漂流の 後 、

カ

リ フ ォ ル ニ ア 沖で イ ギ リ ス 船 フ ォ
ー

レ ス タ ー
号 （船

長 ピ ケ ン ト、 後に ア ダ ム ス ） に 救助 さ れ た 。

神 社 丸

　文政 3 （1820）年、陸奥国 （青森県） の 神社丸が

房州 （千葉県）沖で 強 い 西風 に よ り漂流、翌年、パ

ラ オ諸島に 漂着 した 。

長 者 丸

　天保 9 （1838）年、江戸 に 向か っ た越中国富山古

寺町 （富山市古寺） の北前船長者丸 650石積 、 吉岡

屋平四郎 （船主） は じめ 10 人乗 り が 函館経 由で 、

仙 台領唐丹浦 〈釜 石市唐仁町）を出帆 した と こ ろ 、

沖合 で暴風 に襲 われ遭難、数 ヵ 月にわ た っ て 漂流 、

生 き残 っ た平四郎 、 次郎吉 、 六兵衛 、 七左筍門 、 八

左衛門、金藏 ら の 7 人が翌年 、

ハ ワ イ と の 中間 の 海

域 で ア メ リ カ の 捕鯨船 ジ ェ
ーム ズ ・ロ ーバ ー

号に救

助され た 。
ジ ェ

ー
ム ズ ・ ロ

ーバ ー
号 は 、 そ の 年 、

ハ

ワ イ に入港 した 。

　 7人 は パ パ イ ヤ や バ ナ ナ な ど の 南方の 珍 しい 果物

を初 めて食べ た。
ポ イ （パ ン の 実 、

バ ナ ナ 、 タ ロ イ

モ な どを発酵 させ る） は酸 っ ぱす ぎた が 西瓜 は う ま

か っ た。

　平四郎 は じめ 、 日本で は見 られな い 外科手術に 目

をみ は っ た 。 目本語 と ハ ワ イ語 の 対比表 も作 っ た 。

　平四郎は ハ ワ イ に 客死 し、通夜に は カ メ ハ メ ハ 3

世 も弔問 した 。 そ の 後漂流民達は 国王 に厚遇 さ れ た 。

彼等 は 11 ヵ月間 ハ ワ イ に 滞在 し、 天保 14 （1843＞

年 、 生き残 っ た次郎吉 は じめ 、六兵衛 。 七左衛門、

八左衛門、そ れ に金藏の 5 人 は、 ロ シ ア 船で 千島の

エ ト ロ フ 島経 由で 送還 された 。 彼 らの 見聞談 は 『時

規物語』『蕃談』 とな っ て 残 っ た。

栄 力 丸

　摂津国 （大阪府） の 栄力丸 （1500石積） は嘉永

3 （1850）年 、 遠州 灘で 遭難 した 。 乗組員の 彦蔵

（彦太郎）、 船長の 万蔵、 水主 の 次作 、 芸州 （広島県）

の 仙太郎な ど合わ せ て 17 人は 53 日間の 漂流後、 ア

メ リカ船 オ ー
ク ラ ン ド号 に 救助され 、 サ ン フ ラ ン シ

ス コ へ 伴わ れ た 。

　翌嘉永 5 年、一行 は ア メ リカ 軍艦 セ ン ト・メ リ
ー

号で ハ ワ イ経由、 香港に送 られ た。 万蔵は 、 セ ン ト 。

メ リ
ー号艦 内で死亡、ハ ワ イ に葬 られた 。 彦蔵 らは

香港か らペ リ
ー
提督 の 軍艦で 日本に 送 り届 けられる
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一
りz 一

　 　　う に寒い ほ どの こ の 島が 東 へ 崙 りす ぎて い る
　 　 　 　 　 　 　 い 　 　ボ

　 　　もの な ら、伊豆よ りもまだ東 だ ろ うか ？ しか

　　　し東へ 寄れ は寒 くな る と い う こ とは、っ い そ

　　　そ う い う話は き い た こ とが な い
。 世界の は て

　　　は北で は なか っ た 世界の はて に きま っ て い る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あめ つ ち
ぼ
ひ ぷ じめ り と き

　 　　（略） 今 日 こ の 島 に っ い た の が天 地 初 発 と

　 　　も考え られぬ もの で もな い 。 みな気 を大 きく

　 　　して 、 そうい うこ とに した らどんな もの だろう リ

　 　　　他の 四入の もの は 、 で は そ うい う こ とに L

　　　よ うと答 え て 衆議
…
決 した 。

　万次郎達は 143日間の無人島で の生活の 後、
ア メ

リ カ の 捕鯨船 ジ ∋ ン ・ハ ウ ラ ン ド号 に 助けられ 、 天

保 12年 11 月頃サ ン ド ウ x ソ チ 諸島 （ハ ワ イ ） に 送

ヒ） れ アニ s

　万次郎だ け は 、
ジ ョ ン ・ハ ウ ラ ン ド号に とど ま り

捕鯨を続 げた D

太平洋の 万次郎

　広大な太平洋 の izを縦横に 鯨を追 うそ の 航海 の 途

巾、ジ ョ ン 。ハ ウ ラ ン ド号は 、今 日 の フ ィ リ ピ ン、

グ ア ム
、 イ ン ド ネ シ ア

、
ニ ュ

ーギ ニ ア 、 そ れ に 南太

平洋の サ モ ア そ して キ リバ ス な ど に立 ち寄 っ た 。

　 日本人 として最初 に キ リバ ス を訪れ 、 初め て 環礁 の

島を見た ガ次郎は そ の 感想を次の よ う に 記 して い る。

　　　　此 の 島山あ らす （注 ： 山 あ らず）、 平地 に

　 　　 して 檣 （注 ： 船 の 帆柱） の 様 に 見え候 もの は

　 　　皆椰子 の 本 に て 島人其實を常に 食に い た し五

　　　穀 は申す に お よ ばず、水 も無之 の 所 に て
……

。

　 　　［11］

　　　　「其赤道直下に位る を以 て 大気炎熱 、 之 が

　 　　為 に ｛
’
入裸體を常と し……」 「椰子 を編 み 、

　　　こ れ を蓑毛の 如 く垂れ、僅に陰所を覆ふ の み」
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ま

tt ．’ゴニなき

　 　　「毛髪 ハ 宿に て 切 、 又 頂に て 束ね る者 な ど、

　　　各 々雑容我意 に 任せ り （注 ： そ れ ぞ れ お洒落

　　　して い る）」 「家屋太 ハ だ組 、 唯椰木の 四 住を
　 　 　 　 　 　 　 　 　 おお　　　　　　　　　　　　　　　 コ とわ

　　　立、上 に 椰葉を蓋ひ、 ドに 椰葉を茵 、 以 て 此

　 　　に 寝席す」 「鉄輪又は鎖 り之 損 し物等都而鉄

　　　を好」 「鉄物 は包丁 に打直 し候由j ξ12］

ア メ リ カ で の 万次郎

　そ して ジ ョ ン ・ハ ウ ラ ン ド号は 、
ア メ ：J力東岸の

港 ニ ュ
ー ・ベ

ッ ドフ ォ
ー ド に着 く。 そ こ は船長ホ イ ン

ト フ ィ
ール ドの 故郷 フ ェ ア ヘ ヴ ン の 隣Hfで 、 捕鯨 の

基地 で もあ っ た D

　万次郎 は ホ イ ッ ト フ ィ
ー

ル ド に気に 入 られ 、
U∫愛

が られ て 、町 の 学校で 普通 教育を受けた後、
パ ーレ ッ

ト ・ア カ デ ミーとい う程度の 高い 私塾で 航海術を勉

強 した 。

　 19歳に な っ た万次郎 は 再 び捕 鯨船 フ ラ ン ク リ ン

号 に 乗 り、 3年間 、 鯨を追 っ て 世界の 海を航海 した 。

1849年、フ ラ ン ク リ ン 号が ニ ュ
ー ・ベ

ッ ドフ ォ
ー

ドに 戻 っ た時、彼は既 に 1等航海士の 資格を手に し

て い た 。

　万 次郎 は 日本に帰 る決心を した 。 鎖国 の 口本に 帰

る こ と は 国禁を犯 した者と して処罰され る恐れ もあ っ

たが 、 彼は婦国の準備を始め た 。 船で サ ン フ ラ ン シ

ス コ に渡 り、折 りか らゴ ール ド ・ ラ ッ
シ ュ の カ リフ ォ

ル ニ ア の 金山で 働 い て 、 帰国 の 旅費を稼 い だ 。

　万次郎 は帰途 ハ ワ イ に 立 ち寄 り 、 金比羅丸 の 漂 流

仲間 3 人と ともに、嘉永 4 （1851）年、沖縄 に 帰 り

着 い k 。

　　　 　　　　　 （以 ヒ ［11］ ［12］ を参照 した）

　 万次郎の 語学力 と ア メ リ カ体験 そ れ に 操船の 知識

は、幕末 の 冂本に と っ て 極め て 有用で あ っ た 。 彼は 、

そ の 能力を買わ れ て 、 前述の 通 り訪米使節の通 訳と

して 、「威臨丸 i で 再び ア メ i！カ を訪れ た 。

　万次郎の 漂流譚 は 、 上記の 鈍通子編 『万次郎漂流

記 』 （嘉永 6年）は じめ
、 石井民司 『中浜万次郎』

（博文館 、 明治 33 年）、 中濱東一郎が 著 し た 『中濱

万次郎伝』 （冨山房、 昭和 11年） など多数が 出版 さ

れ、詳細 に書 き遺 され て い る 。

　『少年倶楽部1 （昭和 4 年 10月 〜 12月号 ） に も
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 た い よ i　　 ま よ

吉祥寺弘 ・樺島勝一画 「大洋に 迷ふ 」 として万次郎

の 漂流譚が連載され た 。 井伏鱒二 は昭和 12 （1937）

年、前記の 『ジ ョ ン 万次郎漂流記』 を書 き、第 6回

直木賞を受賞 した 。

　最近で も、川澄哲夫 『中浜万 次郎集成』（小学館、

1gge）は じめ
、 中濱博 『私 の ジ ョ ン 万次郎』 （小学

館、1991，5）、 最初に 弓i用 した 津本陽 は 「万次郎 の

生涯 、 椿と花水木 （え ・伊藤三 喜 庵）」 （ig92 年読

売新聞連載）、上 に 引用 した永国 淳哉縮著　『ジ ョ ン

万次郎の す べ て 』（新人物往来社、1992．12）、宮永

孝 『ジ ョ ン ・マ ン と呼ば れ た男2 （集英社、 1994．

1）な ど 、 続 々 発刊 され て い る 。

｛2｝ 江 戸時代の 漂流譚

　万次郎の 漂流と前後して
、 多 くの 船が 漂流 した 。

運 よ く助か っ た人 び と は、鎖国 の 最中 に得難 い 異国
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　 ブル ッ クが 口本入乗組員を 無 能
”

、

“
無知

”
と記

した の は 、日本入 を軽 蔑 した の で はな く、日本人が

自分達の 手で 太平洋を 渡れ る技術の 習得 を期待 した

か らで あ ろ う。 「咸臨丸海を渡 る」 に は 彼 が 、 サ ソ

フ ラ ン シ ス コ で 親切に 日本人を案内 した こ と、そ し

て 病没 した乗組員の 墓を 自 ら造 らせ た こ とが 記 され

て い る Q

　正使 の 新見豊前守
一

行が ワ シ ン ト ン へ 出発する の

を見送 り、副使の 木村摂津守とそ の
一

行 は修理 を済

ませ た咸臨丸で 帰途 に っ い た 。

ハ ワ イ寄港

　途 中寄港 した ハ ワ イ で 、 国王 カ メ ハ メ ハ 4世 の 印

象 を 、 勝 は 自著の 『海斑歴史』 こ う記 した 。

　　　　 T．名カ メ ハ メ ハ ．上人種なれ共状貌雄偉 に し

　　　て厳然 国王 の 儀容具れ り式 （注 ： 謁見の 儀式）

　　　了 て懇談あ り又請 わ る る よ う明年 は予 （注 ：

　　　国丁．） 日本皇帝を訪問 し貴国 に 到 る べ しと又

　　　机 ヒに 陳列 し た る諸 の 珍宝 を観 せ らる其中 に

　　　黄 なる鳥羽 を聚芽編み た る
一

領 の 衣 あ り是は

　　　国祖の 服用 され し も歴世伝て 珍宝 と な せ りと

　　　云 ［11］

　　　　（以上 ［8］ ［9］［ユ0］匚1】］を参照 した）

　思え ば威臨丸 の 航海は 、 口本人 と ア メ リカ人 と の

間の 初 め て の 共同作業で
、

そ の 作業を通 じ て 日本人

は航海技術 の 移転 を受 け た の だ っ た 。 そ して そ の

80 年後、 日本 は同 じ太平洋 を舞台に良か れ悪 か れ 、

ア メ リ カ に 海戦を挑む ま で に成長 した 。

2． 漂流 ／ 漂着 して 異文 化 を 体験 した人

び と

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 え に は ね くに　　　よざむ こほ ：

　『日本書紀」 の 厂雄略紀」 に 、

“
丹波国の 余社郡 の

っ−；blS　　ひ と み づめん む うら C まむこ 　　ふね　　　 の 　　　　　 つ rr 　　　　
−t・C；　　 f’　 め

管川 の入瑞江浦嶋子 、 舟に 乗りて 釣す 。 遂に大亀を
ミ　 　 　　 た ちまち をとA 　 　 is 　　 　 　 　 　 　　 　 4

ら し ナ ニコに 　 　tこ
・1 　 　　 ぞ

得 た り。 便に 女に 化為 る 。 是に 、 浦嶋子 、 感 り て婦
　 　 ゐ い しニ か　　　　うみ　　　 い 　　　　　 と ニ SVt く に 　　 い と 　　　　　　　 ひ 　じ　つ　　 め ぐ

す。 相逐 ひ て 海に 入 る。 蓬莱山に 到 りて 、 仙衆 を歴
　 う

り覯 る
”

（家永三 郎他校注 『日本書紀』 （三 ）岩波 文

庫、1995．6） と記 され て い る e そ れ 以 来、 さ ま ざ

ま に 語 り継がれ て きた浦島太郎は じめ 、必ず しも自

分 の 意志 では な く、偶然の こ と で、あ る い は嵐に遭

遇 して 、 海上 を漂い 運 よ く助け られ ある い は 陸地に

漂着 して 、 貴重 な異文化体験を した 人び とが少な く

な い
っ

働　中浜万 次郎

　　　　船尾を引い た帆は ち ぎれ ん ば か りに は た め
　 　 　 　 　 こ ん び　 ら

　　　 き、金比羅丸 は弦を はなれ た矢 の よ う に 走る
　 　 　 　 　 　 　 　 　 h・じ
　　　が、筆之汞が舵 をあや っ っ て 浜へ 近づ こ うと

　　　す る努力は、む くわれ なか っ た。

　　　　陸岸は しだ い に遠 ざか っ て ゆ く。

　 　 　 　 あ　 な　 ピ　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　そ つ
　　　　北西風の 吹き荒れ る海に は 、

一
艘 の 船影 も

　　　な い＝
　 　 　 　 　 　 　 　 　 くじらと

　　　　「こ の 辺 りは鯨捕 りの 据え浦 （根拠地） じ ゃ
　 　 　 　 　 　 きまはた

　　　け ん 、 ilIecに や 由見小屋力燐 るぞ 。 遠眼鏡で

　　　見張 っ ち ょ る きに 、助 け船出 して くれ るか も

　　　分 か らん 。 皆 、 何ぞ振 れ」

　　　　筆之丞 に うなが され、万次郎 た ちは棒 の 先
　 　 　 　 　 　 　 じ りば ん

　　　に 白地 の 襦袢 （注 ： ド着） をく くりっ け、差

　　　 しあげ て助 け を呼ぶ 。

　　　　だ が 助け船は 、 あ らわ れ な か っ た 。

　　　　「こ げ に 近場 ま で き た の に 、陸 に あ が れ ん
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 i　 　 　 　 　 　 L 　 　；

　　　の か よ 。 情け な い の う櫨が
一挺で もで もあれ

　　　ば なあ」

　　　　筆之丞 が肩 をお とす の を 見た万次郎は 、 は

　　　 じめ て 死の 予感 に胴震 い を した 。

　　　　室戸岬が 潮煙 の 彼方に遠ざか り、 ま もな く

　　　は る か の 海土 に 、 紀州 の 山影 ら しい 薄墨 をに

　　　 じま せ た よ うな隆起が あ らわ れ たが 、 た ちま

　　　ち消え て ゆ く。

　　　　北西風 は なお吹 きす さ び 、 黒ず ん だ雲の 垂

　　　れ こ め た空中 で 、金切 り声 をあげ猛 りた っ 。

　中浜万次郎 （1827− 1898） の 天保 12 （1841） 年

1月 か ら 10年 に お よ ぶ 漂流譚 と海外生活 の 始 ま り

を、津本陽 は 1万次郎の 生涯、椿 と花水木 （え ・伊

藤二 喜庵）」（1992年読 売新聞連載）で 、 こ う書 き

出 して い る 。

　金比羅丸の 5入 、 す なわ ち筆之 丞 （ある い は伝蔵〉、

重助、五右衛門、寅 （ある い は虎） 右衛門そ して万

次郎 は鳥島に 漂着 した 。 もとよ り鳥島と は知 らな い
。

ど こ に あ る の か も分か ら な い
。 彼 ら の

、
そ の 行き先

不透 明で 不 安な心理 を井伏鱒二 は 、 『ジ ∋ ン 万次郎

漂流記』（新潮文庫、平成 6． 7 ） で 代弁す る 。

　　　　こ の 島は何 と い う名前だ ろ う ？ （略）海に

　　　慣れ て い る伝蔵 に さえ もわか らな い こ とは、

　　　他 の 四人 の も の に わか る筈が な い
。 寅右衛門

　　　 は云 っ た。

　　　　 こ の 島は 日 本 の 領土 な の だ ろ うか ？ こ の よ
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海軍伝習所重立取扱と な る 。 勝 は 日本近海で の 操船

訓練 を行な っ た 。 そ して 37歳の と き 、 軍艦操練所

教授方頭取に 任命 され た 。

　そ の前年、安政 5年 6 月 、 品川沖の ア メ リカ軍艦

ポ ーハ タ ン 号 の 上で 、 下田奉行井上清直、 海防掛目

付岩瀬忠震 と ア メ リカ総領事 ハ リス と の 間で 、 日米

修好通称条約が調印 された 。 同時に、 こ の 条約の 批

准書 の 交換を ワ シ ン ト ン で 行な うた め
、 1年以内に

日本か ら使節を派遣す る こ とが決め られた 。

咸臨丸の 航海

　さま ざ まな曲折 の 末、 使節は幕府の 軍艦 厂威臨丸」

で 太平洋を渡 り、 サ ン フ ラ ン シ ス コ か らワ シ ン ト ン

に向か う こ とにな っ た。 使節は 、 正使の 新見豊前守

が上記 の ポ ーハ タ ン 号 に乗船 、 副使 の 軍艦奉行木村

摂津守喜毅が 咸臨丸に乗船する こ と に な っ た 。

　威臨丸 の 艦長は勝海舟で ある 。 通弁 （通訳）主務

に は、 漂流 を契機 とした ア メ 1丿力 で の 経験豊か な中

浜万次郎 （後述）が選ばれた 。

一行の 中には、後に

慶応義塾大学を創立する福沢諭吉 の 名前 も見え る。

そ して 威臨丸に は 、 ア メ リカ の海軍軍人 で太平洋横

断航海の経験が あるブル ッ ク大尉 とそ の 部下が同乗

す る こ と に な っ た 。

　 と もあれ 、 日の 丸を 揚げた 日本の船に よ る
、 初め

て の 太平洋横断で あ る 。 万延元 （1860）年 1月、 北

太平洋を航行する に は最悪の 季節 で ある が、咸臨丸

は品川か ら浦賀に 廻 航の 後、 勇躍 と して 出港す る。

　勝艦長 は
“
メ リケ ン （注 ： ア メ リカ） へ 向か っ て

出帆 ！
”

と号令 した 。 教授方で士官の 佐々倉桐太郎

は 、 伝声管で機関室に
“
カ ク ラ リ （注 ： エ ン ジ ン ）

回せ ！
”

と指示 した 。

　 しか し、冬 の 北太平洋航路で ある。 前途 へ の 期待

はと もあ れ 、 北極方面か ら噴 き出す強風 に よ る波浪

は情け容赦な く襲 い か か る。

　最年少乗組員、 斎藤留蔵がそ の 日記 「亜行 （注 ：

ア メ リカ行） 日記』に書 い た 。

　　　　正月廿 日 、 土曜 、 早暁よ り風猛強 、 波濤甲

　　　板上 に 潅 ぐ事三 尺 或 い は 四 尺 （注 ： 1 〜1，3

　　　 メ
ー

トル ）、 舟の 動揺 も又従 っ て 甚 だ し く 、

　　　其の 傾 く事凡そ廿七、 八度 、 而 も波濤の高き

　　　四 、 五丈 （注 ： 12〜15 メ ー トル ）を下 らず 。

　　　　我が同船の人員初め て此 の擾騒に逢 っ て皆

　　　大 い に疲労 し、人々 互い に狼狽 し、不撓 の 規

　　　律 をも失 し、多人数 の 中甲板 に 出で動作をな

す も の は唯僅か に 四 、 五入の み 。 此の 時に 当 っ

て 帆布縮長上下す る等 の 事は
一

切に 亜人 の 助

力を受 く。 彼等 は こ の 暴風雨 に逢 うと雖 も一

人 も恐怖を抱 く者な く、 殆 ど平常に 異な る事

な く、 諸動を なす 、 之 に継 ぐ者は我が士人 に

て 唯僅か に 中浜氏 、 小野氏 、 浜ロ氏三人の み 、

其の 他 は皆恐懼 し、殆 ど食料 を用 うる事能わ

ざる に 至 る。 ［10］

咸臨丸難航　鈴藤勇次郎筆 ［10］

　木村摂津守 は船乗 りで は な い か らやむを得な い と

して も、 本格的な 遠洋航海 、 と りわ け帆走の 経験 の

浅か っ た勝艦長以 下の 日本人乗組員は 、 船酔 い も原

因 して、荒天の 中 で なすすべ がなか っ た 。 剣術 の 免
　 　 　 　 　 し　 け

許皆伝も大時化の 洋上で は何 の 役に も立 たな い
。

　 1月 22 日 の 日誌 に ブル ッ ク は記 して い る 。

　　　　午前十時 、 針路 、 東北東、日本人が 無能な

　　　の で 帆を十分 に 上 げる事が 出来な い
。 士官達

　　　は 全 く無知で あ る 。 多分悪天候の 経験が 全然

　　　な い の だろ う。 命令 はすべ て オ ラ ン ダ語で 下

　　　され る 。 私は 1ヨ本人が彼 自身の航海用語を持

　　　っ べ き必要を強 く感 じる。舵手 は風を見て舵

　　　を とる こ とが出来な い
。 操舵索や はらみ索に

　　　全 く気 を配 らな い 。 　 ［10］

　 日本入の 中に は、ブ ル ッ ク以下の ア メ リカ人 に操

船の 手助けを受ける こ と を 、 恥辱 と思 う者 も い た。

したが っ て 、 日本人 と ア メ リ カ人 と の 間 に感情 の 軋

轢が生じた 。 そ の人間関係の 修復 に、ア メ リカで の

生活経験の 豊か な万次郎が暴風雨の 最中 、 船内 を奔

走 した 。

　そ して 、そ の 甲斐あ っ て 2 月 26 日 、 咸 臨丸 は無

事サ ン フ ラ ン シ ス コ に 入港 した 。
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び とは 、 勇躍 と して 海を渡る自由を奪われ 、
ヨ ーロ ッ

パ 人が世界の 海 に 乗 り出 した 大航海時代の 最中、 狭

い 島国に 隔離された の だ っ た 。

八代将軍吉宗

　 それ で も知識入達 は、 オ ラ ン ダ語 と 、 オ ラ ン ダを

介 して 西 洋の 知識を移入 しよ うと努め た 。 八 代将軍

吉宗 は、享保 5 （1720）年 、 西洋に 関す る中国書の

輸入規制を緩和 した 。 また 、オ ラ ン ダ入や 中国入を

通 じて海外 の 動植物を積極的 に 取 り寄せ た a1729

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 コ　　　 チ

年 に は 、 清国船に よ り交趾 （ベ トナ ム ）か ら象を輸

入 して 人び とを驚か せ た 。 鎖国の 中で の 吉宗 の 政策

は、人 び と の 関心 を オ ラ ン ダな い し西洋 に向 け さ せ 、

18世紀以降の本格 的な蘭学普及 へ の 基礎 を築 い た 。

銭屋五 兵衛

　銭屋 五兵 衛 （1774− 1852） は加賀国宮腰浦 （金沢

市）に生 まれ た 。 祖先が 両替商を営ん だ の で 銭屋 と

称 し、父 の 代 に 海運業を始めた が 、 天明の 不況 で 廃

業 した 。 五兵衛 は寛政元 （1789） 年 に 家督 を相続 し、

文化 8 （1811）年に 質流 れ の 3人 乗 り 120石積み の

船 で 海上 に進 出 、 北前船 （北前 は 日本海 の 意）全 盛

時代の 波 に乗 り 、 全 国 34カ所に 支店 、 大小 二 白数

1’艘の 船 を持 っ に至 っ た 。

　五兵衛 の 宝銭丸 は 、
ロ シ ア の商船 と出会い

、 洋上

で 取 り引 きする
。

ロ シ ア 船は函館 の 高田屋嘉兵衛、

金兵衛兄 弟 の 船 との 商売を続 け て い た の だ っ た
。 し

か し、高田屋 は密貿易が 発覚 して 取り潰さ れ た 。

　　　　　　 （以上 ［5］ ［8］ 130｝を参照 した）

〈5〕 開国 に さ きが けた入ぴ と

　 t8 世紀末に な る と 、 日本 の 近 海 に 頻繁 に外国船

が 現れ る よ うに な っ た 。 寛政 3 （1791）年に は林子

平 の 著書 『海国兵談』が 出版 され た 。 子平は
U

汀戸
　 　 　 　 　 　 　 　 お　ら　ん 　だ

の 日本橋よ り唐 、 阿蘭陀迄境な しの水路
”

で ある と

海防の 必要 を説 い た が 、 幕府 は人心を惑わ す と して 、

弾圧 した 。 そ の 翌年 に は ロ シ ア 船が 日本人漂流民大
　 　 こう た ウ う

黒屋光太夫 （後述）を乗せ て 根室 に 来 航 し
、 通 商を

求めた 。 幕府 は ロ シ ァ 船 の 長崎入港を認あ る と と も

に 、江戸湾の 防備計画の 立案 と蝦 夷地 （北海道）の

調査を進 め る こ とに した 。

　18世紀末か ら tg世紀初 め に か け て 、 近藤重蔵、

最上徳内、間宮林蔵、 松 田伝十郎 な どが蝦夷地 を探

検 し 、 報告書や 地図 を作成 した c
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ク ナ 　ソリ　　 　　エ　ト　P 　1

　重蔵 と徳内 は 1799年 、 千島列 島 の 国後 、 択捉 両

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 t　 　s　 　 P　 　 7

島を視察 し、 「大 日本恵登 呂府」 の 標柱 を立 て た 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 か ら

重蔵は 、 高田屋嘉兵衛に 航路 を開か せた 。 林 蔵は樺
ふ と

太 （現 サ ハ リ ン）が大陸か ら海峡で 隔て られて い る

こ と を発見 した 。
こ の 海峡は後 に f閤宮海蟆」 と名

　 　 　 　 　 　 い 　の うただたか

づ け ら れ た
。 撰能忠敬は蝦夷地 を 灘量 し、 r大 R 本

沿海輿地全図』 を ま と め 上 げた
。

　嘉永 6 （1853）年 、 通 商を求め る ア メ リ カ の 国使

ペ リーが浦賀 に 、同 じ年 ロ シ ア の 国使プ ゥ チ ャ
ーチ

ン が長騎に それぞ れ来航 し開国 をせ まっ た。い わ ゆ

る 黒 船
”

の 来航 で あ る 。

　翌 年幕府 は 、 囗米和親条約、 日英和親条約 、 そ れ

に 日露和親条約を そ れ ぞ れ締結 した 。 そ して 幕府は

安政 2 （1855）年 、 急遽長崎海軍伝習所を開設 して、

海軍軍人の 養成を開始 した 。 また安政 5 （1858）年

に は 日米修好通商条約を調印 した 。

　各国の 商館が相次い で 建設され 、 輸出品で あ る生

糸 、 茶な ど 、 輸人品 の 綿織物 、 毛織物、砂糖、それ

に武器 な ど が 集散 した
。 仲居屋 璽兵衛 、 高須屋清兵

衛、茂木惣兵衛、原善三 郎、吉田兵衛 、 伊勢屋平蔵 、

増田屋嘉兵衛、杉村甚兵衛など の 商人達が活躍 し始

め た 。

　時代が変わ る慌た だ し い 動 きの 中で 、 215年 間 の

鎖国 は終 わ りを告げた 。

　　　　　　　　　　　 （以上 〔5］ を参照 した）

  　勝 海 舟

　勝海舟 （1823− 1899）が 旗本小普請 の 小吉 の 長男

と して 生 まれ た の は 、 文政 6 （1823）年正月の こ と

で あ っ た。通称が麟太郎で あ る 。 時の 将軍 は 徳用家

斉で あ り、文政期は そ の 前 の 文化期 と併せ 文化 ・文

政期 と称 され る。 7歳の とき 、 将軍家斉の 孫 で 将軍

家慶の 第 5 子初之丞の 相 手役を務め る 。

　15歳の 時 、 島田虎之 助 に 入門 して 剣 の 修行 をは

じめ るが 、 ほ と ん ど同時に 蘭学をは じめ たよ うだ 。

ペ リ
ー来航 の 15年前で あ る 。

蘢　　学

　21 歳 の と き島田 か ら免許 皆 伝 を 受 け、 代 稽 占

（師匠の 代理） と し て 、諸藩 の 江戸 屋 敷で 剣術 の 指

導をす るよ う に な っ た 。

　25歳の 時か ら 2 年 が か り で 、 日蘭辞書を 筆写す

る 。 それ が終わ る と赤坂の 自宅で 私塾を開 き、蘭学

と西洋兵学を教 えた 。

　安政 2 （1855）年 、 33歳の とき幕府に 登 用 さ れ 、

N 工工
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で 軍勢 は 半島か ら撤退 した 。 秀吉の こ の 無謀な侵略

行為は、朝鮮 半島の 人 び と の 心 に 深 い 爪痕 を残 し
L へtん
f壬 辰 の 悪夢」 と して 、 今に 語 り伝え られ て い る 。

　秀吉の 死後、政治の 実権 を探 っ た徳川家康 は、善

隣外交 と貿易促進政策 を実行 し、イ ス パ ニ ア 、オ ラ

ン タ 、 イギ 11 ス な ど 日本に 来航す る外国船 の 保護政

策をと っ た 。

　　　　　　　　　　　 （〔5〕 〔8］を参照 した）

呻 　江戸時代 の 海に 生 きた人 び と

　慶長 5 （1600）年 、 関ケ 原 の 戦 い で 豊臣方 に勝利

した徳川家康は 、 翌年 マ ニ ラ の イ ス パ ニ ア 政庁 と安

南国 （現 ベ トナ ム ） に親書 を送 り、朱印船制度の 趣

旨を述 べ た 。 同 8 （1603）年 、 家康は征夷大将軍 に

任 じられ江戸 に 幕府 を開 い た。朱印船は幕府が発行

した朱印状で 幕府が認 め た 商船で あ る こ とが証明 さ

れ た 。 家康の 朱印船 は今 日 の 台湾、イ ン ド シ ナ 半島、

カ ン ボ ジ ア
、 タ イ 、 ミ ャ ン マ

ー
へ

、 そ して フ ィ リ ピ

ン か らボ ル ネオ 、モ ル ッ カ諸島へ と、交易 の 範囲 を

拡大 して い っ た f

　多数 の 日本人 が 移住 し 、 E 本人 町が つ く られた 。

タ イ の 日本人町で活躍 し た 一一・人に 山田長政が い た 。

山田長政

　長政 （生年不詳、163D 没） は駿 河国 （静 岡県）

に 生 まれ、沼津城主 の 六 尺 （駕籠か き） を務めた の

ち、慶長 1了 ［11612）年 ご ろ 、上記の 朱 印船 で シ ャ

ム （タイ） に 渡 っ た Q

　力量、才覚に す く
1
れ、 ア ユ タ ヤ郊外の 日本人町の

頭領 とな り、 ヨ本人義勇軍 の 長 と して も内戦 。外征

に 功績 があ っ た．：，［NT．ソ ン タ ム の 信任を得て 、最 高

の 官位 で あ る オ ーヤ ・セ ナ ビ モ ク を授け られ たが 、

寛永 5 （1628）年、 国工 の 死後、 王位継承 の 内乱 に

関与 し土 位を狙 う オ
ーヤ ・ カ ラ ボ ム に よ っ て 辺境 の

地 に 左遷 され 、毒殺 さ れた 、、40 裁 だ っ た 。 彼 の 死

後、 ア ユ タ ヤ の 日本 人町 も焼 き討 ち され 、 日本人 の

勢力 は
．．一一

時的に 大 きく衰退 した。

　長政 は生前 、 目本と シ マ
ム の 親善 ・外交に 尽力 し、

貿易家と して も活躍 した こ とは 『異 國 日記』 「オ ラ

ン ダ商館文書」 の よ うな信憑性 の 高 い 資料か ら察 せ

られ る 。 長政 の 没後 か な りの 年を経て 生 ま れ 、 明治

か ら昭和 と受け継が れ た 山田長政伝説 は、業績や 地

位を誇張 ・潤色 し、彼を立身出世の 英雄 。悲劇 の 忠

臣、南進の 先駆者 に iiJ　iZ て あ げた／tt

　い ま、 ア ユ タ ヤ に は 、寺院跡が草むす中に遺 され

往時の 賑わ い はな い 。

支倉六右衛門常長 （あ るい は長経）

　秀 S，P／来の 豪商達 も朱印船貿易で 利益を あ げた，」

海外の珍 し い、ある い は高価な品物が輸入 され、外

国人 の 来訪も多 くな っ た 。

　仙台藩主伊達正宗 は、当時 ス ベ イ ン の支配下に あ っ

た メ キ シ コ と の通商を計画 した，， そ こ で 、 ス ペ イ ン

国王 と ロ
ー

マ 法｛に 使節を派遣す る こ と に した 。 家

臣 の 支倉常長 （1571− 1622） の
．．・
行 140人 は 、

ス ペ

イ ン 人宣教師 ソ ロ テ と と もに 慶長 18 （1613） 年、

サ ン ・フ ァ ン ・バ ウ テ ィ ス タ号 で 牡鹿半島 の 月の 浦

を 船出 し た 。
バ ウ テ ィ ス タ号は 政 宗が 幕府船手奉行

　 　 し x う げ ん

向井将 監 の 応援を得て 建造 した船で あ る 。

　一行 は太平洋を渡 り、 ア カ プ ル コ に ヒ陸 して メ キ

シ コ を横断、大西洋 を渡 り、 マ ド り一 ドで ス ペ イ ン

国王 フ ェ リペ 3世に政宗 の 親書を奉呈 した。 さ らに

ロ
ー

マ に赴 き、
パ ウ ロ 5世 に 同 じく親書を奉呈 した c，

　帰路は セ ビ リア か らメ キ シ コ と フ ィ リ ピ ン の マ ニ

ラ を経由 して、元和 6 （1620）年 に帰国 した 。 しか

し、 国内に す で に始 ま っ て い た キ リ シ タ ン 禁制 と そ

れ に続 く鎖国の た め 、常長の 訪欧は徒労 に 終わ り 、

政宗の 意図は実現 され なか っ た 。

　
一

行の 中 に は居国せ ず、 ス ペ イ ン あ る い は メ キ シ

コ に 定住 した人 び と もあ っ た と考 え られ る ［30］G

　昨平成 7 （1995）年、高橋睦郎 は仙台 フ ィ ル ハ
ー

モ ニ
ー
管弦楽団の ftめ に 「オ ペ ラ支倉常長」の 脚本

（『遠 L、胆凡』　ノ1丶沢書「占、　】995．　2）　を書L、 た c

キ リ シ タ ン禁制そ して鎖国

　キ リス ト教宣教師に よ る国内 へ の 悪影響を恐れ た

二 代将軍秀忠 は、秀吉の 例に な ら っ て 〔1614）年、

全国的に キ ：］シ タ ン禁 制 を公布 し、 宣教師を迫害 し

た 。 上記 の ソ テ ロ も処刑 さ れ た 。

　そ して 、寛永 1Ci（1633）年か ら同 12年 に か け て 、

三代将軍家光 は 日本入の 海外渡航 と帰国を完全 に 禁

止 した。 鎖国で あ る 。 そ の 後 、
ポ ル ト ガ ル 船の 来航

が禁止され 、 外国 と の交易は、オ ラ ン ダと大陸の 明、

そ して 1662年明に 代わ っ て 政権を 握 っ た清国 に 限

り、長蛤の 出島一港に 限定 して 行われ るよ う に な っ

た 。 外国か らの 使節は 、 歴代将軍 の 就任を祝 う朝鮮
つ う しん し　　 　　　 　　 　　　 　　 ぼ L・ガ 　 し

通信使と 琉球か らの 慶賀使 あ る い は国王就任 の お礼

の 言上 の 謝恩 使 の み が迎 え られ た o

　 周開 を 太平洋 に 囲まれ た 海国 日 本 で 海 に 生 きる入
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一Eleotronio 　Library 　



The Pacific Society

NII-Electronic Library Service

The 　PaOlflo 　SOOIety

（44） − 97一 太半洋学会誌　 1996年 2 月　　 第 69号 （第 18 巻第 4号）

男知盛が率 い る平家の 水軍は 、 源義経 を総大将 とす

る源氏の水軍に 瀬戸内海 の檀 ノ浦の 合戦 で破れ、平

家は滅亡 する 。 そ して 、 勝利 者の 義経 もほ どな く兄

頼朝の軍勢に討たれ る 。 まさに
”
諸行無常

”
である。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ！l’．1．
　建永元 （1206）年、 蒙古で チ ン ギ ス汗が 元国を興

す 。 元 は文永 11 （1274） 年 、 日本 に 襲来 し壱 岐、
　 　 　 　 　 　 　 　 ほ う じ ょ うと きむ ね

対馬 の 両島を侵攻 、 北 条 時宗が 日本軍 を 率 い て 防

戦 した 。 弘安 2 （ユ279）年、 兀 は宗を滅ぼ し大陸を

完全に 支配す る。 そ して 同 4 （1281）年 、 再び襲来

す る が 台風 で船軍が難破する
。 入び と は

“
神風が 吹

い た
M

と喜ん だ と い う 。 （注 ； こ の
“
神風

”
に は種 々

の 異説が ある）

　 14世紀 の初 め、鎌 倉幕府 は 建永寺船 を 元 に 派遣

し、足利幕府も元 に 天龍寺船を差 し向け た 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 b 　ニ マ

　 こ の 頃、大陸の 沿岸 を倭冦が荒 らし回 っ て い た c

倭冦 は 、 日本人 と半島、 大陸人の 連合勢力で 、あ る

ときは貿易 をま た ある ときは海賊行為 を行 っ た 。

　応安 元 （1368）年 、 元 に代わ っ て 大 陸の 政権を掌
　 　 　 み ん

握 した明は 、 こ の 倭寇 の 影響を避け るた め に 、 民間

に よ る海外貿易を禁止す る海禁政策を と っ た。 そ の

一
方で 明は 周辺 の 国か ら の 貢物を受 け こ れ に返礼 の

　 　 　 ち よ ： ニ つ

品を贈 る朝貢貿易を よ び か け た
。

そ し て 正式 の 朝貢
　 　 　 　 　 　 　 　 　 か ん ご フ 　ふ

船に は証 明書と して の 勘合符を発給 した 。 そ れ で も

倭冦 の 勢力は 容易 に は衰 えなか っ た e

　足利義満は 、 朝貞貿易 の た め に 遣明船 を派遣 した 。

遺 され た絵 を見る と、 遣明船はか な り大 きな船で 、

　 　 　 ひ　t：tSt き　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 tttn

中央 に 檜皮葺の 立派な居住部が あ り、畳 み 敷 きで 簾
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 I ＃ 　 　 　 ろ

や幕が掛け て あ る。 船 の 動力に は棹 、 櫓 、 帆な どが
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 な し ろ ぽ

用 い られた 。 帆は申世に はお もに 筵帆で あ っ た が 、

後 の 戦国時代に は木綿 の 帆が使わ れ る よ う に な っ た 。

　画僧雪舟 は 、応 仁元 （1467）隼、長年憧 れ て い た

明 に遣明船 で 渡 り、 3年 の 問、新 しい 水墨画を学ん

だ 。 雪舟は 日本の 自然 を写実的に と らえ、単な る禅
　 　 　 　 　 　 み ん 　か

画で もな くまた明 画 で もな い 独自の 自然観を表現す

る画風 を開拓 した 。

　　　　　　　　　　　（以 Ft［5］ を参照 した）

（3｝ 信長 ・秀吉 とそ の 時代の 人びと

　天正 4 （1576）年、安 土城に入 っ た織田信長 は キ

リ シ タ ン の 保護や 南蛮貿 易を積極的に 推進 した 。 そ

し て 、名古屋の 伊藤惣十郎、熱出 の 加藤全朔、堺の

今井宗久な ど の 豪 商が 育 っ た。外国入 も多数渡来す

る よ うに な っ た ． 今 、 「南蛮人渡来 図屏風 」 な ど の

絵画に 、 当時の 様子を か い ま見 る こ とが で きる 。

　天正 10 （1582）年の 本能寺の 変 で 自刃 した織 田

信長 の後を受け て 天下統
一

を果た した豊臣秀吉は 、

文禄元 （1592）年に改 め て 朱印船 の 制度を定め た 。

そ れ以来、寛永 12 （1635）年 に 徳 川幕府 に よ っ て

日本船 の 海外渡 航が禁 1トされ る まで 、 各地 の 豪商が

朱印船で貿易を行い 、海外の 文物が輸入され た 。

　 　 　 　 　 　 　 　 る　そ J＿
納屋助左衛門 （別命呂宋助左衛門）

　堺 の 納屋助 左衛門 （生 、 没 年不 詳） は 、 文禄 2

（1593）年、 呂宋 （フ ィ リ ピ ン ） に 渡 り 、 珍 奇 の 品

物を持ち 帰 り、豊臣秀吉 に 唐傘、壷な ど を 献上 し た
。

特に 壷は 嘱 宋 の 壷
”

と称 され 、 公家 ・大名の 間で 、

高緬 な茶器 と して 珍重 され た 。

　そ の 他 、 京都 の 角倉了以 （i554− 1614）、 末吉吉

安 （1571 − 1617）、長騎の 荒木宗太郎 （生年 不詳 一

1636）、摂津平野 （大阪府平野区）の 末吉長方 （1588−

1639＞、博多の 大賀九郎左衛門 （生年不詳
一1641）、

江戸初頭尾張 （名古屋） の 茶屋新四 郎 （生 、 没年不

詳）、 江戸 前期堺 の 木屋 弥三右衛門 （生、 没年不詳）

な どが朱印船貿易で 活躍 した 。

天竺徳兵衛

　そ の 中の
一入 、 大阪 の 大 竺徳兵衛 （1612一没年不

詳） は 、青年 時代の 海外渡航体験 を晩年 に な っ て 見

聞録 と して 記述 した 。そ の 見聞録 は浄瑠璃 に 脚色 さ

れ 、 あ る い は草双紙に 取 り上 げ られ て 、入 びと の 人

気を博 した 。

　京 の豪商達が 奉納 した豪華 な朱印船の絵馬が 、今

で も清水寺に遣され て い る 。

朝鮮半島侵略

　秀 吉は大陸 の 明を征服 す る途方 もな い 野 望 を抱 い

た 。 そ の た め に まず朝鮮 を服 属 さ せ 、そ こ に明攻略

の 足場を確保す る こ とを策路 した
。 朱印船 の 制度を

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 モ うよ し とも

定め た同 じ年の 文禄元年、小西行長、宗義知、加藤

清正 、小早川 隆影 な ど を は じめ と す る秀吉 の 大 軍

16万が ロ本海 を渡 っ て 半 島に 攻 め 入 っ た 。 各地 で

殺戮が行わ れ 、 民衆に よ る義兵が激 し く証抗 した D

そ の結果、補給路を断 た れ た秀吉軍 は苦戦 に陥 っ た 。

　両国の 問 に 講和が計 られ たが 、 実現に は至 らず 、

慶長 2 （1597）年、秀古は再 び 14 万の 軍勢 を半 島
　 　 　 　 　 　 け じ ：．t1ど う　　き j さ L と ヘ　　　　　　　ノコrJ よ う つ
に 送 り込ん だ ． 慶尚道 の 巨済 島周辺 や露梁津で は激

し い 海戦が くりひ ろ げ ら れ た 。 明 と朝鮮 に よ る反撃

に よ り、戦線 は泥沼 の 様相 を呈 した。

　 そ の 戦闘 の 最中 、 慶長 3 （1598）年 、 秀吉が死ん

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Pacific Society

NII-Electronic Library Service

The 　Paoifio 　Sooiety

Journal 　o 主　
』
rhe 　Yacltlc 　Socletv 　！ 卜ebruarv 　　1996 ノ　鰻a　6Y　〔、

」
oi．18 ，

こ うき ょう

孝 経そ れ に史伝 など の 学 問を教 え られた 。 叔父 の
お だた e

大足は 、
の ち に桓武天 皇の 皇子の 侍講 （先生）をっ

と め たほ ど の 学者で あ っ た 。 真魚 は学問に 大 才ぶ り

を発揮した と い う。

大学入学

　空海は 18歳の と き、 あ こ が れ の 平 城京 （奈 良）

の 大学 （当時全国唯一
の 高等教育機関）に 入学 した 。

しか し授業の 内容 は、ほ とん ど素読で 、 僅か に か た

どお りの注釈が加え られるだ けだ っ た。要す る に暗

記 だけ の 学問で あ る 。 大学入学前の 数年 間 、 叔父大

足か らそ れ らの 大部分をすで に教わ っ て い た空海は、

あ こ が れた大学 の 授業が しだ い に 退屈 な もの に 感 じ

られ る よ うに な っ た 。

儒学か ら仏教 へ

　大学 で の 学問に情熱を もて な くな っ た空海 は 、 近

くの 寺 々 を訪ね るよ うに な っ た 。 そ して大安寺 （南

大寺） の 僧侶か ら仏教修行 の 手 ほ ど きを うける よ う

に な っ た 。 幾篇か の 経典を学ん だ後で 、 大学を中退

し、 そ の 僧侶 の 勧め で 峰入 （山寤修行） に 旅立 っ た
。

　 　 　 　 ぽ　ん　　　　　 き ：うき　 ぼ さ つ 　　　　　　　　　 か つ らぎ

　空海 は役 の 行者行基菩薩 も修行 した葛城山地か ら

吉野の 大峰連峰さ ら に は紀伊の 高野山で も荒行 に励

ん だ 。

太平洋に悟 りを開 く

　空海は最後に 、 室戸岬 の 洞窟に たど り着 い た 。 見

下 ろ せ ば岩場 に 波が白 く砕 け る 。 頭をあげれ ば遥か

沖合の 彼方 、 青 い 空 とそ の 空 を映 した青 い 海が境 も

な く接す る果 て ま で 、広びう と 広が る太平洋 （国際

水路学上は 、 太平洋の 付属海の
一

っ で あ る フ ィ リ ピ

ン 海）が見渡 せ る 。 そ こ はま る で 天が空海 の た め に

用意 して くれ た よ うな大 きな洞が東方 に 向か っ て 凵
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 け ）　tJ’　ふ　 ざ

をあけて い た 、 台座の よ うな岩床 に結跏趺坐すると

眼 前に 太平洋が広が る 。 空海 こ こ で 何 日、い や何十
　 　 タ ラ 「

日 、 真言 を唱え続 け た こ とだ ろ う。

　そ して あ る朝 、 っ い て求聞持法成就の た しかな手
　 　 　 　 　 　 　 こ 　ニ うそ つぼ さ つ
こた え を得た。 虚空蔵菩薩の 光明で あ る明星 の 洞 の

中に さ し こ ん で きた 。 　
“
明星が 口 に入 っ た

”
とも。

こ の 悟 り の 瞬間 も空海の 輝 く瞳は太平洋 の 彼方を見

据え て い た の だ っ た 。

遣唐船 に乗船

　空海は延暦 23 （804）年、31裁で 得度 して正式の
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 う あ く しホう

僧 とな っ た 。 しか も同 じ年 に 、 彼は、留学生 と して

第 16次 の遣唐船 に乗 り込 ん だ 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ふ じ わ ら め か ど 　ゆ

　そ の第 16次遣唐船 の 第一船 に は正使 の 蔟 原 葛野

　 　　 　 　 　 　 Na　4 ）　　　　　　　　　　（43）　− 98一

ま　 ら　　　　　　　　　　い しか わ の みち め ぷ

麻呂 、 副使の石川 道益 らが 乗 っ た 。 空海 もこ の 第
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 に ゆ うとう

一
船に乗 っ た 。 真言密教の 奥義体得すなわち 駄 唐

き ，）i う

求 法
”

と 、 当時 の E］本で 手に は入 ら なか っ た サ ン

ス ク リッ ト （梵語）に よ る教典の 収集な らび に そ の

読み方 の 習得が主な 目的であ っ たが 、何 よ り も彼は

唐 に 行 っ て み たか っ た の だ 。

　 　 　 　 　 はん ガ ん す だ ね ；，さよ きみ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か メ，
　第二 船 は 判官菅原清公 を は じめ と して 、 それ に還

学 生 （唐に渡 っ た経験を持っ 研究者） の 最澄 （伝

教大師）が乗 っ た 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 な に わ　 づ

　摂津国 （大阪府北部 と兵庫県南東部） の 難波津 を

出帆し、 九州 の 太宰府か ら東支那海 の 横飫 に か か っ

た船団 は暴颪雨に あ い漂流す る 。

　空海の 乗 っ た第
一

船 は、 34 日間の 漂流 の 後 に 、

破船同様の 姿で 、 や っ と大陸に た ど り着 い た Q 最澄

の 第二 船 は先 に着 い て い た が、第三 、 四船の 消息は

知れ なか っ たっ

　空海 は唐の都 長安の 繁栄ぶ り に 目を見 は っ た 。 彼

は数かず の 名刹 を訪れ、多 くの 僧 と語 り合い
、 さま

ざ ま な仏典、 教典を筆写 し 、 あ る い は入手 した 。 中

に は仏教以外の 、日本 で は 未だ 知 られ て い な い 宗教

の 教典 も含 まれ て い た 。 真言密教 の 第七代 の 教祖 で

　 　 け い か 　あ　じウ　リ　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　
rt4Lよう

あ る恵果阿闍梨か ら真言密教 の 奥義 を学 び 「遍照金

剛」 の 法 弓を授け られ た o

　人同元 （806）年 、 空海が 長安 を発 っ と き 、 皇 帝

は 「も っ と （唐に ） とどま っ て も らい 、 自分の 師 に

な っ て ほ しか っ た の だが」 と別れ の 言葉を述 べ たと

い う。

　遣唐船 で 大勢 の 入び と が
、 日本と大陸を往来 し唐

ば か り で な く 、
シ ル ク ロ ー ドを通 っ て 、ま た さ ら に

西方の 文物が もた らされ、そ の
一
部は今 H ま で 奈良

の 正倉院に 所蔵され て い る 。 こ れ ら文化の 移入 と同

時に 、日本の文 化も海外に伝 え られ た 。

　遣唐船の 末期頃か ら唐の 商船が来航す る よ うに な
　 　 s・Lべい

り、寛平 6 （894） に は遣唐船 は廃止 され た 。

　　　　　　 （以上 巧 〕 〔6 ユ ［7］ を参照 し た）

｛2） 大陸 と交流 した人 ぴと
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ヨぼっか い

　遣唐船が 廃止 され る前か ら渤海国 （現中国北東部）

と の 間に 国使の 往来が 行わ れ る よ う に な っ た 。 延喜

7 （907）年に 唐が 滅び五代 の 後、宋が 興 っ た 。 交

易船が宋と の 聞を往来する よ うに な っ た 。

　平清盛 は宋 との 交易 を計画 し、大輪田泊 （神戸港）

を修築 した 。 しか し、 文治元 （1185）年 、 清盛の 長
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（42）　− 99一 太平洋学会誌　 1996年 2月 第 69号 （第 18巻 第 4 号丿

と表記された の は 、 それ よ り 6年前の安政 5 （1858）

年に刊行され た イ ギ 1丿ス 人 William 　Muirhea 著 、

塩谷世弘訓 『地理全志』で ある 。 ［1］

　地球 の 表面の 3 分の 2 は海で あ る 。 海 の 半分は太

平洋が 占あ て い る。 そ の 面積は 1億 8 千万平方キ ロ

メ ー トル に およ ぶ 。 付属海として 、

ベ ー
リ ン グ海 、

オ ホ ー
ツ ク海 、 日本海 、 黄海、東支那海 、 南支那海 、

フ ィ リ ピ ン海、
セ レ ベ ス 海 、 ジ ャ ワ 海 、 ア ラ フ ラ海 、

珊瑚海 、 タ ス マ ン 海 ……
。 そ の果 て は 、 イ ン ド洋に、

地 中海に 、 大西洋に 、 そ して 北極や南極 の 海に 続 い

て い る。 太平洋 は、そ の 上 に あ る島嶼国や そ の 周辺

の 、
い わゆる環太平洋 の 国 ぐに の 内海で は な く、世

界 の 海な の だ 。

　 きた る べ き世紀 は
“
太平洋の 世紀

”
ともい わ れる 。

こ こに 、 そ の 汰 平洋 に 生 きた （あるい は生きて い る ：

以 ド同 じ）
”

日本人の 中か ら、 そ の 太平洋 に 関わ る

独 自の
“
生 き方

”

とそ の 猫 き方
’

の 例を、資料、

記 録な らび に創作 な どを引用 しなが ら紹介 しよ う。

　 こ れ らの人 び と の 周囲 に 、 ほぼ 同じよ うに生 きた

人 ぴ と 、 お よ び／あ る い は、活躍 した組織が ある場

合 は、そ れ らの 人びとあ る い は組織の 代表 と理 解 し

て ほ しい 。 したが っ て 、 こ れ ら の 人びとで 、 す べ て

を語 り尽くせ るはず もな い 。 また 、 こ れ らの 中の
一

人が
“
太平洋の 世紀 に生 きる

”
君 の 規範で も な い 。

　 しか し
’
何が新 しい か

”
を見 きわ め る た め に は 、

“
何が 古い か

”
を知 っ て 自ら の 航路を開拓 し、ある

い は変更す る しか ない 。 荒海 を渡る に似 た人生に は 、

テ ヤ
　L

　　　　　　　　　　　　 コ　ノ　パ 　ス

海図 もな けれ ば羅針盤 もな く、 ただ先人 た ち の 航跡

が見 え るだ け な の だ 。

　 本稿 は 、 君が
“
太平洋 の 世紀に生 き る

”

そ の 生 き

方を 自発的に かっ 積極的に 考える動機の
一

っ に なれ

ば 、 そ の 目的を果た した こ と に な る 。

　 なお 、 文中で の 敬称は すべ て 省略 し た 。

1． 太平洋に生 きた先駆者 た ち

　 　 　 　 　 　 　 じ ん む

　『記紀」 には 、 神武天皇が船 を連 ね て 九州 の 日向

か ら大和 へ 東征 した こ とが記 され て い る。

　上記 の 神話に も見 る よ うに 、われわれ の 遠い 祖先

は 、 歴史が 書か れ る以前 か ら船で 海を渡 っ て い た こ

と は間違 い な い だ ろ う。

　弥生時代の 西暦 57 年 、 北九州 の 国王 が 中国大陸

の姦蔆に嶄責（使者を送 り貢ぎ物を贈 る こ と） し

　 　 　 こ う　き　て い

て 漢の 光武帝か ら金印を授 けられ た こ とが 『後漢書』

に 記され て お り 、
こ れ に対応 す る金印 が 、 天 明 4

（1784）年に博多湾の志賀 島で 出土 して い る こ とか ら 、

紀元 1世紀 に は何等か の方法 で 大陸と の 問 の 組織的

な往来の 手段が確立 され て い た こ とは確 かだ ろ う。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ひ　 み　 こ

　 189年 に耶馬台国の 女王 とな っ た卑弥呼 は、漢 に

　 　 　 　 ぎ

代わ っ た魏に 239年に朝貢 して 、「親魏倭王」 の 称
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ぎ 　 し　 わ 　 じ ん で ん

号と金印を授 け られたこ とが 『魏志倭人伝』 に記録

され て い る。 耶馬台国 （耶馬壹国説もあ る）が ど こ

に 所在 した か に つ い て は議論が 分か れ て い る し、 や

が て 歴史の表舞台か ら は 消え て しま う 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 し ん 　　 ttん そう　　 サ iT

　 日本は魏に続 い て 大陸に 興 っ た晋、南宋、粱 な ど
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 しら　ぎ

に 使者 を送 る 。 朝鮮半島の 新羅か ら使者が来 る。 日

本海を挾ん で の 朝貢外交が活発に な る。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 お e の い も　：　　ず い

　推古 15 （607）年 に は 小野妹子が随に 派遣さ れ国

交が始 まり遣随船が 両国 の 閤を往来す るよ うに なる 。

し ょ め い

鑷明 2 （630）年か らは 、 随 に 代 わ っ た唐 に 遣唐船

が遣わ され始 めた 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 こ つ　く　 り　　　くだ ら

　 7世紀 の 中頃 、 朝鮮半島で は、唐 と高句麗 、 百済 、

L ら　ぎ

新羅そ して 日本が 入 り乱 れて 戦 っ て い た 。 斎明 6

（660）年 、 百済 は 唐 と新羅 の 連合軍 に 敗れ た
。

　天智 2 （663）年 、 安倍引田比 羅夫 らが率 い る 日

本の 水軍が 、百済を支援する た め 日本海を渡 っ た。
　 　 　 　 は くずきの え

しか し、 自村江 （朝鮮半島西岸、錦江下流） で 唐 ・

新羅 の 連合軍 に大敗を喫 した 。

　 なお こ の 当時、 大和王朝と並ん で九州 に も王朝が

存在 し、 白村江で戦 い に 敗れ た の は 、 九州王朝が 派

遣 した水軍で あ るとす る説もあ る。 （［4 〕参照）

　 い ず れ にせ よ、われわ れの 祖先が海外で 闘 っ た 最

初 の 大規模 な海戦で あろ う 。

　 　 　 　 　 か んぺい

　遣唐船は寛平 6 （894）年 ま で の 264年 の 間 に 19

回企て られ た 。 大型帆船の 4艘だて で 、 こ れに正使、

副 使 らの 使節、留学生な どの 学生、通訳、従者 、 職
　 　 か　　こ

人、水夫な ど、 100人 か ら 300入が乗り込 ん だ。

　 唐の 僧鑑真が天平勝宝 6 （754）年 、そ の 遣唐船

で 来 日 して 、唐招提寺を建立 した 。

　　　　　　 （以上 ［3ユ ［4 ］ ［6 〕を参照 した）

｛3＞ 弘法大師 （空 海）

　空海 （774− 834） は 、 宝亀 5 （774）年 、四 国 の

讃岐国屏嵐ケ浦 （香川県多度津町か ら善通 寺の あ た
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ま　 お

り） に生 ま れ 、 幼名を真魚 と名づ け られ た。海辺 に

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あ とのおおた り 　 　 ろ ん ご

育 っ た真魚 は、幼 い 時か ら叔父の 阿刀大足 に 、 論語 、
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若い 世代の た め の シ ン ポ ジ ウ ム 「21 世紀の 太平洋に生 き る」 資料

太平洋 と 日本人

太平洋の 世紀に 生 きる君に

は じめに

　太古 の 海 、 それ は生命 の 発祥 であ っ た 。 さ まざ ま

な生物が海 に生れ 、 育ち 、 あ る もの は栄 えあ る も の

は衰え た 。 陸に 上が る もの
、 空 を飛 ぶ もの ……

。

　人間の 存在 もこ れ らの 進 化 と淘汰の ひ と っ の 過程

に す ぎな い の だ ろ うか 。

　 と もあれ人 びと は 、 火を使 うこ とを覚え 、 野獣と

たたか い
、 あ る い は それ らを飼 い 馴 ら し、害虫や毒

蛇を避 け、山野に食 べ られ る草や木の 実を求め、あ

る い は大地を耕 した。 海か ら も魚 や員 、 そ れ に 海草

を採 っ た
。 『古事記』 に 日 く、

　 　 　 　 　 　 ほ ご り のみ こ l 　　 う み 　F 　 ち　ひ　 ニ
　　　か れ、火 照 命は海佐地毘古 （注 ： 海幸彦）
　 　 　 　 　 　 Ll 「：　　 ひろ も の　　　　　　　さ　も　む 　　　　　　　　　ほ を り の ら こと

　　と して、鰭の 広物 、 鰭 の狭物を取 り、 火遠理命

　　は嚴拷亀麁舌（注 ： 山幸彦） と して
、 毛 の 麗暢、

　 　 　 　 に こ tc

　　毛の 柔物を取 りた ま ひ きc （次 田真 幸校注 『古

　　事記」（ヒ）講談社学術文庫 、 199．　5，7）。

　そ の 海幸彦の 釣具を借 り、慣れ ない漁に 出て 大切

な釣針 を失 い意気消沈 の 山幸彦は 、
“
我、そ の 船を

　 　 　 　 　 　 　 　 しま　　　：　　　　　　　　　　
t／ま　　　み　 ち

押 し流 さば 、 や や暫 し往で ませ 。 味し御路あ らむ。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

／tt　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　 い 　 F 　　
’

　
レ

すな は ちそ の 道 に乗 りて 往で まさば、魚鱗 の 如造れ
　 4　サ　　　　　　　た つろわか み　　　　　　　　　　　　　　　　　 しほ つ ち

る宮室 、 それ綿津見神 の宮 な り
”

（同） と塩椎神 の

助力を得 て
、 海 の

“
宮

”
に 到達 し、 釣針を探 し当て

る。そ れ は神代の 航海か
、 は た また漂流だ っ た の だ

ろ うか e

　ともあれ 、 簡単 な筏や丸木舟で も、 遠 くに旅 し た

り重 い物を運ぶ に は便利だ っ た 。 『古 事記』 と 『日
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あ まの と りふね

本書紀』（併せ て 『記紀』）に も葦船、天鳥船、ある

い は熊野諸手船など と名付 け られ た船が登場す る。

　い っ の 頃か らか船に 帆を張 り、 風の カを利用 す る

よ う に な っ た 。 そ の 船 に 乗 っ て 、さ まざ まな人び と

が海の 向 うと こ ち ら の 間を往来 した 。 そ れ に つ れ て
、

向 うの 文物が渡来 し、 また 、 こ ち らの それ らが伝え

られ た 。 家族 と別れて兵士が戦場に赴 き、洋上で 血

な まぐさ い戦闘が行 われ る こ と もあ っ た 。

銅鐸 （福井県大石村出土）に 見る舟

　私たち の 祖先 は、『万葉集』 に H 本 を と り ま く海

を 、 お お らか に 、 そ して繊細 に 、歌 い あげた 。

　 　 　 た 　 こ 　　　　　　　　　　
　コ’

　　　田兒の 浦 うち出で て みれ ば真白に ぞ
　 　 　 　 l　 じ

　　　　不盡 の 高嶺に 雪 は ふ りけ る （山部赤人）
　 　 　 む　 こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 い さ n

　　　武庫 の 海に はよ くあ ら し漁する
　 　 　 　 あ　 ま

　　　　海人 の 釣船波 の 上 ゆ見ゆ （柿本人麻 呂）

　　　わ た の は ら八 十島か けて こ ぎい で ぬ と
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ＃ ん 　ぎの た か む ら

　　　　人 に は告げ よ 蜑の 釣 り舟 （参 議 篁 ）

　海や船を題材と して 、 数多 くの 歌が詠 まれ た 。 神

話や伝説が伝え られ た 。 紀行文や 随筆そ れ に 小説や

戯曲の 創作 もな され、絵も描かれ た 。

　考古学者の 調査結果か ら、 コ ロ ン ブ ス 以 前に ア ジ

ア か ら太平洋 を渡 り、ア メ リ カ大 陸に 到 着 した人 び

とが い て 、 そ の 中に は 日本人 も含まれ る とする推論

もな 9 れ て い る （C．L．ラ イ リー編著 ・古田武彦訳

著 f倭人 も太平洋を渡 っ た 』 八幡書店 、 昭和 62，6）。

　そ の 日本 を取 り巻 く海が 「太平洋」 と 日本語で は

じめ に表記 され た本 は
、 文久 3 〔ユ864）年刊の ア メ

リ カ人 ブ リ ッ ジ メ ン 述 ・ 箕作阮甫訓 『聯邦志略』 で

あ ろ う。 「太」 で は な く 「大」 を用 い て 「大平洋」
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