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大 供会座談 会の 記録

　造 船 学 会 の 鋼船工 作法研究 委 員 会 は ・ 昭 和 21 年 12 月 の 発 足 以 来 ， 満 25 年有余の 歳 月 を 閑 し ，

そ の 闇わ が 標造船業 界 に 大 き な貢献を果 し て ま い りま し た 。 こ の 委 員 会 は 終戦当時 ， 各 社 の 現 場工

作 の 中堅 技術 者が ， 手弁当 持 参で
一裳 に 集 ま り ， 東京大 学 の 吉議教授 （当蒔〉 を 中心 に ， 敗戦に よ

り壊 減 に 瀕 した 日本 の 遭船工 作技術 の た て 直 し と， 新 し く ア メ リ カ か ら導入 され た 渚 接技 術 な どの

吸収消化に 日夜著 い 情 熱 を 燃 や し た も の で あ ります 。 　　　　　　　　　　 ．　　　　　　　　 ．

　各 社 の 現 場第一線 の 披 術者が 所属す る 企業の 壁 を こ え て ，建造実績や 新 し い ア イデ ア を生 の ま ま

持 ち 寄 り， 切 礒琢 磨 し 合 う と い う こ の 委禺会 の 性格 は ， 脈 々 と し て 現 在 に も継 承 さ れ て お りま す が ，

こ うし た 委員会は 目本 以 外 の 各造船国 に も 例 を 見 な い も の で あ り， こ の 委員会活動が 今 日の わ が 国
造 船 業 の 隆 盛を も た ら し た 蔭 の 推進力 に な っ て い る こ とは，内外か ら認 め ら れ ， か つ 賞賛 さ れ て い

る と こ ろ で あ りま す 。

　咋 年暮， 本 委蹟会 の 25 周 年 を 記 念 し て ， 委 員会 発 足 当初 お よ び ， 縞 装分科会設置当時 の 委員長 ，

主 査 な らび に主 だ っ た 委員 の 方 々 に お 集 ま りい た だ き ， 本委 員 会 に ま づ わ る 幾多の 思 い 出 を 語 う て
い た だ き ま した の で ， 以 下 に そ の 座談会 記 録 を 採鎌 い た し ま し た

。

　当 日 ご都合 が わ る く， ど う して も ご出席 い た だ けな か っ た 方 々 も多い の で ， と ぼ遍垢も多 い こ と
と 思 い ま す が ， こ れ は 後 日 また 同 様 な 会 合が 催 され た ときに 補 足 し て い た だ く こ と と し，こ こ に 当
日の 記 録 を ご 紹介 い た し ます 。

　　　　　　　　　　　　　出 席 者 一
覧 表 　 　 （ア イ ウ エ オ 順 ）

氏 　　　名 鋼 船工 作法委艮会 へ の 参 茄 時 期
委員会参 加 当 時の 所属会杜， 役職名
　 （現 在 の 会 社 ， 役 職 名）

浅 　 沼 　　　弘 第　1　回　委　員　会　よ　り　参　加
口 本 鋼 管　鶴 見 造 船 所　造 般 部 長 心 得
　 （日 本 鋼 管 工 事　　社　　　　　長 ）

荒 　 木 　 　 　晃 委　員　会　初 　期　か 　ら　関　与
三 菱 造 船　神 戸 造 船 所　鉄 工 場 長

　 （西 菱 エ ン ジニア リ ン グ　専務販 締 役）

狩　野　忠　男 準　備　委　員　会　よ　 り　参　加
浦 賀 船 渠 　浦 賀 造 船 所　船 穀 工 場 長

　 （岡　崎　工 　業　　副　　社　　長 ）

木　原　　　博 昭 和 29 年 11月 よ り第 1 分科 会 主 査
東 京 大 学 工 学 部 船 舶 工 学 科 教 授　

』

　 （大阪 大 学 工 学 部 濤 接工 学研究施 設 教授）

後　藤　　　彰 第　 1　 回　委　員　会 　よ　 り　 参 　加

三 菱造 船　広 島 造 船 所　造 船 部 工 務 課 長
・

（靉 雛 纂蓮・講
笹　 山　 徳 太 郎 第 　7　回　委　員　会　よ　り　参　加

三 井 造 船　玉 野 造 船 所 　造 船 工 作 課 長
　 （三 　井

．
造　船　　曠　　　　　間 ）

中　村　成　勝 昭 和 26年 11 月 よ り第 2 分 科 会 に 参加
日 立 造 船　桜 島 工 場　造 船 部 造 船 課 長
　 （日　立　造　船　　特　別　顧　問）

長 谷川 　鍵　二 準　備 　委　員　会　よ　 り　 参　加
川 崎 重 工 業艦 船工 場 造 船 部工 作 課 繊 装 工 場 掛 長

　 （川 崎 重 工 業 　 副　 社 　　長 ）

松　山　　　泰 準　備 　委　員　会　よ　り　参　加
播 磨 造 船

』
所　造 船 部 工 作 課 長 心 得

　 （石 ハi島 造 船｛匕工 機 、　　 社　　　　　　　長 ）

吉 　 議 　雅 　夫 準 備 委 員 会 当 初 よ　り　参 加
東 京 大 学 第 2 工 学 部 船 舶 工 学 科 教 授
　 （日本 学 術 擬興会　　理 　　事　　長 ）

特 別 出 席
元 　良　誠　 三

一
（東京 大 学工 学 部 傾 舶 工 学 科 教授）
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・1go 日 本造 船 学 会 誌 第 514 号 （昭 和 47年 4 月）

は　じ　め、に

　長谷川　　本 日 は 往年の 鋼船工 作法研究委員会発足当

初 の メ ン バ ーに お 集ま りい ただ い た機会に ， 当時の 思い

出などを語 っ て い ただ き， な ん らか の 形で これ を後世に

残 し た い と考え て お ります 。 私 ど も造船に たず さわ る者

とい た しま して は ，
こ の と こ ろ ドル シ ョッ ク な どで ， 必

ずし も安閉とは して お れ な い の が 実状ではありますが ，

過去 10 数年間にわ た り， 進水量連続世界 1位とい う業

績を上げ て い る こ ともまた隠れ もない 事実で あ りま す。

そ こ で 日本人か らも外国人 か らも ， な に か とい うとこ の

輝か しい 業績の よ っ て 来る原因を質問されます 。

　私ども と うした質問を受け る た び に 思 い 浮か ぶ の が 工

作法委員会の こ とで あ ります の で ， こ れ に対する答えと

しま して ｝ われわれは 戦後 20 数年間 ， 造頗学会 の中に

鋼船工 作法研究委員会 を作 り， 各造船所 ・各工 場か ら技

術屋が集まっ て ， 経験や実績 を披露 し， 新 し い ア イ デ ア

を発表し合い ， 皆がい っ し ょ に 研鐵 し合うよ うに して き

た か らだ と答 え る こ とに して お ります 。

　さい わい 委員会発足当時 の 方 々 が 大供会 と称 して 懇窺
．

の 会を開い て お ります。 第 1回は さ る 10 月 6 日で あ り
1
ま した が i 今回第 2 回 の 世 話役 をお お せ つ か りま し て，

この 機会に委員会の い ろ ん な事蹟をふ り返 っ て 座談会形

式で誘っ て い た だ き， 造船学会 の た め に記録 に 残 して お

きた い と企画い た しま した 。 どん なもの に な るか 始ま っ

て みない とわか りませ ん が ， 約 2時間ばか りい ろ い ろ と

思い 出を語 っ て い た だきた い と思 い ます 。

　ま ず ， 発足当時 の委員長 で あ っ た 吉識先生か ら， 委員

会が で きる 以前 の 事情 に つ い て ，い ろい ろ と思 い 出を話

して い た だ き， そ の 後年代に した が っ て 進め て まい りた

い と思い ます 。

鋼船工作法研究委員会設立 まで の経緯

　言 臓　　長谷 川 さん の ご指名を受 け ま した の で ， それ

で は 皮切 りと し ま し て ， 私 か ら鋼船工 作法研究委員会 の

発足 に まつ わ る 思い 出話を させ て い た だきます 。

　鋼船工 作法研究委員会の 準備委員会が 開 かれ ま した の

は，い ま か らち ょ う ど 25 年前 の ， 昭和 2！年 11月 8 日で

あ りますが ， まずそれ以前 の い きさつ につ い て お 話 し い

た します 。 ち ょ うど こ の 準備委員会が招集 され る 1年ほ

どま え，た しか 終戦の 年 で ある昭和 20年 の 11月 か 12月

の こ ろだ っ た と思い ますが ， 当時造船協会 （現 在の 造船

学会 の 前身）の会長で あ っ た井 ノ n 常雄先生に私が呼ば

れ ま し た。 先生 が お っ し ゃ るに は ， 戦争中に は 造船協会

の 中に 技術委員会 とい うも の が あ っ て ， 技術 に 関す るい

ろ い ろの 問題を研究 して い た もの だが ， 敗戦とい うこ と

に な っ た今 白， こ れ か らの 日本再違 の ため に い っ た い 造

船協会と して なに をや っ た らよい だろうとい うご相談を

受けま した 。

　私は こ の こ下 間 を 受け る ま え か ら， あ る 1 つ の 考え を

も っ て お りま して ， この 機会に そ の 考え をもとに して 詩

答えを申 し上げた の で すが ， 井 ノ ロ 先生 へ の お 答えに 入

る ま え に ， こ こ で 少 しそ の 考え とい うの をご説明 します

と．， そ れ は つ ぎの よ うな こ とで あります。

　 い っ た い ， 学問 と して の 造鉛学は 従来か ら抵抗， 推

進 ， 構造， 振動 ， 船体運動とい う分野が主体で あ りま し

た 。 それ以外 に も設計とか 繊装とい うもの もあ りま した

が ， こ れ らは ま だ経験 の集積 とい っ た域を出ず， こ うい

っ て は 叱 られ るか もしれませ ん が ， 学問的体系をな して

い た とは い えない もの で あ りま した 。
ま し て 船 の 工 作法

それ 自身に つ きま
IU

て は ，

一
部海軍な どに お け る研究は

あ りま した が1 とて も造船学の一分野 とは考えられ も し

て い な か っ た の で あ ります 。

　で あ りますか ら，少な くと も学問分野 と して す で に 確

固たる地位を しめ て い るもの に つ い て は ， これか らさき

も， 特に ど うこ う しなくて もそ れ 自身で 発展を続けて 行

くで あ りま．し ょ う。
し か し工 作法 と な る とそ うは い か な

い 。 い わ ん や戦争中， 戦時標準船の建造が主体 で あ ウ た

関係上 ， 民間造船所の 建造技術 とい うもの が た い へ ん か ・

た よ っ た状態 に な っ て い ま した か ら， こ れ を立 て な おす

こ とが非常 に 重要な課題 とな っ て お ります 。 しか も， 今

後 日本が 敗戦 の 廃虚か ら立ちなお っ て 行 くた め に は ， ぜ

ひ 造船を伸 ば して 行 か ね ばならな い とい う こ とは あ きら

か で あ ります 。

　 も っ と も ， そ の こ ろは皆 が そ う思 っ て い たわけで は あ

りませ ん の で ， 当時の 政治家は ， 日本は戦争に負けて し

ま っ たの だか ら， 狭 い 日本で食 っ て い くた め に は，これ

か ら農業立国で い か ね ばな らぬ 陰どと言 っ て お りま した

が，私 はそ う思い ませ ん で した 。 狭い 日本に 7千万 の 人，

々 がひ しめ い て い る。 まだそ こ へ 海外 か ら帰 っ て く る人

た ちが 且千万人近 くもい る。
こ ん な国が農業 だ けで や っ

・

て い け る は ずが な い 。 もっ と生産性の 高い 工業立国以外

には ない 。 そ の た め に は われ われは もとも と造韜屋 です

か ら， 皆で 協力 して 日本 の 造舩を伸ば そ う。 これ が私 の

心中に 固い 信念 とな っ て お りま し たの で，さ っ きお 話し

た井 ノ ロ 先生 の お たずね に 対 し て ，
つ ぎの よ うに お 答 え

した の で あります 。 今後 ， 造船を通じて皆が
一

致協力で
’

き る こと を なに か 考え ねば な りま せ ん 。 それ に は 鋼船の

工 作法を研究 し合い
， 貝本中の 造船屋の 知識を 結集す る

方向に も っ て い っ た らい か が で し ょ うか ， とお 答え した
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の で す 。

　そ の と き井 ノ ロ 先生 は だ ま っ て 聞 い て お られ ま した

が ， あ とで これ が 造船協会の 理事会で とり上げられ て検

M さ れ ま して，これ は よ い 考え だ か ら実行 に 移そ う， つ

い て は 吉識 お ま えが研究委員会の 準備委員会 を招集せ

よ とい うご下命を受けたわけ で あ ります 。

　実は 私が 工 作法 とい うこ とに 関心をもち始 め た の は ，

井 ノ ロ 先生 の こ下間 を受け た 頃 よ りも J も っ と 以前 の こ

とで あ りま して ，私は大学を昭和 5 年に 卒業 しま したが ，

くわ しく言うとそ の頃に さか の ぼ るの で あ ります 。 当時

私も 学生 と して 方 々 の 造船萠 へ 実習に 行 っ た もの で す

が ， ど こへ 行 っ て も，先輩が 私を掴ま え て ” 造船屋 に なる

の な ら， 学校 で 習 っ た こ となん か 使 い もの に な らぬ ， は や

く忘れ て しま え と， ま さ に異 口 同音 に い われたもの で あ

りま す 。

・
（笑声） 皆 さ ん も ご記憶が あ る と思 い ます。

一

方，工場の 設備を見回す と30〜ro年 もた っ た古 い 施設を

10年 1 日い や文字 どお り40 年 且日の ごとく使 っ て い る 。

　私 は 当時 ， 若 気 の い た りか も しれ ま せ ん が ， こ うし た

状態に 強 い 反発を感 じた もの で あ りま す 。 それ で 造船 と

い うもの が こ ん な事 で よい の だろうか ， とい う考えが頭

に あ っ た もの で すか ら，そ の 後私 は 造船所 へ 行 くた び に，

現場 の 人 々 の 中か ら 学位を と る 人 が 出な く て は い け な

い，工学の 学位 とい うもの は ， 現場で 新 しい こ と を考え

て ， それ が実際め建造に 役立 て ば よ い の で あ っ て ， 学位

論文に な に も微 分，積分 は い らな い ，あ れ は 1 つ の 手段

に過ぎな い の だ とい うこ と を主張 し続けて きた の で あり

ます 。

　井 ノ ロ 博士 の こ下問 を 受け た と きも ， こ うい う気持か

らさ っ き申 し上 げた よ うなお 答を したわけで あ ります 。

こ う した 経綽があ りま した後， 昭和 21 年私が 造船協会

の 理事に 選ばれ ま して ， こ こ に お い で の 方々 に集ま っ て

い た だき， 委員会設置の 相談をい た しま した 。

　当時の 配録に は ， 委員畏互選 の 結果吉識委員が 当選 と

あ りますが ， 実 は そ うで は な い の で す 。 私 は 大学 で 構造

や強度は多少勉強 しま した が ， 残念な が ら現場の こ と に

つ い て は ， 工 作法 の コ の 字も知 りま せ ん。 だか ら工 作法

委員会の 委員長は で きな い と固 くお 断わ りした の で す が

どう して も辞退するな ら， 皆で選挙 して決定 した とい う

こ とに するとお どか され た 揚句， む りや りやらされ た の

です。

　私 は 準備委員会 の 委員長 だ け を つ とめ ， あ とは も っ と

適当な人に や っ て い た だ くっ もりで い ま した が， とうと

う本委員会の委員長 もや らさ れ ， 昭和 29 年ま で つ とめ

ま した 。
29 年 に は 私 の も う 1 つ の 持論を 発 展 さ せ るた

め ， 東京大学 に 工 作法 の 講座を開設い た しま して ， そ の

講座の 担当者 と し て 木原先生 とい う立派な 先 生 を招へ い

した の で ， これ を機 会 に 委員長 を交替 した わ け で あ り

ます。

　以 上 や や 長 くな りま した が ， こ れ で 皮切 りと させ て い

た だ きた い と思 い ます 。

　木原　　吉識先生が終戦当時， 目本は これ か．ら農業立

国で い か ね ばならぬ とい われ て い た頃に ， 工業立国で な

けれ ば 日本 は 駄 目だ ， 造船 こそ 進む べ き道 だ と喝披され

た の は実に お偉い ， ま さ に 達見だ と思 っ て お りま す。

設立当初の 委員会の こと

一 六 岡 さん の 思 い 出
一

　長谷川　　当時私 と松山さん とが幹事に指名され まし

て， それ か らず っ と出席 させ て 貰 っ たわけです。 笶は今

日 の 大会 も， 25 年前の 今 日第 1回委員会が 開 か れた の

を記念 して 日をきめ た の で すが ， これ は 私の 記憶違い で

してプ よく当時 の 資料を調 べ ま した と こ ろ，第 1 回委員

会 は昭和 21 年 12 月 IS
，

14 日 に開かれ て お ります。 な

お そ の
一

月前の 1且月 8 日に は 準傭委員会が もたれ ま し

た 。

　研究委員会 が発足すると， それ こ そい ろ ん な こ とが論

じ られ ま して ， と くに 第 2 回委員会 で は すで に 写真マ

ーキ ン グが話題 に 上

’
っ て お ります 。 現在は当然の こ と に

な っ て い ますが，当時 に もす で に 着想が 出てお りま し

た 。 この よ うに して ， 新 しい 技術が 皆の 力を 結集 して

研究開発され た の で すが ， 同時 ｝C　135 トン 鰹鮪漁船ブ ロ

ッ ク式建 造 法 の 説明もで て お り， （笑声）　い ま当時をか

え りみ ま して ま っ たく感概無量で す 。

　洩泗　　写真マ ・一一キ ン グ は 六 岡さんが吉繖先生 に お 願

い して 作 っ たもの だ と大 自慢 して お られ た ね 。

　後藤　 そ の と きの い きさつ は こ うでナ。 第 1回の委

員会の とき， 造船所の な か で前時代的なもの ， 改め るぺ

き も の が あ っ た ら ， な ん で も もち寄ろうとい うこ とに な

っ たの で す。 その と き私 は ， あ の 当時 どの 造船所 へ 行 っ

て も現図用の木型 が うず高く積ん で あ っ たもの で す が ，

あれ は 不経済だ， ど う考え て ももっ た い ない か らや め る

よ うに研究 しな けれ ぽ い か ん と提案した の で す。

　そ した ら六 岡さん が一
あの ときの 会場は播磨造船 の

寮で した が一 そ りゃ い い 考え だ，ち ょ っ と待て とお っ

しゃ っ て ， わざわざ自分の 室か らノ ートを と っ て 来 られ

ま して，そ して ノ ートを見なが ら， あん た の言 うとお り

だ ， 自分も昔か ら写真か な にか で 図面を写 して， そ れ を

プ ロ ジ ェ ク トす れ ばもうそ の ま ま で 仕事が で き，木型な

ん か を使わ な くて よ くな る の で は な い か と考え て い た 。

実に今の や り方 は まず い とお っ し ゃ っ た の で す 。
い ま そ
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の ときの お話が出た の で ， ああそうだ っ た な あ と当時の

こ とを思い 出し ま した。

　六 岡 さん は昔 か らい ろ ん な ア イ デ ア を考えて お られ た

もの です。 そ の 委員会 が 終 っ て か らさ づ そ く こ の ア イ デ

ア を広島へ もっ て 帰 っ て 教え た ら， 川 北 さん も た い そ う

賛成で した 。

　實臓　　あれ は い つ 頃だ っ た か， とに か く播磨造船所

の 水 月 の 別館 が で きて 2
， 3 日た っ た 頃 で した が ， 私は

そ の 蜃助教授をや ワ て い ま して ， 学生 の 実習 を見回 る と

い う名 目で播磨造船へ で か け て 行 っ た ん で すが，そ の と

き 六 岡さん は ， ち ょ う ど造船部長 に な りた て の 頃 で し

た 。 そ して ， わ ざわ ざ東大か ら助教授がきて くれ たん だ

か ら， 会わな くち ゃ い か ん と い うの で 挨拶 に 来 られ ま し

た 。 始め は一
君二 智 ぐらい で 蠅 ろ うと思 っ て お られ た よ

うですが ． 話 して い るうちに ， うん大学に もお もしろい

い 奴が い る とい うこ とで tSh；はず ん で しまい ま した 。

　とに か くそ の 頃は造麟屋 は 3D 年 1 日の ご と しで ， 進

歩なん か 考え ち ゃ い か ん とい う時代で あ りま した が ， 六

岡さん は そ うで は なく， さきほ ど皆さん か ら ご紹介の あ

っ た よ うに進歩的な考え方 の 人で ， 工 作法に つ い て も卓

見 の 持主 で した 。 私 は例の ， 工場の 現場か ら学位をとる

人が 出なくち ゃ い か ん ， とい うよ うな こ と を 遠慮なくお

話 し しま して，すっ か り意気投合して しま い ，六 岡 さ ん

も自動車が 迎 え に きて も帰 ろうと しな い で 話し込 まれ ま

い て は 工 作法委員会 を私 が 提案す る契機と な っ た わ けで

す 。

　さて 第 1回委員会 で は 私 が 主 旨説明の た め ， こ れまで

各造船所 ， 各 工 場で集積した 問題点をお 互 い に 出 し合 っ

て ， 腹蔵の ない 検討を や りま し ょ う， 造 船屋は 世界相手

の 商売 だ か ら， 狭 い 日本で 競争 し合 うの は やめ ， お 互 い

の 実状や研究成果を見せ あい ， お 互 い に 伸びて行こ う，

とい うよ うな こ とをお 話 し した覚えが あ りま す 。

　長谷川　　た しか に わ れ わ れ学生時代 ， 工 作法は 実習

以外で は 習 っ た こ ともあ りませ ん で した 。 そ の意味で は

現在 は 立派な講座 もで き ， テ キ ス トもた くさん で きて 結

構な こ とだ と思 い ます。

　浅沼　　吉職先生 に お願い する前に も， 荒木さん らと

こ うい う話を して い たもの です。 つ ま り戦争に は 負け て

しま っ た が，．・日本の 軍艦は 世界一だ ， わ れ わ れ も船の 工

作法 は こ うい うもの だ とい うこ と を， 軍艦建造 で た た き

込 まれ た 。 今後日本は軍艦を造れな くな るの だ か ら，な

に か 残 して お か ない と， 後世に 工 作法を伝え る こ とは で

き な い ，な に か 残そ うで は な い か ， それ は われ わ れ で な

い と残す者が い な い
， だか らわれわれが生 きて い る うち

に や ろ うとい う話を した もの で す 。

　　　 軍艦か ら商船へ

一 ア メ リカ造船離との 比較一

し た。 これ が 私 と六 岡さん の 最初 の 結び付き とな り， ひ
i・・ 長谷川　　い ま どこ で も 大 型 船 を 造 っ て い ますが ， そ

大 供 会 記 念 写 責

（ 笹 後 荒 吉 畏 木
前 　　　　　　 谷
列 山 藤 木 議 川 原
左
か 徳　　　 雅 鍵
ら 太
）

郎 彰 晃 夫 二 博

（ 金 池 松 洩 狩 松 中 鈴 元

後
列 山 　 山 沼 野 永 村 木 良
左

か 正 正 　 　 忠 和 成 忠 誠

色
　 明 文 泰 弘 男 介 勝 雄 三
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の 建 造技術は 軍 艦 時代 か ら進ん で い な い と思 う。 溶接 と

か ， ブ ロ ッ ク の や り方 とか 管理 面 で は進ん で い る面 もあ

ります が ， と に か く軍艦み た い に む ず か しい も の は ， ま

だ造 っ て は い な い とい え るの で は な い か と思 い ま す 。

　浅沼　　あの 当時は 1万 トン ク ラ ス の A 型船が ， 船台

2 カ 月艤装 1 カ 月 は ど うして もか か っ たもの で す 。 どん

な に して も これ 以 上 早 くは 作れ な か っ たの で すが ， 木原

先生 が ア メ リカ か ら入 手 され た 雑誌 を みせ て も ら っ た と

こ ろ，彼らは な ん と船St　！週間 ， 艤褒 3 日 聞で や っ て い

るん で す 。 そ して 10 日 目に は作 っ た 船 が 煙をだ して 走

っ て い る の で び っ く り して しま っ た 。 （笑声）　 しか も建

造隻数は 桁違 い に 多 い し， や っ て い る 奴 とい っ た ら素人

み た い な 人 間が や っ て い る 。 これ で は 駄 目じ e な い か と

い うこ とに な りま し たね 。

　（こ こ で 荒 木 ， 狩野 両氏 ご 出席）

　吉織　　い や 僕 の 経験か らす る と ， そ の 辺 は少し二 ，t

ア ン ス が ち が うと思 う。 戦後 ア メ リカ か らい くつ もの 賠

償使 節 団 が や っ て き て ，各地 の 造船所を見て ある い た こ

とが あ りま し た が ， そ の な か の 1つ で ， サ ン 造船所 の 会

長 で キ ャ ン ベ ル と い う男が 団長 をや っ て い て ，キ ャ ン ベ

ル ミ ッ シ ョ ン と称 して い た の が あ りま した。

　 こ れ が 日本の 造船所を み て 回 っ た あ とで ，ど うだ感想

は と聞 い て み た と こ ろ ， こ うい う こ とを 言 っ て い ま し

た 。 日本の 造 船業 は実に 素晴 し い，ア メ リカ も大戦中造

船に 力を入 れ た が ， ア メ リカ に く らべ て 日 本の 造船業 は

設備 は 10 分 の 1 に 過ぎな い し， 造船を バ
ッ クア ッ プす

る 鉄 鋼生産 量に い た っ て は ，
20 分 の 1位 しか な か つ た

の に，船の 建造量 は こ れ らの 比 率を上 回 っ て い た。ア メ

リカ の や り方は 工 業力 に もの を言わせ て ， 船台をやた ら

と た く さん 作 り，パ ラ レ ル ラ ン ニ ン グで 船 を た く さん 作

っ た に 過 ぎな い
。

　そ れ に くらべ る と，と くに 播磨 の 松 ノ 浦工 場，あそ こ

は 戦時中 E 型船 の 建造を専門 に や っ て い た の で す が，あ

そ こ を見 て キ ャ ン ベ ル は 駑 い て しま っ た。 船を細 か い ピ

ー
ス に わけて 単能 工 で やれ る よ うに して ，2本の 船台で

月開 14 隻建造 した とい うの だ か ら，日本の や り方の ほ

うが 進ん で い る と非常 に 感心 して い ま した 。 それ と も う

1 つ ， 日本 で は どの 工 場 に行 っ て も，ネーバ ル L ア ーキ

テ ク トの り っ ぱ な の が 揃 っ て い る こ とに ，
一

番感心 した

とも言 ・
っ て お りま した 。

　 さ っ き も長 谷川 さ ん か ら， 現在 の 商舶建造技術 は 軍艦

時代 よ り伸 び て い な い とい う話が あ りま した が，大 本は

海軍時代 の 工 作法に あ っ た こ と は確か で す 。 し か し海軍

時代と現在の 造船とで は 狙 い が 違 うと思 い ます 。 現在 の

造船 は ベ ク トル の 方向は 海軍時代 と違 うが ， 方向の 違 う

ベ ク トル を作 っ た の は こ の 委員会の 成果で あ る 。 これ も

こ こ に お 集 ま りの 皆さ ん を始め とす る ， 鋼船工 作法委 員

会の 皆さん の お 陰 だ と思 い ます 。

鋼船工 作法基準の こと

　吉餓　　第 1 回の 委員会の と き私 は ， 各社 と も自分 の

と こ ろの 技術 は 全部出 して くれ とお願い しま した 。 そ う

した と こ ろ が ， 重量実績など，各社の 重役さ ん に して み

れ ば，そ の 当時社 外 へ 出す な ん て 思い も よ らな か っ た よ

うなもの が ， どん どん集ま りま した 。 そ して こ れ らの貴

重な デー
ターか らり っ ぱな基準がで きて い っ た の で す 。

　幹事 と して 長谷川 さん，松山 さ ん の こ両名 に お 願い し

ま した が ， こ の 2 人 は 皆 の なか で も特に きわ立 っ た 論客

で あ り，しか も手際の 良い ま とめ役 で あ りま し た 。 と こ

ろ が ，問題 に よ って は こ の 2 人が 喧嘩す る こ と もあ り，

（笑声）　そ うな る と工 作 に つ い て は 何 も知 らな い 私で は

ま とめ よ うが な くて ， そん ときに は ま っ た く困 っ て しま

っ た もの で す。

　松山　 私 も ま とめ役とい う自覚 は確か に 持 っ て い た

の で すが ， 問題 に よ っ て は 負 け て は お れ ませ ん で した か

らなあ 。 （笑声）　 とに か く，委員会 も初め の うちは 基準

を作る とい う と ころ ま で は とて も行か ず，む し ろ勉強 の

場 と し て 皆 が 使 っ て い た の で すが，そ れ が 非常 に 良か っ

た と思 っ て い ます 。 そ の うち ， 途中か ら勉強 の 成果を記

録するた め，基準 とい うもの を作 っ て 行 っ た の で すね 。

　吉識　　そ うそ う，現在結論 は 基準 とい う形 で 残 っ て

い る が ， 議論の 過程が 残 って い な い の は 残念だ な 。 私 は

それを全部 メ モ に と っ て い た ん です が，こ うい う結構 な

企画をも っ と早 くや らなか っ た の で，3年 ま え に 東大 を

や め る と き， 皆捨 て て しま っ た よ D あ れ は だ れ が どん な

こ と を言 っ た とい うこ とま で 書 い て あ っ た の に 惜 しい こ

と を した 。 （笑声）　 とに か く， 私 は 工 作 の こ とは な ん に

も知 らん の で ，な ん で も質問 し た もん だ っ た 。

　狩野　　それ が 同 じ質問 で も トコ トン ま で きか れ るの

で ，吉識先生は こ わ か っ た で す ね。

　後篠　資料の提出も徹底 して い ま した な あ，と に か く

トン あ た り工 数な どま で 出 した ん で す か ら 。 あ とで うち

の 造機屋 さん か ら，造鉛屋 ち ゅ うの は こ ん な 資料ま で 出

して 見せ 合うの か ， 造機屋 とは えらい 違 い だなあ と感心

され ま した 。 （笑声）

　狩野　 そ ん な資料まで 出すの は も っ た い な い とい う

感 じ じ ゃ な く て ， 正 直 に言 うと出 し て 恥 し い もの ま で 出

され ま した ね 。

　後藤　　結局，そ う い うも の ま で 出 しあ っ た の が良か

っ た ん で す ね。
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　 松山　　た とえ どん な小さな案 で も ， 委員会 に出す と

必 ず皆か ら突込 ま れ ま したね 。 それがい い 勉強 に な っ た

ん で す。

　 長谷川　　記憶違い が あ るか も しれませ ん が ， 新 工作

法基準を出 した の は ， 確か 昭和 23 年 か 24 年頃 だ っ た

と思い ます。あ の ころ ヱ リ クス ベ ル グ の エ ッ カ ーボ ン が

ブ ロ ッ ク 式建 造法な る も の を 発表 し ま した が ， これ が 日

本 の 造船業に と っ て 大きな刺激 とな り， さ っ そ く こ の 委

員会 の テ
ー

マ に と り上 げ られ ま し て ， ブ ロ ッ ク 建造法と

は い か な る も の で ある か ，そ れ を と り入れ るため に は必

要 な設備や定盤 は どうあ るべ きか，とい うこ とに つ い て

議論 が た た か わ され た もの で す 。

　 そ して そ の 委員会 で 研究 した 成果を， 当時 ， 金の あ る

会 社は どん どん と り上 げて ， さ きに 設備投資 を や りま し

た。
一

方 あ ま り金 の 出に くい 会社で は ， 説明 して も幹部

が な か なか や っ て くれ な い
。 そ うす る と， ど こ の 造船所

は も う ク レ ー
ン を発注 して い るん だか ら，うち も 早 くや

っ て くれ な い と ど うに もな りませ ん よ ， とい っ て 上 をつ

き上 げ て い っ た ん で す 。 こ ん な調子 で ， 日本 の 造船所 が

設備投資をや る キ ッ カ ケ を ， こ の 委員会が 作 っ た よ うな

も の で すね 。

　吉 識　　そ うそ う。 わ れ わ れ の 研究 の 成果が 造船業 の

設備投資に は ね 返 っ て い っ た の で あ っ て，当時の 各社 の

経営者 は 皆 ， 自分 の 力で や っ た ん だ と思 っ て お られ る か

も しれ ませ ん が ， そ うじ ゃ な くて ，わ れ わ れ の 委員会 が

検討 して ， こ れ をやれば こ ん な メ リ ッ トが あ る とい う結

論 を 出 した か らな ん で す。

　今 か ら考え て み る と ， 笹山看 の と こ ろ （三井造船）が

当時
一

番そ うい う事を は っ き りや っ て い る とい うか，

な か な か 設備計画 が とお して 貰 え な か っ た よ うだ ね 。

私 な ん か よ く利用され て ， こ うい うもの を作 りま す と，

設備投資に は こ れ だ けか か りますが ， これ これ の メ リ ッ

トが あ る か ら，何年間 で 投資 は 全部回 収 で き ま す 。 そ

の 上 これ だ け 利 益 が 上 りま す と い う作交 を書か され ま し

た 。

　それ を も っ て 重役 の とこ ろ へ 行 っ て ， 工作法委員会 の

吉識先生 が こ れ こ の よ うに お っ し ゃ っ て い ますか ら とか

な ん とか ， うま い 具合 に 説明 した ら しい
。 （笑声） 反 対

に，会社に よ っ て は 大分 あま い とこ ろ も あ っ た よ うだ

ね 。 （笑声 し き り）

　長 谷 川 　　だ い た い ど こ で も渋 か っ た で すか ら， ど こ

の 造船所で も委員会 を設備更新 に 利用 しま した ね 。

　吉識　　賠償問題 の と き調べ て み た ん だ が ， 川崎重工

は一一asひ どか った ね 。 も っ て い る機械 は みなどれもこ れ

も 40 年位 た っ た 奴 で ， 端的 に 言 えば，40 年間工 作法 が

な に も進歩 して い な い とい う こ とだ 。 （笑声）　これ が 当

時 の 僕 と し て は 反 発 を 感 じ た最 大 の ポ イ ン トだ っ た ね 。

も っ とも今 じ ゃ 川 崎も断然変わ りま した ね 。

　畏谷川　　い や い や 今 で もあ ります よ，私 よ り古 い 奴

が 。 （笑声） ベ ン デ ィ ン グ ロ
ーラなどは昔潜水艦を 作る

た め，ず い ぶん 早 くか ら買 っ て使 っ て い た ん で す。もう

か れ これ 60 年に な りま すが ま だ使 え るん で す よ 。 そ の

た め か え っ て 設備 の 改善が で き な か っ た ん で す よ 。

　　　　　　　 海 軍 の 思 い 出

　 松山　　ブ ロ ッ ク建造 とい う考 え方 は，戦後 ア メ リカ

か ら導入 され た よ うに 思わ れ て い るが ， 目本で も戦争中

に あ っ た ん で すね 。

　 吉識　　そ うだ，海軍 に あ っ た ん で す よ 。 駆逐艦 の 建

造 で や っ た し ， 若松で も や っ て い ま した よ 。

　 長谷川　　私 は 「軍艦熊野 （巻末注 1参照） の ブ ロ
ッ

ク建造に つ い て 」 とい う論文を，ま だ ア プ レ ン テ ィ ス 時

代 に，森本 さん （川崎重工 ） の 下 で 書 か されま した 。 も

ち ろ ん 当時 の こ とです か ら，鋲構造 の もの をい か に して

組立 て て，ブ ロ ッ クに す る か とい うこ と を取 扱 っ た も の

で すが ， ア プ レ ン テ ィ ス の 私 が 書か され た くらい で す か

ら， 当然 日本に ブ ロ
ッ ク建造 の 考え が あ っ た ん で すね 。

　笹山　　私も横須賀 で 鈴谷 （巻末注 1参照） を作 っ た

とき，鋲構造 ブ ロ ッ ク をや りま した よ 。 あの 当時 ， 森本

さん が 1 年ばか りず っ と横須賀 に 駐在して お られ ま し

た 。 私 は 実習で 森本 さん に 非常に お世話 に な りま し た 。

　長 谷 川　　あ の 当時 は 海軍 が 正番艦を 建造 して ，
2 番

艦 を民間が 建造する よ うに して ， 非常に うま く技術 の 交

流 が やられ て い ま した ね 。 それ で 海軍工 廠 で 造 っ た船よ

りい い 船 が で きた もの で す。

　昭和 8 年 に横須賀 で大鯨 （巻末注 2 参照）の 進水 が あ

っ て ， まだ学生時代で した が 見 に 行き ま した 。あれ は 溶

接 の た め ， 船 の 船首尾 が 吊上 っ て い ま した ね 。

　笹 山　　そ うそ う， 私 な ん か そ の 上 りを全部計測させ

られ ま した。

　吉臓　　な に しろ 盤木 と船体 と の 問が す い て ， 向うが

見 え るの だ か らね 。 あれ は ， しか た な く船首尾を カ ッ ト

して 溶接 し直 した 。

　長 谷 川　　あ の 教訓が そ の 後 の リベ ッ トゾーン の 考え

方 に 発展 した の で す ね 。

　吉戳　　海軍が 戦争中に ブ ロ
ッ ク建 造 法 をや っ た の は

確 か で す 。 しか し 当時は ， ブ ロ ッ クが 大 き けれ ば大 き い

ほ ど，得 にな る と考え て い ま した ね 。 そ れ だか ら特型駆

逐艦 （巻末注 3参照） の デ ッ キ を ， 全長 の 3分 の 2 位 を

1 つ の 平面 ブ ロ
ッ ク に 組 ん で 搭載 して い ま した 。 と こ ろ
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が ク レ ー
ン で 吊 っ て 現場 へ も っ て 行 く と寸法が 合わない

もの だ か ら， ク レーン が 1 日 中ず っ と 吊 っ て い て も搭載

で き な い ん で す ね 。 そ の うち ブ ロ ッ ク が 変形 して ますま

す合わ な くな る。
ブ ロ ッ ク も大きさの 限度 を よ く考え な

い と， せ っ か く地上 で 儲けた 分を現場 で 損 して しまう。

戦後 ， 商船 の ブ ロ
ッ ク建 造 を考え た と きも， こ の 教訓を

い か し ， 原点に 帰 っ て 考え る とい う こ とをや りま し た 。

それ を しな い で まね だけ した ら駄 目で す 。

　木 原　　大鯨 の 失敗 と，例 の 友鶴事件 （巻末注 4 参照）

が あ っ た の で
一
挙 に 日本の 溶接技術が 後退 して しま い ま

した 。

　吉 識　　大 鯨 の とき皆 が や っ た 議論 は 全部ま ちが っ て

い ま した ね 。 大鯨の 船首尾が 吊上 っ た の を ， ホ ッ ギ ン グ

・モ ー
メ ン トが 働 い て い る よ うに考え た 。 これ は ま ちが

い で ，形 は そ うで もス ト レ ス は逆に な る 。 トッ プ テ ン シ

ョ ン に な るん で す 。 それ を逆 に 考え て い た か ら駄 目だ っ

た 。

　 木 原　 　そ うなん で す よ。

　吉灘　　 これ は工 作法 に 対する考え方が悪か っ た例 で

す が，第 4艦隊事件 （巻末注 5 参照 ） の ほ うは 設計 が 悪

か っ た で すね 。 今 だ か ら言 っ て も よ い で し ょ うが，特型

駆逐艦 は ，
ロ ン グ フ ォ ッ クス ル を もっ て お り， そ の 上

に ， 大 きな 二 連装 の 大砲をの せ て い ま した 。 こ うい う艦

型 で あ っ た と こ ろ に も っ て きて ， 従来 ミ ッ ド シ ッ プで 最

大 ， 前後部で は落 して い た ス トレ ス レ ベ ル を ， 中央部 で

も前後部で も等し く も っ て い っ た た め ， フ ォ ッ ク ス ル エ

ン ドの ス ト レ ス が 上 っ て しま っ た 。
ロ ン グ フ ォ ッ ク ス の

うつ り変 りの 部分 は ， 幾何学的 な IIJ は 大 きい が ， 実際

は フ ォ ッ クス ル エ ン ド な ど利 か な い か ら実効 の ∬／丿 は

減 っ て い ま す 。 こ うい う軍艦が ，
12・7 セ ン チ 砲を積 ん

で ， しか も暴風雨 の 中で 三 角波に 乗 っ た 。 こ の と き睦 月

型 は 残 っ た が特型 は や られ て し ま っ た 。 こ れ は 当時非 常

に 大 きな 問題 とな りま し た 。 こ れ に 関連 して 思い だ した

の で，余談なが らつ け加 えて おきますが ， 重量を増 さ

ず ， か つ 砂 の 実効値 を も減 ら さ な い 工 夫 に つ い て は，

平賀博士 の 巡洋艦夕張 をは じめ とす る新 しい 設計が あ り

ま す 。

　後藤　　砲塔を 回 そ う と した が 回らな か っ た こ と もあ

っ た ね
。

　笹山　 あれ は 鈴谷で した ね 。 最上 層 の 全通甲板 の 端

を，砲塔 の ロ ーラパ ス の 所 へ くっ つ け て あ っ た の で ，船

体 の 伸縮 に よ っ て パ ス の 円が 歪ん で し ま っ た 。
だ か ら回

らな い 。 最後に デ ッ キ との 縁 を切 る こ とで や っ と砲塔 が

回 る よ うに な りま した 。

　そ れ か ら，さ っ き吉識先生 の お っ し ゃ っ た 特型 駆逐 艦

の 切れ た の は，ロ ン グ フ ォ ヅ ク ス ル の エ ン ドの 下 が 士官

室で 大 きな ス ペ ース に な っ て お り， さ ら にそ の 下 が 重油

タン ク とい う大 き な ス ペ ー
ス に な っ て い る とい う， 構 造

上 の 問 題 もあ っ たん で す 。

艤装分科会の こ と

　長谷川　　ま た 話題を委員会の 活動 に もど して い た だ

き ま して，最初 は第 1分科会 とい うか 船殼関係 だ けで こ

の 工作法委員会 は発足 した の で すが，これ が第 1，第 2

分科会 に 分 れ る よ うに な っ た の は ， どう した こ とが理 由

だ っ た の で しょ うか
。 艤装分科会を 作 る こ と に な っ た か

らで した か 。

　吉識　　そ うで す 。 船轂は こ の 研究委員会 で 相当成果

を上 げ た が ， 艤装の ほ うは 依然 と して さ し た る進歩 は み

られな い 。 こ れで は 船殼 は儲けて も， 艤装 は な に も儲ら

ない で は な い か とい うこ とで ， あれ は 確か 昭和 26 年 に

第 2分科会 を作 っ た の で す 。

　狩野　　私 の 記憶で は ，

・
当時造船屋 だ け が委員会 をや

っ て い た の で ， その 成果を聞い て艤装 の 連中か ら話が 出

た よ うに 思 い ます 。

　長 谷 川　　第 1分科会 の 主査 と ， 全体の 委員長を吉識

先生 に お願 い した ん で した ね 。

　吉識 　　そ うそう。 そ の うち ， 建造法の 講座を開設 し

た の で ， そ の 機会に ， あれ は 昭和 29 年 11月 だ っ た と思

い ますが，い ま の 木原先生 に あ とを お願 い した の です 。

　長 谷 川　　そ うす る と昭和 26 年 ごろ に，も っ と艤装

に 力 を入 れ な くて は い け な い ，とい う認 識が 生 まれ た の

で し ょ うか
。

　木原　　そ うじ ゃ ない ， そ れ は も っ と前か らあ りま し

た よ 。

　吉識　　僕 の 記憶 で は 終戦後 ま もな くの 頃 で した が ，

菅四郎君 が 現在 の 「船研」， 当時 の 「運研」の 艤装部長

をや っ て い ま した の で ，彼 に，船殼 は t うし て
一所 懸命

や っ て い る の だ が 艤装 の ほ うも何 か や らない と 駄 目だ

ぞ，僕ICで き る こ とが あれ ば な ん で も 手伝 うか らや れ

よ，と言 っ て い た ん だ が，現 実に は，は な は だ お くれ て

出発とい うこ とに な っ て しま い ま した 。

　松山　 集 ま っ て い るの が皆船殼屋 で ， 艤装の 問題が

出 て もな ん に もわ か らない
。

こ れ は や は り専門家 に ま か

せ な きゃ い か ん とい う こ とに な っ て ， ああな っ た ん で す 。

　木原　　だ い た い 船殼屋 が 威張 りす ぎて い た よ 。 （笑

声）

　長 谷 川　 艤装 に つ い て の 風潮は 現在 で も残 っ て い る

よ うですね ， よ く輸出船なん か で 艤装 が悪 い とい う評判

を聞 か され ます。今年 （昭 和 46 年）は艤装関係の 向うの
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様子 を 見 て 来 る た め ， 造工 か ら見学団が ヨ
ーロ ッ パ に 派

遣され ま した 。 艤装 とは なに か とい う原点に も ど っ て ，

も う一度徹底的 に 勉強す れ ば よ くな る と思うの で す が 。

艤装 で も特 に エ ン ジ ン 艤装が 弱 い で すね 。 造船所 は だ い

た い どこ で も船殻屋 が 上 に 上 っ て い く傾向があ るわけ で

す が ， あ の こ ろ に な っ て ， こ れ で は 駄目だ，艤装は 1 つ

別 に 論 じ なければい けない とい う話に な っ た ん で すね 。

　 中村　　ち ょ うど昭和 26 年前後か ら，委員会 の席上

で 艤装 の ほ うもや らなくて は い か ん とい う話が 出始 め ま

し た 。 吉識先生 が ， 艤装に つ い て は 阪 大 の 原 田先 生 に

お 願い しよ うや ， とい うこ とを提案 され た の を覚 え て い

ま す 。

　 そ して 第2 分科会が で きた の で すが ， そ の とき， 原田

先生 の 書記役が 大阪 に 必 要だ とい うこ とで ， 私が任命さ

れ ま した 。 当時，東京 の 幹事 が 桜井さん で ， 沓木 さん が

り一ダー
格 で した 。 始 め の うち 長谷川 さん が 3 回目ぐら

い ま で は 応 援 に 顔を出 して くれたが ， そ の うち軌道 に 乗

り， 以 来 13 年間私 が第 2分 科会 の 幹事 を や りま し た 。

　 長谷川　　僕 自身の こ とで なん で すが ，
26 年 に 工 作

部長 に な りま した が ， その 前 に も
一

度機装課長を お お せ

つ か っ て ， 船殼 を は な れ て 艤装 に頭 を突込み ま し た 。 工

作 部長 に な っ て か らは，ますます艤装 に 力を入れな くて

は い か ん と思 い ま した 。

　 当時 ， 私 の と こ ろで は 造 機 部 が あ っ て，機関艤装 は そ

　こ で や っ て い ま した 。 しか し船を ま とめ るた め に は ，
エ

ン ジ ン
・
電気の 艤装部門 を造船部に と り込 まね ば な らん

と考え ま して ，と う と う実行 した の で すが ， 当時 は な か

な か オ
ープ ン

・マ イ ン ドで や っ て い く とい う こ とが困難

で し た。そ こ で 機関艤装委員会を作 らね ばとい う話 も出

ま した ね 。

　 後藤　　機関蟻装 工場を造船部 に 入 れ た の は 三 菱広島

が 最 初 で あ っ た よ うに 思 い ます 。 自慢 で は な い が そ の 点

で は 広島 が 先 駆 者 だ っ た わ け で す 。

　 長谷 川　　さて ， 第 2 分科会 の 準備委員会 を川崎重工

で や りま して ， 第 1 回委員会は 浦賀で開催し ま した。初

め は 蟻 装 を 船体 ・機関に 分け ，
3 つ の 分科会 に するつ も

　りで したが ，結局第 2 分科会 で 全部や る こ と に な りま し

　 た 。

　　後藤　　私 は 溶接
・ガ ス 切断を担当 した の で すが，終

　戦後， 三 菱 の 広島，日立 の 神奈川 ， そ れ と川南の 香 焼島

　とい っ た戦争中に作られ た 造船所 が ス ク ラ ッ プ に さ れ る

　寸前の 状況 に あ りま して ， ち ょ うど広島の 造船部次長兼

　工 務課長だ っ た 私 は ， 工 場の ス ク ラ ッ プ化 に 抵抗すぺ く

　種 々 な計画を作 っ て お り， 毎 日 この 事 で 頭が い っ ぱ い だ

　 っ た た め，担当分野 の 仕事が ゆき届 か なか っ た こ とを，

こ の 席 で お 詑 び しま す 。

　あの こ ろは 広島を存続させ るた め何度も計画書を作 っ

て ，本社へ も持参 し重役会 の 席上 で 説明 した こ と を 思い

出 しま す。 ま っ た く広島 の 運命 は 風前の 灯み た い な もの

で したの で ， も し 江波の 造船工 場が 三 菱か ら 切られ た

ら， わ れ わ れ の 手 で 独立 しよ う とい う計画 も作 っ て い ま

した 。 と こ ろが そ の こ とが ど こ か らか 広 船所 長 な ら び に

本社 に 洩れ る と こ ろ と な りま し て ， お ま え は 江 波の 独立

を 図 っ て い る なと大眼玉 をい た だ い た こ と もあ りま し

た。（笑声 ） い まで は 広 島へ 行 っ た と きに ， 俺 の 銅 像を

建 て て お け と言 っ て お りま すが 。 〔笑声）　 V や 実際 こ の

聞江波 へ 行 っ た ら， 十何万 トン の 巨船を造 っ て い た の で ，

思わ ず涙 が こ ぼ れ ま した 。

　吉織　　戦争中 E 型 の建造に つ い て は 三菱の若松 （巻

末注 6 参照）が も っ とも ス タートが は や く，開所 い らい

私が 見学 に 行 っ た ときまで に も う 3 隻進水 させ て い る 。

と こ ろが その 帰途に播磨の松 ノ 浦工 場（巻末注7 参照）に

立寄 っ た と ころ，こ こ は ま だ 1隻 も進水 さ せ ず モ タ モ タ

して い る とい う状況 で し た 。 松 ノ 浦工 場の ほ うは ，西島

さん に反対 して 工 場配置な どを決 め た播磨独特の 建造法

なもん だか ら， もしそれ が 成功 しな か っ た ら腹切 りもの

だ と青くな っ て い る 。 そ の と き私 は両 方 の 工 場 を 見 ま し

て，播磨 の ほ うが 六 岡 さ ん の 工作に 対す る進ん だ考え方

もあ る し， 技術的な理 由を 3 点あげ て ，
12月に は必ず松

ノ 浦工 場 の ほ うが 勝 つ と予 言 しま した 。 実際そ の と お り

に 蹴 っ て し 窪 っ た の で，素入 の カ ン に して は よ く当 っ た

もの と思 っ て い ま す 。

　 後藤　　あ の 当時は 戦争中とは 言い なが ら， ほん とう

に きつ か っ た で す よ
。 当時， 若松造船工 場 の 工 場長 を し

て い た私 は ， 1年間で 5 つ ぐ らい 年 を と っ た よ うな 気が

しますね 。

福 田烈 さんの ことど も

　長 谷川　　と こ ろで ，い ま は 故 人 に な られ ま した が ，

t の 工 作法委員会 で 非常 に お 世話に な りま した 福 田 烈 さ

ん に つ い て触れさ して い ただきた い と思 い ます 。 昭 和 23

年 1 月 21 日の 臨時評議員会 で ， 福 田 さん を顧問に 推せ

ん して お ります が ， こ の 間 の 事 情 とか，そ の 後毎回 出席

を い た だ い た の で すが ， その と きの 思い 出話 とか に つ い

て 語 っ て い た だ い て は と思 い ます。

　吉獵　　福 田 さ ん を 顧問 に お 願 い し ま した の は 私 で

す 。 前に も言い ま した よ うに ， 私は 工 作法の 専門家で も

な ん で もない の に ， い や な ら投票 に か け る とお どされ，

む りや りに 委員長 に 祭り上 げ られ た ん で す。し か し実際

の 仕事 は 松山 ， 長谷川 両幹事 に 任せ て お け ば 良 い だ ろ う
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と思 っ て い た ん で すが ， こ の 二 人の 建造法 に関す る主張

が 違 っ て お りま して ，時々 喧 嘩 をす る。 （笑声） そうな

る と私 は ま とめ る術 を 知 らな い 。

　 こ うい う こ とか ら福国 さん に 顧問をお 願 い して ， 困 っ

た と きに は ご意見を聞 きた い と思 っ た の が 1つ の 理 由で

あ りま して ， さ らに 海軍 の 技術 と い うもの は ， な る ほ ど

今の 商船 の 行き方 と方向 は 違 うが ， とに か く世界に 冠 た

るもの で あ っ た こ とは確か で あ ります か ら， そ の 元締 で

あ っ た 福 田 さん に 来 て い た だ い て ， そ の 良 い と ころ を ぜ

ひ 商船建造 に と り入 れ た い とい う考え も あ った の で す 。

さい わ い 私 の こ うし た 提案 が ご賛同を得ま して ，福田 さ

ん に 来 て い た だ く よ うに な っ た の で すが ， 福田 さん は 戦

後は ， 戦争責任 をお 感 じに な り，公 職か ら退 い て お られ

ま した 。

　私 は 常 々，海軍 の 偉い 人 は 2 人 お られ る と思 っ て い る

の で あ りま すが，そ の うち の 1 人 が 福 田 さん で あ りま す 。

福出 さん は 自分 の こ とは 捨 て て 》若 い 人 を 立 て る よ うお

膳立 て を して ， 自分 は 公 職 か ら退 い て お られ た 。 しか し

こ れ だ け の 経験 を も っ た 方 が，そ の ま ま 埋 もれ て し ま っ

て は 国家の た め に な らない ， と い う理 由の 2 っ か らで あ

りま した 。 そ し て 福 田 さん に お 願 い した と こ ろ， じ ゃ や

っ て や ろ う と 快く言 っ て い た だ い た わ け で す 。

　 木 原　　魚 が 水を得 た よ うに，ほ ん と うに 喜ん で お ら

れ ま した ね 。

　 長 谷 川 　　戦争中， 福 閏烈 さん が 一番 こわ い 人 で した 。

私 が 呉へ 行 き ま す と，当時造船部長 で 活躍 して お られ ま

した の で ， 私 ら と は も う偉 い ち が い で す。こ ち らは 例 の

商人 溜 り場 に 入 れ られ て，（笑声 ） 身分が 全然ちが うこ

と を痛感 しま した 。 あ とで そ ん な 思 い 出話を しま した

ら， なぜ 俺 に そ う と早 く言 わ ぬ か ，そ し た らす ぐ ち ゃ ん

と して や っ た の に と叱 られ た り し ま し た が……
。

　 しか し，この 委員会を通 じま して ， 福田さん は決して

こわ い 人 で は な い こ とを 知 りま した 。 神戸 へ お い で に な

っ た 折 りに も， 有名 な ウ イ ス キ
ー

の 炭 酸 割 りの 作 り方 を

教え て い た だ きま した 。 談尽 きず 深 更 に お よ ん で ， あ と

は 知 る人 ぞ 知 る 方 に 託 して こ ち らは引揚 げ て 帰 っ た も の

で すが ， ほ ん と うに よ くお世 話 願 い ま し た 。 （笑声）

　 吉識　　僕 は ウ イ ス キ ー
の 炭酸割 りで は免許皆伝 だ っ

た ん だ よ e

　 木原　　福 田 さん に 私 が 感 心 して い るの は ， わ れ わ れ

は 現 実に 妥協 しが ち な傾向を も っ て い ま すが ， 福 田 さん

は そ う い うと こ ろ が あ りませ ん で した o こ の 溶接棒 は 使

用 性 は 良 い が よ く割 れ る 。 こ れ で は 駄目だ ， 割れ な い よ

　うに 改良せ よ とい うよ うに ，わ れ わ れ が とて も こ れ は 駄

舜だ と 思 うよ うな こ とを 強 く厳 命 され ま した。とに か く

要求が厳 しい ん で す よ。 こち らは とて も駄 目だ と思 っ て

い る，と こ ろ が不 思議なもの で ，とて も駄目だ と思 っ て

い て も， そ う言わ れ て無我夢中で や っ て い る と， なん と

か で き て しま うん で すね 。 （笑声）

　吉職　　あ や しきもの は使わず ， とい う信念 の 持 主 だ

っ た ね 。

　猗野　 　横須賀海軍工 廠 の ガ ン ト リ船台を浦賀 重 工 が

払 下げを 受 け る際 に，関東財務局は こ の 船台 は戦時中，

も っ と も優秀な 船台 の 1つ で あ っ た とい う経歴 と先入 感

か ら，そ の よ うな 評価 を主張 した の に 対 し， 重工 測は こ

の 船台は ピ ー
ス 建造方式 に は と もか く ， ブ ロ ッ ク 建造方

式 に は ま っ た く向か な い 旧 式船台 で あ る と主 張 を 相譲 ら

なか っ たが ， 福 田 さん が 旧海軍の最高の 学識経験者 と し

て ， か つ ま た ， 第 三 者的な見解 と して 強力 に 重工 側をバ

ッ ク ア ッ プ し ， 解決に 導い て くれ た 。 そ の 正 しい 見解 と

熱意 に は 感動 させ られ ま した 。

　木原 　福田さ ん が昭和 8〜9 年ごろ横須賀の 工廠で作

業 主 任 に な られ て か ら， 全 国 の 溶 接 技 術 者 を集 め て ，溶

接研究会 と い うもの を始め られ た ん で す が，そ れ が造船

の 溶接 の そ もそ もの 始 ま りで すね 。

　 吉識　私 は 福 田 さん の 人格を 非常 に 高 く買 っ て い た ん

で す。 私 と 福 田 さ ん と の 出会い は 私が 助教授 で 福 田 さん

が 技術中佐時代 で し た が ， そ れ か らず っ とお 互 い に ， 福

田 さ ん は 東大 に 吉識 あ り， と認め て くれ た し ， 私 は海軍

に 福 田 烈 さん あ り と相許 しあ った 仲 を保 っ て き た わ け で

す 。 戦争中， 戦標船 で 2A 型 とい うの が あ っ た が ， これ

が 評判が わ る く，造船界か ら総 ス カ ン を く ら っ て い ま し

た 。 あん な つ ま らぬ 船 は 作 っ て も戦力 の プ ラ ス に な ら

ぬ，む だ働 きだ ， こ の さい 設計 をす っ か り変えなきゃ 駄

目だ とい うの が，当時 各社 の 部長 連 の 総 意だ っ た ん で

す 。

　 私 は それ を 聞い て ， 皆が そう思 ・
． て い るん だか ら，

これ は海軍 と して も フ ラ ン ク に 考え て も らわ ね ば い け な

い と思 い ，そ の 意見 を も っ て 海軍の 第 四 きll長 の と こ ろへ

行 きま した 。 そ して 民 間で は こ の よ うに 言 っ て い ま す

よ 。 海軍 と し て も技術的 に 検討すべ き と思 い ま す が と進

言 した ら，え らい お こ られ ま して ね，非国民 呼 ば わ りを

され て しま い ま した 。 こ ち らは 海軍 の こ と を思 ・t・て 言 い

に 行 っ た の に ，これ に は ム ッ と し ま した ね 。 こ うな っ た

ら福 田 さ ん しか 話す 人 は い な い と思 っ て ，そ の とき 私 は

そ の 足で 呉へ 行 き， 福田 さん に 会 っ て い ろ い ろ話を して

判 っ て も ら っ た が ， 福田 さん との 仲 は ま っ た く心 の ふ れ・

あ い を感 じ る もの が あ りま し た 。 ち ょ う ど こ れ は 六 岡 さ

ん との 関係 と ま っ た く同 じだ った と思 い ま す 。
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外国造船界 との 交流

「
長谷 川　　で は 次 に ， こ の 委員会が発展し， 造船業界

に 大 きい 寄与をす る よ うに な っ た の で す が，昭和 32年

頃で した か ，委員会の 席上 で 木原先生か ら ，
1 っ 外国 め 造

船所を視察 し よ うじ ゃ な い か とい うお 話が出ま して ， 造

船 工 業会 と して，初 め て の 欧米造船視察団が編成されま

した 。 当初 は 六 岡 さ ん が 団長に なられ る とい う こ とで し

た が ， 途中で痛風 で 足が ご不 自由で あ っ た た め ， 三 菱 の

喜多 さ ん が 団 長 とな り， 視察団派遣が 実現 しま した 。

　当時，ヨ ーロ ッ パ の 造船業 は 日 本の 造船業に 非常 な警

戒心 を持 っ て お りま して ，見学 な ん か た い へ ん や りに く

い 状態 に あ りま した 。 と きの 船舶局長で あ っ た 山下正 雄

さん か らも，ち ょ っ と無謀 じ ゃ な い か と ご忠告があ っ た

ぐら い で，と う と う 1部 の 造船所以外は 見学の ア ポ イ ン

トを とれ な い で 出発 した よ うな 次第で した 。

　 そ の と き視察団 に 加 わ っ て い ろ い ろ 感 じ た わ け で す

が ， ヨ ・・一　P ッ パ の 各社 とも，み な 100型 の ド ッ クを 建設

す る計 画 を持 っ て お りま した 。 ち ょ うど 日本 は そ の年あ

た りか ら，進水量が 世 界 1位 に な っ た の で すが，まだ そ

ん な 10 万 トン 設備 な どは 考 え て も い ませ ん で し た 。 ま

さ に 日本 と し て は い ろ い ろ考 え なければ ならぬ時期で あ

る と 感 じ ま した。イ ギ リス の ジ ョ ン ブ ラ ウ ン とか キ ャ ン

メ ル レ ア ドな どは グ ル
ープで 来 た ら見せ な い ，

3 人 とか

4 人 な ら見せ て や る とい う態度 を と っ て い ま した 。

　 木原　　わ れ わ れ の こ とを マ イ エ ネ ミーと言 っ て い ま

したね G

　 長 谷 川　　こ の 視察団 の あ と，真先 に 三 井の 笹山さん

が 千 葉 造 船所 の 計画 に と り組 ん だ ん で したか 。

　 笹 山　　千葉工 場 の 計画 は 昭和 28，
29 年頃か ら計画

して い た の で ， 実際筆 お ろ しを や っ た の は 昭和 31 年 ご

孜で し た が ， 視察団 とは 別 個 の 計画 とい っ た ほ うが よ い

で し ょ う。

　 長谷川　　ああ そ うで した か 。 そ の 前後 の 時期 に ， 生

産性 本部や IIW の 問題な どが あ っ て ，
い っ た ん 外国造

船所調査団 の 派遣は 途絶 え ま し た 。
1昨 々 年 で す か ， 永

田 さん を団長と した ， い わゆ る永田 ミ ッ シ ョ ン を 造船工

業会 の 20周年事業 と して ， ヨ
ー

ロ ッ パ 造船業と交流 し て

情報交換 を密に し よ う，と い う こ と で 派遣 され ま した 。

　 つ らつ ら考 え ます に ，日本の 造船業は 黙 っ て い て も 世

界の 進水量 の 40 数 ％ 位 の シ 」ア は と っ て い ま すが ， こ

れ 以上 シ z ア が ふ え る と ， 外 交的 な 圧 力 が 加わ っ て き

て ，ドル シ 。 ッ ク や 繊維問題の よ うな形 を と っ て はね か

え りが く る ん じ ゃ な い か と考 え ます 。 そ こで，日本 の 造

船業は ， 国内で オープ ン に や っ て きた の と同 じ精神 で ，外

国造船業 とも オープン に や っ て ゆ か ね ば な らぬ と努力 し

て い る の が 現状 で あ りま す 。 こ の 原動力 に な っ た の は 実

に こ の 工 作法研究委員会 で す 。 したが っ て ， な ん らか の

形 で そ の 精神を記録 に とめ て お け ば， 日本 の み な らず ，

世界 の 造 船業 に とって 裨益 す る と思 っ て お りま す。

　今 日は 委員会の 初期 の こ ろ の 話 だ け を願 っ た わ け で あ

りま した が， 私は私の 会社の 者に は ， も っ と ト ッ プが ，

下 ま か せ で な く，自 ら頁剣 に 業界 の 協調 に 力 を入 れ ね ば

な らん ぞ ， と活を入 れ て お ります 。 皆さん に も， 造船界

が また 昔 の よ うな雰囲気に 近づ い て 行 くよ う ご援助 を お

願い しま す。また 現在各分科会 の 主査 を な さ っ て い る原

田 ， 木原先生に も ， こうした運動を継続 し て い っ て い た

だ く よ うに お 力そ え を お 頤 い い た しま す 。

　同 じ よ うな こ とを 造船所 の 工 場長 ク ラ ス で や っ て い る

大型船委員会や ， 大手 8 社 の 親睦会 で ある 12 日会 に も

お 願い し てお りま すが ， 業界， 学界両方で ま とめ て い た

だ く よ う， ご援助をお 願 い す る 次第 で す 。

　吉識　　い ま 長谷川 さん が 言わ れた こ とに 私 は全面的

に 賛成 で す。
オープ ン で あ る とい うこ とは ， この 委員会

の 最初 の 出だ し の 精神で あ ります 。 しか しオ ープ ン で あ

るた め の 基礎 は ，現状に つ い て は オープ ン に 話 も し， み

て ももらうが，自分は現状よ り以 上 の もの を考えつ っ あ

る の だ，とい う こ とが 前提に な っ た オープン で あ る べ き

だ と思い ます 。

　 ス ペ イ ン で IIW の 造船に お け る溶接 とい うシ ン ポ ジ

ウ ム が あ っ た と き，日本に お け る成果をすべ て オ ープ ン

に 発表 しま した 。 その 後 こ れ が 反響を 呼ん で ，ヨ ーロ ッ

パ か らい くつ か の 視察団が や っ て来 ま した が，こ れ に 対

して もオ ープン に見せ て や っ て くれ る よ うお 願 い い た し

ま した 。 現 状 に つ い て オ ープ ン に お 見せ す る 。 しか し ，

自分 に は も ワ と進ん だ 考 えが あ る と い うこ とで な けれ ば

い け ない と思 い ます 。

　 私 は現在学術会議 の ほ うを や っ て い る関係 で 英国 の ロ

イ ヤ ル ソ サ エ テ ィ
ー

に 招 待 され，女 王 陛 下 に も接見 し諮

問委員会 で 食事 を しな が ら討論 した こ とが あ ります 。 そ

の と き 日本 の 工 業発展 の 秘密は何か ， 日本政府 の ポ リ シ

ーが よい の だ と思 うが ，

一
体 どん な オ ーガ ニ ゼ ーシ 。

ン で ポ リシ ーをきめ て い る の か ， とい う質問を受 け ま し

た 。 私が 答 え と し て 述 べ た の は 次の よ うな こ と で あ り

ます 。 工 業技術 に つ い て の ポ リシ
ーは 総理 大臣を 長 とす

る政府 の 科学技術 会 議 とい うもの で 決 定 され る 。 各省庁

に は そ れ ぞ れ の 分野 に つ い て の 科学技術 に 関す る諮問委

員会が あ り，こ の ほ か 科学技 術 に 関す る予 算 に つ い て 総

括的 に 検討す る 役所 と して 科学技術庁 が あ る 。 しか し現

実 を言 え ば ， 政府の ポ リシ ーメ ーキ ン グ は 皆さん で 考え
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る ほ ど具体的なも の で は な い と言 っ た と こ ろ， 連中は 理

解 で きない と言 っ て あ れ これ と具体的 に 聞 い て きま し

た 。 そ して 造船 ， 鉄鋼 ，
エ レ ク トロ ニ ク ス

， ボ リマ ーエ

ン ジ ニ ア リン グ の 分 野 で の 日本の 発展 の 原因は どこ に あ

る の だ と聞 い て きま した 。

　そ こ で 私 は ， 造船 に つ い て は 運輸省に ，海運合理 化や

造船技術 に つ い て の 審議 会 が あ っ て ， それ ぞれ方向づ け

を し て い る が ， 実質的 に は年間数千万円の 研究補助費を

出 すくらい な も の で ， ほ か に み るべ きもの は ない 。 む し

ろ 大 学 ， 研究 所，造 船所 の 間 が 親密 に
一

体化 し て や っ て

い る の が 実状 で あ る 。 造船研究協会が 発足 して か らは ，

そ こ が中心 とな っ て や っ て い る 。 鉄鋼 に つ い て も業界が

主体 と な っ て や っ て い る と答 え ま した 。

　結論 と して ， 日本産 業 の 発展 は 必ず し も政府 の 指導の

み に よ る も の で は な い 。 政府 の ポ リシ
ーだ け に 頼 っ て い

て は 具 体的 な 進 展 は 何 も で きな い 。 本当 に 発展 の 原 動 力

と な っ た の は ， 造 船に つ い て は 工 作法研究委員会 の ご と

き もの が あ っ た か らで あ る と ， は っ き り答 え て お きま し

た 。こ の 席 で 皆 さ ん と皆 さん の 後継者の 方 々 の ご努力に

・敬意を表した い と思 い ます 。

お 　わ　り　 に

　吉識　　私 が こ の 委員会 の 成果を 一言で 言 う と した

ら ， つ ぎの よ うに な る と思 い ます。戦前 に は 造船 とい う

もの は一
品生 産 で あ っ て ，大量生産技術を と り入 れ る 余

地 は な い の だ，と い う考え方が 支配的 で あ りま した D こ

の
一

品生産 の プ ロ セ ス を こ ま か く分解 し ， 大量生産方式

の 考 え 方 が 導入 で きる とい うこ と を立証 した こ とが ほ ん

と うの 成果 で あ る 。

　そ の 結果， 昔 は 1 トン の 鋼材加 工 に 200時間以上 もか

か っ て い た も の が，現在は 30 時間 を き るよ うに な っ て

い ます。
こ れ が で き た最大 の 理 由は ， 大量生産に ア プ ラ

ィ さ れ る方式 を，日本の 造 船屋 が
一

品生 産 に ア プ ラ ィす

・る こ とに 成功 し た か らで あ りま す 。 こ れ は 私 な ん か の や

っ た こ とで は な く，こ こ に お られ る皆 さん の 功績で す。

　狩野　　わ れ わ れ の 工 作法委員会が ，い ま 吉識先生 の

お っ しゃ っ た よ うな功績 を あげ る こ とに なろ う とは ，当

時ま っ た く 予 期 して お らず，た だ 皆 様に く っ っ い て き

て ， 結果的 に い ささか 業界に 貢献す る栄誉の
・．一
部に 加 え

て い た だ い た こ とは 終生 の 光栄 で あ りま す 。 先刻 ， 長谷

川 さん が 世界 の 委員会を作 る と い う よ うな こ とを言 っ て

い た が ， 彼だ っ た らひ ょ っ と して実現 させ るか も しれ ん

ぞ とい う気が し ま す 。 （笑声 ） 長 谷 川 さ ん と の つ き合い

は も う 30〜 40 年 に な る が ，そ の 間 ， 俺 が よ けれ ば 他 は

も う よい と，彼 が 言 ．・た こ と を聞 い た こ と は
一
度 も あ り

ませ ん で した 。 こ れ が 彼 の よ い と こ ろ で す 。

　吉識　　終戦 当時 は 何 よ りも まず，日 本が 今後食べ て

い くた め に は ど うす る か と い うこ とを考え て ， じ ゃ あわ

れ わ れ と して は 造船をや っ て い こ うとい う気持に 皆が な

っ た 。 私 は そ うい う人達の お 世話 を し た だ けで あ る が ，

私個人 は 購造 の 教 授 で あ り，こ ん な 委員会 を や っ て もな

ん の プ ラ ス に もな らな い と言 っ て も良か っ た か も しれ ま

せ ん 。

　狩野　　先生 の 功績 は なん とい っ て も も っ と も大 きか

っ た 。 あ の 時代 に あ の よ うな委員会を ま とめ る こ とが で

きた の は 吉識先生 だ っ た か らで す。

　荒木 　　私 も こ れ ま で い ろ い ろ お 話が 出 ま し た よ う

に ， 工 作法研究委員会 の 芽生 えは 戦争中に あ っ た と思い

ま す 。 今 日 お 名前 の 出 て きた方 々 の ほ か に も藤原査察 団

とい うの が あ り，西 島さん や真藤 さん が 入 っ て お られ ま

した 。 真藤さ ん な ん か も当時 は 西島さん の お つ きを し て

お られ ま した 。 あ の 査察団 の ときに 始 め て，造 船所 の デ

ータをなん で もあ りの ま ま さ らけ出せ とい う気 運 が 生 ま

れ た の で す 。

　長谷川　 そ うで すね，すべ て の 問題 は 突如 と して 起

っ て く るの で は なく， 必 ず そ れ に は芽生 え とい うもの が

あ りま すね 。

　今 日 は お 忙が し い 中をお 集 ま りい た だ き，貴重 な 思い

出話を語 ・
っ て い た だき， たい へ ん あ りが と うござい ま し

た 。 予定 し て い た 2 時間も， ち ょ うど この 辺 で 過ぎま し

た の で ， こ れ に て
一

応 公 式 の 記録を終 らせ て い ただ きま

して ， あ とは も っ と くだ け た秘語 の た ぐい をオ フ レ コ と

い う こ とで 存 分 に お 話 しく だ さ い 。 な お 今 日の 記 録 は後

日 整理 し て ， 造船界の お 役に 立 つ よ うな と こ ろがあれば ，

学会の 会誌などに で も発表 させ て い た だ きた い と考え て

お りま す 。 本目は ど う もあ りが と うご ざい ま した 。

　注 1　 鈴谷 お よび熊 野

　 と もに 最上 型 に 属す る乙 型巡洋艦で，昭和 5 年締結 さ

れ た ロ ン ドン 軍縮条約下 で 設計され た 。

　基準排水量 8
，
500 トン ， 水 線長 198・06m

， 最大幅

19・20　m ，喫水 5・90m7 軸馬力 152
，
000　ps，速力 35

ノ ッ トで ， 主砲 と して 15・5cm 砲 15 門 （後 に 20　cm

砲 10門 に 換 装 ） を有 した 。

　鈴谷 は 横須賀工 厰 に お い て 昭和 8 年 12月起工 ， 昭和 9

年 U 月進水 ， 昭 和 12年 10月 31 日 完成 。

　熊 野 は 川 崎 重 工 に お い て 昭 和 9 年 4 月起 工 ，昭和 Il

年 10 月進水，昭 和 12 年 10月 3且 日 完成 。

　本艦 の 1番艦最 上 は 昭 和 10 年 7 月， 呉工 廠 に お い て
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完成 した が ，公 式試運転の 結果艦首
・艦尾 の 外板 の 強度

不 足，船体の 変形 に よ る砲塔の 旋回不能，重心 点が 高く，

復原性が 不良等 の 問題点が判明 し， 大規模な 改造が行な

わ れ た 。

　鈴谷お よ び熊野は 建造中に 改造され た 。

　注 2　大　　　　 鯨

　昭和 9 年 3 月， 横須賀工 廠 に て 建造 さ れ た 潜水母艦 。

　基準排水量 10
，
  トン ， 水線長 211・12 皿 ， 最 大幅

18・07　rn ，喫水 5・33　m ，主機は デ ィ
ーゼ ル 4基 ， 合計

14
，
　OOO　PS，速力 20 ノ ッ ト。

　昭 和 17年 ll 月，横須賀工 厰に て 空母 に 改 造 され龍鳳

と命名され た。

　基準排水量 13，360 トン ， 水線長 210m ，最大幅 19・58

m ，喫水 6・67　m ，主 機 は タービ ン ，
2 軸，合計 52

，
　OOO

ps，速 力 26・5 ノ ッ ト。

　注 3　特 型 駆 逐 艦

　大正 13 年頃設計に 着手 し， 昭和 3 年 か ら 7年に わ た

り，合計 24 隻建造され た。近代駆逐艦 の 典型 と して，

以後 の 各国駆逐艦に 大 きい 影響 を与 え た。

　基準排水量 1
，
　680 トン ， 水線長 II5・30　m

， 最大幅

10
，
36m

， 喫水 3・20　m
， 軸馬力 50

，
000　ps， 速力 38 ノ

ッ ト， 備砲 12・7cm 砲 6 門 。

　本 シ リー
ズ は 電気溶接を広範囲に 採用 し ， その ほ か 幾

多 の 新機軸 を折込 ん だ特徴 の あ る艦で あ っ た が ， 後年の

第 四 艦隊事件で 強度上 の 欠陥 が 明 らか とな っ た 。

　注 4　 友　鶴　事　件

　昭 和 9 年 3 月，佐 世保港外 で発生 した 水雷艇友鶴 の 転

覆事故 。

　友鶴 は 排水量 600 トン 以下 の 船体 に ，
2 等駆逐艦級 の

兵装をもち ， 速力 30 ノ ッ トの 高速性能を有して い た 。

　事故当時 の 風 速 は 201n／ s ，波高約 4m で ，三 角波 の

た め 転覆 した も の と考え られ るが ．「艦とい う もの は決し

て 転覆す る もの で は ない 」 とい う信念をも っ た 海軍 に と

っ て 大 きな シ ョ ッ ク と k っ た。

　友鶴型 水 雷艇 は ロ ン ドン 軍縮条約に よ る駆逐艦保有 ト

ン 数制限に よ る劣勢を補うた め 建造され た補助艦艇 で ，

重 量軽 減 の た め 広 く 電 気 溶接 と 軽 合金 を 採用 して い た

が，重 心 点が 異常に 高く，復原 力 の 不 足が 事故の 原因と

な っ た 。 そ の 後，本事件 を契機 に して ，大小 の 艦艇 に 対

し全面的 な 復原性能 の 再検討 が 加 え られ た D

　 注 5 　錆 4 艦 隊 事 件

　昭和 IO 年 の 海軍大 演 習 は，第 1，第 2 艦隊 よ りな る

常備連合艦隊 と ， 臨時に 編成 され た第 4艦隊 との 間で 行

な わ れ た 。

　 9 月 26 日， 三陸東方約 250 浬の 水域 に お い て ， 第 4

艦隊 は 異常な 台風 に 遭 遇 し，特型 駆逐艦初雪
・
夕霧 は 艦

橋直前で船体が 切断 し ， 船首部 を喪失 した。

　特型駆逐艦以外 に も， 駆逐艦睦月 の 艦橋圧壊，空母罐

驤 お よび 風翔の 破損，そ の 他 各艦U ずれ も大小 の 被害が

あ っ た が ， 特型駆逐艦は 切断 した 2艦の ほ か に も切断
一

歩手前 と も い うべ き甲板 の バ
ッ ク リン グ を起 した艦 が数

隻 あ り， そ の 強度不 足 が 明 らか と な っ た。

　本事件 の結果 ， 海軍は 各艦 に 対 し徹底 した補強を行な

っ た が ， こ れ が 転機 とな っ て
一一ee， 軍艦 の 主要強力部材

の 溶接 は 中止 と な り， 鋲構造を 主用す る方針 と な っ た 。

　注 6　 三 菱重工 若松造船部

　昭和 工8 年 4 月，戦時標準船改E 型を年間 70
，
  重

量 トン 建造す る こ とを 目標 に，三 菱 重 工 長崎造船所 が 若

松市北 港地 区 82，500m2 の 敷地 に 同造蝸所 若松 造 船部と

して 設 立 した 。 従業員 1，600 人 で横移動 ， 横滑 り進水

方式，単
一流 れ 作業方式を 採用して ，改 E 型を船台期間

20 日， 艤装期間 10 日で 月産 8〜9 隻建造 し， 終戦 の 昭

和 20 年 7 月まで に 133 隻を建造 し た 。

　昭 和 21年 8 月賠償指定工 場 と な り，昭和 22 年 3 月 工

場を閉鎖 した 。

　注 7　播磨造船松 ノ 浦工 場

　昭和 18年 1月，海軍 よ り命ぜ られ，年間 100隻の 石

炭輸送用 E 型貨物船を建造す る 目的で 建造 され た 工 場 。

　昭和 里8 年 1 月 15 日着工 ， 昭和 19年 3 月完工 。

　工 場敷地 87
，
186m2

， 建物 87 棟 ，
40，260m2 。

　　　船台　東船台 　長さ X 幅冨329m × 13m

　　　　　　西船台　長 さ x 幅
一280mX15m

　工 場 の 建設 は 海軍 の 発注 に よ り播磨造船所が 施 工 ， 運

営も播磨造船所 が 行 な っ た 。

　建設場所　相生市松 ノ 浦市有地

　建 造 量 昭和 20 年 2 月まで に 169 隻， 136，
490 総

　　　　　　 ト ン
。

昭和 20 年 9 月

昭和 25年 12月

昭 和 27 年 4 月

昭和 28 年 4 月

賠償 工 場 に 指定

操業休止

賠償工 場指定解除

閉鎖
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