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海に生きてきた伝統

海
に
生
ま
れ
海
に
生
き
、

そ
の
生
涯
を
日
本
の
船
乗
り
に
捧
げ
た
男
、

濱
田
国
太
郎
―
そ
の
想
い
を
知
っ
て
ほ
し
い
。

明
治
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
日
本
の
労
働
運
動
の
先
駆

け
と
な
っ
た
濱
田
国
太
郎
（
１
８
７
３
～
１
９
５
８
年
）
は
当

時
の
生
名
村
出
身
。
そ
の
功
績
を
顕
彰
す
る
像
が
昭
和
10
年
同

厳
島
に
建
立
さ
れ
る
も
の
の
、
戦
時
中
の
金
属
供
出
に
よ
り
失

わ
れ
、そ
の
台
座
の
み
が
残
る
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
国
太
郎
像
が
、「
濱
田
国
太
郎
を
顕
彰
す
る
会
」
の
活

動
に
よ
っ
て
再
建
。
瀬
戸
内
の
海
と
故
郷
の
生
名
島
を
見
守
る

厳
島
の
高
台
に
73
年
ぶ
り
に
そ
の
姿
を
現
し
ま
し
た
。

今
回
は
上
島
町
の
偉
人
濱
田
国
太
郎
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

海
父
と
讃
え
ら
れ
た
男

江
戸
幕
末
、
黒
船
来
航
以
降

日
本
に
導
入
さ
れ
た
蒸
気
船
。

明
治
維
新
後
も
そ
の
数
は
増

え
、
海
に
囲
ま
れ
た
日
本
と
世

界
を
繋
ぐ
欠
か
せ
な
い
も
の
で

し
た
。
そ
の
機
関
室
は
室
温
50

度
を
超
え
、「
火か

ふ夫
」
と
呼
ば

れ
る
男
た
ち
が
火
を
絶
や
さ
ぬ

よ
う
ひ
た
す
ら
石
炭
を
く
べ
ま

す
。
火
夫
は
危
険
と
隣
り
合
わ

せ
の
厳
し
い
労
働
環
境
に
も
関

わ
ら
ず
、
真
っ
当
に
評
価
さ
れ

る
こ
と
な
く
安
い
賃
金
で
奴
隷

の
ご
と
く
働
か
さ
れ
て
い
ま
し

た
。生

名
島
を
12
歳
で
巣
立
っ
た

濱
田
国
太
郎
も
、
明
治
18
年
、

郵
船
佐
渡
丸
に
火
夫
と
し
て
乗

船
、
海
運
界
へ
そ
の
身
を
投
じ

ま
し
た
。

そ
の
後
、
英
国
や
ノ
ル
ウ
ェ
ー

な
ど
外
国
汽
船
で
の
乗
務
を
経

て
、
日
本
郵
船
会
社
に
入
り
、

火
夫
長
と
し
て
従
事
し
ま
す
。

持
前
の
オ
ト
コ
気
と
度
胸
で
火

夫
た
ち
か
ら
一
目
置
か
れ
て
い

た
国
太
郎
は
、
劣
悪
な
労
働
環

境
に
置
か
れ
た
火
夫
の
待
遇
改

善
が
必
要
だ
と
立
ち
上
が
り
、

英
国
船
で
耳
に
し
た
外
国
の
労

働
運
動
に
倣
っ
て
、明
治
39
年
、

火
夫
の
労
働
組
合
「
機
関
部
倶

楽
部
」
を
結
成
し
ま
す
。
ま

た
、
甲
板
で
働
く
水
夫
を
含
め

１月25日（水）
に行われた国太
郎像除幕式。生
名小の児童も参
加し、国太郎の
功績を知るきっ
かけとなった。

私は弓削商船高等専門学校の出身ですが、
全日本海員組合に入り初めて国太郎さんの功
績を知りました。国太郎さんは日本の労働運
動の先駆けです。このことを国太郎さんの故
郷の皆さんにもっと知ってもらって、受け継
いでいってほしいですね。

元全日本海員組合所属　堀内　靖裕さん（75）
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た
船
員
全
体
の
向
上
を
図
ら
ね

ば
と
「
船
員
同
志
会
」
を
結
成
。

底
辺
と
い
わ
れ
た
船
乗
り
が
集

い
、
会
社
へ
交
渉
を
試
み
る
も

の
の
給
料
の
上
が
る
見
込
み
は

な
く
、
国
太
郎
は
決
断
を
迫
ら

れ
ま
す
。

覚
悟
を
決
め
た
国
太
郎
は
、

大
正
元
年
、
横
浜
港
で
日
本
初

の
ス
ト
ラ
イ
キ
を
決
行
。
国
太

郎
と
想
い
を
共
に
す
る
水
火
夫

の
船
乗
り
も
続
き
、
横
浜
中
の

船
が
出
港
不
能
と
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
に
困
っ
た
会
社
と
の

交
渉
の
末
、
わ
ず
か
で
は
あ
る

も
の
の
船
乗
り
の
給
料
の
引
き

上
げ
を
実
現
さ
せ
、
日
本
中
に

大
き
な
波
紋
を
描
き
ま
し
た
。

国
太
郎
は
こ
の
ス
ト
ラ
イ
キ
に

よ
り
仕
事
を
失
い
、
船
員
同
志

会
も
潰
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す

が
、
船
乗
り
が
正
し
く
評
価
さ

れ
る
大
き
な
一
歩
と
な
り
ま
し

た
。そ

の
功
績
が
評
価
さ
れ
、
大

正
９
年
、
第
一
回
Ｉ
Ｌ
Ｏ
（
国

際
労
働
機
関
）
海
事
総
会
に
顧

問
と
し
て
出
席
。
そ
の
後
、
国

太
郎
は
さ
ら
な
る
団
結
を
呼
び

か
け
、
現
在
の
全
日
本
海
員
組

合
の
前
身
と
な
る
日
本
海
員
組

合
を
創
設
、
船
乗
り
の
あ
ら
ゆ

る
問
題
解
決
に
力
を
尽
く
し
ま

し
た
。

船
乗
り
か
ら
「
海
父
」
と
讃

え
ら
れ
た
国
太
郎
は
、
度
々
生

名
島
へ
帰
郷
、
生
名
小
学
校
や

村
役
場
へ
寄
附
寄
贈
を
し
、
郷

里
の
発
展
に
も
尽
力
し
ま
し

た
。
そ
し
て
昭
和
10
年
、
国
太

郎
の
生
涯
を
記
念
し
て
厳
島
に

銅
像
が
建
設
さ
れ
ま
し
た
。

第
２
の
人
生
も

船
乗
り
の
た
め
に

昭
和
９
年
、
国
太
郎
は
讃
岐

の
松
尾
寺
か
ら
海
上
交
通
の
守

り
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
る
金
毘

羅
山
大
権
現
を
日
本
海
員
組
合

発
祥
の
地
神
戸
に
遷う

つ

し
「
雷
声

寺
」
を
建
立
。
自
ら
も
名
を
雷

声
と
改
め
仏
門
の
扉
を
叩
き
ま

し
た
。

「
日
清
・
日
露
戦
争
で
は
、

多
く
の
船
が
沈
み
た
く
さ
ん
の

船
乗
り
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。

船
乗
り
の
生
活
を
安
定
さ
せ
る

こ
と
を
仕
事
と
し
て
き
た
雷
声

さ
ん
で
す
が
、
ま
だ
や
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
仕
事
が
あ
る

と
、
亡
く
な
っ
た
船
乗
り
を
供

養
す
る
た
め
の
お
寺
を
建
立
し

ま
し
た
」
と
語
る
の
は
、
雷
声

寺
５
代
目
住
職
の
吉
井
良
久
さ

ん
（
68
）。
し
か
し
、
神
戸
市

民
に
と
っ
て
は
馴
染
み
の
な
い

寺
。
最
近
で
は
お
参
り
す
る
人

も
次
第
に
減
っ
て
き
て
い
ま
し

た
。「
な
ん
や
こ
の
寺
は
と
思

わ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
し

か
し
、
雷
声
さ
ん
が
仲
間
を
供

養
し
よ
う
と
真
っ
先
に
来
ら
れ

た
の
が
神
戸
で
す
。
船
の
町
神

戸
の
市
民
に
は
雷
声
さ
ん
の
想

い
を
知
っ
て
も
ら
わ
な
い
と
い

け
ま
せ
ん
」
雷
声
の
想
い
を
受

け
継
い
だ
吉
井
住
職
は
雷
声
の

顕
彰
碑
を
建
立
し
、
雷
声
の
想

い
や
寺
の
意
義
を
紹
介
す
る
会

を
年
２
回
開
催
。
今
で
は
毎
回

約
１
５
０
人
が
お
参
り
に
訪
れ

ま
す
。「
雷
声
さ
ん
の
想
い
を

し
っ
か
り
と
伝
え
て
い
く
こ
と

が
私
の
務
め
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。
故
郷
の
上
島
町
の
み
な
さ

ん
と
も
、
も
っ
と
交
流
を
深
め

て
い
き
た
い
で
す
ね
」
と
熱
く

語
り
ま
し
た
。

金毘羅山雷声寺住職

吉井　良
りょうきゅう

久さん（68）

芸予諸島で起こされた海員学校
芸予諸島は船に依存しないと生きていけません。海賊

なんて呼ばれた人たちも、海に拠点をおいて船で活動し
日本の海運を担ってきました。海に生きてきた伝統がこ
この島々にはあるんです。その伝統が、明治34年弓削海
員学校（現在の国立弓削商船高等専門学校）を作り、多
くの船乗りを世に輩出してきました。そういう企てが松
山ではなく、弓削・生名・岩城・伯方それぞれの村が集
まり起こされた。そのことを誇りに思わなくてはなりま
せん。商船学生には、先輩の活動を勉強し新しい時代に
どう生きるか全力をあげて取り組ん
でいただきたい。子どもたちにも海
に生きてきた歴史をしっかりと学ん
でもらいたいですね。

濱田国太郎を顕彰する会
会長　村上　貢さん（91）

国太郎さんのことは、漫画を読んで知
りました。私と同じ生名島で生まれ育っ
た方が素晴らしい活動をされていて誇り
に思います。国太郎さんのことや地域の
方の活動で国太郎さんの像が復活したこ
とを、家族や周りの人にも伝えたいと思
います。

生名小学校６年　須美　七海さん

漫画「日本海員組合をつくった
濱田国太郎さん」

著者・池田浩滋／監修・村上貢
国太郎の活躍をもっと知って
もらうためNPO法人頼れるふ
るさとネットが制作。手に取っ
てもらいやすいよう漫画にされ
ている。


