
佐世保重工業の250トンクレーンを取り巻くように建
造されている「立神 係  船  池 」。弓張岳展望台から正面に

けい せん ち

見えるこの景色に見覚えのある人も多いと思いますが、
この工事が「明治時代における海軍最大の土木工事」と
言われるほど大事業であったことは、あまり知られてい
ません。今回の特集では、この立神係船池にスポットを
当て、巨費を投じて建設された様子や、工事に携わり日
本最高と呼ばれた技術陣などを紹介します。
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▼真島健三郎

05　広報させぼ 2015.2

吉村長策

係船池となる区域から海水をくみ出す工事関係者



鎮
守
府
開
庁
で
変
貌
を
遂
げ
る

佐
世
保

　
明
治
　�
1
8
8
6
�年
5
月
�

19

佐
世
保
に
鎮
守
府
設
置
が
決
ま
る

と
�
こ
れ
を
契
機
に
�
周
辺
に
は
岸

壁
や
ド
�
ク
�
工
場
な
ど
が
次
々

に
整
備
さ
れ
�
人
口
約
4
千
人
の

村
だ
�
た
佐
世
保
は
�
海
軍
の
拠

点
と
な
る
軍
港
都
市
へ
と
急
激
な

変
貌
を
遂
げ
ま
し
た
�
そ
の
大
部

分
は
太
平
洋
戦
争
ま
で
の
約
　
年
60

間
に
海
軍
が
巨
費
を
投
じ
て
造
り

上
げ
た
も
の
で
す
が
�
特
に
明
治

か
ら
大
正
に
か
け
て
行
わ
れ
た
大

工
事
が
佐
世
保
港
の
形
を
大
き
く

変
え
ま
し
た
�

海
軍
最
大
の
土
木
事
業

　
日
本
が
朝
鮮
半
島
や
中
国
へ
と

勢
力
を
拡
張
し
て
い
く
歴
史
の
中

で
�
日
本
の
西
端
に
位
置
す
る
佐

世
保
は
�
戦
場
に
最
も
近
い
前
線

基
地
と
し
て
の
役
割
を
担
い
ま
し

た
�
戦
争
と
も
な
る
と
�
倉
庫
か

ら
弾
薬
や
燃
料
�
食
料
な
ど
が
慌

た
だ
し
く
積
み
出
さ
れ
�
岸
壁
や

火
薬
庫
�
石
炭
庫
な
ど
が
相
次
い

で
築
か
れ
ま
し
た
�

　
日
露
戦
争
後
�
戦
争
で
損
害
を

受
け
た
艦
船
を
迅
速
に
修
理
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
佐
世
保

は
�
明
治
　�
1
9
0
5
�年
�
3
つ

38

の
ド
�
ク
が
相
次
い
で
起
工
さ
れ

る
な
ど
�
大
規
模
な
工
事
が
次
々

と
行
わ
れ
ま
し
た
�

　
そ
の
中
で
最
も
力
が
注
が
れ
た

の
が
�
立
神
係
船
池�
修
理
艦
船
係

留
場
��
の
建
造
で
す
�
海
軍
 工
廠
 

こ
う
し
よ
う

の
海
側
に
突
き
出
て
い
た
立
神
岬

と
� 大
  蛇
 島
�

だ
い
 じ
や

 小
蛇
島
 を
堤
防
で
取

し
よ
う
じ
や

り
囲
み
�
入
り
口
を
ふ
さ
い
で
海

水
を
く
み
出
し
�
海
底
を
掘
削
し

て
泥
を
運
び
出
し
�
岸
壁
を
築
造

し
た
後
に
�
再
び
海
水
を
入
れ
る

と
い
う
こ
の
事
業
�
係
船
池
は
南

北
に
約
5
7
6
俊
�
東
西
に
約
3

6
4
俊
も
あ
る
巨
大
な
も
の
で
�

�
明
治
時
代
に
お
け
る
海
軍
最
大
の

土
木
工
事
�
と
評
さ
れ
ま
し
た
�

日
本
の
近
代
化
に
名
を
残
す
2

人
の
技
術
者

　
規
模
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
�
施

工
技
術
も
日
本
最
高
で
あ
�
た
と

言
わ
れ
る
立
神
係
船
池
�

　
全
体
計
画
は
�
当
時
�
佐
世
保
鎮

守
府
で
建
築
科
長
を
務
め
て
い
た

吉
 村
長
策
が
 策
定
し
�
吉
村
の
下

ち
よ
う
さ
く

に
は
�
主
任
技
師
と
し
て
真
島
健

三
郎
が
在
籍
し
て
い
ま
し
た
�
2

人
は
後
に
そ
れ
ぞ
れ
�
近
代
水
道

の
父
��
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
�
ト
構
造

建
築
の
先
駆
者
�
な
ど
と
呼
ば
れ

る
ほ
ど
�
日
本
の
近
代
化
に
大
き

な
功
績
を
残
し
た
人
物
で
す
�

　
海
軍
の
威
信
を
懸
け
た
大
事
業

は
こ
の
2
人
が
中
心
と
な
�
て
進

め
ら
れ
ま
し
た
�

排
水
だ
け
で
数
カ
月

　
明
治
　
年
�
い
よ
い
よ
汐
留
工

38

事
が
始
ま
り
ま
し
た
�
翌
年
に
は

小
蛇
島
の
上
に
ポ
ン
プ
所
が
設
け

ら
れ
�
海
水
が
く
み
出
さ
れ
ま
し
た
�

昼
も
夜
も
休
み
な
く
排
水
作
業
が

行
わ
れ
ま
し
た
が
�
排
水
作
業
だ

け
で
数
カ
月
も
か
か
�
た
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
�
4
・
5
ペ
�
ジ
の

写
真
は
当
時
の
排
水
作
業
の
様
子

で
�
工
事
関
係
者
と
と
も
に
写
さ

れ
た
数
少
な
い
記
録
写
真
で
す
�

06

昭和20年頃の佐世保軍港

立神係船池

酸
酸 酸

死写真Aの
撮影方向

250終
クレーン

第三船渠
（現第6ドック）

第一船渠
（現第5ドック） 明治36年頃の佐世保軍港

酸
大蛇島

酸

小蛇島 酸

立神岬

東
京
ド
�
ム
4
個
分
の
広
さ
を

掘
削

　
海
水
の
く
み
出
し
が
終
わ
る
と
�

次
は
海
底
の
掘
削
作
業
が
始
ま
り

ま
し
た
�
海
底
の
広
さ
は
約
　
万
20

平
方
俊
で
東
京
ド
�
ム
の
約
4
個

分
も
あ
り
�
そ
こ
を
平
均
7
�
8
俊

掘
り
下
げ
る
と
い
う
大
工
事
で
す
�

掘
り
取
�
た
土
砂
も
大
変
な
量
で
�

大
蛇
島
や
小
蛇
島
�
立
神
岬
に
巻

き
上
げ
場
が
造
ら
れ
�
桟
橋
か
ら

船
で
港
外
へ
運
ば
れ
た
ほ
か
�
現

在
海
上
自
衛
隊
業
務
隊
や
米
海
軍

基
地
が
設
置
さ
れ
て
い
る
倉
島
�

平
瀬
の
埋
め
立
て
な
ど
に
利
用
さ

れ
ま
し
た
�

巨
大
な
コ
ン
ク
リ
�
ト
構
造
物

　
明
治
　
年
�
コ
ン
ク
リ
�
ト
を

44

使
用
し
た
岸
壁
工
事
が
始
ま
り
ま

し
た
�
岸
壁
は
高
さ
　
俊
以
上
も

10

あ
る
構
造
物
で
�
係
船
池
を
取
り

囲
む
よ
う
に
造
ら
れ
ま
し
た
�
写

真
A
は
岸
壁
完
成
時
に
撮
影
さ
れ

た
も
の
で
す
が
�
岸
壁
の
上
に
立

つ
人
と
比
較
し
て
も
そ
の
巨
大
さ

が
分
か
り
ま
す
�
ま
た
�
今
月
号

の
表
紙
写
真
も
同
様
に
岸
壁
の
前

で
撮
影
さ
れ
た
も
の
で
す
�

　
岸
壁
は
海
水
に
直
接
接
触
す
る

こ
と
に
な
る
た
め
�
工
事
に
は
当

時
開
発
さ
れ
た
海
水
に
耐
え
得
る

コ
ン
ク
リ
�
ト
が
使
用
さ
れ
ま
し

た
�
工
期
は
真
島
技
師
が
新
た
に

考
案
し
た
コ
ン
ク
リ
�
ト
の
運
搬

方
法
を
採
用
し
た
こ
と
も
あ
り
�

予
定
よ
り
早
く
約
3
年
後
に
終
了

し
ま
し
た
�

東
洋
一
の
大
係
船
池
の
完
成

　
大
正
3�
1
9
1
4
�年
�
海
水

が
く
み
出
さ
れ
て
い
た
海
底
に
再

び
海
水
を
入
れ
る
�
入
水
式
�
が
行

わ
れ
ま
し
た
�
以
降
�
満
ち
潮
の

た
び
に
行
わ
れ
�
約
2
カ
月
か
か
�

て
満
水
に
な
り
ま
し
た
�
そ
の
後
�

し
�
ん
せ
つ
船
が
入
り
口
近
く
を

深
く
掘
�
て
海
底
を
さ
ら
え
�
起

重
機
船
が
海
水
の
侵
入
を
防
ぐ
矢

板
の
引
き
抜
き
を
行
い
ま
し
た
�

　
そ
し
て
�
大
正
5
年
�
つ
い
に
こ

の
大
事
業
が
完
成
�
工
事
を
始
め

て
か
ら
実
に
　
年
の
歳
月
を
要
し
�

11

ま
さ
に
明
治
年
間
に
お
け
る
海
軍

最
大
の
事
業
と
な
り
ま
し
た
�
立

神
係
船
池
は
�
1
万
瞬
級
の
船
な

ら
同
時
に
9
隻
つ
な
ぐ
こ
と
が
で

き
る
東
洋
一
の
施
設
�
と
評
さ
れ
�

全
国
か
ら
注
目
を
浴
び
ま
し
た
�

東
洋
一
の
2
5
0
瞬
ク
レ
�
ン

　
岸
壁
の
周
り
に
は
�
係
船
池
の

建
造
と
並
行
し
�
い
く
つ
も
の
ク

レ
�
ン
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
�
中

で
も
目
を
引
く
の
が
�
今
も
現
役

で
使
用
さ
れ
�
佐
世
保
の
ラ
ン
ド

マ
�
ク
に
も
な
�
て
い
る
2
5
0

瞬
の
大
ク
レ
�
ン
で
す
�
イ
ギ
リ

ス
に
注
文
し
て
造
ら
れ
た
も
の
で
�

組
み
立
て
も
イ
ギ
リ
ス
人
技
師
が

来
て
指
導
を
行
い
�
大
正
2
年
に

完
成
し
ま
し
た
�
海
軍
が
莫
大
な

経
費
を
掛
け
�
も
う
一
つ
の
東
洋

一
と
な
�
た
こ
の
ク
レ
�
ン
は
�

戦
艦
の
巨
大
な
大
砲
や
機
械
の
取

り
替
え
を
自
由
自
在
に
や
�
て
の

け
る
な
ど
�
迅
速
な
修
理
に
大
い

に
貢
献
し
ま
し
た
�

07　広報させぼ 2015.2

立神係船池の岸壁の完成

酸

第六船渠
（現第1ドック）

第五船渠
（現第2ドック）

第四船渠
（現第3ドック）

第七船渠
（現第4ドック）

酸

酸

酸

写真A

250トンクレーン



　
立
神
係
船
池
が
建
造
さ
れ
る
以

前
�
日
本
で
は
�
横
浜
や
大
阪
の
大

規
模
な
築
港
事
業
な
ど
で
原
因
不

明
の
コ
ン
ク
リ
�
ト
崩
壊
事
故
が

相
次
い
で
い
ま
し
た
�
こ
の
問
題

は
港
の
整
備
を
急
ぐ
政
府
の
前
に

大
き
く
立
ち
は
だ
か
�
て
い
ま
し

た
が
�
こ
の
難
問
を
解
決
し
た
の

が
�
当
時
�
佐
世
保
鎮
守
府
に
在
籍

し
て
い
た
真
島
健
三
郎
で
し
た
�

原
因
不
明
の
コ
ン
ク
リ
�
ト
漏

水
事
故

　
明
治
初
期
�
政
府
が
�
富
国
強

兵
��
殖
産
興
業
�
を
旗
印
に
近
代

化
政
策
を
進
め
る
中
�
鉄
道
施
設

や
工
場
の
構
造
用
材
料
と
し
て
使

用
さ
れ
て
い
た
セ
メ
ン
ト
が
国
産

化
さ
れ
ま
し
た
�
安
価
に
な
�
た

こ
と
も
あ
り
�
以
降
�
陸
上
の
構
造

物
な
ど
で
よ
く
コ
ン
ク
リ
�
ト
が

使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
�

　
そ
の
よ
う
な
中
�
国
防
や
海
外

貿
易
の
た
め
港
の
整
備
を
急
務
と

し
て
い
た
政
府
は
�
明
治
　�
1
8

22

8
9
�年
�
横
浜
の
築
港
防
波
堤
工

事
の
建
造
を
始
め
ま
し
た
�
し
か

し
�
国
産
セ
メ
ン
ト
を
使
用
し
た

コ
ン
ク
リ
�
ト
製
の
護
岸
に
は
�

　
年
ご
ろ
か
ら
海
水
に
接
し
た
部

25分
に
亀
裂
が
入
�
た
り
�
崩
壊
し

た
り
す
る
よ
う
な
事
故
が
頻
発
�

そ
の
後
の
大
阪
築
港
工
事
で
も
同

様
の
こ
と
が
起
こ
り
�
社
会
的
に

も
大
き
な
関
心
を
集
め
ま
し
た
�

佐
世
保
の
第
一
船
渠
も
漏
水

　
佐
世
保
で
は
�
軍
艦
の
修
理
を

行
う
た
め
の
工
場
や
ク
レ
�
ン
の

建
造
が
進
み
�
明
治
　
年
に
は
�
そ

26

の
基
盤
設
備
と
な
る
第
一
 船
 
せ
ん

 渠
 の
き
よ

築
造
工
事
が
始
ま
り
ま
し
た
�

　
工
事
は
　
年
に
完
成
し
� 開
  渠
 

か
い
 き
よ

28

式
を
迎
え
ま
し
た
が
�
横
浜
や
大

阪
と
同
様
�
防
水
門
な
ど
に
亀
裂

や
漏
水
が
生
じ
る
事
故
が
発
生
し
�

以
降
�
長
年
�
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
�

　
そ
の
後
の
調
査
で
�
漏
水
の
原

因
は
海
水
に
よ
�
て
セ
メ
ン
ト
が

分
解
し
た
も
の
と
特
定
さ
れ
ま
し

た
が
�
そ
れ
を
解
決
す
る
方
法
は

依
然
と
し
て
見
付
か
り
ま
せ
ん
で

し
た
�

08

氏

工事中の第一船渠

火
山
灰
を
混
ぜ
る
製
造
法
で
難

問
を
解
決

　
明
治
　�
1
8
9
9
�年
�
海
軍

32

技
師
と
な
�
た
真
島
健
三
郎
は
佐

世
保
鎮
守
府
に
配
属
さ
れ
�
建
築

科
長
の
吉
村
長
策
の
下
で
�
海
水

に
耐
え
得
る
コ
ン
ク
リ
�
ト
の
研

究
に
取
り
組
み
ま
し
た
�

　
そ
し
て
�
セ
メ
ン
ト
製
造
業
者

な
ど
と
試
行
錯
誤
を
重
ね
た
末
�

セ
メ
ン
ト
の
中
に
�
火
山
灰
�
を
混

ぜ
る
こ
と
で
�
海
水
に
耐
え
得
る

コ
ン
ク
リ
�
ト
を
製
造
す
る
こ
と

に
成
功
�
こ
の
方
法
を
用
い
る
こ

と
で
�
第
一
船
渠
は
　
年
に
よ
う

35

や
く
完
成
し
ま
し
た
�

　
こ
の
成
功
は
す
ぐ
に
全
国
に
伝

え
ら
れ
�
以
降
�
横
浜
や
大
阪
の
築

港
事
業
�
立
神
係
船
池
な
ど
�
さ
ま

ざ
ま
な
事
業
で
採
用
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
�

　
真
島
が
こ
の
方
法
を
発
見
し
た

当
時
�
火
山
灰
は
五
島
産
の
も
の

が
主
に
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
�

こ
の
方
法
が
普
及
す
る
あ
ま
り
�

五
島
産
だ
け
で
な
く
唐
津
産
の
火

山
灰
な
ど
も
価
格
が
一
時
高
騰
し

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
�

　
真
島
は
こ
の
技
術
を
水
雷
艇
船

渠�
立
神
係
船
池
岸
壁
工
事
に
伴
い

埋
め
立
て
�の
建
設
に
応
用
し
�
そ

れ
ま
で
石
張
り
が
主
流
だ
�
た
船

渠
を
全
面
コ
ン
ク
リ
�
ト
に
す
る

こ
と
に
も
成
功
�　
以
降
も
数
々
の

偉
業
を
成
し
遂
げ
�
日
本
の
近
代

化
に
大
き
く
貢
献
し
ま
し
た
�
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佐世保海軍工廠の船渠の諸元

竣工着工重量トン数 
（DWT）

現ドック
番号

旧船渠
番号

明治28明治2624,000第5第一

明治39明治3427,000第6第三

大正  2明治38400,000第3第四

大正  2明治3845,000第2第五

大正  2明治3820,000第1第六

昭和16昭和10380,000第4第七

◎第一船渠の修理工事  明治34年着工  同35年竣工
◎第二船渠は計画されたが中途で建造中止
◎重量トン数は現在の数値を記載

現在の第5ドック（旧第一船渠）

●問社会教育課　緯24-1111

大阪府生まれ。工部大学校（現在の東京大学
工学部）を卒業後、同大学助教授となるが、
1886年、水道工事計画のため招請され長崎
県技師となり、長崎市水道工師長に。1892
年、日本初の上水道専用ダム「本河内高部水
道」（長崎市）を完成させる。1892年、大阪市
の招請に応じ、水道副工事長として計画、実
施を担当し、大阪市水道を1895年に完成さ
せる。翌年、神戸市水道工事長に転じ、日本
初の重力式コンクリートダムである布引五
本松ダムを1899年に完成。1900年、佐世保
鎮守府建設部建築科長となり、水道拡張工事、
海軍施設工事の最高責任者として指導監督
した。1911年、臨時海軍建築部工務監とし
て、海軍本省に転じ、1920年、海軍省建築
局長に就任。1928年、永眠。「佐世保の海が
見えるところに骨を埋めてほしい」との遺言
により、墓は西方寺（本市水道局裏）に建立さ
れている。
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香川県生まれ。札幌農学校卒業後、1899年
から佐世保海軍経理部建築科。火山灰を混
入した耐海水コンクリートを用いて、1902
年に第一船渠を完成させ、その後さまざまな
構造物に鉄筋コンクリートを使用。1904年、
日本初の鉄筋コンクリート造煙突を建設。
翌年、日本初の鉄筋コンクリート造建築を完
成。1912年に川ノ谷油槽（赤崎町）を完成。
立神係船池が着工した1906年は主任技師を
務め、1911年から建築科長。1917年に呉
建築科長として転出。1923年、海軍省建築
局長に就任した直後、関東大震災が発生。そ
の後、耐震設計の研究を進め、1930年「地
震と建築」を出版し、柔構造理論を提唱した。
1932年、海軍を退職。
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