
1宇高連絡船の開業は明治43年。瀬戸大橋の開通に伴い、昭和63年3月、大勢の人々に惜
しまれながら、78年の歴史に幕を下ろした　2連絡船の乗降口（手前が桟橋側。向かいが
船側）　3萩原さんが最後に乗っていた宇高連絡船「土佐丸」　4甲板のうどん店が登場し
たのは昭和44年。以来、いりこの香りが郷愁を誘う宇高連絡船の名物になった　5プライ
ベートでも大型客船で船旅を楽しむという萩原さん。船長時代の思い出など、海の魅力を
たっぷり聞かせてくれました　※123写真提供：高松市歴史資料館

　萩原さんの話を聞いて感
じたのは、海の仕事につい
て何も「知らなかった」とい
うこと。これまでも海に遊びに行ったり、船に乗ったり
したことはありましたが、一度港を出たら目的地に到着
するのが当たり前だと思っていました。でも実際はたく
さんの知識と経験が必要で、とても責任の多い仕事で
すが、地域の人たちに必要とされ、とてもやりがいのあ
る仕事だと感じました。これからは陸だけでなく海にも
目を向けていきたいと思います。

　萩原幹生さんは、かつて高松港（香川県）と宇野港（岡山県）を結ん
でいた宇高連絡船の最後の船長を務めた人。子供の頃の夢を叶え、船
の仕事をしていく中で感じたことや体験したこと、今の若い世代に伝
えたいことなどを熱く語ってくれました。一方、取材した近藤さんは宇
高連絡船を知らない世代。船がないと本州へ渡れなかった時代の話を
聞き、船乗りという仕事、海で働くということを初めて真剣に考える時
間となりました。萩原さんは宇高連絡船の歴史や紫雲丸事故などの著
書をはじめ、切り絵作家として連絡船があった頃の情景を絵としても
残されています。取材は海が見える高台にある萩原さんのご自宅で行
われました。
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船
は
無
く
な
ら
な
い
で
す
よ
、

海
が
あ
る
限
り
は
ね
。

萩
原
さ
ん
か
ら
受
け
取
っ
た
言
葉

│
│
子
供
の
頃
か
ら
船
乗
り
に
な
り
た
か
っ
た

ん
で
す
か
？
　

　
私
は
岡
山
県
備
前
市
の
育
ち
で
、
幼
少
時
か

ら
本
物
の
広
い
「
海
」
を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
高
校
時
代
、
四
国
に
渡
っ
た
と

き
、
初
め
て
大
き
な
瀬
戸
内
海
を
見
ま
し
た
。

宇
高
連
絡
船
に
乗
船
し
て
も
、
甲
板
の
上
に
置

い
た
ボ
ー
ル
を
微
動
だ
に
さ
せ
な
い
船
の
大
き

さ
に
た
だ
た
だ
驚
く
ば
か
り
。
そ
の
時
か
ら
私

は
「
船
」「
海
」
に
憧
れ
て
こ
の
年
齢
に
な
る
ま

で
一
直
線
の
道
を
歩
ん
で
き
た
の
で
す
。

│
│
当
時
の
船
乗
り
の
仕
事
は
、
ど
う
い
う
こ

と
を
し
た
の
で
す
か
？

　
ち
ょ
う
ど
船
の
取
り
換
え
ど
き
で
、
最
新
の

電
気
制
御
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
た
新
造
船
が

次
々
に
建
造
さ
れ
て
い
る
時
で
し
た
。
日
本

の
、
外
国
航
路
向
け
の
大
型
船
舶
建
造
に
と
っ

て
国
鉄
の
連
絡
船
は
無
く
て
は
な
ら
な
い
存

在
。
世
界
航
路
の
船
で
は
日
本
を
離
れ
て
再
び

　
い
い
こ
と
言
う
ね
。
も
し
瀬
戸
大
橋
が
地
震

で
倒
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
四
国
は
孤
立
し
ま
す

よ
。
じ
ゃ
あ
何
が
役
に
立
つ
の
か
。
飛
行
機
と

言
っ
て
も
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
く
ら
い
だ
っ
た
ら

飛
ぶ
か
も
わ
か
ら
な
い
け
ど
。
そ
ん
な
に
台
数

は
な
い
だ
ろ
う
し
。
荷
物
に
し
ろ
人
に
し
ろ
、

一
番
大
量
輸
送
で
き
る
の
は
船
な
ん
で
す
。

や
っ
ぱ
り
日
本
は
島
国
だ
か
ら
ね
、
船
は
な
く

な
ら
ん
で
す
よ
、
海
が
あ
る
限
り
は
ね
。

│
│
ぼ
く
た
ち
若
い
世
代
に
伝
え
た
い
こ
と
は

あ
り
ま
す
か
？

　
も
っ
と
若
い
人
の
目
が
海
に
向
い
た
ら
い
い

と
思
う
ん
だ
け
ど
ね
。
や
っ
ぱ
り
海
は
綺
麗
に

あ
る
べ
き
で
、
海
に
遊
び
に
行
っ
た
ら
、
目
の

前
の
海
を
自
分
の
海
だ
と
思
っ
て
対
応
し
て
ほ

し
い
な
。
そ
れ
か
ら
職
場
は
陸
上
ば
っ
か
り

じ
ゃ
な
い
。
海
に
も
仕
事
が
あ
り
ま
す
。
少
し

我
慢
す
れ
ば
大
変
楽
し
い
人
生
を
送
れ
ま
す
か

ら
、
ぜ
ひ
海
を
目
指
し
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

帰
国
す
る
ま
で
何
ヶ
月
も
か
か
る
の
で
、
各
計

器
類
の
デ
ー
タ
が
取
れ
ま
せ
ん
。
連
絡
船
は
港

と
港
を
一
日
何
往
復
も
し
ま
す
か
ら
、
そ
れ
ら

の
多
く
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
新
し
い
計
器
が
開

発
さ
れ
、
初
め
て
外
国
航
路
の
船
に
取
り
付
け

ら
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。
新
型
自
動
化
船
が

で
き
あ
が
る
と
、
今
度
は
そ
れ
を
取
り
扱
う
私

た
ち
が
夜
も
寝
な
い
で
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
故
障
す
る
と
自
分
た
ち
の
手
で
直
さ
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
か
ら
。
　
　

　
よ
く
皆
さ
ん
、「
船
長
さ
ん
は
何
年
舵
握
っ

た
ん
で
す
か
」
っ
て
聞
く
で
し
ょ
。
で
も
実
際

は
、
船
長
は
舵
は
握
ら
な
い
。
船
長
の
仕
事
は

命
令
一
つ
な
ん
で
す
。
他
の
乗
組
員
は
そ
の
命

令
を
受
け
て
、
エ
ン
ジ
ン
を
操
作
し
た
り
、
船

の
傾
き
を
調
整
し
た
り
、
レ
ー
ダ
ー
で
見
張
り

を
し
た
り
。
そ
れ
ら
を
全
部
、
船
長
に
報
告
す

る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
船
長
は
頭
の
中
で
い

ろ
い
ろ
計
算
し
た
り
想
定
し
て
、
命
令
を
ボ
ン

と
出
す
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
大
型
船
の
仕
組
み

で
す
。

│
│
瀬
戸
内
海
で
、
操
船
す
る
と
き
に
難
し
い

と
こ
ろ
は
あ
る
ん
で
す
か
？

　
も
う
難
し
い
と
こ
ろ
だ
ら
け
。
高
松
港
は
船

の
出
入
り
が
日
本
で
一
番
多
い
港
で
し
た
か

ら
。
次
か
ら
次
か
ら
船
は
来
る
で
し
ょ
、
そ
れ

を
避
け
な
が
ら
走
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

で
も
到
着
が
遅
れ
る
と
、
今
度
は
列
車
に
間
に

合
わ
な
い
。
当
時
は
、
船
か
ら
そ
の
ま
ま
国
鉄

の
列
車
に
接
続
す
る
よ
う
ダ
イ
ヤ
が
組
ま
れ
て

い
ま
し
た
か
ら
。
そ
こ
が
難
し
い
。

│
│
今
は
橋
が
で
き
た
か
ら
、
電
車
で
そ
の
ま

ま
海
を
渡
れ
ま
す
が
、
何
か
災
害
が
起
き
た
ら
、

船
が
あ
る
か
な
い
か
は
大
き
い
で
す
よ
ね
？

も
っ
と
若
い
人
の
目
が
海
に
向
い
た
ら

い
い
と
思
う
ん
だ
け
ど
ね
。

宇高連絡船の元船長

宇
高
連
絡
船
の
元
船
長
　
萩
原
幹
生
さ
ん（
高
松
市
）

萩
はぎ

原
わら

幹
みき

生
お

さん
（昭和13年生まれ・77歳）

近
こんどうりょうすけ

藤良亮さん
（香川高専詫間キャンパス4年）

参 加 者 の 感 想
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