
伝
統
継
承

～
帆
引
き
船
の
保
全
と
帆
引
き
網
漁
～

後
継
者
の
対
策
が
重
要
な
課
題

伝 

統
文
化
で
あ
る
帆
引
き
船
の
保
全
と

帆
引
き
網
漁
は
、
特
別
な
技
術
や
知

識
を
持
つ
人
々
や
組
織
が
存
在
し
、
表
現
・

伝
承
し
て
い
か
な
け
れ
ば
受
け
継
が
れ
て
い

き
ま
せ
ん
。
現
在
、
帆
引
き
船
の
操
船
し
て

い
る
地
元
漁
師
の
高
齢
化
や
継
承
者
不
足
に

よ
り
、
貴
重
な「
伝
統
文
化
」が
消
滅
の
危
機

に
あ
り
、
次
代
を
担
う
若
い
後
継
者
へ
の
技

能
の
継
承
が
重
要
な
課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

帆
引
き
船
継
承
部
の
立
ち
上
げ

帆 

引
き
船
は
、
霞
ヶ
浦
の
風
物
詩
と
し

て
長
年
に
わ
た
り
親
し
ま
れ
、
観
光

操
業
に
お
い
て
も
多
く
の
関
心
を
集
め
て
い

る
極
め
て
重
要
な
観
光
資
源
で
す
。
そ
の
帆

引
き
船
を
守
ろ
う
と
、
地
元
の
養
殖
業
や
水

産
加
工
業
の
若
手
を
中
心
に
有
志
た
ち
が
集

ま
り「
帆
引
き
船
継
承
部
」を
立
ち
上
げ
、
地

域
ぐ
る
み
で
帆
引
き
船
を
継
承
し
て
い
こ
う

と
動
き
出
し
ま
し
た
。

立 

ち
上
げ
元
年
の
平
成
25
年
度
は
、
現

役
の
帆
引
き
船
操
船
者
の
漁
師
の
方

に
、
漁
具
の
説
明
や
操
船
の
指
導
を
受
け
る

講
習
会
を
行
っ
て
い
ま
す
。

帆引き船発祥の地
　　　　「かすみがうら市」として
　　　　　　　　　　いまできること

金
子

　
私
は
、
義
務
教
育
が
終
わ
っ
た
16
歳

で
漁
師
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
ト
ロ
ー
ル
船

が
主
流
に
な
る
ま
で
の
20
年
ぐ
ら
い
、
霞
ヶ

浦
で
漁
を
す
る
た
め
に
帆
引
き
船
に
乗
っ
て

い
ま
し
た
。

櫻
井

　
私
た
ち
の
世
代
で
は
、
帆
引
き
船
は

漁
を
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
、「
観
光
帆
引
き

船
」の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
で
す
が
、
金
子
さ
ん

た
ち
に
と
っ
て
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ

た
の
で
す
か
？

金
子
　
漁
師
に
と
っ
て
帆
引
き
船
は
、
家
族

を
養
っ
て
生
活
し
て
い
く
た
め
に
、
霞
ヶ
浦

で
漁
を
す
る
道
具
の
ひ
と
つ
で
し
た
。

櫻
井
　
強
風
の
中
で
は
、
帆
を
張
る
帆
引
き

船
は
危
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
す
か
？

金
子
　
強
風
だ
か
ら
と
漁
に
出
な
い
人
も
い

ま
し
た
が
、
張
る
帆
を
少
し
に
す
る
な
ど
工

夫
す
れ
ば
大
丈
夫
な
ん
で
す
よ
。

櫻
井
　
帆
引
き
船
を
操
船
す
る
技
術
は
誰
か

ら
教
わ
っ
た
の
で
す
か
？

金
子

　
兄
貴
や
先
輩
た
ち
か
ら
教
わ
っ
た
の

で
す
が
、
初
め
の
う
ち
は
う
ま
く
で
き
な
く

て
、
怒
ら
れ
た
り
、
ひ
っ
ぱ
た
か
れ
た
り
し

会
員

募
集

　
　
　
帆
引
き
船
継
承
部

　

 

継
承
部
で
は
、

帆
引
き
船
の
保

全
と
帆
引
き
網

漁
を
継
承
す
る

意
欲
の
あ
る
有

志
を
随
時
募
集

し
て
い
ま
す
。
興

味
の
あ
る
方
は
、

観
光
商
工
課
ま

で
連
絡
を
お
願

い
し
ま
す
。

◆
メ
ン
バ
ー（
敬
称
略
）

　 

櫻
井
隆
士
、
柳
沢
俊
雄
、
貝
塚
理
、
石
橋

雄
一
、
狩
野
平
左
衛
門
岳
也
、
樽
見
誠
司
、

　
宇
都
木
正
浩
、
岡
本
稔
弘
、
鈴
木
英
之
、

　
山
野
英
明
、
貝
塚
康
博
、
大
久
保
光
謙

特
別

企
画

　大きな帆をふくらませて、悠々と湖面を

走る帆引き船。この船が初めて霞ヶ浦に浮

かんだのは、明治 13 年のことでした。考

案したのは、かすみがうら市坂（二ノ宮）に

生まれた折本良平氏が 46 歳の時でした。

　彼が発明した帆引き網漁は、自然の風を

利用した画期的な漁法でした。彼は多くの

漁師たちに、その操業技術を伝え、沿岸漁

民の生活安定に大きく貢献しました。

　昭和 40 年ごろからトロール船が主流と

なり、帆引き船はまもなく姿を消しました

が、霞ヶ浦漁業の歴史を知る上で極めて重

要な文化財遺産であることから、昭和 46

年に観光帆引き船として復活しました。雄

大な霞ヶ浦に白い帆を上げて優雅に走る帆

引き船は、随伴船から眺める多くの人を魅

了しています。

　そんな帆引き船の保全と帆引き網漁の継

承に地域ぐるみで取り組んでいます。

　　
帆
引
き
船
の
歴
史
や
活
用
に
つ
い
て
、
皆

さ
ん
で
語
り
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。
参
加
自
由

で
す
の
で
、
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◉
期
日
　
11
月
23
日
土

◉
会
場
　
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

◉
内
容
　 

午
前
10
時
～
正
午
▽
帆
引
き
船
と

帆
引
き
網
漁
を
語
る
集
い

　
　
　
　�

午
後
1
時
半
～
3
時
▽
記
念
講
演

「
霞
ヶ
浦
漁
業
の
歴
史
と
発
展
」

　
　
　
折
本
良
平

　
　
　
メ
モ
リ
ア
ル
１
０
１

ま
し
た
。
た
ん
こ
ぶ
も
よ
く
で
き
た
ね
。

　
た
だ
、
教
科
書
な
ん
か
が
あ
る
わ
け
じ
ゃ

な
い
し
、
一
か
ら
十
ま
で
教
わ
っ
た
と
い
う

よ
り
は
、
一
緒
に
船
に
乗
り
、
兄
貴
や
先
輩

の
動
き
を
見
て
技
術
を
盗
ん
だ
感
じ
で
す
ね
。

櫻
井

　
帆
引
き
船
に
限
ら
ず
、
漁
師
っ
て
そ

う
い
う
も
ん
で
す
ね
。

金
子

　
継
承
部
と
し
て
、
今
後
ど
の
よ
う
に

し
て
い
き
た
い
の
で
す
か
？

櫻
井

　
現
役
の
操
船
者
の
船
長
さ
ん
た
ち
は
、

大
先
輩
で
あ
り
、
生
き
る
教
科
書
っ
て
感
じ

の
存
在
で
す
。
帆
引
き
船
に
関
す
る
技
術
や

知
識
を
、
そ
の
大
先
輩
か
ら
教
わ
る
こ
と
や

技
術
を
盗
む
こ
と
を
、
今
す
る
べ
き
こ
と
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
の
で
、
今
後
と
も
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

金
子

　
口
で
説
明
で
き
な
い
こ
と
も
多
々
あ

る
の
で
、
そ
れ
は
見
て
触
っ
て
覚
え
て
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
。

櫻
井
　
継
承
部
会
の
一
員
と
し
て
、
こ
の
帆

引
き
船
で「
帆
引
き
船
発
祥
の
地
」か
す
み
が

う
ら
市
の
ま
ち
お
こ
し
が
で
き
た
ら
い
い
な

と
考
え
て
い
ま
す
。

現役操船者
金子充志さん

継承部会
部長 櫻井隆士さん

2かすみがうらかすみがうら3

問観光商工課（霞ヶ浦庁舎）


