
 

 

← 
現在は歩崎観音
境内（かすみが
うら市）にある
「折本良平翁記
念碑」（顕彰碑）
（左）と，その
碑の上段部に刻
まれた「帆曳綱
発明家」の文字
（上） 

← 
かすみがうら市歩崎公園内に
建つ「帆引き船発祥の地」碑と
帆曳船の形を刻み込んだ副碑 

← 
筑波山を背に，白い帆をいっぱ
いに張り，霞ヶ浦を優雅に滑走
する観光「帆曳船」。（写真は『土
浦市広報広聴課』提供） 

画期的な帆曳
綱の発明によ
り，折本良平が
189７（明治
30）年に受賞
した「第２回水
産博覧会褒状」
（下，『かすみ
がうら市環境
経済部観光商
工課ＨＰ』より
転載） 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

      
 

   

              

近
代
の
水
産 

明
治
維
新
と
と
も
に
幕
府
や
水
戸
藩
の
御

留
川
も
な
く
な
り
、
四
十
八
津
に
定
め
ら
れ
た

掟
書
も
な
く
な
っ
た
の
で
、
網
の
制
限
も
新
漁

法
の
採
用
も
自
由
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
漁
業

法
が
制
定
さ
れ
て
、
水
産
組
合
が
組
織
化
さ
れ

て
い
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
中
世
の
間
、
引
き

継
が
れ
て
き
た
「
津
」
の
営
み
を
始
め
と
す
る

自
治
組
織
が
、
水
産
組
合
と
な
り
復
活
し
た
と

言
え
ま
す
。 

 

一
方
、
幕
末
の
こ
ろ
か
ら
明
治
初
期
に
か
け

て
は
、
漁
獲
物
の
保
存
法
な
ど
に
新
し
い
方
法

が
開
発
さ
れ
、
霞
ヶ
浦
の
魚
介
類
は
、
煮
干

し
・
甘
露
煮
・
佃
煮
・
焼
き
物
な
ど
に
加
工
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
煮
干
し
加
工
は
、

幕
末
慶
応
年
間
（
1865
～
1868
）
に
、
福
島
県
人

の
茂
右
衛
門
と
い
う
人
が
ワ
カ
サ
ギ
を
買
い

集
め
て
郷
里
に
送
る
た
め
、
沿
岸
の
漁
業
者
に

依
頼
し
て
、
煮
干
し
ワ
カ
サ
ギ
を
始
め
た
の
が

始
ま
り
で
、
イ
サ
ザ
（
ア
ミ
）
・
エ
ビ
で
も
煮

干
し
加
工
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
佃
煮
は
、
行
方
市
粗
毛
出
身
の
奥
村
吉

郎
兵
衛
が
明
治
初
期
、
東
京
に
出
て
佃
煮
製
法

を
学
び
、
郷
里
に
帰
り
、
『
ハ
ゼ
』
の
佃
煮
製

造
を
試
み
、
こ
れ
に
成
功
し
た
の
が
、
霞
ヶ

浦
・
北
浦
地
域
で
の
始
ま
り
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
1877
（
明
治
10
）
年
、
西
南
の
役
が
起
る

と
将
兵
の
食
料
と
し
て
脚
光
を
浴
び
、
そ
の

後
、
佃
煮
製
造
は
霞
ヶ
浦
・
北
浦
周
辺
に
広
ま

り
、
産
業
と
し
て
定
着
、
発
展
し
て
い
き
ま
し

た
。
特
に
日
露
戦
争
の
と
き
に
は
、
軍
用
の
食

料
が
腐
敗
す
る
中
、
佃
煮
だ
け
は
、
味
が
か
わ

る
こ
と
な
く
、
副
食
品
と
し
て
は
以
後
「
兵
站

(

へ
い
た
ん  

戦
闘
部
隊
の
後
方
に
あ
っ
て
、
人

員
・
兵
器
・
食
糧
な
ど
の
前
送
・
補
給
に
あ
た

り
、
ま
た
、
後
方
連
絡
線
の
確
保
に
あ
た
る
活

動
機
能
。
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス)

第
一
之
要
品
」

に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。
ワ
カ
サ
ギ
・
エ
ビ
・

フ
ナ
・
イ
サ
ザ
な
ど
が
佃
煮
と
し
て
加
工
さ

れ
、
需
要
が
お
お
き
く
伸
び
て
い
き
ま
し
た
。

焼
き
物
は
フ
ナ
（
す
ず
め
焼
き
）
・
ワ
カ
サ
ギ

な
ど
で
し
た
が
、
特
に
焼
き
ワ
カ
サ
ギ
は
、
独

特
の
風
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
霞
ヶ
浦
の

特
産
品
と
し
て
珍
重
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
う

し
た
霞
ヶ
浦
産
魚
の
加
工
品
は
、
保
存
の
で
き

る
タ
ン
パ
ク
質
、
カ
ル
シ
ウ
ム
の
栄
養
食
と
し

て
、
軍
の
御
用
の
ほ
か
日
立
鉱
山
な
ど
の
大
口

注
文
が
多
く
な
り
、
霞
ヶ
浦
水
産
業
の
名
が
全

国
に
広
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

 

当
時
行
わ
れ
て
い
た
漁
法
と
し
て
は
、
大
徳

網
（
袋
網
、
漁
法
と
し
て
は
岸
か
ら
網
を
引
く

地
曳
網
漁
や
数
艘
の
舟
を
漕
い
で
網
を
曳
く

漁
が
あ
り
ま
し
た
。
1610
年
頃
に
始
ま
り
、
大

人
数
を
組
織
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
網

元
・
網
子
と
い
っ
た
漁
業
者
の
階
級
分
化
を
招

き
ま
し
た
）
や
延
縄
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
が
、

こ
う
し
た
漁
具
漁
法
の
ほ
と
ん
ど
は
江
戸
時

代
に
生
ま
れ
た
も
の
で
す
。 

 

帆
曳
網
漁 

 

霞
ヶ
浦
の
風
物
詩
と
も
な
っ
て
い
た
帆
曳

船
に
よ
る
「
帆
曳
網
漁
」
は
、
1877
（
明
治
10
）

年
前
後
に
、
か
す
み
が
う
ら
市
坂
（
当
時
は
佐

賀
村
二
の
宮
）
の
折
本
良
平
氏
に
よ
っ
て
、
シ

ラ
ウ
オ
の
漁
獲
を
目
的
に
考
案
さ
れ
ま
し
た
。 

 
こ
の
帆
曳
網
漁
は
、
漁
法
分
類
か
ら
す
る
と

打
瀬
網
漁
法
に
分
類
さ
れ
ま
す
。
打
瀬
網
漁
法

は
、
帆
に
受
け
る
風
の
力
を
利
用
し
て
網
を
引

く
漁
法
で
、
袋
網
を
船
首
と
船
尾
か
ら
張
り
出

し
た
３
～
４
メ
ー
ト
ル
の
棒
の
先
端
か
ら
60

～
70
メ
ー
ト
ル
の
引
き
網
を
海
底
に
伸
ば

し
、
そ
の
末
端
に
袋
網
を
取
り
付
け
、
風
の
力

で
船
が
進
み
な
が
ら
曳
航
す
る
仕
掛
け
と
な 

                   

っ
て
い
ま
す
。
操
業
に
際
し
て
は
、
船
を
ま
ず

漁
場
の
風
上
に
移
動
さ
せ
、
風
に
対
し
て
船
体

を
横
向
き
に
し
ま
す
。
そ
こ
で
網
を
水
中
に
投

下
し
て
い
き
、
帆
を
張
り
、
船
を
横
流
し
し
な

が
ら
袋
網
で
水
底
を
引
く
漁
法
で
す
。
帆
は
風

の
強
弱
に
よ
っ
て
展
開
を
調
節
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
風
の
な
い
時
は
操
業
で
き

ま
せ
ん
。 

 

こ
の
打
瀬
網
漁
法
は
、
江
戸
中
期
に
泉
州
佐

野
（
大
阪
府
泉
佐
野
市
）
・
堺
（
同
堺
市
）
・

岸
和
田
（
同
岸
和
田
市
）
・
尼
崎
（
兵
庫
県
尼

崎
市
）
周
辺
の
漁
民
に
よ
っ
て
和
泉
灘
（
大
阪

湾
）
で
す
で
に
行
わ
れ
て
お
り
、
明
治
初
期
に

は
茨
城
県
沿
岸
漁
業
組
合
が
外
洋
雑
魚
漁
に

使
用
し
て
お
り
、
霞
ヶ
浦
の
大
徳
網
漁
に
も
帆

打
瀬
漁
法
が
導
入
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ

の
打
瀬
網
漁
法
を
参
考
に
し
て
、
折
本
良
平
氏

は
帆
曳
網
漁
を
発
明
し
ま
し
た
。 

平成２６年４月１５日
茨城県立土浦第一高等学校  

進修同窓会旧本館活用委員会 
HP  http://www.sin-syu.jp/ 

第６７号 

霞ヶ浦（その３）～帆曳船～ 
 霞ヶ浦の風物詩となっていた帆曳船。佐賀村二の宮（現かすみ

がうら市）の折本良平氏の発明によるものですが，この発明は，

漁獲量を上げ，霞ヶ浦漁業を活性化させていきました。また網元

と網子の関係や漁業形態にも大きな変化を与えました。 



 

 

← 
図解「帆引網漁法の網」。
網は長さ約 20ｍ．船から
網の先端までは約 50ｍ
等が図示されています。 

→ 
図解「帆引網漁法の
船と帆」。船は全長
約８ｍ，帆は横約
13ｍ・縦９ｍなど
が説明されていま
す。（２つの図は『か
すみがら市観光帆
引き船』パンフレッ
トより転載） 

【
参
考
資
料
】 

『
帆
曳
網
漁
の
世
界
展
示
解
説
書
』 

（
か
す
み
が
う
ら
市
郷
土
資
料
館 

2005
・
７
） 

 
1912
（
明
治
45
）
年
に
建
て
ら
れ
た
折
本
良

平
頌
徳
碑
（
現
在
歩
埼
観
音
境
内
に
あ
り
ま

す
）
に
は
「
帆
曳
綱
発
明
家
」
と
記
さ
れ
て
い

ま
す
（
「
帆
曳
網
発
明
家
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）
。

「
綱
」
は
「
網
」
の
誤
字
と
思
わ
れ
が
ち
で
す

が
、
実
は
こ
こ
に
折
本
良
平
氏
そ
し
て
霞
ヶ
浦

帆
曳
網
の
発
明
の
ヒ
ン
ト
が
隠
さ
れ
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
、
帆
桁
と
網
を
つ
な
ぐ
「
綱
（
つ

り
縄
）
」
が
、
こ
の
発
明
の
最
大
か
つ
重
要
な

ポ
イ
ン
ト
な
の
で
す
。
発
明
当
時
に
お
い
て
前

述
し
た
よ
う
に
帆
船
が
網
を
曳
く
漁
法
は
各

地
で
行
わ
れ
て
い
て
、
網
口
を
大
き
く
す
る
た

め
の
「
遣
り
出
し
（
出
し
棒
）
」
も
存
在
し
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
さ
ら
に
網
口
を
広
げ
る

構
造
、
安
定
し
た
走
り
、
漁
獲
を
得
る
た
め
の

ス
ピ
ー
ド
な
ど
、
こ
う
し
た
点
で
威
力
を
発
揮

す
る
「
綱
（
つ
り
縄
）
」
こ
そ
が
、
折
本
良
平

氏
の
独
創
的
で
画
期
的
な
発
明
で
あ
っ
た
と

言
え
ま
す
。
頌
徳
碑
が
建
設
さ
れ
た
明
治
45

年
と
い
う
時
期
に
は
、
帆
曳
網
漁
が
改
良
を
重

ね
ら
れ
、
大
き
く
変
化
し
た
帆
曳
網
漁
が
湖
面

に
多
数
操
業
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
漁
業
関
係
者

は
そ
の
様
な
中
、
こ
の
仕
組
み
を
発
明
し
た
折

本
良
平
氏
を
顕
彰
す
る
際
に
は
、
帆
曳
網
漁
を

操
っ
て
き
た
経
験
を
踏
ま
え
て
、
改
め
て
「
綱

（
つ
り
縄
）
」
の
重
要
さ
を
考
え
、
「
帆
曳
綱

発
明
家
」
と
記
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

折
本
良
平
氏
に
よ
っ
て
発
明
さ
れ
た
帆
曳

網
漁
で
す
が
、
そ
の
後
、
よ
り
効
率
よ
く
漁
が

営
め
る
よ
う
に
様
々
な
改
良
が
施
さ
れ
て
い

き
ま
し
た
。
最
初
の
改
良
は
、
1889
（
明
治
22
）

年
の
坂
村
の
柳
沢
徳
太
郎
氏
が
行
っ
た
ワ
カ

サ
ギ
帆
曳
網
漁
へ
の
改
良
で
し
た
。
1910
（
明

治
43
）
年
頃
に
は
、
大
井
戸
村
撫
木
音
次
郎

氏
に
よ
っ
て
ワ
カ
サ
ギ
帆
曳
網
に
足
駄
藁
と

い
う
、
網
が
泥
中
に
食
い
入
ら
な
い
装
置
が
つ

け
ら
れ
、
「
う
た
せ
網
」
と
し
て
改
良
さ
れ
た

と
い
い
ま
す
。 

明
治
時
代
後
半
の
帆
曳
舟
は
12
～
13
反

程
度
の
帆
で
操
業
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ

っ
た
よ
う
で
す
が
、
そ
の
後
、
舟
が
大
き
く
な

る
と
と
も
に
、
船
首
の
出
し
棒
取
り
付
け
が
行

わ
れ
、
19
～
20
反
程
度
の
帆
に
な
っ
て
い
き

ま
し
た
。 

 
 

      
 

        

 

こ
う
し
た
発
明
は
、
漁
獲
量
を
上
げ
る
ば
か

り
で
な
く
、
以
前
ま
で
主
流
で
あ
っ
た
大
徳
網

に
代
表
さ
れ
る
網
元
と
網
子
の
関
係
や
漁
業

形
態
に
大
き
な
変
化
を
与
え
、
霞
ヶ
浦
を
代
表

す
る
漁
法
と
な
り
、
霞
ヶ
浦
漁
業
を
活
性
化
さ

せ
て
い
き
ま
し
た
。
ま
た
か
す
み
が
う
ら
市
田

伏
出
身
の
坂
本
金
吉
氏
（
歌
手
坂
本
九
の
実
祖

父
）
が
1902
（
明
治
35
）
年
、
家
族
と
と
も
に

八
郎
潟
湖
畔
の
秋
田
県
山
本
郡
浜
口
村
芦
崎

（
現
三
種
町
芦
崎
）
に
移
住
し
、
八
郎
潟
に
帆

曳
船
を
伝
え
ま
し
た
（
霞
ケ
浦
佃
煮
の
技
術
も

伝
え
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
）
。
帆
曳
船
は
八

郎
潟
で
は
打
瀬
船
と
呼
ば
れ
、
八
郎
潟
特
有
の

底
が
平
ら
で
細
長
い
箱
型
を
し
て
い
る
潟
船

と
呼
ば
れ
る
船
が
使
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

昭
和
40
年
代
ま
で
土
浦
地
先
の
湖
の
上
で

も
帆
曳
船
が
大
き
な
帆
を
湖
上
に
す
べ
ら
せ

て
い
て
、
旧
本
館
の
前
か
ら
も
眺
め
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
帆
曳
船
と
、
町
の
中
で
串
に
刺

し
た
ワ
カ
サ
ギ
を
焼
く
風
景
は
、
冬
の
土
浦
の

風
物
詩
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

霞
ヶ
浦
漁
業
の
現
在 

 

大
徳
網
に
は
少
な
く
と
も
20
人
が
必
要
で

す
が
、
帆
曳
網
漁
は
、
風
の
力
で
網
を
曳
く
た

め
１
～
２
人
で
操
業
で
き
、
ワ
カ
サ
ギ
、
シ
ラ

ウ
オ
の
群
れ
を
追
う
速
力
が
出
せ
る
と
い
う

優
れ
た
面
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
風
が
な
い

と
漁
に
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
難
点
で
し
た
。

そ
の
た
め
1960
年
代
後
半
に
動
力
船
ト
ロ
ー
ル

漁(

機
船
底
引
き
網)

が
登
場
す
る
と
、
帆
曳
網

漁
に
か
わ
り
、
効
率
の
よ
い
ト
ロ
ー
ル
漁
業
へ

の
転
換
が
進
み
、
1986(

昭
和
61
）
年
の
北
浦

を
最
後
に
帆
曳
網
漁
は
姿
を
消
し
ま
し
た
。
し

か
し
こ
れ
が
逆
に
資
源
の
枯
渇
を
招
き
漁
獲

量
が
激
減
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
霞
ヶ
浦
の
富
栄

養
化
が
進
行
す
る
と
と
も
に
、
ア
オ
コ
の
発
生

や
養
殖
コ
イ
の
大
量
死
な
ど
が
発
生
す
る
よ

う
に
な
り
、
1978
年
の
漁
獲
量
（
１
万
7487
ｔ
）

を
ピ
ー
ク
に
し
て
減
少
傾
向
が
続
き
、
1998
年

に
は
２
千
ｔ
台
に
突
入
。
2000
年
に
は
2416
ｔ
に

激
減
し
ま
し
た
。
特
に
ワ
カ
サ
ギ
は
1980
年
代

に
は
1000
ｔ
を
こ
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た

が
、
90
年
代
初
頭
に
は
400
～
500
ｔ
前
後
と
な

り
、
2000
年
の
漁
獲
は
わ
ず
か
51
ｔ
に
落
ち
込

ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。 

  

現
在
の
霞
ケ
浦
で
漁
獲
さ
れ
て
い
る
の
は
、

ワ
カ
サ
ギ
・
シ
ラ
ウ
オ
・
コ
イ
・
フ
ナ
・
ウ
ナ

ギ
・
ア
ユ
・
ボ
ラ
・
レ
ン
ギ
ョ(

ハ
ク
レ
ン
な

ど)

・
イ
サ
ザ
ア
ミ
な
ど
で
す
。
エ
ビ
・
イ
サ

ザ
ア
ミ
・
ゴ
ロ
・
コ
イ
な
ど
の
漁
獲
が
多
く
、

ワ
カ
サ
ギ
・
シ
ラ
ウ
オ
は
付
加
価
値
が
大
き
い

た
め
重
要
な
魚
種
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

他
、
タ
ナ
ゴ
亜
科
・
サ
ヨ
リ
・
ウ
グ
イ
・
ド
ジ

ョ
ウ
・
ス
ズ
キ
・
ソ
ウ
ギ
ョ
・
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ス
・

ア
メ
リ
カ
ナ
マ
ズ(

チ
ャ
ネ
ル
キ
ャ
ッ
ト
フ
ィ

ッ
シ
ュ)

・
ペ
ヘ
レ
イ
な
ど
が
漁
獲
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ス
や
ペ
ヘ
レ
イ
は
商
品

価
値
が
な
く
、
あ
ま
り
利
用
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
ま
た
、
ア
ユ
は
最
近
に
な
っ
て
漁
獲
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ス
・
ブ

ル
ー
ギ
ル
・
ア
メ
リ
カ
ナ
マ
ズ
な
ど
を
使
い
、

魚
粉
が
製
造
さ
れ
、
養
鶏
飼
料
や
魚
類
の
養
殖

飼
料
、
そ
し
て
有
機
肥
料
と
し
て
利
用
す
る
道

が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

養
殖
業
で
は
、
コ
イ
の
養
殖
が
有
名
で
、
か

つ
て
は
全
国
一
の
生
産
量
を
誇
り
、
佐
久
な
ど

の
コ
イ
産
地
に
出
荷
し
て
い
ま
し
た
が
、
2003

年
の
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス(

KHV)

の
流
行
に
よ
り
、

壊
滅
的
打
撃
を
受
け
、
養
殖
鯉
業
者
が
、
感
染

拡
大
を
防
ぐ
た
め
に
す
べ
て
の
養
殖
鯉
を
処

分
。
全
業
者
が
事
実
上
廃
業
状
態
と
な
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
2009
年
４
月
に
養
殖
自
粛
要
請

が
解
除
さ
れ
、
養
殖
が
再
開
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。
ま
た
、
ウ
イ
ル
ス
耐
性
を
持
っ
た

鯉
の
研
究
も
進
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
他
、
稲
敷

市
で
は
淡
水
性
の
二
枚
貝
で
あ
る
池
蝶
貝
を

母
貝
と
し
た
淡
水
真
珠
の
養
殖
も
行
わ
れ
て

お
り
、
2000
年
の
生
産
額
は
７
億
円
を
上
回
り

ま
し
た
。 

※ 

2011
年
３
月
の
東
日
本
大
震
災
に
よ
る

福
島
第
１
原
発
事
故
以
来
、
霞
ヶ
浦
で
の

漁
獲
操
業
は
一
時
自
粛
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
現
在
は
再
開
さ
れ
て
い
ま
す
。 

（
高
21
回
卒 

松
井
泰
寿
） 

    


