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２
０
２
０
年
9
月
、
新
た
に
造
船
し

て
い
た
だ
い
た
木
造
船
、
帆
掛
け
サ
バ

ニ（
糸
満
ハ
ギ
）「
清せ

い
わ
ま
る

和
丸
」を
進
水（
シ
ナ

ウ
ル
シ
）し
ま
し
た
。
こ
の
船
は
、
沖
縄

県
糸
満
市
在
住
の
船
大
工
、
大
城
清
さ

ん
と
そ
の
お
弟
子
さ
ん
の
高
良
和
昭
さ

ん
が
力
を
合
わ
せ
て
作
っ
て
く
れ
た
も

の
で
す
。
清
和
丸
と
い
う
船
名
は
お
二

人
へ
の
リ
ス
ペ
ク
ト
と
、
造
船
技
術
の

伝
承
を
記
念
す
る
意
味
も
併
せ
て
、
お

名
前
か
ら
一
文
字
ず
つ
い
た
だ
い
て
名

付
け
た
も
の
で
す
。

伝
統
的
な
木
造
の
帆
掛
け
サ
バ
ニ
は
、

戦
後
に
な
る
と
エ
ン
ジ
ン
を
搭
載
す
る

よ
う
に
な
り
、
船
体
が
大
型
化
、
Ｆ
Ｒ

Ｐ
化
し
て
い
く
と
と
も
に
、
姿
を
消
し

つ
つ
あ
り
ま
し
た
。
時
間
の
経
過
と
と

も
に
、
沖
縄
各
地
の
海
辺
に
あ
っ
た
伝

統
的
な
木
造
の
サ
バ
ニ
が
朽
ち
て
い
き
、

船
づ
く
り
や
サ
バ
ニ
を
乗
り
こ
な
す
技

術
も
消
え
そ
う
な
状
況
に
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
２
０
０
０
年

の
九
州
・
沖
縄
サ
ミ
ッ
ト
を
記
念
し
て

開
催
さ
れ
た
、
サ
バ
ニ
帆
漕
レ
ー
ス（
座

間
味
島
～
那
覇
ま
で
の
約
25
海
里
の
海
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峡
を
渡
る
）が
火
付
け
役
と
な
り
、
サ
バ

ニ
の
修
理
や
新
造
船
の
発
注
、
帆
掛
け

サ
バ
ニ
に
乗
る
こ
と
に
よ
る
技
術
の
復

活
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

サ
バ
ニ
帆
漕
レ
ー
ス
の
開
催
と
継
続
は
、

帆
掛
け
サ
バ
ニ
に
乗
る
こ
と
の
楽
し
さ
、

難
し
さ
、
帆
漕
技
術
の
奥
深
さ
や
サ
バ

ニ
の
性
能
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
た
重
要

な
契
機
で
も
あ
り
ま
す
。

２
０
２
０
年
9
月
20
日
の
大
安
吉
日
、

潮
が
満
ち
て
く
る
時
間
帯
に
め
で
た
く

進
水
式
を
行
う
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

舟
を
塩
、
米
、
泡
盛
で
清
め
て
、
安
全

祈
願
を
行
い
、
海
に
浮
か
べ
て
、
い
ろ

い
ろ
な
乗
り
手
で
交
代
し
な
が
ら
帆
漕

し
ま
し
た
。
進
水
式
に
は
私
た
ち
が
お

世
話
に
な
っ
て
い
る
沖
縄
の
サ
バ
ニ
乗

り
の
先
駆
者
、
糸
満
や
那
覇
の
帆
掛
け

サ
バ
ニ
チ
ー
ム
の
面
々
、
家
具
職
人
の

方
や
地
域
の
方
々
に
も
参
加
い
た
だ
く

こ
と
が
出
来
、
に
ぎ
や
か
に
執
り
行
わ

れ
ま
し
た
。

船
大
工
の
大
城
清
さ
ん
は
糸
満
の
船

大
工
の
家
系
に
生
ま
れ
、
父
、
大
城
松

助
さ
ん
の
後
を
継
い
で
、
造
船
業
と
船

進水式では紅白のお餅まきをしました
（左から2人目が筆者）

ヒーザキ（舳先）方向から撮影した糸満ハギ（サバニ）

木
造
の
新
造
船　

帆
掛
け
サ
バ
ニ

（
糸
満
ハ
ギ
）の
制
作
過
程

の
修
理
を
生
業
と
す
る
傍
ら
、
木
造
サ

バ
ニ
を
こ
れ
ま
で
に
20
隻
以
上
世
の
中

に
送
り
出
し
て
き
ま
し
た
。
織
本
憲
資

さ
ん
が
著
し
た
日
本
土
人
南
島
探
訪
記

（
１
９
８
３
）の
中
で
幻
の
古
式
サ
バ
ニ

と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る「
お
も
ろ（
当

時
の
安
房
博
物
館
、
現
在
で
は
千
葉
県

館
山
市
の
渚
の
博
物
館
所
蔵
）」を
大
城

清
さ
ん
が
作
成
し
た
こ
と
で
も
記
録
に

残
っ
て
い
ま
す
。
沖
縄
に
は
、
ハ
ー
リ

ー
や
ハ
ー
レ
ー
と
い
っ
た
船
競
技
の
お

祭
り
が
あ
り
、
ハ
ー
レ
ー
船
を
造
る
船

大
工
が
い
る
も
の
の
、
そ
の
数
は
減
少

し
て
き
て
い
ま
す
。
帆
掛
け
サ
バ
ニ
を

製
作
で
き
る
船
大
工
は
、
現
在
、
片
手

で
数
え
る
こ
と
が
出
来
る
ほ
ど
少
な
く

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
中
、
今

回
の
帆
掛
け
サ
バ
ニ
の
造
船
に
あ
た
っ

て
く
れ
た
高
良
和
昭
さ
ん
は
、
40
歳
代

後
半
の
年
齢
で
す
が
、
若
手
の
サ
バ
ニ

職
人
と
い
え
、
糸
満
ハ
ギ
の
伝
統
を
継

承
す
る
貴
重
な
人
材
と
い
え
ま
す
。

サ
バ
ニ
の
制
作
過
程
を
紹
介
し
て
い

き
ま
す
。
ま
ず
、材
木
を
乾
燥
さ
せ
ま
す
。

サ
バ
ニ
づ
く
り
に
用
い
る
材
木
は
、
宮

崎
県
日
南
市
で
育
っ
た
飫
肥
杉
が
使
わ

年
代
か
ら
伝
統
文
化
を
見
直
す「
カ
ヌ

ー
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」と
呼
ば
れ
る
よ
う

な
活
動
が
起
き
、
１
９
７
５
年
に
は
沖

縄
海
洋
博
を
記
念
し
て
、
チ
ェ
チ
ェ
メ

ニ
号
が
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
サ
タ
ワ
ル
島

か
ら
沖
縄
ま
で
の
３
０
０
０
㎞
の
航
程

を
帆
走
し
た
記
録
が
あ
り
ま
す（
映
画
化

さ
れ
、
チ
ェ
チ
ェ
メ
ニ
号
の
冒
険
と
し

て
Ｄ
Ｖ
Ｄ
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
）。
こ
の

ほ
か
、
ハ
ワ
イ
で
は
木
造
の
大
型
双
胴

船
の
航
海
カ
ヌ
ー（V

oyaging Canoe

）

ホ
ク
レ
ア
号
が
建
造
さ
れ
、
ホ
ク
レ
ア

号
を
用
い
た
南
太
平
洋
で
の
伝
統
的
な

航
海
が
行
わ
れ
て
お
り
、
人
々
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
や
誇
り
の
復
活

に
繋
が
っ
て
い
る
事
例
が
あ
り
ま
す
。

同
じ
よ
う
な
航
海
カ
ヌ
ー
は
太
平
洋
の

島
々
や
太
平
洋
を
囲
む
国
々
に
お
い
て

も
建
造
さ
れ
て
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
お
い
て
も
伝
統
的
な
木
造
船
に
関
心

が
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
な「
帆
船
フ
ェ
ス
テ

ィ
バ
ル
の
開
催
」と
い
っ
た
動
き
が
み
ら

れ
ま
す
。
日
本
に
お
い
て
も
、
フ
ー
カ

キ
サ
バ
ニ
を
は
じ
め
と
す
る
伝
統
的
な

海
洋
文
化
を
見
直
し
、
先
人
た
ち
に
敬

意
を
払
い
、
造
船
や
操
船
の
技
術
を
後

世
に
受
け
継
い
で
い
く
こ
と
は
重
要
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

謝
辞　

本
稿
に
著
し
た
情
報
の
一
部
は
Ｊ
Ｓ

Ｐ
Ｓ
科
研
費（
課
題
番
号
18
Ｋ
１
０
９
２
２
）

の
助
成
を
受
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で
す
。

れ
ま
す
。
飫
肥
杉
は
木
造
船
の
建
造
に

広
く
用
い
ら
れ
て
き
た
弁
甲
材
と
し
て

も
有
名
で
、
丈
夫
で
し
な
や
か
、
か
つ

粘
り
が
あ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

乾
燥
さ
せ
た
材
か
ら
、
サ
バ
ニ
を
構

成
す
る
い
く
つ
か
の
パ
ー
ツ
を
製
作
し

ま
す
。
糸
満
ハ
ギ（
サ
バ
ニ
）は
刳
り
船

と
接
ぎ
船
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
構
造
と
な

っ
て
お
り
、
お
湯
を
か
け
な
が
ら
徐
々

に
曲
げ
た
美
し
い
カ
ー
ブ
を
持
つ
ハ
ラ

ケ
ー
ギ（
舷
側
板
）を
は
ぎ
合
わ
せ
て
、

分
厚
い
材
を
刳
り
抜
い
て
ス
ク
ジ
ー
を

作
成
し
て
基
本
形
が
形
成
さ
れ
て
い
ま

す
。
船
底
の
ス
ク
ジ
ー（
底
材
）と
ハ
ラ

ケ
ー
ギ（
舷
側
版
）、
ヒ
ー
ジ
ラ（
舳
先
の

狭
い
三
角
形
）、
ト
ゥ
ム
ジ
ラ（
船
尾
の

三
角
形
）、
ウ
シ
カ
キ（
帆
柱
を
立
て
る

た
め
の
横
木
）、
ヒ
ー
ン
グ
ヮ（
舳
先
の

底
材
）、
ト
ゥ
ム
ン
グ
ヮ（
船
尾
の
底
材
）

な
ど
の
パ
ー
ツ
を
の
こ
ぎ
り
、
ノ
ミ
、

カ
ン
ナ
で
形
成
、
合
わ
せ
て
フ
ン
ル
ー

（
分
銅
型
契
継
ぎ
材
）や
ル
ー
ク
ギ（
竹

釘
）で
固
定
し
ま
す
。
基
本
的
に
は
金
属

の
ボ
ル
ト
や
釘
を
使
わ
な
い
で
作
成
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
耐
久
性
は
抜
群

で
す
。

南
太
平
洋
の
島
々
で
は
、
１
９
７
０

乾燥中の飫肥杉（糸満市にて） ウェークを使って舵取りをするのが高良和昭さん、帆を
操作しているのが大城清さん（当日、師弟が共に操船す
る写真です）

糸
満
ハ
ギ
の
制
作
過
程

伝
統
を
見
直
す
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伝統を守り、船体の保護のために船体にサメの肝油（サ
バアンダ）を何度も塗ります。肝油の独特な香りが船
に染み込んでいき、あめ色の美しい光沢を放ちます。

ハイウシミー（帆柱を支える土台部分）を残しつつ、分厚
い板を刳り抜いてスクジーが作られます。手斧で粗削り
したあと、カンナで削っていきます。

ハラケーギにスクジーを乗せ、形成していきます。継ぎ合
わせ部分にはイヌマキ材で作られたフンルーと呼ばれる
楔が使われます。

ハラケーギに圧力とお湯をかけながら、美しい曲線が作
られます。

念入りにカンナで削られて、船底の丸みがつくられてい
き、木肌も美しさを増していきます。
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完成してサバニアギヤー（船台）の上で進水を待つ清和丸（2枚帆を備える）


