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黒潮がぶつかる高知県西部。黒潮を切り裂くようにせり立つ足摺岬。海の荒波にもまれ、魚と格闘する漁師たちの今とこれからに迫った。

ヒコーキ

カブラ

小才角港

　
黒
潮
が
接
岸
す
る
叶
か
な
え
ざ
き崎
を
臨
む
小
さ
な
港
。

自
然
が
創
り
だ
し
た
穏
や
か
な
湾
の
外
に
太
平

洋
が
広
が
っ
て
い
る
。
大
月
町
小こ
さ
い
つ
の

才
角
は
、
黒

潮
に
乗
っ
て
北
上
す
る
カ
ツ
オ
の
通
り
道
に
あ

る
。

　
小
才
角
の
歴
史
を
ま
と
め
た
浜
口
芳
昭
さ
ん

（
70
）に
よ
る
と
、
こ
こ
に
住
む
人
々
は
、
江
戸

時
代
初
期
か
ら
小
さ
い
手
漕
ぎ
の
船
で
沖
に
出

て
、
カ
ツ
オ
を
釣
っ
て
暮
ら
し
て
い
た
。
カ
ツ

オ
だ
け
で
は
な
い
。
冬
は
サ
バ
、
春
は
メ

※

ヂ
カ
、

夏
は
ス
ル
メ
イ
カ
。
フ
ノ
リ
や
ト
コ
ブ
シ
や
伊

勢
エ
ビ
と
、
年
中
様
々
な
魚
貝
類
が
獲
れ
た
。

さ
ら
に
、
沖
合
は
宝
石
サ
ン
ゴ
国
内
第
一
の
漁

場
で
、
サ
ン
ゴ
漁
発
祥
の
地
と
し
て
知
ら
れ
て

い
る
。

　
豊
か
な
海
に
支
え
ら
れ
、
１
９
５
０
年
頃
は

８
０
０
人
ほ
ど
が
暮
ら
し
て
い
た
。
次
第
に
、

大
型
船
に
乗
る
人
が
増
え
、
漁
村
に
生
ま
れ
た

男
子
の
半
数
が
中
学
校
の
卒
業
式
を
待
た
ず
に

カ
ツ
オ
船
に
乗
り
、
遠
洋
航
海
に
出
た
。
給
料

は
陸お
か

で
働
く
の
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
。

１
年
船
に
乗
っ
た
ら
家
が
建
つ
と
も
言
わ
れ
た

時
代
、
世
界
の
海
で
稼
ぐ
漁
師
は
子
ど
も
た
ち

の
憧
れ
の
的
だ
っ
た
。
待
遇
の
い
い
機
関
士
、

航
海
士
な
ど
の
役
職
を
得
て
船
に
乗
れ
る
よ

う
、
進
学
し
て
船
に
乗
る
人
も
い
た
。

　
小
才
角
の
漁
師
の
家
に
生
ま
れ
た
新に
い
や谷
良
彦

さ
ん（
60
）は
土
佐
清
水
高
校
漁
業
科
で
海
技

免
状
を
取
り
、
卒
業
と
同
時
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

で
操
縦
す
る
カ
ツ
オ
船
に
乗
り
込
ん
だ
。「
黒

潮
の
源
流
、
赤
道
直
下
や
け
ん
、
ぴ

※

っ
と
港
を

出
た
ら
す
ぐ
カ
ツ
オ
が
お
る
」。
１
年
近
く
の

航
海
の
合
間
に
国
家
試
験
を
受
け
、
22
歳
で
初

め
て
船
長
と
し
て
10
か
月
の
航
海
に
出
た
。
任

期
が
終
わ
り
帰
郷
し
た
時
、
次
の
船
に
乗
る
ま

で
の
つ
な
ぎ
に
、
父
の
船
で
漁
を
手
伝
っ
た
。

　
５
ト
ン
の
釣
り
船
に
親
子
２
人
。
春
は
曳ひ
き

縄な
わ

と
い
う
漁
法
で
カ
ツ
オ
を
釣
っ
た
。
船
を
走
ら

せ
な
が
ら
ヒ
コ
ー
キ
と
カ
ブ
ラ
と
い
う
疑ぎ

じ

え
似
餌

の
つ
い
た
糸
を
流
し
、
カ
ツ
オ
が
食
い
つ
い
た

ら
糸
を
手た

ぐ繰
っ
て
釣
り
上
げ
る
。「
パ
ッ
パ
パ
ッ

パ
手
を
早
う
動
か
し
て
釣
る
。
ほ
ん
で
き
れ
い

に
釣
り
上
げ
た
ら
魚
も
き
れ
い
で
値
が
え
い
」。

船
の
上
や
水
槽
の
中
で
カ
ツ
オ
が
暴
れ
る
と
戦

い
傷
が
で
き
る
が
、
傷
の
な
い
光
っ
た
魚
は
味

も
い
い
。「
漁
師
い
う
た
ち
、
経
験
が
も
の
を

い
う
け
ん
ね
。
朝
は
釣
れ
ん
で
も
、
粘
っ
た
ら

昼
を
過
ぎ
て
釣
れ
る
時
が
あ
る
。
荒
海
の
中
、

頭
か
ら
潮
水
バ
ン
バ
ン
か
ぶ
っ
て
魚
を
釣
っ
た

も
ん
よ
」。

　
一
日
に
30
、
40
万
円
の
魚
を
水
揚
げ
す
る
大

漁
の
日
も
あ
っ
た
。
「
あ
ち
こ
ち
に
カ
ツ
オ
の

ナ

※

ブ
ラ
が
お
っ
た
よ
。
遠
洋
に
出
ん
で
も
よ
う

け
獲
っ
て
お
金
に
な
る
。
こ
れ
が
一
番
お
も
し

ろ
い
し
、
元
気
が
出
て
く
る
」。
結
婚
し
子
ど
も

が
生
ま
れ
た
32
歳
、

自
分
の
船
を
手
に
入

れ
た
。
そ
れ
か
ら
一

人
、
海
に
出
る
よ
う

に
な
っ
た
。

　
船
を
造
っ
て
数
年

黒潮スピリッツ

海
と
共
に
生
き
る

経
っ
た
１
９
９
０
年
頃
、
海
に
変
化
が
現
れ
は

じ
め
た
。
黒
潮
に
乗
っ
て
カ
ツ
オ
が
来
て
も
、

あ
く
る
日
は
姿
を
消
し
て
い
る
。「
黒
潮
が
来

て
も
カ
ツ
オ
が
つ
け
て
来
ん
な
っ
た
」。
そ
の

原
因
は
カ
ツ
オ
の
獲
り
す
ぎ
と
言
う
。
南
の
海

で
は
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
飛
ば
し
て
空
か
ら
ナ

ブ
ラ
を
見
つ
け
て
船
へ
連
絡
し
、
巻
き
網
で

一い
ち
も
う
だ
じ
ん

網
打
尽
に
し
て
い
る
。

　
環
境
の
変
化
も
あ
る
。
国
道
沿
い
に
ひ
ら
ひ

ら
揺
れ
る
一ひ
い
と
い日
干
し
の
ス
ル
メ
イ
カ
は
小
才
角

の
お
馴
染
み
の
風
景
だ
っ
た
が
、
最
近
は
見
か

け
る
こ
と
が
少
な
い
。「
港
の
前
の
漁
ぎ
ょ
じ
ょ
う場

に
全

然
来
ん
な
っ
た
ん
よ
。
た
っ
た
１
℃
水
温
が
上

が
っ
た
だ
け
で
、
北
の
海
へ
行
っ
て
し
も
う

た
」。

　
さ
ら
に
、「
外
国
産
の
安
い
魚
が
食
卓
に
上

り
始
め
る
と
、
サ
バ
や
ア
ジ
な
ど
の
値
が
落
ち

た
。
養
殖
ハ
マ
チ
の
価
格
が
暴
落
し
、
稚
魚
を

獲
る
漁
師
も
船
を
降
り
た
。

　
魚
を
市
場
に
揚
げ
て
も
、
燃
料
代
や
手
数
料

が
引
か
れ
る
と
１
〜
２
万
円
し
か
残
ら
な
い
月

も
あ
っ
た
。
船
の
ロ
ー
ン
が
払
え
ず
生
命
保
険

を
解
約
し
て
払
っ
た
こ
と
も
。「
魚
が
獲
れ
ん
。

お
金
に
な
ら
ん
。
ど
ん

底
や
っ
た
」。

　
そ
ん
な
時
、
宝
石
サ

ン
ゴ
に
助
け
ら
れ
た
。

１
９
８
０
年
頃
の
ブ
ー

ム
よ
り
値
は
下
が
っ
て

い
た
も
の
の
、
漁
に
出

れ
ば
い
く
ら
か
穫
れ

た
。「
強
い
風
が
吹
き

よ
っ
て
も
、
や
っ
ぱ
り

漁
師
や
け
ん
、
海
に
出

ん
と
い
か
ん
」。
新
谷

さ
ん
は
魚
を
釣
り
、
サ

ン
ゴ
を
獲
り
、
娘
３
人

を
学
校
に
や
り
な
が

ら
、
漁
師
を
な
ん
と
か

続
け
る
こ
と
が
で
き

た
。

　
２
０
１
０
年
頃
か
ら

の
台
湾
や
中
国
の
サ
ン

ゴ
ブ
ー
ム
は
高
知
の
漁

村
に
も
伝
播
、
以
前
の

ブ
ー
ム
よ
り
も
値
が
跳

船からカブラ（約10cm）のついた糸を流して魚を釣る漁法。船と針の間につけたヒコーキ（約30cm）が波の上で水しぶきを上げることで
魚を呼び寄せる。カツオ、メヂカの他、キハダマグロなど大物も釣れる。

【曳縄漁法】

土佐弁講座　※メヂカ：ソウダガツオのこと。高知県方言辞典によると、ジとヂ、ズとヅを区別することは土佐方言の最大の
特色とある。本誌では「メヂカ」の表記に統一した。　※ぴっと：少し、ちょっとの意味。　※ナブラ：魚の群れのこと。3 2



　
宿
毛
沖
に
浮
か
ぶ
沖
の
島
。
黒
潮
と
瀬
戸
内

か
ら
の
潮
流
に
挟
ま
れ
た
好
漁
場
で
、
漁
師
だ

け
で
な
く
磯
釣
り
客
も
足
し
げ
く
通
う
。

　
荒
木
啓
弘
さ
ん（
34
）は
沖
の
島
で
生
ま
れ

1₅
歳
ま
で
過
ご
し
た
。
進
学
を
期
に
島
を
出

て
宿
毛
市
へ
、大
阪
の
大
学
を
卒
業
し
た
後
は

沖
縄
で
ダ
イ
ビ

ン
グ
の
仕
事
を

し
た
。
2₅
歳
で

故
郷
に
戻
っ
た

が
、島
に
は
仕

事
が
な
い
。
漁

師
を
継
ぐ
気
は

な
か
っ
た
が
、

父
が
船
首
を
務

め
る
龍
神
丸
に

漁
師
と
し
て
乗
り
込
ん
だ
。
冬
場
は
宿
毛
湾
で

ブ
リ
を
釣
り
、春
と
秋
は
カ
ツ
オ
を
追
っ
て
日

本
列
島
を
北
か
ら
南
へ
と
操
業
し
た
。

　
千
葉
沖
で
カ
ツ
オ
漁
を
し
て
い
た
時
の
こ

と
、
時し

け化
で
漁
が
休
み
に
な
り
東
京
に
遊
び
に

出
た
。
た
ま
た
ま
立
ち
寄
っ
た
新
宿
伊
勢
丹
の

物
産
展
の
会
場
で
、
真
空
パ
ッ
ク
さ
れ
た
カ
ツ

オ
の
た
た
き
が
売
ら
れ
て
い
た
。
１
キ
ロ
４
千

円
! !
　

　
そ
れ
を
目
に
し
た
荒
木
さ
ん
の
中
で
何
か
が

ぷ
つ
っ
と
切
れ
た
。「
自
分
ら
が
釣
っ
た
カ
ツ

オ
を
市
場
に
揚
げ
て
も
キ
ロ
200
円
。
頭
や
骨
の

土佐清水
柏島 小才角

宿毛

沖の島

魚類養殖
ブリ・マダイ・カンパチ

イサキ
アジ釣り

ブリ釣り

キビナゴ

イカ釣り

カツオ
一本釣

り
カツオ

一本釣
り

カツオ
一本釣

り
カツオ

一本釣
り

カツオ
一本釣

り
カツオ

一本釣
り

カツオ
一本釣

り
カツオ

一本釣
り

カツオ
一本釣

り
カツオ

一本釣
り

カツオ
一本釣

り
カツオ

一本釣
り

カツオ
一本釣

り
カツオ

一本釣
り

カツオ
一本釣

り
カツオ

一本釣
り

カツオ
一本釣

り
カツオ

一本釣
り

カツオ
一本釣

り
カツオ

一本釣
り

カツオ
一本釣

り
カツオ

一本釣
り

カツオ
一本釣

り
カツオ

一本釣
り

足摺岬

窪津

中浜

黒潮

サバ立縄

メヂカ曳縄

漁
師
を
育
て
、増
や
す

■ 

土
佐
清
水
市
漁
師
研
修
制
度

漁
師
は
陸
で
も
戦
え
る

　
■ 

沖
の
島
水
産

　
午
前
３
時
。
冷
た
い
風
を
受
け
て
船
を
出

す
。
土
佐
清
水
の
立た
て
な
わ縄
漁
師
の
朝
は
早
い
。

夜
明
け
と
同
時
に
食
い
つ
く
サ
バ
を
一
尾
で

も
多
く
釣
り
上
げ
よ
う
と
、
サ
バ
が
回
遊
す

る
沖
合
に
仕
掛
け
る
。「
夏
の
日
の
出
が
早
い

時
は
ね

※

ゃ
、
午
前
１
時
に
船
を
出
す
」
と
言

う
問と

が可
柾ま
さ
よ
し善
さ
ん（
70
）は
40
年
あ
ま
り
サ
バ

を
釣
っ
て
き
た
。「
獲
れ
た
て
を
沖
で
捌
い

て
、
黒
潮
の
潮
水
で
洗
う
た
刺
身
は
最
高
」。

漁
師
だ
け
が
知
る
味
を
陸
の
人
に
も
届
け

よ
う
と
、
１
９
９
２
年
、
土
佐
清
水
漁
協

は
サ
バ
を
活
か
し
た
ま
ま
水
揚
げ
す
る

「
活
魚
」
を
始
め
た
。

　
大
阪
で
理
容
師
を
し
て
い
た
多
田

佳
司
さ
ん（
48
）。
父
の
故
郷
・
土
佐

清
水
で
子
ど
も
の
頃
に
遊
ん
だ

海
が
忘
れ
ら
れ
ず
、「
い
つ
か
清

水
で
」
と
い
う
思
い
を
募
ら
せ

て
い
た
。
あ
る
時
、
テ
レ
ビ
で

漁
師
研
修
制
度
を
知
り
、
す
ぐ

さ
ま
県
庁
に
問
い
合
わ
せ
た
。

１
週
間
、
船
に
乗
り
漁
師
を
体
験
し
た
こ
と

で
、「
床
屋
も
漁
師
も
自
分
の
腕
一
つ
で
稼
げ

る
仕
事
」と
確
信
。
漁
師
に
な
ろ
う
と
決
め
た
。

２
０
０
９
年
の
こ
と
だ
っ
た
。

　
土
佐
清
水
に
移
り
住
み
、
長
期
研
修
生
と
し

て
船
に
乗
る
生
活
が
始
ま
っ
た
。「
い
ろ
ん
な

漁
師
さ
ん
の
船
に
乗
っ
た
け
ど
、
問
可
さ
ん
は

一
番
厳
し
い
。
で
も
、
職
人
の
世
界
で
厳
し
く

し
て
く
れ
る
こ
と
の
意
味
を
知
っ
て
い
ま
す

か
ら
」。
問
可
さ
ん
と
操
業
中
、
海
に
落
ち
た

こ
と
も
あ
っ
た
。「
幸
い
凪な
ぎ

の
日
や
っ
た
ん
で
、

自
分
で
泳
い
で
船
に
戻
り
ま
し
た
け
ど
、
漁
師

が
船
か
ら
落
ち
る
の
は
死
ぬ
の
と
一
緒
」。

　
月
に
20
日
以
上
研
修
を
行
う
と
生
活
支
援
費

が
出
る
。「
ど
う
せ
す
ぐ
辞
め
る
の
に
」
と
、

や
っ
か
み
を
言
わ
れ
て
悔
し
い
思
い
を
し
た
日

も
あ
っ
た
が
、
１
年
８
か
月
の
研
修
を
経
て
、

漁
師
に
な
っ
た
。
生
活
費
を
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
削

り
、
２
０
１
２
年
、
５
ト
ン
の
釣
り
船
を
中
古

で
買
っ
た
。

　
漁
師
に
な
っ
て
初
め
て
の
夏
、
メ
ヂ
カ
漁
に

出
た
。
お
も
し
ろ
い
よ
う
に
次
々
と
食
い
つ
い

て
、
結
果
２
ト
ン
300
キ
ロ
。「
港
に
帰
っ
て
き

た
頃
に
は
船
が
下※
し
も

う
て
、
船
に
穴
で
も
開
い
た

か
と
ビ
ッ
ク
リ
さ
れ
た
」。
港
で
隣
に
船
を
つ

な
い
で
い
る
坂
井
厚こ
う
じ之
さ
ん（
47
）は
３
ト
ン
の

記
録
を
持
つ
通
称
・
メ
ヂ
カ
の
神
様
。「
僕
の

記
録
を
早
く
塗
り
替
え
て
や
。
漁
師
は
努
力
し

た
分
、
返
っ
て
く
る
仕
事
や
き
」。
年
齢
が
近

く
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
経
験
も
あ
る
坂
井
さ
ん
の

言
葉
に
励
ま
さ
れ
た
。「
あ
ん
な
が
を
経
験
し

た
ら
、
漁
師
は
や
め
れ
ん
」。

　
多
田
さ
ん
が
漁
師
に
な
っ
た
頃
か
ら
、
サ
ン

ゴ
の
値
が
高
騰
し
、
例
に
も
れ
ず
土
佐
清
水
の

漁
師
の
多
く
が
サ
ン
ゴ
漁
に
転
向
し
た
。
ピ
ー

ク
時
に
200
人
近
く
い
た
釣
り
漁
師
は
徐
々
に
減

少
し
、
サ
バ
を
釣
る
漁
師
は
現
在
22
人
。「
こ

の
先
ず
っ
と
サ
ン
ゴ
を
獲
り
続
け
ら
れ
る
か

と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
ゆ
く
ゆ
く
残
っ
て

い
く
の
は
魚
。
今

は
一
所
懸
命
魚
を

獲
っ
て
、そ
の
方
法

を
見
つ
け
る
の
が

最
優
先
」。
漁
師
が

減
っ
た
の
は
、
逆

に
チ
ャ
ン
ス
。
陸
か

ら
漁
師
が
生
ま
れ

て
い
る
。

重
量
を
差
し
引
い
て
も
、
10
倍
以
上
の
価
格
。

バ
カ
バ
カ
し
い
」。
し
か
も
原
油
は
上
が
り
、

魚
価
は
下
が
る
一
方
。
カ
ツ
オ
漁
師
は
１
、２

か
月
船
の
上
で
寝
起
き
し
、家
に
は
帰
れ
な
い
。

「
こ
の
ま
ま
船
の
硬
い
ベ
ッ
ド
の
上
で
一
生
を

終
わ
り
た
く
な
い
」。

　
キ
ロ
200
円
の
カ
ツ
オ
を
100
ト
ン
仕
入
れ
た
ら

２
千
万
。
そ
の
半
分
の
₅0
ト
ン
を
キ
ロ
４
千
円

で
売
れ
ば
２
億
に
な
る
。「
自
分
た
ち
で
商
売

が
で
き
る
！
」。
荒
木
さ
ん
は
2₉
歳
で
船
を
降

り
、「
う
ま
く
い
く
は
ず
な
い
」
と
い
う
父
の

反
対
を
振
り
切
り
「
沖
の
島
水
産
」
を
立
ち
上

ね
上
が
っ
た
。「
陸
で
働
き
よ
っ
た
人
ら
が
に

わ
か
漁
師
に
な
っ
た
け
ん
ど
、
サ
ン
ゴ
が
獲
れ

ん
く
な
っ
た
ら
辞
め
て
い
く
と
思
う
。
魚
を
釣

る
と
い
う
事
は
腕
や
け
ん
」。
　

　
魚
が
い
な
い
。
値
が
落
ち
て
漁
が
成
り
立
た

な
い
。
海
が
変
わ
り
、
漁
師
も
変
わ
っ
た
。
こ

の
ま
ま
で
は
、
高
知
で
獲
れ
た
魚
が
食
卓
に
上

ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。「
魚
を
釣
る
の
が
好

き
、
と
い
う
人
は
漁
師
に
向
い
ち
ょ
う
。
け
ん

ど
、
若
い
も
ん
に
漁
師
に
な
れ
と
は
よ
う
言
わ

ん
」。

【黒潮の流れと漁場】

カツオ一本釣りや曳縄、サバ立縄は、
水産資源と海の環境に配慮した持続的
な漁業で、マリン・エコラベル・ジャ
パンの認証を取得している。漁師たち
は、黒潮の海と魚と共生する漁法を続
けている。

研修制度で漁師になった多田さん（左）と師匠の問可さん（右）。

立縄漁は針にエサを付ける方法と、
毛針（ケバリ）と呼ばれる疑似餌を使
う方法がある。一本の糸に 50本の針
とキラキラした毛をつけ、20 ～30
セット海に流して魚を釣る。漁師は
水揚げした後も糸の巻き直しや修繕
に忙しい。

龍神丸の漁師たちと沖の島水産の荒木さん（左）。

下る：船が沈むこと

ねゃ：ねぇの意味。男性がよく使う言葉。
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エ
メ
ラ
ル
ド
グ
リ
ー
ン
の
海
を
求
め
て
国
内

外
か
ら
海
水
浴
客
や
ダ
イ
バ
ー
が
集
ま
る
大
月

町
柏
島
。
マ
グ
ロ
養
殖
発
祥
の
地
と
し
て
知
ら

れ
、
丸
々
と
太
っ
た
マ
グ
ロ
が
今
も
水
揚
げ
さ

れ
る
。
観
光
客
の
減
っ
た
冬
の
湾
は
、
四
角
や

丸
の
ブ
イ
が
無
数
に
浮
か
ぶ
様
子
が
目
立
つ
よ

う
に
な
る
。

　「
お
ば
ち
ゃ
ん
、
魚
は
エ
サ
食
い
よ
う
？
」

と
声
を
か
け
る
平
岡
真
さ
ん（
28
）。
香
川
県
小

豆
島
出
身
、
高
知
大
学
の
栽

培
漁
業
学
科
を
経
て
、
山
崎

技
研
水
産
事
業
部
４
年
目
の

社
員
だ
。
柏
島
に
暮
ら
す
80

代
の
お
ば
ち
ゃ
ん
は
「
こ

の
と
お
り
よ
」と
答
え
て
手

で
粒
状
の
エ
サ
を
ま
く
と
、

５
㎝
ほ
ど
の
タ
イ
の
稚
魚
が

わ
っ
と
水
面
に
波
打
っ
た
。

　
工
作
機
械
を
製
造
す
る
山
崎
技
研
。
環
境
汚

染
と
魚
の
獲
り
す
ぎ
で
魚
が
減
っ
た
こ
と
を
危

惧
し
た
創
業
者
の「
魚
を
作
れ
」の
言
葉
を
き
っ

か
け
に
、
１
９
７
２
年
に
須
崎
市
に
養
魚
場
を

開
設
。
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
、
１
９
９
０
年

代
か
ら
安
定
的
に
稚
魚
の
孵
化
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
、
マ
ダ
イ
や
シ
マ
ア
ジ
、
カ
ン
パ
チ
の

種し
ゅ
び
ょ
う苗
生
産
を
手
掛
け
て
い
る
。

　
須
崎
市
浦
ノ
内
の
陸
上
水
槽
で
親
魚
を
飼

い
、
卵
を
採
取
し
、
孵
化
し
て
４
㎝
ほ
ど
に
な

る
ま
で
水
槽
で
育
て
る
。
夏
は
浦
ノ
内
、
冬
は

柏
島
の
湾
内
で
お
よ
そ
８
㎝
ま
で
育
て
、
養
殖

業
者
に
出
荷
す
る
。
現
在
、
国
内
で
流
通
し
て

い
る
マ
ダ
イ
の
う
ち
８
割
が
養
殖
魚
で
あ
り
、

山
崎
技
研
が
孵
化
し
た
稚
魚
は
全
国
シ
ェ
ア
１

位
を
誇
る
。

　
平
岡
さ
ん
は
入
社
１
年
目
の
冬
に
柏
島
に
赴

任
し
た
。
魚
の
出
荷
や
選
別
す
る
日
は
ベ
ル
ト

コ
ン
ベ
ア
で
運
ば
れ
て
く
る
何
万
尾
も
の
魚
を

確
認
し
て
、
病
気
や
品
質
基
準
以
下
の
魚
を

一
尾
一
尾
手
で
取
り
除
く
。「
海
で
稚
魚
を
育

て
る
の
で
、
水
温
も
風
も
、
直
に
影
響
を
受

け
る
自
然
が
相
手
の
仕
事
。

ち
ょ
っ
と
し
た
判
断
ミ
ス

で
魚
が
病
気
に
な
っ
て
死

ん
で
し
ま
う
」。
毎
朝
欠
か

さ
ず
ス
マ
ホ
で
天
気
予
報

と
波
の
様
子
を
チ
ェ
ッ
ク

し
、
事
務
所
の
前
で
海
水

げ
た
。
龍
神
丸
が
釣
っ
た
魚
を
、
量
販
店
に
直

接
卸
す
。
加
え
て
ブ
リ
の
ふ
り
か
け
や
た
た
き

な
ど
加
工
品
を
作
っ
た
。「
漁
師
は
カ
ツ
オ
や

ブ
リ
の
最
高
の
味
を
知
っ
て
い
る
。
自
分
た
ち

な
ら
、
そ
の
味
に
近
づ
け
ら
れ
る
」。
妻
と
友

人
と
３
人
、
６
畳
一
間
の
狭
い
加
工
場
か
ら
の

出
発
だ
っ
た
。

　
漁
師
発
の
取
り
組
み
は
テ
レ
ビ
や
新
聞
に
も

紹
介
さ
れ
た
。
テ
レ
ビ
に
出
た
次
の
日
は
、
す

ぐ
加
工
で
き
る
よ
う
準
備
し
、
電
話
の
前
で
３

人
で
待
機
し
た
。
し
か
し
電
話
が
鳴
っ
た
の
は

数
回
。
最
初
の
３
年
間
は
大
赤
字
だ
っ
た
。

　
待
っ
て
い
て
も
し
ょ
う
が
な
い
。
冷
凍
車
に

商
品
を
詰
め
て
商
談
会
や
物
産
展
に
出
向
い

た
。「
売
れ
な
い
と
思
っ
て
い
た
カ
ツ
オ
の
た

た
き
が
予
想
外
に
う
け
た
」。
一
本
一
本
藁わ
ら

で

焼
い
た
カ
ツ
オ
の
た
た
き
の
味
に
フ
ァ
ン
が
広

が
り
、
４
年
目
で
な
ん
と
か
黒
字
に
な
っ
た
。

「
沖
の
島
水
産
の
お
客
さ
ん
を
１
万
人
に
」。
将

来
の
ビ
ジ
ョ
ン
も
定
ま
っ
た
。

　
居
酒
屋
と
も
取
引
が
始
ま
り
、２
０
１
４
年

は
カ
ツ
オ
110
ト
ン
を
出
荷
。
ス
タ
ッ
フ
も
10
人

に
増
え
た
。年
間
300
日

以
上
は
全
国
の
催
事

に
商
品
を
並
べ
て
い

る
。「
島
は
働
く
場
が

な
く
、外
に
出
て
経
験

を
積
め
る
機
会
も
少

な
い
。
加
工
、
販
売
、

飲
食
、
知
ら
な
か
っ

た
世
界
に
、魚
で
打
っ

て
出
る
。こ
ん
な
に
お

も
し
ろ
い
こ
と
は
な

い
」。２
０
１
５
年
秋
、

を
汲
み
、
水
温
や
塩
分
濃
度
を
測
る
。

魚
の
色
や
エ
サ
の
食
い
方
、
触
っ
た
時

の
感
触
。
病
気
の
前
兆
を
察
知
し
、
薬

を
や
っ
て
未
然
に
防
ぐ
。「
魚
は
し
ゃ

べ
り
ま
せ
ん
が
、
な
に
か
し
ら
サ
イ
ン

が
あ
る
ん
で
す
」。
魚
に
接
し
て
、
海

の
上
で
も
陸
の
上
で
も
走
り
回
る
毎

日
。
養
殖
業
者
か
ら
「
今
年
の
魚
は
え

い
！
」
と
言
わ
れ
る
、
病
気
に
な
り
に

く
く
、
餌
付
き
の
い
い
魚
を
一
尾
で
も

多
く
育
て
る
こ
と
が
目
標
だ
。

　
一
日
の
仕
事
を
終
え
た
平
岡
さ
ん

は
、
ア
オ
リ
イ
カ
や
ア
ジ
を
釣
る
の
が

楽
し
み
。
釣
っ
た
魚
は
、
自
ら
捌
い
て

食
べ
る
ほ
か
、
干
物
に
し
て
友
人
に
配

る
。「
食
べ
る
事
っ
て
幸
せ
な
ん
で
」。

　
２
０
１
４
年
、
山
崎
技
研
は
世
界
的

に
資
源
減
少
が
叫
ば
れ
て
い
る
も
の

の
、
需
要
は
年
々
高
ま
っ
て
い
る
ク
ロ

マ
グ
ロ
の
人
工
種
苗
に
も
着
手
。
平
岡

さ
ん
は
稚
魚
の
飼
育
を
担
当
し
た
。
タ

イ
と
違
っ
て
マ
グ
ロ
は
孵
化
す
る
確

率
や
稚
魚
の
生
存
率
が
極
め
て
低
く
、

幼
魚
を
釣
っ
て
育
て
る
養
殖
よ
り
も

ハ
ー
ド
ル
が
高
い
。エ
サ
を
食
べ
ず
、

す
ぐ
弱
る
た
め
、
炎
天
下
で
付
き
っ
き

り
で
世
話
を
し
た
。

　「
食
卓
で
お
い
し
い
と
喜
ば
れ
る

魚
を
育
て
ら
れ
た
ら
、
養
殖
業
界
も

き
っ
と
い
い
方
向
に
い
く
と
思
う
ん

で
す
」。
２
年
目
を
迎
え
る
ク
ロ
マ

グ
ロ
を
成
功
さ
せ
た
い
、
養
殖
の

技
術
を
高
め
て
魚
を
少
し
で
も
増

や
し
た
い
と
意
欲
を
燃
や
す
。

大
阪
の
イ
オ
ン
モ
ー
ル
に
直
営
店
を
出
す
こ
と

が
決
ま
っ
た
。

魚
が
い
な
い
な
ら

　
　
　

つ
く
れ
ば
い
い

■ 

山
崎
技
研
水
産
事
業
部

陸上水槽で孵化したマダイの稚魚。

出荷前のマダイの稚魚。
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窪
津
の
朝

写
真
で
綴
る

「
大
敷
が
帰
り
ま
し
た
」。

朝
８
時
、
ア
ナ
ウ
ン
ス
の
声
が
町
中
に
響
く
。

足
摺
半
島
の
東
側
、
土
佐
清
水
市
窪
津
は
約
300
人
の
住

民
の
う
ち
260
人
が
定
置
網
の
組
合
員
と
い
う
漁
師
町
。
朝

夕
２
回
の
水
揚
げ
に
、
魚
の
仕
分
け
に
せ
り
に
、
と
組
合

員
が
港
に
集
ま
っ
て
く
る
。
３
月
が
近
づ
く
こ
の
日
は
、

イ
ワ
シ
や
イ
カ
が
選
別
台
の
上
に
広
が
っ
た
。

「
ま
だ
ま
だ
冬
の
魚
や
ね
え
」。

窪
津
漁
協
は
生
き
残
り
を
か
け
、
１
９
９
４
年
、
船
上
で

漁
を
体
感
す
る
観
光
定
置
網
を
開
始
。
そ
の
後
、
直
売

所
や
レ
ス
ト
ラ
ン
も
オ
ー
プ
ン
。
東
京
の
幼
稚
園
か
ら
100

人
規
模
の
民
泊
も
受
け
入
れ
、
漁
師
の
暮
ら
し
を
ま
る

ご
と
体
験
で
き
る
取
り
組
み
を
続
け
て
い
る
。



11 10



　初
め
て
こ
の
石
鹸
を
使
っ
た
時
、
泡
が
き

め
細
や
か
で
、
す
ご
く
気
持
ち
が
よ
か
っ
た

ん
で
す
。
手
や
体
は
も
ち
ろ
ん
、
キ
ッ
チ
ン

周
り
や
玄
関
タ
イ
ル
の
汚
れ
も
よ
く
落
ち
ま

す
。
石
鹸
の
匂
い
は
あ
ま
り
な
く
、
そ
れ
で

い
て
魚
を
捌
い
た
後
な
ど
の
嫌
な
臭
い
を
き

れ
い
に
消
し
て
く
れ
ま
す
。

　私
は
年
中
、
手
が
荒
れ
て
い
た
ん
で
す
。

石
鹸
や
洗
剤
が
手
に
染
み
て
痛
い
思
い
を
し

た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
石
鹸
に
出

あ
っ
て
悩
み
が
一
つ
消
え
ま
し
た
。

吉
永
美
香
さ
ん

　（
県
庁
生
協
　土
佐
清
水
支
店
）

直
七
み
か
ん
配
合
の

ま
ち
こ
石
鹸

ま
ち
こ
石
鹸

吉
永
美
香
ん

　（
県
庁
生
協
　土
佐
清
水
支
店
）

直
七
み
か
ん
配
合
の

ま
ち
こ
石
鹸

九

愛
用
者 

や
さ
し
い
泡
に

包
ま
れ
て

保存料や牛脂などを使わない石鹸素地に、温泉成分のある鉱石、ユーグレナ、
紫根、EM菌、酵素を加えた生石鹸。宿毛市高砂のまちこエステサロンの他、
県庁生協、てんこす（高知市）などで販売しています。（1個 1,200円。）
詳しい成分はとさぶしWEBをご覧ください。

イタリアのお菓子の型に流し込んだ、
お花の形もかわいい。

1213

vol.10

新
谷
商
店

新
谷 

重
人
さ
ん

だ
し
の
味
を

残
し
た
い

宗
田
節
発
祥
の
地
、
土
佐
清
水
市
。

か
つ
て
土
佐
人
が
編
み
出
し
た
、

節
の
技
術
を
受
け
継
い
で
い
る
。
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広
葉
樹
を
ど
ん
ど
ん
燃
や

す
焙ば
い
か
ん乾

方
法
、
そ
の
後
、

カ
ビ
付
け
と
天
日
干
し
を

繰
り
返
し
、
さ
ら
に
乾
燥

と
熟
成
を
進
め
る
。
土
佐

人
が
趣
向
を
凝
ら
し
た
節

は「
改
良
土
佐
節
」と
評
判

が
広
が
り
、
江
戸
城
の
殿

様
に
献
上
さ
れ
た
。
土
佐

節
に
は
試
行
錯
誤
を
重
ね
た
土
佐
人
の
魂

が
宿
っ
て
い
る
。

　

以
後
200
年
余
り
鰹
節
の
産
地
と
し
て
栄

え
た
が
、
戦
後
、
土
佐
清
水
市
の
カ
ツ

オ
の
水
揚
げ
が
減
少
す
る
。
先
人
た
ち

は
カ
ツ
オ
と
共
に
水
揚
げ
さ
れ
な
が
ら
も

捨
て
ら
れ
て
い
た

メ
ヂ
カ
に
目
を
つ

け
、
カ
ツ
オ
と
同

じ
製
法
で
節
に

し
た
。ガ
ツ
ン
と

濃
い
出だ

し汁
の
出
る

宗そ
う
だ
ぶ
し

田
節
は
、
関
東
、

東
海
、
関
西
の
そ

ば
屋
、
う
ど
ん
屋

か
ら
支
持
を
受
け
、全
国
一
の
産
地
と
な
っ

た
。

　

土
佐
清
水
市
中な
か
の
は
ま浜

の
節ふ

し
な
や

納
屋
・
新
谷
商

店
の
新に

い
や谷

重し
げ
と人

さ
ん︵
38
︶は
、「
こ
ん
な
小

さ
い
魚
の
頭
と
骨
と
内
臓
を
丁
寧
に
取
り

除
い
た
節
は
全
国
で
も
珍
し
い
」と
言
う
。

清
水
の
漁
師
が
釣
っ
た
メ
ヂ
カ
を
、
近
所

の
女
性
が
手
作
業
で
成
型
し
、
地
元
の
山

師
が
切
っ
て
き
た
ボ
サ
を
く
べ
て
、
燻
製

す
る
。
土
佐
清
水
だ
け
で
完
結
し
た
宗
田

節
を
県
外
に
売
っ
て
出
る
、
他
に
は
な
い

地
産
外
商
を
続
け
て
き
た
。

生
き
物
に
囲
ま
れ
て

　
「
目
が
近
い
け
ん
メ
ヂ
カ
言
う
が
で
す
け

ど
、
わ
り
と
か
わ
い
い
が
で
す
。
黒
潮
の

魚
や
け
ん
、
背
中
は
黒
く
、
腹
は
白
い
保

護
色
。
₁₉
℃
以
上
の
暖
か
い
海
を
求
め
て

北
は
東
北
、
南
は
台
湾
ま
で
泳
い
で
い
く
。

鱗
が
な
い
け
ん
寒
が
り
な
が
や
ろ
う
か
」。

　

メ
ヂ
カ
を
想
う
新
谷
さ
ん
は
３
代
続
く

節
納
屋
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
カ
ブ

ト
ム
シ
や
ク
ワ
ガ
タ
を
飼
っ
た
り
、
磯
の

水
た
ま
り
で
タ
コ
や
ウ
ツ
ボ
の
子
を
捕
ま

え
て
水
槽
で
世
話
し
た
り
、
生
き
物
に
囲

ま
れ
て
育
っ
た
。
時
に
は
玄
関
前
に
干
し

た
節
を
取
り
込
ん
だ
り
、
ダ
ン
ボ
ー
ル
箱

を
運
ん
だ
り
、
家
の
仕
事
を
手
伝
う
こ
と

も
あ
っ
た
。
小
学
校
の
文
集
に「
節
納
屋
を

継
ぐ
」と
綴
っ
た
が
、
そ
の
気
持
ち
は
徐
々

に
薄
ら
い
で
い
っ
た
。

　

高
知
市
内
の
高
校
に
進
学
し
、
土
佐
清

水
を
離
れ
た
。
海
の
な
い
街
で
暮
ら
す
う

ち
、「
う

※

ち
ん
く
は
水
も
空
気
も
き
れ
い

や
っ
た
」と
気
づ
き
、「
な
ん
と
な
く
環
境
に

え
い
こ
と
し
た
い
」と
岡
山
大
学
の
環
境
理

工
学
部
に
進
学
し
た
。

　

卒
業
が
近
づ
き
、
化
学
や
物
理
の
知
識

を
活
か
せ
る
会
社
を
探
し
た
。「
岡
山
市
内

や
っ
た
ら
世
話
で
き
る
と
教
授
に
言
わ
れ

た
が
で
す
け
ど
、
高
知
に
帰
り
た
い
な
と

思
う
て
」。
高
知
県
内
の
企
業
の
募
集
は
少

な
く
、
唯
一
受
け
た
会
社
か
ら
採
用
通
知

が
届
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
ま
ま
卒

業
式
を
迎
え
、
土
佐
清
水
に
戻
っ
た
。「
と

り
あ
え
ず
家
の
仕
事
で
も
手
伝
お
う
」。

　

ゴ
ウ
ゴ
ウ
と
メ
ヂ
カ
を
炊
く
バ
ー
ナ
ー

の
音
。
メ
ヂ
カ
を
セ
イ
ロ
に
並
べ
何
重
に

も
積
ん
で
い
く「
は
い
」「
せ
ー
の
」の
掛
け

声
。
釜
揚
げ
し
た
メ
ヂ
カ
の
蒸
気
が
工
場

に
充
満
し
、
女
性
た
ち
が
柔
ら
か
く
茹
で

上
が
っ
た
メ
ヂ
カ
の
頭
と
骨
と
内
臓
を
手

で
素
早
く
落
と
し
て
い
く
。
焚た

き
納な

や屋
へ

運
ば
れ
、
ボ
サ
と
呼
ば
れ
る
広
葉
樹
の
薪

に
火
を
つ
け
る
と
、
白
い
煙
が
立
ち
上
る
。

引
き
継
が
れ
る
魂

　

江
戸
時
代
初
期
、
黒
潮
に
流
さ
れ
た
紀

州
の
漁
師
が
鰹か
つ
お
ぶ
し節の

製
法
を
伝
え
た
。
土

佐
切
り
と
言
わ
れ
る
カ
ツ
オ
の
捌
き
方
、

家
業
に
入
る

　

社
長
で
あ
る
父
親
に
言
わ
れ
る
が
ま

ま
、
一
従
業
員
と
し
て
仕
事
を
手
伝
っ

た
。
朝
6
時
か
ら
メ
ヂ
カ
を
茹
で
、
頭

を
落
と
し
、
身
を
割
い
て
セ
イ
ロ
に
並

べ
る
。
３
階
建
て
の
焚
き
納
屋
に
ぎ
っ

し
り
節
を
詰
め
、
毎
日
入
れ
替
え
て
燻

し
具
合
を
調
整
す
る
。
天
気
の
い
い
日

は
節
を
天
日
に
干
し
、
選
別
し
て
出
荷

す
る
。

　

節
を
選
別
し
て
い
る
と
、
祖
父
が
杖

を
つ
い
て
や
っ
て
来
る
こ
と
が
あ
っ

た
。「
見
逃
し
た
脂
の
の
っ
た
節
を
杖
で

コ
ン
コ
ン
叩
く
が
で
す
。あ

※

れ
ば
あ
年

と
っ
ち
ょ
っ
て
も
よ
う
見
よ
う
」と
苦
笑

い
。
鰹
節
か
ら
宗
田
節
に
転
換
さ
せ
て

成
功
し
た
時
代
を
生
き
た
祖
父
は
、
メ

ヂ
カ
を
買
っ
て
き
て
製
造
は
息
子
に
任

せ
、
毎
日
酒
を
飲
ん
で
ど
ん
ち
ゃ
ん
騒

ぎ
。「
毎
日
が
祭
り
の
よ
う
で
、
土
佐
清

水
全
体
が
す
ご
い
活
気
が
あ
っ
た
時

代
。
メ
ヂ
カ
も
大
量
に
買
い
付
け
る
の

で
、
大
漁
貧
乏
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と

親
父
は
言
う
て
ま
し
た
け
ど
」。

ピ
ン
チ
到
来

　

新
谷
さ
ん
が
節
納
屋
で
働
い
て
５
年

ほ
ど
経
っ
た
２
０
０
３
年
。
毎
年
１
月

に
な
る
と
盛
ん
に
な
る
寒
メ
ヂ
カ
の
漁

が
始
ま
ら
な
い
。
い
つ
も
な
ら
ジ
ャ
ン

ジ
ャ
ン
鳴
る
市
場
か
ら
の
電
話
が
鳴
ら

ず
、
納
屋
は
シ
ー
ン
と
静
ま
り
返
っ
て

い
た
。

大正10年に鰹節の製造、卸、販売を始めた新谷
商店。今もマルキュウの屋号で節をつくる。

ボサは山師から直接買い、よく乾燥させて使う。（上）
素早い手さばきで生のメヂカが節に変わっていく。（右）

約400gの寒メヂカを節にするとたった80g。メヂカの
うま味がぎゅっと凝縮している。
天日干しを経た裸節は関西や東海、さらにカビ付けして
半年ほど熟成させた節は関東で使われることが多い。

土佐清水に伝わる正月の行事「年取り」。お米の上の橙
に松竹梅を差した重箱を頭に掲げ、お神酒をいただき、
最後に削り節を一口食べる。

２代目の祖父といっしょに。

メヂカを釜茹する「煮
しゃじゅく
熟」。

一気に茹で上げたメヂカは味がしっかりしていて、
食卓のおかずにもなる。

大正10年に鰹節の製造、卸、販売を始めた新谷

※うちんく：自分の家、地元のこと。

※あればあ年とっちょっても、よう見よう：あんなに年をとっているのに、よく見ている。
　特に高知県西部の幡多地域は「～している」ことを「～しよう」と言う。

土佐弁講座
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　「
こ
の
頃
は
〝
ジ
ュ
ー
シ
ー
〞
言
う
が
か
ね
？
」。浜
野
三
代
さ
ん

（
73
）は
、
漁
協
婦
人
部
の
活
動
で
す
り
身
の
て
ん
ぷ
ら
を
作
っ
て
30

年
。「
む
か
し
柏
島
に
は
お
城
が
あ
っ
て
、
わ
た
し
ら
の
町
は
殿
町
と

呼
ば
れ
よ
っ
た
が
」。６
年
前
に
城
下
町
グ
ル
ー
プ
を
結
成
し
ス
ー

パ
ー
で
実
演
販
売
を
始
め
た
。

　
毎
週
木
曜
と
金
曜
に
メ
ン
バ
ー
が
集
ま
り
、
ア
ジ
の
頭
を
落
と

し
、皮
を
剥
い
で
餅
つ
き
機
で
攪
拌
す
る
。味
付
け
は
塩
と
酒
、砂
糖

少
々
。「
ゼ
ン
ゴ
い
う
小
さ
い
ア
ジ
ば
っ
か
り
。甘
い
と
言
わ
れ
る
が

は
、
骨
も
ま
る
ご
と
入
っ
ち
ょ
う
け
ん
」。慣
れ
た
手
つ
き
で
、
鉄
鍋

に
す
り
身
を
落
と
す
。パ
チ
パ
チ
と
い
う
音
と
共
に
四
角
い
す
り
身

が
ぷ
く
っ
と
膨
ら
み
浮
き
上
が
っ
て
き
た
。「
こ
れ
は
む
か
し
島
の

冠
婚
葬
祭
で
五
升
の
飯
を
炊
い
た
鉄
鍋
を
貰
う
て
き
た

が
。こ
れ
で
揚
げ
ん
と
こ
の
味
に
は
な
ら
ん
」。

お
ば
ち
ゃ
ん
た
ち
よ
り
鉄
鍋
の
方
が

生
ま
れ
が
古
い
と
い
う
の
に
驚
い
た
。

　「
ど
う
し
た
も
ん
か
、
魚
が
よ
う
け
揚
が

る
土
佐
清
水
で
行
列
が
で
き
た
」。大
き
な

鉄
鍋
で
揚
げ
た
て
ん
ぷ
ら
は
多
い
時
に

は
一
日
千
枚
近
く
も
売
れ
る
。

宿
毛
湾
で
獲
れ
た
ア
ジ
の
身
を
す
り
、

鉄
鍋
で
豪
快
に
揚
げ
た
「
て
ん
ぷ
ら
」。

揚
げ
た
て
を
一
口
か
じ
る
と
、
じ
ゅ
わ
っ
と
旨
味
が
滴
っ
た
。

柏
島
城
下
町
グ
ル
ー
プ
の

て
ん
ぷ
ら
は
１
枚
100
円
。

毎
週
日
曜
に
高
知
県
西
部
の
サ
ニ
ー
マ
ー
ト
で

実
演
販
売
を
し
て
い
る
。

（
第
１
：
宿
毛
エ
ヴ
ィ
、
第
２
、第
４
：
土
佐
清
水
、
第
３
：
四
万
十
市
）
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そ
の
年
、
土
佐
清
水
は
記
録
的
な
メ
ヂ

カ
の
不
漁
に
見
舞
わ
れ
た
。
水
揚
げ
は
前

年
の
1
万
4
千
ト
ン
か
ら
半
減
し
６
千
ト

ン
を
切
っ
た
。

　

時
を
同
じ
く
し
て
、
不
景
気
や
高
齢
を

理
由
に
宗
田
節
を
愛
用
し
て
い
た
そ
ば

屋
や
う
ど
ん
屋
が
店
を
畳
み
、
問
屋
の
廃

業
も
続
い
た
。
節
納
屋
は
節
を
20
㎏
の
段

ボ
ー
ル
に
詰
め
て
、
節
専
門
の
問
屋
に
卸

す
だ
け
。「
卸
の
先
に
は
削
り
屋
が
お
っ

て
、
そ
ば
屋
や
一
般
消
費
者
が
お
る
け
ど
、

そ
の
反
応
は
つ
か
め
な
い
」。
高
知
県
は
お

ろ
か
土
佐
清
水
で
も
日
常
的
に
宗
田
節
を

使
う
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
し
、
削

り
節
を
扱
う
店
は
鹿
児
島
か
ら
仕
入
れ
た

鰹
節
を
削
っ
て
い
た
。

　
「
う
ち
の
宗
田
節
、
削
っ
て
み
よ
う
。
ま

ず
は
味
を
知
っ
て
も
ら
わ
ん
と
」。
両
親
は

削
っ
た
宗
田
節
を
一
般
消
費
者
に
届
け
よ

う
と
、
小
学
校
に
出
て
行
っ
て
食
育
の
授

業
を
し
た
り
、
地
元
の
物
産
店
で
試
食
会

を
し
た
り
と
動
き
始
め
た
。

責
任
の
あ
る
仕
事

　

あ
る
日
、
新
谷
さ
ん
は
父
か
ら
入
札
に

行
く
よ
う
言
わ
れ
た
。「
そ
れ
ま
で

市
場
の
入
札
は
親
父
が
行
っ
て
、

せ
り
が
終
わ
っ
て
か
ら
自
分
が
魚

を
取
り
に
行
き
よ
っ
た
が
で
す
。

自
分
が
メ
ヂ
カ
を
見
極
め
ら
れ
る

の
か
不
安
で
」。
市
場
に
行
く
と
、

市
内
の
節
納
屋
が
集
ま
り
、
魚
体
、

鮮
度
の
良
し
悪
し
、
脂
の
乗
り
具

合
を
鋭
い
目
で
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い

る
。
見
よ
う
見
ま
ね
で
メ
ヂ
カ
の

様
子
を
電
話
で
父
に
伝
え
る
と
、「
こ
れ
ば

あ
で
札
入
れ
ち
ょ
く
か
」。
言
わ
れ
る
が
ま

ま
札
を
入
れ
た
。

　

初
め
て
決
算
書
も
目
に
し
た
。
数
字
上

は
黒
字
だ
が
、
経
営
は
年
々
厳
し
く
な
っ

て
い
る
。「
親
父
は
絶
対
落
と
せ
る
強
い
札

を
出
し
て
メ
ヂ
カ
を
買
う
が
で
す
。
６
ト

ン
の
メ
ヂ
カ
を
落
と
す
の
に
１
円
違
え
ば

６
千
円
、
次
の
札
と
10
円
差
が
あ
れ
ば
、

６
万
円
近
く
安
く
買
え
る
の
に
」。
原
価
が

上
が
れ
ば
節
の
値
も
上
げ
ざ
る
を
え
な
い
。

質
の
い
い
節
を
見
本
に
送
っ
て
少
し
で
も

高
く
買
っ
て
も
ら
お
う
と
問
屋
に
交
渉
す

る
も
、「
そ
ん
な
高
い
も
ん
は
使
え
な
い
」と

値
が
折
り
合
わ
な
い
。

　

そ
の
頃
だ
ろ
う
か
、
悪
夢
に
う
な
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。「
真
っ
黒
い
キ
ン
ト
ウ

ン
み
た
い
な
雲
が
突
然
現
れ
て
、干
し
ち
ょ

う
節
に
雨
を
降
ら
せ
る
が
で
す
」。
苦
労
し

て
作
っ
た
節
が
、
一
瞬
で
売
り
物
に
な
ら

な
く
な
る
。
何
度
も
何
度
も
、
夜
中
に
目

を
覚
ま
し
た
。

節
の
味
を
次
世
代
に

　

新
谷
さ
ん
が
家
業
に
入
っ
て
15
年
。
今

で
は
札
入
れ
の
時
は
自
ら
の
意
見
を
重
ね

る
よ
う
に
な
っ
た
。「
親
父
、
そ
れ
は
強
す

ぎ
や
ろ
う
っ
て
。
他
の
納
屋
の
雰
囲
気
を

見
て
、
な
る
べ
く
安
い
値
段
で
、
で
も
確

実
に
落
と
せ
る
よ
う
に
」。

　

削
り
節
や
だ
し
醤
油
用
の
節
、
卵
か
け

ご
は
ん
専
用
の
超
う
す
削
り
。
焚
き
納
屋

を
燻
製
器
代
わ
り
に
使
い
、
メ
ヂ
カ
の
な

ま
り
節
や
清
水
サ
バ
の
燻
製
も
生
ま
れ
た
。

売
り
上
げ
の
、
１
、２
割
が
一
般
消
費
者
向

け
の
商
品
に
変
わ
っ
た
。

　

２
年
前
に
結
婚
し
て
か
ら
は
、
試
食
会

を
開
い
た
り
展
示
会
に
出
店
し
た
り
、
両

親
が
続
け
て
き
た
営
業
的
な
仕
事
を
す
る

こ
と
も
増
え
た
。「
子
ど
も
ら
は
味
覚
が
鋭

い
け
ん
、
節
と
味
噌
だ
け
の
茶ち
ゃ
ぶ
し節
一
口
で

喜
ん
で
く
れ
る
が
で
す
。
人
と
接
す
る
の

は
よ
う
慣
れ
ん
が
で
す
け
ど
、
お
い
し
い

と
言
う
て
く
れ
る
人
が
お
る
限
り
、
宗
田

節
を
造
り
続
け
な
い
か
ん
と
思
い
ま
す
」。

宗田節の中でも特にコクのある笹メヂカを極
限まで薄く削った「卵かけご飯専用」。脂が
少なく香りのよい極上の寒メヂカのみを厳選
した「だし醤油専用」。土佐清水市内のホテ
ルや直売所の他、新谷商店のＨＰから購入で
きる。



夢
は
続
く

そ
う
よ
、
ム
ダ
に
争
っ
て
も

え
い
こ
と
た
あ
な
い
ろ
う

大
事
な
の
は
己
、

最
後
は
自
分
や
き
ね

嫌
な
奴
を
殺
し
て
も

自
由
は
殺
せ
ん
ぜ
よ

会
社
を
首
に
な
っ
て
も

筆
一
本
で
で
き
る
ぜ
よ

金
の
亡
者
は
い
か
ん
が

目
的
の
た
め
に

儲
け
る
が
は
必
要
ぜ
よ

学
閥
に
入
れ
ば

上
ば
か
り
気
に
す
る

大
事
な
の
は

足
元
に
あ
ら
あ
よ

2015年５月17日

見果てぬ夢見果てぬ夢

田
畑
を
耕
す
お
れ
ら
あ
と

同
じ
や
ね
ゃ

田
畑
を
耕
す
お
れ
ら
あ
と

同
じ
や
ね
ゃ

牧野富太郎
ま き の と み た ろ う

牧野富太郎
ま き の と み た ろ う

明
治
政
府
の
よ
う
に

専
制
と
な
っ
た
ら
い
か
ん
ろ
う

明
治
政
府
の
よ
う
に

専
制
と
な
っ
た
ら
い
か
ん
ろ
う

お
じ
ち
ゃ
ん

な
に
話
し
ゆ
う
が
？

お
じ
ち
ゃ
ん

な
に
話
し
ゆ
う
が
？

龍
馬
さ
ん
に

会
え
る
と
は
思
わ
ざ
っ
た

龍
馬
さ
ん
に

会
え
る
と
は
思
わ
ざ
っ
た

注：絵金は、長宗我部家の家督相続をテーマにした芝居
「蝶花形名歌島台」の小坂部館の場面で元親を描いている。

長宗我部フェスでは、元親の銅像前に全国から多く
のファンが集まる
土佐は、夢を見る土地、夢が叶う土地。民衆が追った
夢、魂がいつまでも続きますように……。

長宗我部フェスでは、元親の銅像前に全国から多く
のファンが集まる。
土佐は、夢を見る土地、夢が叶う土地。民衆が追った
夢、魂がいつまでも続きますように……。

つ
い
に
天
下
じ
ゃ

こ
れ
で
民
の
国
が
つ
く
れ
る
！

つ
い
に
天
下
じ
ゃ

こ
れ
で
民
の
国
が
つ
く
れ
る
！

高
知
で
飲
む
と

解
放
さ
れ
た
気
分
に
な
る
ね

高
知
で
飲
む
と

解
放
さ
れ
た
気
分
に
な
る
ね

た
ま
ぁ
〜
う
ま
い

た
ま
ぁ
〜
う
ま
い

ア
ジ
ア
の
フ
ー
ドコー
ト
？

ア
ジ
ア
の
フ
ー
ドコー
ト
？

Where you from?
Where you from?

ちょうはながためいかのしまだい
注：絵金は、長宗我部家の家督相続をテーマにした芝居

「蝶花形名歌島台」の小坂部館の場面で元親を描いている。
ちょうはながためいかのしまだい

USAよ！USAよ！

1599年、元親は体調を崩し、跡を四男盛親に譲り、京都伏見屋敷
で亡くなった。
1599年、元親は体調を崩し、跡を四男盛親に譲り、京都伏見屋敷
で亡くなった。

人
種
の
サ
ラ
ダ
ボ
ール
？

人
種
の
サ
ラ
ダ
ボ
ール
？

天
下
を
志
し
た
元
親
の
夢
は
信
親
の
死
と
と
も
に
消
え

て
し
ま
っ
た
。だ
が
、元
親
と
一
領
具
足
が
共
に
夢
見
て

戦
っ
た
そ
の
あ
と
に
、自
由
と
平
等
の
精
神
が
根
付
き
、

現
代
に
花
開
く
こ
と
に
な
っ
た…

…

。

「現代語訳 土佐物語－四国の勇士の戦国記－」中島重勝 抄訳（南の風社刊）より　　画：マツモトナツミ

第10 話
元親の長男

長宗我部信親
ち ょ う そ か べ  のぶちか

元親の長男

長宗我部信親
ち ょ う そ か べ  のぶちか

元親

そ
う
よ
、
ム
ダ
に
争
っ
て
も

え
い
こ
た
あ
な
い
ろ
う

大
事
な
の
は
己
、

最
後
は
自
分
や
き
ね

そ
う
よ
、
ム
ダ
に
争
っ
て
も

え
い
こ
た
あ
な
い
ろ
う

大
事
な
の
は
己
、

最
後
は
自
分
や
き
ね

み
ん
な
ぁ

仲
間
じ
ゃ
い
か
よ

争
っ
て
ど
う
す
る

話
せ
ば
わ
か
る
！

さかもとりょうま

坂本龍馬
さかもとりょうま

坂本龍馬

岩崎弥太郎岩崎弥太郎

板垣退助
いたがきたいすけ

板垣退助
いたがきたいすけ

ま
っ
こ
と

何
事
も
目
的
と
手
段
ぞ
ね

ま
っ
こ
と

何
事
も
目
的
と
手
段
ぞ
ね

もりちか
元親の四男

盛親
もりちか

元親の四男

盛親

とくがわいえやす

徳川家康
だ  て まさむね

伊達政宗
とよとみ  ひでよし

豊臣秀吉

絵金
えきん

いわさき や た ろ ういわさき や た ろ う

ひろめ市場ひろめ市場

注：一領とは、ふつう武士は控えの武具をもう一式持つが、土佐は農民兵    なので一式のみ。　
初めから背水の陣であることを象徴している。
注：一領とは、ふつう武士は控えの武具をもう一式持つが、土佐は農民兵    なので一式のみ。　
初めから背水の陣であることを象徴している。

ひろめ市場では毎日、年齢も国境も越えた語らいと笑い  が絶えない。
土佐は自由の国、もの言う国。遥か遠く、元親が土佐を統　一し四国へ出たことで
人々は“土佐”という意識を持った。そして、農民が兵 士でもあった一領具足
独特の土佐武士精神が今日の自由の大地を耕したのか   もしれない。

ひろめ市場では毎日、年齢も国境も越えた語らいと笑い  が絶えない。
土佐は自由の国、もの言う国。遥か遠く、元親が土佐を統　一し四国へ出たことで
人々は“土佐”という意識を持った。そして、農民が兵 士でもあった一領具足
独特の土佐武士精神が今日の自由の大地を耕したのか   もしれない。
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ⓒYozo Oda

な
ん
ち
ゃ
じ
ゃ

な
い
け
ど
、

ク
セ
に
な
る

〝
と
さ
ぶ
し
写
真
館
〞

vol. 10

写真・文　織田 庸三　香南市夜須町の住吉海岸にて。潮溜りの中をじっと見ていると、たくさんの生き物がいることに気づきます。

２
０
１
３
年
１
月
に
創
刊
し
た「
と
さ
ぶ
し
」。

毎
号
様
々
な
テ
ー
マ
で〝
高
知
の
今
〞を
伝
え
て
き
ま
し
た
。

地
域
、産
業
、食
べ
物
、自
然
。

ど
ん
な
テ
ー
マ
で
も
、そ
こ
に
は
必
ず
キ
ラ
キ
ラ
と

輝
く
人
た
ち
が
い
ま
し
た
。

そ
し
て
今
、活
躍
の
幅
を
さ
ら
に
広
げ
て
い
ま
す
。

あ
の
人
の今今

そ
し
て
今
、活
躍
の
幅
を
さ
ら
に
広
げ
て
い
ま
す
。

追跡取材
！
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　藤田由真さんは海洋高校時代、数えきれないマグロを捌いたツナ
ガール。和食の料理人を目指して、2014年にザ クラウンパレス新
阪急高知の和食厨房に就職した。
　日々の仕事は料理の仕込み。刺身のあしらいのキュウリを切った
り添え物を準備したり料理人を支える一方、イベントで 2度、マグ
ロも捌いた。「やっぱり魚を捌くのは楽しい。でも高校までの自己
流とは違って料理人のやり方は違う」。実際に仕事をしてみたら、
肉や野菜の料理、煮物、味付けと和食は幅が広い。少しでも技を身
に付けられるよう包丁を握る。調理師免許を取ることが次の目標だ。

料
理
人
の
道
へ

4 号に登場

　土佐備長炭の窯元「炭玄」。第1号に登場した2013年は４人だったが、
今や７人体制に。さらに「仲間の３人は自分の窯を作って独立したん
です！」と代表の黒岩辰徳さん。吉良川の祭りで花台を担いだり炭火
焼き鳥をイベントに出店したり、チーム炭玄は町に活力を与えている。
　アワビの養殖で起業した「うみ路」の蜂谷潤さんは、アワビやメヂ
カの加工品を作ったり、室戸の海鮮や赤牛を食べるバーベキューイベ
ントなどを開催。４月末にオープン
する室戸ジオパーク拠点内にカフェ
を出店することになった。室戸産の
スマガツオのたたきを目
玉に、室戸の食材の魅
力を伝えようと奮闘
している。

室
戸
の
若
者
、

夢
へ
一
歩
！

　

　家業の茶農家を存続させるため、お茶の一般販売をはじめた坂本
香さん。2014 年冬に京都市にオープンしたティースタンド「Tea 
Channel」に採用された。日本茶をコーヒースタンド感覚で楽しめ
るこのお店は、全国から選りすぐったお茶をユニークな名前で紹介
している。香り高い坂本農園の一番茶は“津野ピュア”。とさぶし
の記事を読んだ店のオーナーが坂本さんの思いを感じて名付けた。
これまで産地として知られていなかった高知のお茶が、全国で注目
される日も近い。

テ
ィ
ー
ス
タ
ン
ド
に
進
出

8 号に登場

2号に登場

5号に登場

９号に登場

6号に登場
3号に登場

日
本
初
の
　

大
活
躍
！

須崎で愛されるマルキョー醤油
の味を引き継ぐ竹中佳生子さ
ん。日本醤油協会の「しょうゆ
もの知り博士」として、越知小
学校で出前授業を行った。

魚の姿ずしから練り物、焼き物、デザー
トの羊羹まで大皿に載せた皿鉢料理。皿
鉢を徹底解明した第５号は、高知市五台
山の青柳中学の授業で使われた。

西村啓さんはユニークな印刷を仕掛け続けている。
「高知家のおすそわけ」をイメージした風呂敷型
パッケージは、菓子メーカーの（株）青柳から採用
され好評を博している。

鏡川水族館が夏に続き秋も開催
宮崎晃さんの企画する「鏡川水族館」はたくさ
んの親子が訪れ、ゴリやアユカケなど鏡川の魚
に触れあった。「またやって！」と好評の声が
多く、2 か月後の 11月にも開催した。

皿鉢特集が
中学校の授業で使われる

BNN新社『地域の魅力を
伝えるデザイン』に登場！ 
全国の地域発のメディアを紹介する書籍
に登場！　発刊企画として2015年 1月に、
とさぶしは代官山蔦屋書店デビューも果
たした。

高知のクラフト作品を多く取り扱
う川村雑貨店。とさぶし片手に東
京など遠方から多くのお客さんが
訪れている。輸入専門商社の社長
は作家とのコラボにも興味津々！ 

クラフトを求めて
お客さんが続々来店

マルキョー醤油の
女将が出前授業

１号に登場

人気連載歴史マンガ
「戦国元親くん」冊子化決定！
 元親くんがかわいい！と、ファンも多かった「戦国
元親くん」が１冊にまとまります。５月発刊予定。

須崎のパン屋モンブランの大崎豊さんは、かつて須崎
で愛された「鍋焼きプリン」を復活させた。地元の人
はもちろん地域外からもお客さんが訪れている。

芸西村の酒蔵を継いだ仙頭美紀さん。女性にも好まれる
ようにと心を込めた「土佐しらぎく」の新酒が続々登場
している。

西村謄写堂が
高知家パッケージを企画・製造！

7 号に登場

町の名物を引き継いだ

魚の姿ずしから練り物、焼き物、デザー
トの羊羹まで大皿に載せた皿鉢料理。皿
鉢を徹底解明した第５号は、高知市五台

なにかユニークな商品をと考えていた奈良県川上村のハンド
メイドショップ「スキノマ」の目に留まったのは高知の天然
アマゴ。海を渡って「アマホルダー」に大変身！

アマゴが奈良で
キーホルダーに

女性ならではの
純米吟醸酒
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