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い
く
ら
博
覧
強
記
の
南
方
熊
楠
で
も
、ま
さ
か
平
賀
源
内
の
な
ぞ
を

解
く
ヒ
ン
ト
ま
で
書
き
残
し
て
く
れ
て
い
た
と
は
知
ら
な
か
っ
た
。

こ
こ
二
十
年
来
、平
賀
源
内
に
取
り
組
ん
で
い
る
。こ
れ
ま
た
小
生

と
源
内
な
ど
は
南
方
と
源
内
以
上
に
ミ
ス
マ
ッ
チ
と
笑
わ
れ
そ
う
だ

が
、源
内
の
生
地
讃
岐
の
志し

ど度
寺
の
住
職
（
医
者
）の
十
河
章
が
ベ
平

連
（
ベ
ト
ナ
ム
に
平
和
を
！
市
民
連
合
）以
来
の
友
、さ
ら
に
こ
こ
高

松
の
西
日
本
放
送
朝
九
時
か
ら
の
「
お
は
よ
う
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」の
コ

メ
ン
テ
ー
タ
ー
で
お
耳
を
け
が
し
て
二
十
五
年
と
い
う
こ
と
で
、志
度

出
身
の
本
草
学
者
（
熊
楠
の
先
輩
だ
！
）に
し
て
エ
レ
キ
テ
ル
の
発
明

者
、そ
し
て
戯
作
者
の
源
内
像
を
も
と
め
て
久
し
い
。

さ
て
「
非
常
の
人
」（
杉
田
玄
白
の
墓
碑
銘
）源
内
の
生
涯
は
謎
が
多

い
。わ
け
て
も
不
可
解
な
の
は
そ
の
死
に
ま
つ
わ
る
逸
話
で
あ
る
。

源
内
は
、門
弟
の
盗
み
を
誤
解
し
て
、米
屋
の
せ
が
れ
を
惨
殺
し
、小

伝
馬
町
の
獄
に
つ
な
が
れ
獄
死
す
る
の
で
あ
る
。江
戸
の
通
人
、太
田

蜀
山
人
は
、「
癲
て
ん
き
ょ
う狂
の
萌
き
ざ
し
あ
り
け
る
に
や
」（
鳩き
ゅ
う
け
い
い
じ

渓
遺
事
）と
語
っ
た
。蜀

山
人
と
い
え
ば
、昨
日
も
、開
業
な
っ
た
安
藤
忠
雄
設
計
の
地
下
鉄
東

京
副
都
心
渋
谷
駅
か
ら
明
治
神
宮
ま
で
一
駅
乗
っ
て
、太
田
記
念
美
術

館
で
、源
内
と
交
流
深
い
太
田
蜀
山
人
、「
大
江
戸
マ
ル
チ
文
化
人
交
友

録
」を
鑑
賞
し
て
き
た
。奇
し
く
も
担
当
編
集
者
は
、四
十
年
前
、当
時

は
ま
だ
奇
人
扱
い
さ
れ
て
い
た
熊
楠
を
大
学
で
専
攻
し
た
男
で
あ
る
。

さ
て
蜀
山
人
が
、源
内
の
死
を
「
癲
狂
の
萌
」と
み
た
証
拠
と
い
う

の
が
、源
内
が
書
き
遺
し
て
い
る
こ
ん
な
奇
怪
な
絵
の
こ
と
で
あ
る
。

悪
童
め
い
た
一
人
の
少
年
が
松
の
木
の
枝
か
ら
小
便
を
し
て
い
る
。

意
味
不
明
な
の
は
、下
を
禅
僧
風
の
男
が
過
ぎ
行
き
な
が
ら
、上
を
見

上
げ
て
笑
っ
て
る
こ
と
で
あ
る
。こ
れ
で
は
蜀
山
人
な
ら
ず
と
も
狂
っ

た
と
し
か
思
え
な
い
。そ
れ
が
ち
が
う
の
で
あ
る
。

こ
の
絵
の
こ
と
を
、な
ん
と
熊
楠
は
、「
一
休
、他
人
の
手
を
借
り
て

悪
童
を
懲
ら
せ
し
話
」（『
烈れ
っ
こ
う
も
ん
ご

公
問
語
』）と
し
て
紹
介
し
て
い
る
の
で
あ

る
。烈
公
と
は
水
戸
の
徳
川
斉
昭
で
あ
る
。斉
昭
が
母
親
に
何
か
話
を

し
な
さ
い
と
、言
わ
れ
て
次
の
よ
う
に
語
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。そ

の
話
と
い
う
の
は
…
…
。

一
休
和
尚
行
路
の
み
ぎ
り
、傍
ら
の
樹
に
童
子
が
一
人
上
っ
て
い

て
、上
か
ら
小
便
を
か
け
た
。そ
し
て
、一
休
を
見
て
、あ
は
は
っ
と

嘲
っ
た
。と
こ
ろ
が
一
休
は
、な
に
を
思
っ
た
か
、頭
陀
袋
か
ら
小
銭
を

つ
か
み
出
し
、か
の
童
子
に
与
え
た
。よ
く
や
っ
た
ぞ
よ
。あ
わ
れ
童
子

は
、こ
れ
は
、い
い
こ
と
を
し
た
と
思
い
、誰
か
来
た
ら
ま
た
し
よ
う
と

待
ち
か
ね
て
い
る
と
こ
ろ
に
、侍
が
き
た
。そ
こ
で
最
前
の
ご
と
く
小

便
を
仕
掛
け
た
と
こ
ろ
が
、侍
は
怒
っ
て
散
々
に
打
ち
ょ
う
ち
ゃ
く
擲
し
た
。一
休
は

わ
が
手
を
濡
ら
さ
ず
、他
人
に
意
趣
返
し
を
さ
せ
た
わ
け
で
、さ
す
が

一
休
と
人
は
言
っ
た
、と
こ
う
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
あ
と
で
、こ
れ
は
一
休
が
良
く
な
い
、徳
川
斉
昭
、一
休
を
批
判

し
た
。

斉
昭
は
も
し
一
休
が
本
当
に
人
の
師
な
ら
ば
小
便
を
仕
掛
け
ら
れ

た
と
き
に
、そ
ん
な
こ
と
を
し
て
は
な
ら
ぬ
、と
諌い
さ

め
ね
ば
な
ら
ぬ
。我

は
出
家
な
れ
ば
打
擲
せ
ず
、他
人
に
同
然
の
こ
と
あ
ら
ば
命
を
失
う
べ

し
、と
教
え
る
べ
き
だ
。な
ん
ぞ
や
銭
を
や
っ
て
人
を
も
っ
て
報
い
を

さ
せ
る
の
か
。

「
こ
の
物
語
の
趣
意
然
る
べ
か
ら
ず
、一
休
ま
こ
と
の
志
な
ら
ば
、

最
前
小
便
仕
懸
け
ら
れ
候
時
、強
く
罵
の
の
し
り
叱
っ
て
、わ
れ
は
こ
れ
出
家

な
れ
ば
打
擲
に
及
ば
ず
、他
人
に
か
よ
う
の
仕
形
仕
る
な
ら
ば
、命
を

失
う
べ
し
と
申
し
教
え
通
る
べ
き
に
、何
ぞ
や
銭
を
遣
り
て
、人
を

も
っ
て
讐
む
く
い
を
す
。奸
心
浅
か
ら
ず
、か
よ
う
の
こ
と
に
て
若
輩
の
者
心

づ
く
べ
き
こ
と
や
、幼
童
に
語
り
聞
か
す
物
語
に
も
、い
と
心
得
あ
る

べ
き
こ
と
な
り
」

も
っ
と
も
で
あ
る
。

し
か
し
熊
楠
の
博
識
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。こ
の
話
の
元
は

「
塵
じ
ん
て
ん
あ
い
の
う
し
ょ
う

添
堰
嚢
抄
」に
あ
り
、孔
子
が
山
中
を
行
く
と
、童
子
が
木
の
上
よ

り
尿
を
仕
掛
け
た
。孔
子
は
、よ
く
や
っ
た
と
褒
め
て
通
り
過
ぎ
た
。そ

の
あ
と
令れ
い
い
ん尹
と
い
う
も
の
が
通
り
か
か
る
と
、童
子
は
ま
た
小
便
を
か

け
た
。令
尹
は
、お
の
れ
天
下
の
大
害
を
な
さ
ん
も
の
と
て
頭
を
刎
ね

た
。こ
れ
を
「
孔
子
の
腹
黒
」と
い
う
。

そ
し
て
源
内
の
心
根
は
こ
う
だ
ろ
う
。

世
人
は
、源
内
に
わ
ざ
と
江
戸
と
い
う
体
制
に
小
便
を
仕
掛
け
さ

せ
、ひ
と
と
き
そ
れ
を
面
白
が
り
、褒
め
そ
や
し
、そ
し
て
挙
句
に
殺
し

て
し
ま
う
、と
自
分
の
運
命
を
予
告
し
た
の
で
あ
る
。

こ
ん
な
は
な
し
を
わ
ざ
わ
ざ
紹
介
す
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、熊
楠
は

少
年
お
も
い
の
や
さ
し
い
心
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。も
っ

と
い
え
ば
教
育
は
自
分
の
手
を
使
っ
て
懲
ら
し
め
る
べ
き
で
、人
の
手

を
煩
わ
し
て
自
分
だ
け
高
見
の
見
物
は
し
て
は
な
ら
な
い
、と
諭
し
て

い
る
と
も
と
れ
る
。

こ
れ
ぞ
熊
楠
教
育
論
！

こ
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
の
は
エ
レ
キ
テ
ル
を
展
示
す
る
大
企

業
の
熊
楠
愛
読
者
で
あ
っ
た
。

源
内
を
求
め
て
、書
き
あ
ぐ
ね
て
い
た
わ
た
し
に
熊
楠
は
一
挙
に
光

を
与
え
て
く
れ
た
。

と
こ
ろ
で
わ
た
し
は
い
っ
た
い
、他
人
さ
ま
に
小
便
を
か
け
て
叱
ら

れ
て
い
る
少
年
な
の
か
、人
を
け
し
か
け
て
ほ
く
そ
笑
ん
で
い
る
世
間

な
の
か
、そ
の
目
が
光
る
熊
楠
で
あ
る
。　

b
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　今回見つけたNO.1は、有田市が漁獲量

日本一を誇るタチウオ。太刀魚と書く名の

とおり、刀のような銀色に光る長い魚体

が特徴だ。大きなもので1.5メートルにも

なる。タチウオの体表はウロコがなく、グ

アニン層という銀白色の表面で覆われ、

マニキュアや模造真珠の原料にもなる。

　タチウオは県内各地で水揚げされる

が、2006年全国のタチウオ漁獲量は、約

1万6,000トン、このうち和歌山県は約

2,600トンの水揚げがあり、なかでも8割

弱が有田市になる。有田のタチウオ漁の

中心は箕島漁港。タチウオは“非常に足

の早い魚”で痛みやすいため、漁船に揚

げるとすぐに氷でシメられる。箕島漁港

に船が帰ってくるのは夕方頃。岸壁一面

に並んで待ち受けていたリヤカーが、タチ

ウオの入った木箱を船から積み替えると

一目散にセリ場に走っていく。次々 と入港

する漁船のエンジン音と、リヤカーを押し

て走り回る人々の喧騒で、港全体が独特

の活気に満ちる。

　タチウオは一般的には塩焼きや煮つけ

にして食べるが、新鮮なタチウオが流通す

る和歌山では刺身やタチウオ寿司も定番

だ。白身で淡泊な身はあっさりとしていて

美しく、高級魚の気品が漂う。旬である夏

季は、県内であればたいていの料理屋で

食すことができる。タチウオは栄養価が

高く、オレイン酸、ビタミンD、ミネラルな

どを多く含む。そのため、疲労回復などの

効果が高いとされ注目を集めている。

　細長い高級魚と言えばハモが有名だが、

タチウオも負けず劣らず。和歌山で刺身を

食してみれば、それは“一口瞭然”だ。　b

No.1をさがせ！ #01 タチウオ

  

マ
ニ
キ
ュ
ア
の
原
料
か
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ま
で
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