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土佐の魚「かつお」
～「かつお」にまつわる話題あれこれ～

こ
の
新
聞
の
名
前
に
も
な
っ
て
い
る
「か
つ
お
」は
、
土
佐
人
と

は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
特
別
な
存
在
で
あ
り
、
昭
和
六
三
年
に
は

県
の
魚
と
し
て
も
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

土
佐
伝
統
の
漁
法
、
「か
つ
お
一
本
釣
り
」
に
始
ま
り
、
か
つ
お

節
や
酒
盗
な
ど
の
特
産
品
、
県
内
の
ス
ー
パ
ー
で
置
い
て
な
い
店

は
な
い
「か
つ
お
の
タ
タ
キ
」な
ど
、
か
つ
お
は
本
県
の
生
活
の
中

に
当
た
り
前
に
溶
け
込
ん
で
い
ま
す
。

今
回
は
、
土
佐
の
魚
「か
つ
お
」の
歴
史
や
分
類
な
ど
、
か
つ
お

に
ま
つ
わ
る
様
々
な
話
題
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

【編集後記】

我家のかつお消
費量は統計以上、
平均を引き上げて
いる部類に入る。最
近刺身を食べ始め
た息子曰く「このグ
レ美味しくない!」刺

身は全てグレ？釣り
狂いの親父の弊害
がここにも(>_<)

【コ
ラ
ム
】

「
宇
佐
浦
の
か
つ
お
夜
売
り
」

江
戸
時
代
か
ら
近
代
に
か
け

て
、
昼
過
ぎ
に
宇
佐
で
水
揚
げ

さ
れ
た
か
つ
お
を
城
下
高
知
へ

販
売
し
た
こ
と
を
言
う
。
屈
強

な
若
者
が
10
本
の
か
つ
お
を
担

ぎ
、
夕
飯
に
間
に
合
う
よ
う
に

16
キ
ロ
の
行
程
を
２
時
間
で
駆

け
抜
け
た
と
い
う
か
ら
、
ぜ
の
ス

ピ
ー
ド
、
体
力
が
い
か
に
超
人

的
で
あ
っ
た
か
が
分
か
る
。
江

戸
時
代
に
も
既
に
販
売
戦
略
が

あ
っ
た
。
時
に
は
歴
史
を
ひ
も

と
き
、
先
人
の
知
恵
と
努
力
か

ら
多
く
を
見
習
う
べ
き
だ
。

■
分
類
学
上
は
・・・

か
つ
お
は
分
類
学
上
、
ス
ズ
キ
目

サ
バ
科
サ
バ
亜
科
カ
ツ
オ
属
に
分
類

さ
れ
、
本
県
が
漁
獲
量
全
国
一
位

■
ま
ず
は
歴
史
か
ら

日
本
で
は
、
縄
文
時
代
（７
～
８

千
年
前
）に
は
既
に
か
つ
お
漁
が

行
わ
れ
て
お
り
、
青
森
県
八
戸
市

長
谷
地
貝
塚
で
、
釣
り
針
（鹿
の

角
）と
か
つ
お
の
骨
が
出
土
し
た

の
が
、
日
本
最
古
の
か
つ
お
漁
の

証
拠
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
方
、
高
知
県
で
の
か
つ
お
に

関
す
る
最
も
古
い
記
録
は
、
平
安

時
代
の
延
喜
式
（※

）に
、
土
佐
国

の
貢
粗
品
と
し
て
堅
魚
（か
つ
お

の
干
物
）が
記
載
さ
れ
て
い
る
の

が
最
初
で
す
。

し
か
し
、
当
時
は
ま
だ
漁
法
と

し
て
一
本
釣
り
は
確
立
さ
れ
て
お

ら
ず
、
高
知
市
浦
戸
や
土
佐
市
宇

佐
な
ど
で
網
漁
が
主
体
で
漁
獲

さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推

察
さ
れ
て
い
ま
す
。

※

延
喜
式
・・・平
安

時
代
の
法
律
の
一

種
で
あ
り
な
が
ら
、

百
科
事
典
の
趣
を

持
つ
た
め
、
当
時
の

日
本
の
文
化
や
歴

史
研
究
に
は
欠
か

せ
な
い
根
本
史
料

ま
た
、
土
佐

名
産
の
か
つ

お
節
の
歴
史

は
意
外
に
浅

く
、
一
六
七

四
年
に
紀
州

の
甚
太
郎
と

い
う
漁
師
が

沖
合
で
遭
難

し
て
土
佐
へ

漂
着
し
、
一

本
釣
り
と
か
つ
お
節
の
製
造
方
法

を
広
め
た
と
い
う
内
容
が
江
戸
時

代
初
期
に
ま
と
め
ら
れ
た
「嶺
滄

誌
」に
記
さ
れ
て
ま
す
。

な
お
余
談
に
な
り
ま
す
が
、
か

つ
お
と
並
び
土
佐
伝
統
の
捕
鯨
に

関
す
る
最
も
古
い
記
録
は
、
一
五

九
一
年
、
浦
戸
湾
に
迷
い
込
ん
だ

九
尋
（約
14
㍍
）の
鯨
を
付
近
の

漁
師
が
仕
留
め
、
長
曽
我
部
元
親

が
こ
れ
を
豊
臣
秀
吉
に
献
上
し
た

と
い
う
も
の
で
す
。

ｽ ｽﾞｷ 目
ｻ ﾊﾞ 科
ｻﾊﾞ亜科

ﾊ ｶ ﾞﾂ ｵ 属

ス マ 属

カ ツオ属

ｿｳﾀﾞｶﾞﾂｵ属 ﾋﾗｿｳﾀﾞｶﾞﾂ
ｵ

カ ツ オ

ハ ガ ツ オ

スマガツオ

ﾏﾙｿｳﾀﾞｶﾞﾂｵ
（ ﾒ ｼ ﾞｶ ）

かつおの分類 を
誇
る
ソ
ウ
ダ
ガ
ツ
オ
（メ
ジ
カ
）

や
ハ
ガ
ツ
オ
な
ど
が
近
縁
種
で
す
。

ち
な
み
に
、
ハ
ガ
ツ
オ
は
歯
が
あ

り
、
ぜ
の
他
の
種
は
小
型
で
あ
る

こ
と
か
ら
カ
ツ
オ
と
の
判
別
は
容

易
で
す
。

ま
た
、
余
談
で
す
が
、
魚
の
縞

模
様
は
頭
を
上
に
し
た
状
態
で
縦

か
横
か
を
言
い
ま
す
の
で
、
カ
ツ

オ
の
縞
模
様
は
横
縞
で
は
な
く
縦

縞
と
な
り
ま
す
。

■
統
計
の
数
字
か
ら

本
県
に
お
け
る
か
つ
お
の
漁
獲
量

は
、
県
全
体
の
漁
獲
量
の
20
～
30
％

を
占
め
て
お
り
、
市
町
村
別
で
は
や

は
り
有
名
な
佐
賀
町
、
中
土
佐
町
が

上
位
に
位
置
し
て
い
ま
す
。

ま
た
県
別
の
か
つ
お
の
漁
獲
量
の

順
位
で
も
本
県
は
常
に
上
位
に
位
置

し
て
お
り
、
重
要
な
魚
種
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

順位 H14全国漁獲量 H14県内漁獲量

１位 三重県(4.0万t) 佐 賀 町 (9,169t)

２位 宮崎県(2.8万t) 中土佐町 (2,310t)

３位 静岡県(2.2万t) 奈半利町 (2,259t)

４位 高知県(1.9万t) 土佐清水市 (1,812t)

■
か
つ
お
の
食
文
化

定
番
や
、
珍
し
い
料
理
法
等
土
佐

の
食
文
化
を
少
し
だ
け
ご
紹
介
。

○
か
つ
お
の
た
た
き

元
々
は
船
上
で
の
漁
師
料
理
。
県
東
部

は
柚
酢
、
中
部
は
二
杯
酢
、
西
部
は
醤
油

た
た
き
等
が
あ
る
。
塩
だ
け
で
食
べ
る
も

の
は
塩
た
た
き
（沖
た
た
き
）と
も
言
う
。

○
か
つ
お
の
茶
が
け

充
分
に
醤
油
に
浸
し
た
厚
切
り
の
刺
身

を
、
わ
さ
び
、
も
み
海
苔
と
共
に
ご
飯
に

乗
せ
、
沸
騰
し
た
番
茶
を
掛
け
て
３
分
程

蒸
ら
せ
ば
完
成
。

○
か
つ
お
の
こ
ぶ
り

か
つ
お
の
身
を
包
丁
で
叩
い
て
ミ
ン
チ
に

し
、
味
噌
、
ね
ぎ
、
ニ
ン
ニ
ク
等
を
練
り
合

わ
せ
て
完
成
。

○
酒
盗

か
つ
お
の
内
臓
で
作
っ
た
塩
辛
。
こ
れ

を
肴
に
酒
を
飲
む
と
際
限
な
く
飲
め
る

こ
と
が
名
前
の
由
来
。

高
知
県
で
は
生
食
で
の
消
費
が
多

い
で
す
が
、
ま
だ
ま
だ
美
味
し
い
料

理
法
が
あ
り
ま
す
。
み
な
さ
ん
も
っ

と
も
っ
と
か
つ
お
を
食
べ
ま
し
ょ
う
。

漁業経営のことなら、
今すぐお電話を！

専門アドバイザーが、漁業
経営、流通改善について無
料でご相談に応じます。まず
はお電話を！
●漁業経営指導協会 ｔｅｌ 088-825-3980

●上原アドバイザー ｔｅｌ 090-1570-1904

漁
協
合
併
を
推
進
し
ま
し
ょ
う

●
購
買
は
漁
協
を
利
用
し
ま
し
ょ
う

●
預
金
、
公
共
料
金
は
信
漁
連
へ

ﾊｶﾞﾂｵ族

ﾏ ｸﾞ ﾛ 族

ｲｿﾏｸﾞﾛ 属

ｲｿﾏｸﾞ ﾛ 属

カツオ
メジカ

ま
た
、
面
白
い

と
こ
れ
で
は
、
一

世
帯
あ
た
り
の

か
つ
お
の
購
入

量
で
、
高
知
市

は
、
20
年
以
上

に
わ
た
っ
て
一

位
を
維
持
し
て

お
り
、
平
成
15

年
の
調
査
で
は
、

全
国
平
均
（１
．

４
キ
ロ
グ
ラ
ム
）

の
四
倍
以
上
（６

キ
ロ
グ
ラ
ム
）の

か
つ
お
を
購
入

し
て
い
ま
す
。


