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今回は「甘えびのワンタンスープ」をご紹介します。

えびの甘みとひき肉のうまみを、シンプルなスープ

が引き立たせます。お好みの冬野菜をさらに加えれ

ば、ボリュームも栄養も満点です。しょうがが入って

いるので、寒さの厳しい時期にはぴったりですね。

材料（4人分）
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甘えびの
ワンタンスープ

体の芯からあったまる！ 冬にオススメのあったかレシピ

浜のおかあさん

レシピ

甘えびを粘りが出るまで包丁でたたいて細かくし、
ひき肉を加える。しょうがのしぼり汁、塩こしょう、
ごま油、酒で味付けし、よく混ぜる。
ワンタンの皮の真ん中に①を少量とり、皮を三角に
折り、水をつけてしっかり閉じる。
白菜、生しいたけは一口大に切り、小ねぎは小口切
りにする。
水に溶かした鶏がらスープを煮立てて②のワンタ
ンを入れ、浮き上がってきたら白菜、生しいたけの
順に入れる。塩（分量外）で味を調え、小ねぎをちら
したら出来上がり。

❶

❷

❸

❹

作り方
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新星マリン漁協

津川ルミ子さん
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平成27年度 北海道昆布漁業に関する懇談会



月
14
日（
月
）、
小
樽
市
立
手
宮
小
学
校
の
体
育
館
で
小
樽

市
漁
協
青
年
部
に
よ
る
食
育
教
室
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ

の
日
参
加
し
た
の
は
手
宮
小
学
校
、
手
宮
西
小
学
校
、
北
手
宮
小

学
校
、
色
内
小
学
校
の
３
・
４
年
生
１
０
７
名
。
今
回
の
出
前
授

業
は
、
来
年
度
か
ら
の
統
合
に
よ
り
、
共
に
学
ぶ
こ
と
に
な
る
４

校
の
子
ど
も
た
ち
の
交
流
授
業
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

講
師
を
務
め
た
の
は
、
小
樽
市
漁
協
青
年
部
長
（
小
樽
地
区
漁
青

連
会
長
）
の
成
田
学
さ
ん
と
同
部
員
の
佐
藤
友
亮
さ
ん
。
当
日
の

朝
水
揚
げ
さ
れ
た
、
生
き
の
い
い
ほ
た
て
40
㎏
や
た
こ
７
匹
、
あ

わ
び
や
つ
ぶ
を
携
え
て
の
参
加
と
な
り
ま
し
た
。

　
い
つ
も
と
は
違
う
雰
囲
気
に
そ
わ
そ
わ
し
て
い
た
子
ど
も
た
ち

も
、
授
業
が
始
ま
る
と
地
元
の
漁
師
さ
ん
に
興
味
津
々
。
大
き
な

体
で
細
か
な
さ
つ
ま
入
れ
を
易
々
こ
な
し
た
り
、
さ
つ
ま
入
れ
し

た
ロ
ー
プ
を
使
っ
た
綱
引
き
で
の
力
強
い
姿
に
目
を
輝
か
せ
て
い

ま
し
た
。
メ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト
は
、
ほ
た
て
や
た
こ
と
の
ふ
れ
あ
い
。

子
ど
も
た
ち
は
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
の
上
に
広
げ
ら
れ
た
新
鮮
な
水

産
物
に
歓
声
を
上
げ
て
駆
け
寄
っ
て
い
き
ま
す
。
一
番
人
気
だ
っ

た
の
は
た
こ
。
う
ご
く
姿
に
、
こ
わ
ご
わ
指
で
つ
つ
く
３
年
生
に

対
し
、
４
年
生
は
持
ち
上
げ
た
り
、
吸
盤
に
吸
わ
れ
て
み
た
り
と

積
極
的
。
ほ
た
て
を
貝
殻
だ
け
で
剥
く
方
法
や
、
た
こ
の
雌
雄
の

見
分
け
方
を
教
え
て
も
ら
い
、
実
践
す
る
姿
も
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で

見
ら
れ
ま
し
た
。
最
後
に
に
し
ん
の
卵
や
秋
鮭
の
雌
雄
の
見
分
け

な
ど
の
ク
イ
ズ
と
漁
師
さ
ん
へ
の
質
問
を
し
た
子
ど
も
た
ち
。「
初

め
て
た
こ
に
触
っ
た
」「
魚
の
こ
と
を
ま
た
教
え
て
ほ
し
い
」
と
大

興
奮
の
ま
ま
各
校
へ
の
帰
途
に
つ
き
ま
し
た
。

　
成
田
さ
ん
は
「
出
前
授
業
は
、
自
分
た
ち
も
や
っ
て
い
て
楽
し

い
ん
で
す
。
子
ど
も
た
ち
が
魚
や
た
こ
に
触
っ
て
い
る
表
情
が
好

き
で
す
ね
」
と
笑
い
ま
す
。
手
宮
小
学
校
の
仲
倉
校
長
は
、「
10
月

に
５
年
生
を
対
象
に
出
前
授
業
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
そ

の
時
の
子
ど
も
た
ち
の
反
応
が
と
て
も
良
か
っ
た
の
で
、
今
回
の

交
流
授
業
も
お
願
い
を
し
ま
し
た
。
地
元
に
つ
い
て
も
学
べ
ま
す

し
、
指
導
し
て
い
る
方
が
楽
し
い
と
、
子
ど
も
た
ち
も
楽
し
い
ん

で
す
よ
」
と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

浜の

元気印！

12

ゆ
う
す
け

小樽市漁協青年部が小学校で
食育教室を行いました

成田さんがほたてについて丁寧に説明します はさみでロープを切るにも一苦労。ロープの頑丈さを実感しました

４年生は積極的。たこはもみくちゃにされていました 佐藤さんとの力比べは綱引きではなく、一本釣りに。漁師さんの力は強い

1　|

北海道ぎょれん広報誌
Hokkaido Gyoren Magazine
February 2016 No.328

2
［うみ・なかま コミュニケーション］

陽光の穏やかな旭浜漁港（大樹町）
表紙の写真
大樹漁協／髙橋 良典さんご家族です。

小樽市漁協青年部が小学校で食育教室を行いました
浜の元気印！

01

浜の家族物語

大樹漁協／髙橋 良典 さん　ご家族11

なみまるインフォメーション14

平成２７年度 北海道漁業士研修大会が開催されました12

大漁祈願！

浜のほっとニュース16

みなさんのお便りでつくるページ

なみまる おたより箱17

頭すっきり!! ブレイクタイム10

指導事業
15 一問一答 漁政部編②

特集1
02 平成27年度 北海道昆布漁業に関する懇談会
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乾
燥
機
投
入
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
つ
い
て

柿
本
（
歯
舞
）：
歯
舞
で
は
、
乾
燥
機
の
投
入
前
に
天

日
で
３
〜
４
割
乾
燥
さ
せ
ま
す
。
生
か
ら
機
械
乾
燥
を
使

用
す
る
と
、
１
ヵ
月
後
に
選
葉
を
す
る
と
き
に
は
元
部
分

に
青
粉
が
出
て
し
ま
い
、
全
て
天
日
で
乾
燥
さ
せ
る
と
、

歯
舞
の
昆
布
は
身
が
薄
い
た
め
焼
け
た
よ
う
に
な
り
等
級

が
下
が
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
天
候
次
第
で

は
天
日
乾
燥
が
不
足

し
た
状
態
で
乾
燥
機

を
使
用
せ
ざ
る
を
え

ず
、
乾
燥
工
程
で
品

質
が
落
ち
て
し
ま
う

の
が
悩
み
で
す
。

本
間
（
え
り
も
）：
え
り
も
も
、
生
か
ら
乾
燥
機
を
使

用
す
る
と
昆
布
が
伸
び
て
し
ま
う
の
で
、
乾
燥
機
を
使
う

際
は
天
日
乾
燥
で
昆

布
の
端
が
乾
い
た
状

態
か
ら
使
用
し
ま
す
。

ま
た
、
昆
布
を
寝
か

せ
た
後
に
梱
包
し
た

ま
ま
天
日
で
日
入
れ

（
再
乾
燥
）、
鞍
上
す
る
と
中
が
湿
っ
た
ま
ま
に
な
り
、
そ

れ
が
青
粉
の
原
因
に
な
り
ま
す
。
日
入
れ
の
際
も
昆
布
の

水
分
を
完
全
に
抜
く
く
ら
い
に
す
る
と
青
粉
は
出
て
来
ま

せ
ん
の
で
、
私
は
日
入
れ
を
、
乾
燥
機
を
使
っ
て
行
っ
て

い
ま
す
。
過
去
に
青
粉
が
多
く
出
た
年
も
、
乾
燥
機
を
使

用
し
た
も
の
は
青
粉
が
出
ま
せ
ん
で
し
た
。

相
木
（
羅
臼
）：
20

年
前
は
一
度
天
日
干

し
し
て
い
ま
し
た
が
、

テ
ト
ラ
ポ
ッ
ト
等
の

障
害
物
が
増
え
、
風

の
通
り
が
悪
く
な
り

ま
し
た
。
ま
た
、
製
品
の
艶
や
天
日
で
蒸
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
出
た
う
ま
味
成
分
な
ど
が
潮
風
で
全
部
流
れ
落
ち

て
し
ま
う
の
で
、
羅
臼
で
は
ほ
と
ん
ど
の
生
産
者
が
採
取

の
後
す
ぐ
か
ら
の
機
械
乾
燥
に
切
り
替
え
て
い
ま
す
。

木
元
（
雄
武
）：
雄
武
で
は
、
水
洗
い
し
、
乾
燥
で
縮
ま

る
長
さ
を
あ
ら
か
じ
め
計
算
し
て
切
っ
た
昆
布
を
生
か
ら

乾
燥
機
に
か
け
ま
す
。
昭
和
の
時
代
は
砂
浜
や
砂
利
を
敷

い
て
の
天
日
乾
燥
が
主
で
し
た
が
、
最
近
は
７
月
の
昆
布
の

時
期
に
な
る
と
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
も
ガ
ス
が
多
く
な
り
、
天

よ
り
ま
す
。
乾
燥
機
の
温
度
設
定
が
難
し
い
で
す
。

能
登
（
昆
布
森
）：
昆
布
森
も
天
日
が
基
本
で
す
。
長

昆
布
は
一
本
約
15
ｍ

あ
る
の
で
、
天
日
乾

燥
の
方
が
効
率
が
良

い
の
で
す
。
乾
燥
機

は
天
候
が
悪
い
時
に

使
用
す
る
補
助
的
な

も
の
。
機
械
乾
燥
を

長
昆
布
で
使
用
す
る
と
、
昆
布
同
士
く
っ
つ
く
こ
と
も
あ

り
、
逆
に
手
間
が
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
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昆
布
の
干
し
方
に
つ
い
て

佐
藤
（
え
さ
ん
）：
昆
布
は
１
番
切
り
が
高
価
で
す
か

ら
、
１
番
切
り
に
な
る
頭
部
分
に
身
が
詰
ま
る
よ
う
に
、

し
っ
ぽ
（
頭
の
反
対
側
）
に
ピ
ン
を
挟
ん
で
吊
る
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、長
く
厚

い
昆
布
を
ボ
イ
ラ
ー

の
近
く
に
吊
る
し
、ボ

イ
ラ
ー
か
ら
遠
い
と

こ
ろ
に
幅
が
狭
い
短

い
昆
布
を
吊
る
し
、同

時
に
全
体
の
乾
燥
が

終
わ
る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
ま
す
。

本
間
（
え
り
も
）：
え
り
も
も
考
え
方
は
同
じ
で
す
。

１
番
切
り
、
２
番
切
り
を
良
質
に
す
る
た
め
、
ピ
ン
を

日
乾
燥
が
長
時
間
で

き
な
く
な
り
ま
し
た
。

７
〜
８
割
の
乾
燥
で

取
り
込
ん
だ
ら
白
く

な
っ
た
り
、
石
の
跡

が
つ
い
た
り
し
て
し

ま
う
ん
で
す
。
部
会
員
は
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
定
置
や
ほ
た

て
も
兼
業
し
て
い
る
の
で
、
乾
燥
機
を
使
う
と
効
率
も
良

く
、
伸
す
手
間
も
省
け
る
と
い
う
事
で
、
平
成
の
時
代
か
ら

乾
燥
機
が
広
が
り
、
今
は
全
員
が
導
入
し
て
い
ま
す
。

川
井
（
南
か
や
べ
）：
南
茅
部
は
養
殖
の
量
が
多
い
た

め
、
生
か
ら
乾
燥
機

を
使
用
す
る
こ
と
が

ほ
と
ん
ど
で
す
。
20

年
ほ
ど
前
は
組
合
か

ら
干
場
を
借
り
て
い

ま
し
た
が
、
ト
ラ
昆

布
と
い
う
色
が
悪
い

状
態
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
乾
燥
機
を
使
う
と
黒
く
乾
く
と

い
う
こ
と
も
あ
り
、
今
は
ほ
ぼ
１
０
０
％
生
か
ら
乾
燥
機
使

用
と
な
っ
て
い
ま
す
。
昆
布
の
水
気
が
あ
る
程
度
切
れ
て
か

ら
乾
燥
機
に
か
け
る
と
、
時
間
が
短
縮
で
き
ま
す
よ
。

山
川
（
宗
谷
）：
宗

谷
は
天
日
干
し
が
基

本
で
、
乾
燥
機
は
補

助
的
に
使
っ
て
い
ま

す
。
機
械
に
移
す
タ

イ
ミ
ン
グ
は
天
候
に

し
っ
ぽ
に
挟
ん
で
い
ま
す
。

川
井
（
南
か
や
べ
）：
う
ち
は
し
っ
ぽ
に
ピ
ン
を
挟
む

と
生
乾
き
に
な
っ
た
と
き
に
落
ち
て
し
ま
う
の
で
、
実
入

り
の
い
い
頭
に
ピ
ン
を
挟
ん
で
吊
る
し
て
い
ま
す
。
し
っ

ぽ
の
方
に
ピ
ン
を
挟
む
と
重
心
が
頭
に
寄
っ
て
格
好
が
良

く
な
い
で
す
が
、
頭
の
方
を
挟
む
と
途
中
か
ら
細
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

能
登
（
昆
布
森
）：
昆
布
森
も
、
長
さ
２
ｍ
弱
く
ら
い

の
、
幅
が
広
い
厚
葉
昆
布
は
し
っ
ぽ
に
ピ
ン
を
挟
ん
で
い

ま
す
。
以
前
は
頭
を
挟
ん
で
い
ま
し
た
が
、
形
が
悪
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

相
木
（
羅
臼
）：
羅
臼
は
地
区
別
に
、
し
っ
ぽ
を
挟
む

生
産
者
と
、
頭
を
挟
む
生
産
者
に
分
か
れ
ま
す
。
２
段
３

段
と
吊
る
さ
ず
寝
か
せ
て
干
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

風
の
流
れ
が
悪
く
、
大
失
敗
し
ま
し
た
。

木
元
（
雄
武
）：
雄
武
で
は
吊
る
さ
ず
に
、
金
網
や
漁

網
を
使
っ
て
25
〜
30
段
の
棚
を
作
っ
た
台
車
に
、
切
っ
た

昆
布
を
寝
か
せ
て
乾
燥
さ
せ
て
い
ま
す
。
金
網
は
錆
び
る

と
異
物
混
入
に
な
る
こ
と
も
あ
り
、
現
在
は
漁
網
を
使
う

生
産
者
が
７
割
く
ら
い
で
す
。
網
目
が
付
く
と
等
級
が
落

ち
る
の
で
、
注
意
し
て
い
ま
す
。

山
川
（
宗
谷
）：
宗
谷
で
も
昆
布
を
切
っ
て
か
ら
車
輪

付
き
の
台
に
寝
か
せ
て
い
ま
す
。
約
20
台
を
重
ね
、
乾
燥

機
に
入
れ
て
い
ま
す
。

佐
藤
（
え
さ
ん
）：
え
さ
ん
で
も
寝
か
せ
て
い
ま
す
が
、

ス
プ
リ
ン
グ
の
つ
い
た
台
車
に
黒
い
ふ
た
網
を
つ
け
た
も

の
で
作
業
を
し
て
い
ま
す
。
金
網
よ
り
は
漁
網
を
使
う
人

が
多
い
で
す
。
昆
布
の
引
っ
掛
か
り
が
少
な
く
、
目
方
が

増
し
ま
す
。
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ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て

川
井
（
南
か
や
べ
）：
中
村
物
産
は
す
る
め
の
乾
燥
機

を
主
に
製
造
し
て
い
ま
す
。
寺
島
商
会
は
送
風
口
が
床
か

ら
30
㎝
位
な
の
に
対
し
、
中
村
物
産
は
60
㎝
位
の
高
さ
に

あ
る
の
が
特
徴
で
す
。

能
登
（
昆
布
森
）：
私
の
使
っ
て
い
る
金
子
農
機
は
も

と
も
と
米
用
の
乾
燥
機
で
す
。
ボ
イ
ラ
ー
上
部
の
フ
ァ
ン

か
ら
空
気
を
取
り
込
ん
で
送
風
し
ま
す
。
昆
布
が
長
く
、

乾
燥
機
の
天
井
が
高
い
た
め
送
風
口
は
腰
く
ら
い
の
高
い

位
置
に
な
る
よ
う
設
置
し
て
い
ま
す
。
コ
ン
カ
ン
式
も
同

様
に
送
風
口
が
高
く
な
る
よ
う
に
設
置
し
て
い
ま
す
。
こ

の
タ
イ
プ
は
左
右
両
方
向
に
送
風
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。

を
上
げ
て
い
ま
す
。

相
木
（
羅
臼
）：
羅
臼
で
は
乾
燥
機
の
温
度
は
、
30
〜

40
度
で
15
〜
16
時
間
。
30
度
前
後
で
乾
燥
機
の
使
用
直
後

か
ら
い
か
に
湿
気
を
排
気
す
る
か
が
大
事
で
す
。
昆
布
を

乾
燥
さ
せ
る
の
に
、
最
初
か
ら
50
度
、
60
度
は
必
要
な
く
、

最
後
の
仕
上
げ
の
数
時
間
だ
け
で
い
い
と
思
い
ま
す
。

向
井
（
日
高
中
央
）：
私
は
、
乾
燥
機
使
用
当
初
は
温

度
が
高
け
れ
ば
早
く

仕
上
が
る
と
思
っ
て

い
ま
し
た
が
、
天
日

で
乾
燥
さ
せ
た
も
の

と
比
べ
て
、
色
が
悪

く
な
っ
た
り
と
影
響

が
出
ま
し
た
。
現
在
、

乾
燥
機
の
所
持
者
は
漁
家
の
半
分
く
ら
い
で
す
。
日
高
昆

布
は
天
日
乾
燥
が
売
り
と
い
う
事
で
、
以
前
は
４
等
以
上

の
昆
布
は
乾
燥
機
に
か
け
る
と
検
査
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。
し
か
し
、
検
査
機
関
で
成
分
な
ど
の
検
査
を
し

て
、
天
日
乾
燥
と
機
械
乾
燥
で
は
差
が
な
い
こ
と
が
分
か

り
、
機
械
乾
燥
を
天
日
乾
燥
の
も
の
に
近
づ
け
る
た
め
に
、

天
日
に
温
度
を
あ
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
ん
で
す
。
し
か
し
、

天
日
と
機
械
の
ど
ち
ら
の
昆
布
も
寝
か
せ
て
お
い
た
ら
変

色
す
る
の
で
、
再
度
天
日
乾
燥
を
行
っ
て
ま
す
。

本
間
（
え
り
も
）：
え
り
も
は
基
本
的
に
天
日
干
し
で
、

生
か
ら
乾
燥
機
に
か
け
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
乾
燥
度
合

い
に
よ
っ
て
は
１
〜
２
時
間
で
終
わ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

燃
油
の
使
用
量
も
少
な
い
で
す
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

温
度・時
間
に
つ
い
て

柿
本
（
歯
舞
）：
私
は
翌
日
の
出
漁
に
差
し
支
え
な
い

よ
う
に
乾
燥
機
の
時
間
を
設
定
し
て
い
ま
す
。

山
川
（
宗
谷
）：
天
日
干
し
で
の
乾
燥
度
合
い
に
あ
わ

せ
温
度
を
調
整
し
て
い
ま
す
。
最
後
は
50
℃
く
ら
い
ま
で

温
度
を
あ
げ
ま
す
が
、
時
期
に
よ
っ
て
乾
燥
の
時
間
を
変

え
ま
す
。
漁
期
前
半
の
７
月
は
20
時
間
程
乾
燥
機
に
か
け
、

８
月
は
22
〜
23
時
間
、
９
月
は
30
時
間
か
け
ま
す
。

山
﨑
（
浜
中
）：

私
の
と
こ
ろ
も
温
度

は
50
℃
で
設
定
し
、

最
初
か
ら
高
温
で
は

な
く
、
徐
々
に
温
度

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

送
風・除
湿
に
つ
い
て

佐
藤
（
え
さ
ん
）：
乾
燥
室
内
の
下
か
ら
温
風
を
入
れ
、

室
内
を
一
周
さ
せ
て
送
風
口
の
上
部
の
窓
か
ら
外
に
出
し
、

出
て
き
た
温
風
を
ボ
イ
ラ
ー
が
取
り
込
ん
で
再
度
送
風
す

●
懇
談
会
出
席
者

※
敬
称
略

地
区
出
席
者

え
さ
ん
漁
協

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　佐
藤

　靖
治

南
か
や
べ
漁
協

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　川
井

　靖
之

日
高
中
央
漁
協

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　向
井

　
　進

え
り
も
漁
協

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　本
間

　也
幸

　

昆
布
森
漁
協

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　能
登

　
　浩

歯
舞
漁
協

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　柿
本

　康
弘

羅
臼
漁
協

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　相
木

　茂
樹

雄
武
漁
協

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　木
元

　之
生

宗
谷
漁
協

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　山
川

　憲
治

香
深
漁
協

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　和
泉

　
　優

　
北
海
道
昆
布
漁
業
振
興
協
会

会

　長

　川
崎

　一
好
（
ぎ
ょ
れ
ん
）

副
会
長

　山
﨑

　貞
夫
（
浜
中
漁
協
）

北
海
道
水
産
林
務
部

水
産
経
営
課
水
産
支
援
担
当
課
長

　
　
　金
崎

　伸
幸

　

水
産
経
営
課
水
産
支
援
グ
ル
ー
プ
主
査

　白
幡

　康
治

水
産
振
興
課
首
席
普
及
指
導
員

　
　
　
　高
島

　国
男

水
産
振
興
課
主
任
普
及
指
導
員

　
　
　
　平
野

　豊
樹

北
海
道
大
学

北
方
圏
フ
ィ
ー
ル
ド
科
学
セ
ン
タ
ー
准
教
授

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　四
ツ
倉
典
滋

北
海
道
水
産
物
検
査
協
会

専
務
理
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　川
村

　次
光

柿本 康弘さん
（歯舞漁協）

　
昆
布
の
生
産
工
程
は
、同
種
の
昆
布
で
あ
っ
て
も
、漁
協
や
地
区
で
使
用
す
る
機
械
や
設
備
が
異
な
り
、さ
ら
に
は

生
産
者
に
と
っ
て
手
法
や
道
具
が
異
な
り
ま
す
。

　
今
回
で
４
回
目
の
開
催
と
な
る「
北
海
道
昆
布
漁
業
に
関
す
る
懇
談
会
」（
北
海
道
昆
布
漁
業
振
興
協
会
主
催
、

12
月
10
日
ぎ
ょ
れ
ん
本
所
に
て
開
催
）で
は
、多
く
の
独
自
性
を
持
つ
昆
布
生
産
技
術
の
向
上
を
図
る
た
め
、地
区
の

代
表
者
が
一
堂
に
会
し
、「
昆
布
の
機
械
乾
燥
」に
つ
い
て
意
見
交
換
が
行
わ
れ
ま
し
た
。懇
談
会
は
、事
前
に
浜
で

撮
影
し
た
写
真
や
資
料
を
基
に
、ぎ
ょ
れ
ん
共
販
部 

藤
森
部
長
の
進
行
で
進
め
ら
れ
ま
し
た
。今
月
は
、そ
の
懇
談
の

内
容
を
ま
と
め
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

向
井
（
日
高
中
央
）：
い
か
に
除
湿
を
し
て
、
天
日
乾

燥
に
近
い
温
度
で
仕
上
げ
る
か
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。

私
の
と
こ
ろ
で
も
最
初
は
早
く
終
わ
ら
せ
よ
う
と
す
る
た

め
、
除
湿
は
考
慮
せ
ず
、
温
度
だ
け
高
く
し
て
い
た
の
で
、

茹
で
た
よ
う
な
昆
布
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
後
、
工
夫
を
し
、
温
度
を
下
げ
、
除
湿
を
し
た
ら
徐
々

に
解
消
さ
れ
ま
し
た
。

相
木
（
羅
臼
）：
私
の
う
ち
で
は
、
乾
燥
室
が
長
方
形

で
、
空
気
の
流
れ
の
悪
い
所
が
あ
っ
た
の
で
、
天
井
の
四

隅
と
床
に
扇
風
機
を
つ
け
て
、
風
の
流
れ
を
意
図
的
に

作
っ
た
ら
、
早
く
乾
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
湿
度
は
、

乾
燥
室
に
入
っ
て
汗
が
出
た
り
、
乾
燥
室
の
内
側
の
サ
ッ

シ
に
汗
を
か
い
て
い
た
ら
高
す
ぎ
だ
と
判
断
し
て
い
ま
す
。

木
元
（
雄
武
）：
雄
武
で
は
、
昆
布
を
海
水
や
真
水
で

洗
い
、
ご
み
を
取
っ
て
か
ら
乾
燥
さ
せ
ま
す
。
扇
風
機
は
、

ボ
イ
ラ
ー
を
入
れ
る
前
に
水
分
を
と
ば
す
の
に
使
用
し
て

い
ま
す
。

る
、
と
い
う
よ
う
に
循
環
さ
せ
て
重
油
を
節
約
し
て
い
ま

す
。

向
井
（
日
高
中
央
）：
佐
藤
さ
ん
と
同
じ
寺
島
商
会
の

ボ
イ
ラ
ー
で
す
が
、
や
は
り
下
部
か
ら
風
を
送
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
温
度
ば
か
り
で
は
な
く
、
湿
度
管
理
も
大

切
で
す
。
温
度
が
高
く
て
も
湿
度
が
高
い
と
昆
布
の
乾
き

が
悪
い
の
で
、
湿
度
計
を
置
い
て
調
整
し
て
い
ま
す
。
機

械
の
付
近
と
反
対
側
で
は
温
度
は
同
じ
で
も
湿
度
が
全
然

違
う
の
で
、
換
気
扇
の
強
弱
や
、
戸
や
窓
の
開
閉
で
調
整

し
て
い
ま
す
。

川
井
（
南
か
や
べ
）：
私
の
使
っ
て
い
る
中
村
式
は
、

上
部
に
１
ｍ
位
の
大
き
な
換
気
扇
が
あ
り
、
湿
気
を
外
に

排
気
し
て
い
ま
す
。
換
気
扇
は
自
動
的
に
湿
度
を
感
知
し

て
、
一
定
に
保
っ
て
く
れ
ま
す
。
シ
ャ
ッ
タ
ー
か
ら
は
、

換
気
扇
で
排
気
さ
れ
た
暖
か
い
空
気
が
入
る
の
で
、
窓
は

開
け
ま
せ
ん
。

本
間
（
え
り
も
）：
乾
燥
機
は
中
の
湿
気
を
い
か
に
早

く
外
に
出
す
か
が
大
事
で
す
よ
ね
。
日
高
で
は
乾
燥
機
を

使
用
す
る
機
会
が
少
な
い
で
す
が
、
換
気
扇
は
非
常
に
効

果
的
で
す
。

柿
本
（
歯
舞
）：
私
の
と
こ
ろ
は
排
気
口
が
２
ヶ
所
あ
り

ま
す
。
以
前
は
、排
気
を
続
け
る
と
暖
気
が
逃
げ
る
の
で
乾

燥
時
間
の
半
分
ほ
ど
し
か
排
気
を
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

乾
き
が
悪
い
の
で
、常
に
排
気
を
し
た
ら
改
善
さ
れ
ま
し
た
。

相
木
（
羅
臼
）：
私
も
以
前
は
循
環
さ
せ
ず
、
送
風
す

相
木
（
羅
臼
）：
私
は
、
最
初
は
外
気
を
取
り
込
み
、

徐
々
に
比
率
を
調
整
し
て
、10
時
間
後
に
室
内
の
暖
気
だ
け

を
循
環
さ
せ
る
方
式
に
し
、
タ
イ
マ
ー
付
の
換
気
扇
も

使
っ
て
い
ま
す
。
羅
臼
の
昆
布
は
、し
っ
ぽ
と
頭
部
分
で
は

厚
み
が
か
な
り
違
う
の
で
、乾
燥
に
時
間
が
か
か
り
ま
す
。

乾
燥
が
足
り
な
い
時
は
二
度
干
し
し
ま
す
が
、１
、２
時
間

余
計
に
か
け
て
、
二
度
干
し
し
な
い
よ
う
努
力
し
て
い
ま
す
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

乾
燥・選
別
の
機
械
化
に
つ
い
て

金
崎
（
道
）：
道
で
は
、昆
布
の
生
産
が
落
ち
込
ん
で
い

る
現
状
に
対
し
て
、回
復
さ
せ
る
た
め
に
で
き
る
限
り
機
械

化
を
進
め
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。現
在
は
セ
ン
サ
ー
な
ど

の
技
術
を
活
用
し
て
乾
燥
機
や
選
別
機
な
ど
を
、道
総
研
な

ど
と
意
見
交
換
し
な
が
ら
開
発
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。

和
泉
（
香
深
）：
現

在
の
北
海
道
は
８
月

に
な
る
と
梅
雨
が
あ

り
ま
す
。霧
が
か
か
っ

た
り
し
て
、な
か
な
か

好
条
件
の
揃
っ
た
日

は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。

乾
燥
機
を
使
う
事
で
相
当
な
資
源
の
採
取
に
つ
な
が
る

で
し
ょ
う
。
皆
さ
ん
の
技
術
な
ど
で
、
施
設
を
充
実
さ

せ
て
頂
き
た
い
。
全
て
の
生
産
者
が
施
設
を
持
っ
て
も

資
源
を
全
て
採
取
す
る
の
は
無
理
で
し
ょ
う
が
、
今
回

の
意
見
を
聞
い
て
、
よ
り
天
日
乾
燥
に
近
づ
け
る
よ
う

る
だ
け
で
し
た
が
、
送
風
口
の
上
に
窓
を
取
り
付
け
て
循

環
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
重
油
の
量
が
１
日
当
た
り
、

40
〜
50
Ｌ
位
は
減
少
し
ま
し
た
。

木
元
（
雄
武
）：
雄
武
で
は
、
温
度
を
高
く
し
て
青
粉

が
出
た
苦
い
経
験
か
ら
、
扇
風
機
を
設
置
し
て
、
む
ら
な

く
送
風
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

山
川
（
宗
谷
）：
私
の
と
こ
ろ
も
天
井
や
床
、
壁
に
扇

風
機
や
換
気
扇
を
使
っ
て
い
ま
す
。
ボ
イ
ラ
ー
効
率
を
考

え
て
、
乾
燥
機
を
止
め
る
際
は
１
時
間
半
ほ
ど
前
に
扇
風

機
を
止
め
て
い
ま
す
。

柿
本
（
歯
舞
）：
私
は
逆
に
、
ボ
イ
ラ
ー
を
止
め
て
も

20
分
く
ら
い
は
温
風
が
出
る
の
で
、
そ
れ
を
利
用
し
て
扇

風
機
を
回
し
て
い
ま
す
。

山
﨑
（
浜
中
）：
私
の
と
こ
ろ
は
昭
和
40
年
代
か
ら
乾

燥
機
を
導
入
し
て
い
ま
す
。
10
年
程
前
に
更
新
し
た
現
在

な
技
術
と
、
施
設
の
研
究
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　藤
森
部
長
談
話

　
今
回
の
懇
談
会
も
例
年
同
様
に
有
意
義
な
会
合
で

あ
っ
た
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　
今
回
は
「
機
械
乾
燥
」
が
テ
ー
マ
で
し
た
が
、
地
域

や
個
人
に
よ
っ
て
様
々
な
違
い
や
工
夫
が
見
ら
れ
、
改

め
て
昆
布
漁
業
の
奥
深
さ
を
感
じ
ま
し
た
。
よ
り
良
い

昆
布
製
品
を
生
産
す
る
う
え
か
ら
も
、
関
係
者
を
参
集

し
た
情
報
交
換
の
場
で
知
恵
を
出
し
合
う
こ
と
は
大
変

重
要
で
あ
り
ま
す
の
で
、
今
後
も
こ
う
し
た
懇
談
の
場

を
設
け
て
昆
布
漁
業
の
生
産
振
興
に
寄
与
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

　　今回
の
懇
談
会
で
交
換
さ
れ
た
各
地
の
情
報
は
、
別
冊

と
し
て
４
月
号
の
広
報
な
み
ま
る
く
ん
に
折
込
み
ま
す
。

是
非
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

の
乾
燥
機
は
湿
気
を
強
制
的
に
排
気
す
る
よ
う
に
な
っ
て

い
て
、
青
粉
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
浜
中
東
部
の
昆
布
は
、

乾
燥
機
を
使
用
し
た
方
が
良
い
も
の
が
で
き
ま
す
。

　佐藤
（
え
さ
ん
）：
私
は
、
昆
布
乾
燥
の
基
本
は
天
日

乾
燥
だ
と
思
い
ま
す
。
天
日
で
乾
燥
さ
せ
る
と
き
は
、
太

陽
の
熱
を
使
っ
て
、
あ
る
程
度
風
が
そ
よ
い
で
く
れ
る
く

ら
い
が
昆
布
の
乾
燥
に
適
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ

の
状
況
を
乾
燥
場
の
中
で
作
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
。
風

が
流
れ
る
こ
と
で
、
湿
気
を
排
気
し
、
温
度
は
昆
布
に
負

担
が
か
か
ら
な
い
よ
う
な
低
温
で
行
い
ま
す
。
た
だ
、
翌

日
の
作
業
工
程
を
考
え
、
も
っ
と
乾
燥
時
間
を
短
く
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
中
で
の
温
度
の
高
さ
は
、

最
初
の
４
〜
５
時
間
が
低
温
で
あ
れ
ば
、
後
の
２
〜
３
時

間
は
か
な
り
高
温
で
も
昆
布
に
は
負
担
が
掛
っ
て
い
な
い

は
ず
で
す
。
三
石
昆
布
の
場
合
は
子
嚢
班
か
ら
つ
ゆ
が
出

れ
ば
、
価
格
が
半
分
に
な
る
の
で
、
そ
う
な
ら
な
い
よ
う

大
型
の
扇
風
機
を
つ
け
て
、
湿
気
を
下
に
下
げ
て
、
ボ
イ

ラ
ー
か
ら
出
る
風
で
外
に
出
し
て
い
ま
す
。
風
の
流
れ
で

除
湿
が
で
き
て
い
る
の
で
、
除
湿
用
の
換
気
扇
は
つ
け
て

い
ま
せ
ん
。

本間 也幸さん
（えりも漁協）

佐藤 靖治さん
（えさん漁協）

相木 茂樹さん
（羅臼漁協）

木元 之生さん
（雄武漁協）

川井 靖之さん
（南かやべ漁協）

山川 憲治さん
（宗谷漁協）

能登 　浩さん
（昆布森漁協）

～昆布の機械乾燥について～
平成２7年度 北海道昆布漁業に関する懇談会

あ
ん
じ
ょ
う

の
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乾
燥
機
投
入
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
つ
い
て

柿
本
（
歯
舞
）：
歯
舞
で
は
、
乾
燥
機
の
投
入
前
に
天

日
で
３
〜
４
割
乾
燥
さ
せ
ま
す
。
生
か
ら
機
械
乾
燥
を
使

用
す
る
と
、
１
ヵ
月
後
に
選
葉
を
す
る
と
き
に
は
元
部
分

に
青
粉
が
出
て
し
ま
い
、
全
て
天
日
で
乾
燥
さ
せ
る
と
、

歯
舞
の
昆
布
は
身
が
薄
い
た
め
焼
け
た
よ
う
に
な
り
等
級

が
下
が
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
天
候
次
第
で

は
天
日
乾
燥
が
不
足

し
た
状
態
で
乾
燥
機

を
使
用
せ
ざ
る
を
え

ず
、
乾
燥
工
程
で
品

質
が
落
ち
て
し
ま
う

の
が
悩
み
で
す
。

本
間
（
え
り
も
）：
え
り
も
も
、
生
か
ら
乾
燥
機
を
使

用
す
る
と
昆
布
が
伸
び
て
し
ま
う
の
で
、
乾
燥
機
を
使
う

際
は
天
日
乾
燥
で
昆

布
の
端
が
乾
い
た
状

態
か
ら
使
用
し
ま
す
。

ま
た
、
昆
布
を
寝
か

せ
た
後
に
梱
包
し
た

ま
ま
天
日
で
日
入
れ

（
再
乾
燥
）、
鞍
上
す
る
と
中
が
湿
っ
た
ま
ま
に
な
り
、
そ

れ
が
青
粉
の
原
因
に
な
り
ま
す
。
日
入
れ
の
際
も
昆
布
の

水
分
を
完
全
に
抜
く
く
ら
い
に
す
る
と
青
粉
は
出
て
来
ま

せ
ん
の
で
、
私
は
日
入
れ
を
、
乾
燥
機
を
使
っ
て
行
っ
て

い
ま
す
。
過
去
に
青
粉
が
多
く
出
た
年
も
、
乾
燥
機
を
使

用
し
た
も
の
は
青
粉
が
出
ま
せ
ん
で
し
た
。

相
木
（
羅
臼
）：
20

年
前
は
一
度
天
日
干

し
し
て
い
ま
し
た
が
、

テ
ト
ラ
ポ
ッ
ト
等
の

障
害
物
が
増
え
、
風

の
通
り
が
悪
く
な
り

ま
し
た
。
ま
た
、
製
品
の
艶
や
天
日
で
蒸
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
出
た
う
ま
味
成
分
な
ど
が
潮
風
で
全
部
流
れ
落
ち

て
し
ま
う
の
で
、
羅
臼
で
は
ほ
と
ん
ど
の
生
産
者
が
採
取

の
後
す
ぐ
か
ら
の
機
械
乾
燥
に
切
り
替
え
て
い
ま
す
。

木
元
（
雄
武
）：
雄
武
で
は
、
水
洗
い
し
、
乾
燥
で
縮
ま

る
長
さ
を
あ
ら
か
じ
め
計
算
し
て
切
っ
た
昆
布
を
生
か
ら

乾
燥
機
に
か
け
ま
す
。
昭
和
の
時
代
は
砂
浜
や
砂
利
を
敷

い
て
の
天
日
乾
燥
が
主
で
し
た
が
、
最
近
は
７
月
の
昆
布
の

時
期
に
な
る
と
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
も
ガ
ス
が
多
く
な
り
、
天

よ
り
ま
す
。
乾
燥
機
の
温
度
設
定
が
難
し
い
で
す
。

能
登
（
昆
布
森
）：
昆
布
森
も
天
日
が
基
本
で
す
。
長

昆
布
は
一
本
約
15
ｍ

あ
る
の
で
、
天
日
乾

燥
の
方
が
効
率
が
良

い
の
で
す
。
乾
燥
機

は
天
候
が
悪
い
時
に

使
用
す
る
補
助
的
な

も
の
。
機
械
乾
燥
を

長
昆
布
で
使
用
す
る
と
、
昆
布
同
士
く
っ
つ
く
こ
と
も
あ

り
、
逆
に
手
間
が
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
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昆
布
の
干
し
方
に
つ
い
て

佐
藤
（
え
さ
ん
）：
昆
布
は
１
番
切
り
が
高
価
で
す
か

ら
、
１
番
切
り
に
な
る
頭
部
分
に
身
が
詰
ま
る
よ
う
に
、

し
っ
ぽ
（
頭
の
反
対
側
）
に
ピ
ン
を
挟
ん
で
吊
る
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、長
く
厚

い
昆
布
を
ボ
イ
ラ
ー

の
近
く
に
吊
る
し
、ボ

イ
ラ
ー
か
ら
遠
い
と

こ
ろ
に
幅
が
狭
い
短

い
昆
布
を
吊
る
し
、同

時
に
全
体
の
乾
燥
が

終
わ
る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
ま
す
。

本
間
（
え
り
も
）：
え
り
も
も
考
え
方
は
同
じ
で
す
。

１
番
切
り
、
２
番
切
り
を
良
質
に
す
る
た
め
、
ピ
ン
を

日
乾
燥
が
長
時
間
で

き
な
く
な
り
ま
し
た
。

７
〜
８
割
の
乾
燥
で

取
り
込
ん
だ
ら
白
く

な
っ
た
り
、
石
の
跡

が
つ
い
た
り
し
て
し

ま
う
ん
で
す
。
部
会
員
は
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
定
置
や
ほ
た

て
も
兼
業
し
て
い
る
の
で
、
乾
燥
機
を
使
う
と
効
率
も
良

く
、
伸
す
手
間
も
省
け
る
と
い
う
事
で
、
平
成
の
時
代
か
ら

乾
燥
機
が
広
が
り
、
今
は
全
員
が
導
入
し
て
い
ま
す
。

川
井
（
南
か
や
べ
）：
南
茅
部
は
養
殖
の
量
が
多
い
た

め
、
生
か
ら
乾
燥
機

を
使
用
す
る
こ
と
が

ほ
と
ん
ど
で
す
。
20

年
ほ
ど
前
は
組
合
か

ら
干
場
を
借
り
て
い

ま
し
た
が
、
ト
ラ
昆

布
と
い
う
色
が
悪
い

状
態
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
乾
燥
機
を
使
う
と
黒
く
乾
く
と

い
う
こ
と
も
あ
り
、
今
は
ほ
ぼ
１
０
０
％
生
か
ら
乾
燥
機
使

用
と
な
っ
て
い
ま
す
。
昆
布
の
水
気
が
あ
る
程
度
切
れ
て
か

ら
乾
燥
機
に
か
け
る
と
、
時
間
が
短
縮
で
き
ま
す
よ
。

山
川
（
宗
谷
）：
宗

谷
は
天
日
干
し
が
基

本
で
、
乾
燥
機
は
補

助
的
に
使
っ
て
い
ま

す
。
機
械
に
移
す
タ

イ
ミ
ン
グ
は
天
候
に

し
っ
ぽ
に
挟
ん
で
い
ま
す
。

川
井
（
南
か
や
べ
）：
う
ち
は
し
っ
ぽ
に
ピ
ン
を
挟
む

と
生
乾
き
に
な
っ
た
と
き
に
落
ち
て
し
ま
う
の
で
、
実
入

り
の
い
い
頭
に
ピ
ン
を
挟
ん
で
吊
る
し
て
い
ま
す
。
し
っ

ぽ
の
方
に
ピ
ン
を
挟
む
と
重
心
が
頭
に
寄
っ
て
格
好
が
良

く
な
い
で
す
が
、
頭
の
方
を
挟
む
と
途
中
か
ら
細
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

能
登
（
昆
布
森
）：
昆
布
森
も
、
長
さ
２
ｍ
弱
く
ら
い

の
、
幅
が
広
い
厚
葉
昆
布
は
し
っ
ぽ
に
ピ
ン
を
挟
ん
で
い

ま
す
。
以
前
は
頭
を
挟
ん
で
い
ま
し
た
が
、
形
が
悪
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

相
木
（
羅
臼
）：
羅
臼
は
地
区
別
に
、
し
っ
ぽ
を
挟
む

生
産
者
と
、
頭
を
挟
む
生
産
者
に
分
か
れ
ま
す
。
２
段
３

段
と
吊
る
さ
ず
寝
か
せ
て
干
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

風
の
流
れ
が
悪
く
、
大
失
敗
し
ま
し
た
。

木
元
（
雄
武
）：
雄
武
で
は
吊
る
さ
ず
に
、
金
網
や
漁

網
を
使
っ
て
25
〜
30
段
の
棚
を
作
っ
た
台
車
に
、
切
っ
た

昆
布
を
寝
か
せ
て
乾
燥
さ
せ
て
い
ま
す
。
金
網
は
錆
び
る

と
異
物
混
入
に
な
る
こ
と
も
あ
り
、
現
在
は
漁
網
を
使
う

生
産
者
が
７
割
く
ら
い
で
す
。
網
目
が
付
く
と
等
級
が
落

ち
る
の
で
、
注
意
し
て
い
ま
す
。

山
川
（
宗
谷
）：
宗
谷
で
も
昆
布
を
切
っ
て
か
ら
車
輪

付
き
の
台
に
寝
か
せ
て
い
ま
す
。
約
20
台
を
重
ね
、
乾
燥

機
に
入
れ
て
い
ま
す
。

佐
藤
（
え
さ
ん
）：
え
さ
ん
で
も
寝
か
せ
て
い
ま
す
が
、

ス
プ
リ
ン
グ
の
つ
い
た
台
車
に
黒
い
ふ
た
網
を
つ
け
た
も

の
で
作
業
を
し
て
い
ま
す
。
金
網
よ
り
は
漁
網
を
使
う
人

が
多
い
で
す
。
昆
布
の
引
っ
掛
か
り
が
少
な
く
、
目
方
が

増
し
ま
す
。
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ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て

川
井
（
南
か
や
べ
）：
中
村
物
産
は
す
る
め
の
乾
燥
機

を
主
に
製
造
し
て
い
ま
す
。
寺
島
商
会
は
送
風
口
が
床
か

ら
30
㎝
位
な
の
に
対
し
、
中
村
物
産
は
60
㎝
位
の
高
さ
に

あ
る
の
が
特
徴
で
す
。

能
登
（
昆
布
森
）：
私
の
使
っ
て
い
る
金
子
農
機
は
も

と
も
と
米
用
の
乾
燥
機
で
す
。
ボ
イ
ラ
ー
上
部
の
フ
ァ
ン

か
ら
空
気
を
取
り
込
ん
で
送
風
し
ま
す
。
昆
布
が
長
く
、

乾
燥
機
の
天
井
が
高
い
た
め
送
風
口
は
腰
く
ら
い
の
高
い

位
置
に
な
る
よ
う
設
置
し
て
い
ま
す
。
コ
ン
カ
ン
式
も
同

様
に
送
風
口
が
高
く
な
る
よ
う
に
設
置
し
て
い
ま
す
。
こ

の
タ
イ
プ
は
左
右
両
方
向
に
送
風
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。

を
上
げ
て
い
ま
す
。

相
木
（
羅
臼
）：
羅
臼
で
は
乾
燥
機
の
温
度
は
、
30
〜

40
度
で
15
〜
16
時
間
。
30
度
前
後
で
乾
燥
機
の
使
用
直
後

か
ら
い
か
に
湿
気
を
排
気
す
る
か
が
大
事
で
す
。
昆
布
を

乾
燥
さ
せ
る
の
に
、
最
初
か
ら
50
度
、
60
度
は
必
要
な
く
、

最
後
の
仕
上
げ
の
数
時
間
だ
け
で
い
い
と
思
い
ま
す
。

向
井
（
日
高
中
央
）：
私
は
、
乾
燥
機
使
用
当
初
は
温

度
が
高
け
れ
ば
早
く

仕
上
が
る
と
思
っ
て

い
ま
し
た
が
、
天
日

で
乾
燥
さ
せ
た
も
の

と
比
べ
て
、
色
が
悪

く
な
っ
た
り
と
影
響

が
出
ま
し
た
。
現
在
、

乾
燥
機
の
所
持
者
は
漁
家
の
半
分
く
ら
い
で
す
。
日
高
昆

布
は
天
日
乾
燥
が
売
り
と
い
う
事
で
、
以
前
は
４
等
以
上

の
昆
布
は
乾
燥
機
に
か
け
る
と
検
査
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。
し
か
し
、
検
査
機
関
で
成
分
な
ど
の
検
査
を
し

て
、
天
日
乾
燥
と
機
械
乾
燥
で
は
差
が
な
い
こ
と
が
分
か

り
、
機
械
乾
燥
を
天
日
乾
燥
の
も
の
に
近
づ
け
る
た
め
に
、

天
日
に
温
度
を
あ
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
ん
で
す
。
し
か
し
、

天
日
と
機
械
の
ど
ち
ら
の
昆
布
も
寝
か
せ
て
お
い
た
ら
変

色
す
る
の
で
、
再
度
天
日
乾
燥
を
行
っ
て
ま
す
。

本
間
（
え
り
も
）：
え
り
も
は
基
本
的
に
天
日
干
し
で
、

生
か
ら
乾
燥
機
に
か
け
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
乾
燥
度
合

い
に
よ
っ
て
は
１
〜
２
時
間
で
終
わ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

燃
油
の
使
用
量
も
少
な
い
で
す
。
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温
度・時
間
に
つ
い
て

柿
本
（
歯
舞
）：
私
は
翌
日
の
出
漁
に
差
し
支
え
な
い

よ
う
に
乾
燥
機
の
時
間
を
設
定
し
て
い
ま
す
。

山
川
（
宗
谷
）：
天
日
干
し
で
の
乾
燥
度
合
い
に
あ
わ

せ
温
度
を
調
整
し
て
い
ま
す
。
最
後
は
50
℃
く
ら
い
ま
で

温
度
を
あ
げ
ま
す
が
、
時
期
に
よ
っ
て
乾
燥
の
時
間
を
変

え
ま
す
。
漁
期
前
半
の
７
月
は
20
時
間
程
乾
燥
機
に
か
け
、

８
月
は
22
〜
23
時
間
、
９
月
は
30
時
間
か
け
ま
す
。

山
﨑
（
浜
中
）：

私
の
と
こ
ろ
も
温
度

は
50
℃
で
設
定
し
、

最
初
か
ら
高
温
で
は

な
く
、
徐
々
に
温
度

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
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送
風・除
湿
に
つ
い
て

佐
藤
（
え
さ
ん
）：
乾
燥
室
内
の
下
か
ら
温
風
を
入
れ
、

室
内
を
一
周
さ
せ
て
送
風
口
の
上
部
の
窓
か
ら
外
に
出
し
、

出
て
き
た
温
風
を
ボ
イ
ラ
ー
が
取
り
込
ん
で
再
度
送
風
す

～昆布の機械乾燥について～
平成２7年度 北海道昆布漁業に関する懇談会

向
井
（
日
高
中
央
）：
い
か
に
除
湿
を
し
て
、
天
日
乾

燥
に
近
い
温
度
で
仕
上
げ
る
か
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。

私
の
と
こ
ろ
で
も
最
初
は
早
く
終
わ
ら
せ
よ
う
と
す
る
た

め
、
除
湿
は
考
慮
せ
ず
、
温
度
だ
け
高
く
し
て
い
た
の
で
、

茹
で
た
よ
う
な
昆
布
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
後
、
工
夫
を
し
、
温
度
を
下
げ
、
除
湿
を
し
た
ら
徐
々

に
解
消
さ
れ
ま
し
た
。

相
木
（
羅
臼
）：
私
の
う
ち
で
は
、
乾
燥
室
が
長
方
形

で
、
空
気
の
流
れ
の
悪
い
所
が
あ
っ
た
の
で
、
天
井
の
四

隅
と
床
に
扇
風
機
を
つ
け
て
、
風
の
流
れ
を
意
図
的
に

作
っ
た
ら
、
早
く
乾
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
湿
度
は
、

乾
燥
室
に
入
っ
て
汗
が
出
た
り
、
乾
燥
室
の
内
側
の
サ
ッ

シ
に
汗
を
か
い
て
い
た
ら
高
す
ぎ
だ
と
判
断
し
て
い
ま
す
。

木
元
（
雄
武
）：
雄
武
で
は
、
昆
布
を
海
水
や
真
水
で

洗
い
、
ご
み
を
取
っ
て
か
ら
乾
燥
さ
せ
ま
す
。
扇
風
機
は
、

ボ
イ
ラ
ー
を
入
れ
る
前
に
水
分
を
と
ば
す
の
に
使
用
し
て

い
ま
す
。

る
、
と
い
う
よ
う
に
循
環
さ
せ
て
重
油
を
節
約
し
て
い
ま

す
。

向
井
（
日
高
中
央
）：
佐
藤
さ
ん
と
同
じ
寺
島
商
会
の

ボ
イ
ラ
ー
で
す
が
、
や
は
り
下
部
か
ら
風
を
送
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
温
度
ば
か
り
で
は
な
く
、
湿
度
管
理
も
大

切
で
す
。
温
度
が
高
く
て
も
湿
度
が
高
い
と
昆
布
の
乾
き

が
悪
い
の
で
、
湿
度
計
を
置
い
て
調
整
し
て
い
ま
す
。
機

械
の
付
近
と
反
対
側
で
は
温
度
は
同
じ
で
も
湿
度
が
全
然

違
う
の
で
、
換
気
扇
の
強
弱
や
、
戸
や
窓
の
開
閉
で
調
整

し
て
い
ま
す
。

川
井
（
南
か
や
べ
）：
私
の
使
っ
て
い
る
中
村
式
は
、

上
部
に
１
ｍ
位
の
大
き
な
換
気
扇
が
あ
り
、
湿
気
を
外
に

排
気
し
て
い
ま
す
。
換
気
扇
は
自
動
的
に
湿
度
を
感
知
し

て
、
一
定
に
保
っ
て
く
れ
ま
す
。
シ
ャ
ッ
タ
ー
か
ら
は
、

換
気
扇
で
排
気
さ
れ
た
暖
か
い
空
気
が
入
る
の
で
、
窓
は

開
け
ま
せ
ん
。

本
間
（
え
り
も
）：
乾
燥
機
は
中
の
湿
気
を
い
か
に
早

く
外
に
出
す
か
が
大
事
で
す
よ
ね
。
日
高
で
は
乾
燥
機
を

使
用
す
る
機
会
が
少
な
い
で
す
が
、
換
気
扇
は
非
常
に
効

果
的
で
す
。

柿
本
（
歯
舞
）：
私
の
と
こ
ろ
は
排
気
口
が
２
ヶ
所
あ
り

ま
す
。
以
前
は
、排
気
を
続
け
る
と
暖
気
が
逃
げ
る
の
で
乾

燥
時
間
の
半
分
ほ
ど
し
か
排
気
を
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

乾
き
が
悪
い
の
で
、常
に
排
気
を
し
た
ら
改
善
さ
れ
ま
し
た
。

相
木
（
羅
臼
）：
私
も
以
前
は
循
環
さ
せ
ず
、
送
風
す

相
木
（
羅
臼
）：
私
は
、
最
初
は
外
気
を
取
り
込
み
、

徐
々
に
比
率
を
調
整
し
て
、10
時
間
後
に
室
内
の
暖
気
だ
け

を
循
環
さ
せ
る
方
式
に
し
、
タ
イ
マ
ー
付
の
換
気
扇
も

使
っ
て
い
ま
す
。
羅
臼
の
昆
布
は
、し
っ
ぽ
と
頭
部
分
で
は

厚
み
が
か
な
り
違
う
の
で
、乾
燥
に
時
間
が
か
か
り
ま
す
。

乾
燥
が
足
り
な
い
時
は
二
度
干
し
し
ま
す
が
、１
、２
時
間

余
計
に
か
け
て
、
二
度
干
し
し
な
い
よ
う
努
力
し
て
い
ま
す
。

―
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乾
燥・選
別
の
機
械
化
に
つ
い
て

金
崎
（
道
）：
道
で
は
、昆
布
の
生
産
が
落
ち
込
ん
で
い

る
現
状
に
対
し
て
、回
復
さ
せ
る
た
め
に
で
き
る
限
り
機
械

化
を
進
め
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。現
在
は
セ
ン
サ
ー
な
ど

の
技
術
を
活
用
し
て
乾
燥
機
や
選
別
機
な
ど
を
、道
総
研
な

ど
と
意
見
交
換
し
な
が
ら
開
発
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。

和
泉
（
香
深
）：
現

在
の
北
海
道
は
８
月

に
な
る
と
梅
雨
が
あ

り
ま
す
。霧
が
か
か
っ

た
り
し
て
、な
か
な
か

好
条
件
の
揃
っ
た
日

は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。

乾
燥
機
を
使
う
事
で
相
当
な
資
源
の
採
取
に
つ
な
が
る

で
し
ょ
う
。
皆
さ
ん
の
技
術
な
ど
で
、
施
設
を
充
実
さ

せ
て
頂
き
た
い
。
全
て
の
生
産
者
が
施
設
を
持
っ
て
も

資
源
を
全
て
採
取
す
る
の
は
無
理
で
し
ょ
う
が
、
今
回

の
意
見
を
聞
い
て
、
よ
り
天
日
乾
燥
に
近
づ
け
る
よ
う

る
だ
け
で
し
た
が
、
送
風
口
の
上
に
窓
を
取
り
付
け
て
循

環
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
重
油
の
量
が
１
日
当
た
り
、

40
〜
50
Ｌ
位
は
減
少
し
ま
し
た
。

木
元
（
雄
武
）：
雄
武
で
は
、
温
度
を
高
く
し
て
青
粉

が
出
た
苦
い
経
験
か
ら
、
扇
風
機
を
設
置
し
て
、
む
ら
な

く
送
風
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

山
川
（
宗
谷
）：
私
の
と
こ
ろ
も
天
井
や
床
、
壁
に
扇

風
機
や
換
気
扇
を
使
っ
て
い
ま
す
。
ボ
イ
ラ
ー
効
率
を
考

え
て
、
乾
燥
機
を
止
め
る
際
は
１
時
間
半
ほ
ど
前
に
扇
風

機
を
止
め
て
い
ま
す
。

柿
本
（
歯
舞
）：
私
は
逆
に
、
ボ
イ
ラ
ー
を
止
め
て
も

20
分
く
ら
い
は
温
風
が
出
る
の
で
、
そ
れ
を
利
用
し
て
扇

風
機
を
回
し
て
い
ま
す
。

山
﨑
（
浜
中
）：
私
の
と
こ
ろ
は
昭
和
40
年
代
か
ら
乾

燥
機
を
導
入
し
て
い
ま
す
。
10
年
程
前
に
更
新
し
た
現
在

な
技
術
と
、
施
設
の
研
究
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　藤
森
部
長
談
話

　
今
回
の
懇
談
会
も
例
年
同
様
に
有
意
義
な
会
合
で

あ
っ
た
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　
今
回
は
「
機
械
乾
燥
」
が
テ
ー
マ
で
し
た
が
、
地
域

や
個
人
に
よ
っ
て
様
々
な
違
い
や
工
夫
が
見
ら
れ
、
改

め
て
昆
布
漁
業
の
奥
深
さ
を
感
じ
ま
し
た
。
よ
り
良
い

昆
布
製
品
を
生
産
す
る
う
え
か
ら
も
、
関
係
者
を
参
集

し
た
情
報
交
換
の
場
で
知
恵
を
出
し
合
う
こ
と
は
大
変

重
要
で
あ
り
ま
す
の
で
、
今
後
も
こ
う
し
た
懇
談
の
場

を
設
け
て
昆
布
漁
業
の
生
産
振
興
に
寄
与
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

　　今回
の
懇
談
会
で
交
換
さ
れ
た
各
地
の
情
報
は
、
別
冊

と
し
て
４
月
号
の
広
報
な
み
ま
る
く
ん
に
折
込
み
ま
す
。

是
非
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

の
乾
燥
機
は
湿
気
を
強
制
的
に
排
気
す
る
よ
う
に
な
っ
て

い
て
、
青
粉
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
浜
中
東
部
の
昆
布
は
、

乾
燥
機
を
使
用
し
た
方
が
良
い
も
の
が
で
き
ま
す
。

　佐藤
（
え
さ
ん
）：
私
は
、
昆
布
乾
燥
の
基
本
は
天
日

乾
燥
だ
と
思
い
ま
す
。
天
日
で
乾
燥
さ
せ
る
と
き
は
、
太

陽
の
熱
を
使
っ
て
、
あ
る
程
度
風
が
そ
よ
い
で
く
れ
る
く

ら
い
が
昆
布
の
乾
燥
に
適
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ

の
状
況
を
乾
燥
場
の
中
で
作
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
。
風

が
流
れ
る
こ
と
で
、
湿
気
を
排
気
し
、
温
度
は
昆
布
に
負

担
が
か
か
ら
な
い
よ
う
な
低
温
で
行
い
ま
す
。
た
だ
、
翌

日
の
作
業
工
程
を
考
え
、
も
っ
と
乾
燥
時
間
を
短
く
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
中
で
の
温
度
の
高
さ
は
、

最
初
の
４
〜
５
時
間
が
低
温
で
あ
れ
ば
、
後
の
２
〜
３
時

間
は
か
な
り
高
温
で
も
昆
布
に
は
負
担
が
掛
っ
て
い
な
い

は
ず
で
す
。
三
石
昆
布
の
場
合
は
子
嚢
班
か
ら
つ
ゆ
が
出

れ
ば
、
価
格
が
半
分
に
な
る
の
で
、
そ
う
な
ら
な
い
よ
う

大
型
の
扇
風
機
を
つ
け
て
、
湿
気
を
下
に
下
げ
て
、
ボ
イ

ラ
ー
か
ら
出
る
風
で
外
に
出
し
て
い
ま
す
。
風
の
流
れ
で

除
湿
が
で
き
て
い
る
の
で
、
除
湿
用
の
換
気
扇
は
つ
け
て

い
ま
せ
ん
。

向井　 進さん
（日高中央漁協）

山﨑 貞夫さん
（浜中漁協）

切った昆布を台車に寝かせ、上にも金網を
かぶせる（宗谷）

頭にピンを挟み吊るす（南かやべ）

函館

地区 使用しているボイラー

佐藤
川井
向井
本間
能登
小林
柿本

相木

館山

山川

名前
（敬称略）

寺島商会マリンドライ
　  〃     、中村物産式ボイラー
　  〃　（TSR-600）
　  〃　（TSR-600）
金子農機
コンカン式昆布乾燥機
ネポン　カワイター
寺島商会マリンドライ、
ネポン　カワイター

ネポン　カワイター、
一心号（2台）
一心号（2台）

※小林氏、館山氏は事前取材に協力頂いた

日高

釧路

根室

北見

稚内

※小林氏、館山氏は事前取材に協力頂いた

函館
佐藤

川井
向井
本間
能登
小林
柿本
相木
館山

山川

養三：30℃、がごめ：50℃、
促成・天然真：65～70℃
45～50℃
35～40℃
60～70℃設定（室温は50℃）
60℃
55℃
60～65℃
35～40℃
40～50℃
生から乾燥：35℃から始め2時間毎に
5℃上昇、天日で乾燥後：50℃

日高

釧路

根室

北見

稚内

地区 名前
（敬称略） ボイラーの温度

温風を循環させた時の風の流れ

↑
天
井

床
↓

コンカン式昆布乾燥機を使用した時の風の流れ

高さ7.2m
↑
天
井

床
↓
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乾
燥
機
投
入
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
つ
い
て

柿
本
（
歯
舞
）：
歯
舞
で
は
、
乾
燥
機
の
投
入
前
に
天

日
で
３
〜
４
割
乾
燥
さ
せ
ま
す
。
生
か
ら
機
械
乾
燥
を
使

用
す
る
と
、
１
ヵ
月
後
に
選
葉
を
す
る
と
き
に
は
元
部
分

に
青
粉
が
出
て
し
ま
い
、
全
て
天
日
で
乾
燥
さ
せ
る
と
、

歯
舞
の
昆
布
は
身
が
薄
い
た
め
焼
け
た
よ
う
に
な
り
等
級

が
下
が
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
天
候
次
第
で

は
天
日
乾
燥
が
不
足

し
た
状
態
で
乾
燥
機

を
使
用
せ
ざ
る
を
え

ず
、
乾
燥
工
程
で
品

質
が
落
ち
て
し
ま
う

の
が
悩
み
で
す
。

本
間
（
え
り
も
）：
え
り
も
も
、
生
か
ら
乾
燥
機
を
使

用
す
る
と
昆
布
が
伸
び
て
し
ま
う
の
で
、
乾
燥
機
を
使
う

際
は
天
日
乾
燥
で
昆

布
の
端
が
乾
い
た
状

態
か
ら
使
用
し
ま
す
。

ま
た
、
昆
布
を
寝
か

せ
た
後
に
梱
包
し
た

ま
ま
天
日
で
日
入
れ

（
再
乾
燥
）、
鞍
上
す
る
と
中
が
湿
っ
た
ま
ま
に
な
り
、
そ

れ
が
青
粉
の
原
因
に
な
り
ま
す
。
日
入
れ
の
際
も
昆
布
の

水
分
を
完
全
に
抜
く
く
ら
い
に
す
る
と
青
粉
は
出
て
来
ま

せ
ん
の
で
、
私
は
日
入
れ
を
、
乾
燥
機
を
使
っ
て
行
っ
て

い
ま
す
。
過
去
に
青
粉
が
多
く
出
た
年
も
、
乾
燥
機
を
使

用
し
た
も
の
は
青
粉
が
出
ま
せ
ん
で
し
た
。

相
木
（
羅
臼
）：
20

年
前
は
一
度
天
日
干

し
し
て
い
ま
し
た
が
、

テ
ト
ラ
ポ
ッ
ト
等
の

障
害
物
が
増
え
、
風

の
通
り
が
悪
く
な
り

ま
し
た
。
ま
た
、
製
品
の
艶
や
天
日
で
蒸
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
出
た
う
ま
味
成
分
な
ど
が
潮
風
で
全
部
流
れ
落
ち

て
し
ま
う
の
で
、
羅
臼
で
は
ほ
と
ん
ど
の
生
産
者
が
採
取

の
後
す
ぐ
か
ら
の
機
械
乾
燥
に
切
り
替
え
て
い
ま
す
。

木
元
（
雄
武
）：
雄
武
で
は
、
水
洗
い
し
、
乾
燥
で
縮
ま

る
長
さ
を
あ
ら
か
じ
め
計
算
し
て
切
っ
た
昆
布
を
生
か
ら

乾
燥
機
に
か
け
ま
す
。
昭
和
の
時
代
は
砂
浜
や
砂
利
を
敷

い
て
の
天
日
乾
燥
が
主
で
し
た
が
、
最
近
は
７
月
の
昆
布
の

時
期
に
な
る
と
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
も
ガ
ス
が
多
く
な
り
、
天

よ
り
ま
す
。
乾
燥
機
の
温
度
設
定
が
難
し
い
で
す
。

能
登
（
昆
布
森
）：
昆
布
森
も
天
日
が
基
本
で
す
。
長

昆
布
は
一
本
約
15
ｍ

あ
る
の
で
、
天
日
乾

燥
の
方
が
効
率
が
良

い
の
で
す
。
乾
燥
機

は
天
候
が
悪
い
時
に

使
用
す
る
補
助
的
な

も
の
。
機
械
乾
燥
を

長
昆
布
で
使
用
す
る
と
、
昆
布
同
士
く
っ
つ
く
こ
と
も
あ

り
、
逆
に
手
間
が
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

昆
布
の
干
し
方
に
つ
い
て

佐
藤
（
え
さ
ん
）：
昆
布
は
１
番
切
り
が
高
価
で
す
か

ら
、
１
番
切
り
に
な
る
頭
部
分
に
身
が
詰
ま
る
よ
う
に
、

し
っ
ぽ
（
頭
の
反
対
側
）
に
ピ
ン
を
挟
ん
で
吊
る
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、長
く
厚

い
昆
布
を
ボ
イ
ラ
ー

の
近
く
に
吊
る
し
、ボ

イ
ラ
ー
か
ら
遠
い
と

こ
ろ
に
幅
が
狭
い
短

い
昆
布
を
吊
る
し
、同

時
に
全
体
の
乾
燥
が

終
わ
る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
ま
す
。

本
間
（
え
り
も
）：
え
り
も
も
考
え
方
は
同
じ
で
す
。

１
番
切
り
、
２
番
切
り
を
良
質
に
す
る
た
め
、
ピ
ン
を

日
乾
燥
が
長
時
間
で

き
な
く
な
り
ま
し
た
。

７
〜
８
割
の
乾
燥
で

取
り
込
ん
だ
ら
白
く

な
っ
た
り
、
石
の
跡

が
つ
い
た
り
し
て
し

ま
う
ん
で
す
。
部
会
員
は
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
定
置
や
ほ
た

て
も
兼
業
し
て
い
る
の
で
、
乾
燥
機
を
使
う
と
効
率
も
良

く
、
伸
す
手
間
も
省
け
る
と
い
う
事
で
、
平
成
の
時
代
か
ら

乾
燥
機
が
広
が
り
、
今
は
全
員
が
導
入
し
て
い
ま
す
。

川
井
（
南
か
や
べ
）：
南
茅
部
は
養
殖
の
量
が
多
い
た

め
、
生
か
ら
乾
燥
機

を
使
用
す
る
こ
と
が

ほ
と
ん
ど
で
す
。
20

年
ほ
ど
前
は
組
合
か

ら
干
場
を
借
り
て
い

ま
し
た
が
、
ト
ラ
昆

布
と
い
う
色
が
悪
い

状
態
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
乾
燥
機
を
使
う
と
黒
く
乾
く
と

い
う
こ
と
も
あ
り
、
今
は
ほ
ぼ
１
０
０
％
生
か
ら
乾
燥
機
使

用
と
な
っ
て
い
ま
す
。
昆
布
の
水
気
が
あ
る
程
度
切
れ
て
か

ら
乾
燥
機
に
か
け
る
と
、
時
間
が
短
縮
で
き
ま
す
よ
。

山
川
（
宗
谷
）：
宗

谷
は
天
日
干
し
が
基

本
で
、
乾
燥
機
は
補

助
的
に
使
っ
て
い
ま

す
。
機
械
に
移
す
タ

イ
ミ
ン
グ
は
天
候
に

し
っ
ぽ
に
挟
ん
で
い
ま
す
。

川
井
（
南
か
や
べ
）：
う
ち
は
し
っ
ぽ
に
ピ
ン
を
挟
む

と
生
乾
き
に
な
っ
た
と
き
に
落
ち
て
し
ま
う
の
で
、
実
入

り
の
い
い
頭
に
ピ
ン
を
挟
ん
で
吊
る
し
て
い
ま
す
。
し
っ

ぽ
の
方
に
ピ
ン
を
挟
む
と
重
心
が
頭
に
寄
っ
て
格
好
が
良

く
な
い
で
す
が
、
頭
の
方
を
挟
む
と
途
中
か
ら
細
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

能
登
（
昆
布
森
）：
昆
布
森
も
、
長
さ
２
ｍ
弱
く
ら
い

の
、
幅
が
広
い
厚
葉
昆
布
は
し
っ
ぽ
に
ピ
ン
を
挟
ん
で
い

ま
す
。
以
前
は
頭
を
挟
ん
で
い
ま
し
た
が
、
形
が
悪
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

相
木
（
羅
臼
）：
羅
臼
は
地
区
別
に
、
し
っ
ぽ
を
挟
む

生
産
者
と
、
頭
を
挟
む
生
産
者
に
分
か
れ
ま
す
。
２
段
３

段
と
吊
る
さ
ず
寝
か
せ
て
干
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

風
の
流
れ
が
悪
く
、
大
失
敗
し
ま
し
た
。

木
元
（
雄
武
）：
雄
武
で
は
吊
る
さ
ず
に
、
金
網
や
漁

網
を
使
っ
て
25
〜
30
段
の
棚
を
作
っ
た
台
車
に
、
切
っ
た

昆
布
を
寝
か
せ
て
乾
燥
さ
せ
て
い
ま
す
。
金
網
は
錆
び
る

と
異
物
混
入
に
な
る
こ
と
も
あ
り
、
現
在
は
漁
網
を
使
う

生
産
者
が
７
割
く
ら
い
で
す
。
網
目
が
付
く
と
等
級
が
落

ち
る
の
で
、
注
意
し
て
い
ま
す
。

山
川
（
宗
谷
）：
宗
谷
で
も
昆
布
を
切
っ
て
か
ら
車
輪

付
き
の
台
に
寝
か
せ
て
い
ま
す
。
約
20
台
を
重
ね
、
乾
燥

機
に
入
れ
て
い
ま
す
。

佐
藤
（
え
さ
ん
）：
え
さ
ん
で
も
寝
か
せ
て
い
ま
す
が
、

ス
プ
リ
ン
グ
の
つ
い
た
台
車
に
黒
い
ふ
た
網
を
つ
け
た
も

の
で
作
業
を
し
て
い
ま
す
。
金
網
よ
り
は
漁
網
を
使
う
人

が
多
い
で
す
。
昆
布
の
引
っ
掛
か
り
が
少
な
く
、
目
方
が

増
し
ま
す
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

ボ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て

川
井
（
南
か
や
べ
）：
中
村
物
産
は
す
る
め
の
乾
燥
機

を
主
に
製
造
し
て
い
ま
す
。
寺
島
商
会
は
送
風
口
が
床
か

ら
30
㎝
位
な
の
に
対
し
、
中
村
物
産
は
60
㎝
位
の
高
さ
に

あ
る
の
が
特
徴
で
す
。

能
登
（
昆
布
森
）：
私
の
使
っ
て
い
る
金
子
農
機
は
も

と
も
と
米
用
の
乾
燥
機
で
す
。
ボ
イ
ラ
ー
上
部
の
フ
ァ
ン

か
ら
空
気
を
取
り
込
ん
で
送
風
し
ま
す
。
昆
布
が
長
く
、

乾
燥
機
の
天
井
が
高
い
た
め
送
風
口
は
腰
く
ら
い
の
高
い

位
置
に
な
る
よ
う
設
置
し
て
い
ま
す
。
コ
ン
カ
ン
式
も
同

様
に
送
風
口
が
高
く
な
る
よ
う
に
設
置
し
て
い
ま
す
。
こ

の
タ
イ
プ
は
左
右
両
方
向
に
送
風
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。

を
上
げ
て
い
ま
す
。

相
木
（
羅
臼
）：
羅
臼
で
は
乾
燥
機
の
温
度
は
、
30
〜

40
度
で
15
〜
16
時
間
。
30
度
前
後
で
乾
燥
機
の
使
用
直
後

か
ら
い
か
に
湿
気
を
排
気
す
る
か
が
大
事
で
す
。
昆
布
を

乾
燥
さ
せ
る
の
に
、
最
初
か
ら
50
度
、
60
度
は
必
要
な
く
、

最
後
の
仕
上
げ
の
数
時
間
だ
け
で
い
い
と
思
い
ま
す
。

向
井
（
日
高
中
央
）：
私
は
、
乾
燥
機
使
用
当
初
は
温

度
が
高
け
れ
ば
早
く

仕
上
が
る
と
思
っ
て

い
ま
し
た
が
、
天
日

で
乾
燥
さ
せ
た
も
の

と
比
べ
て
、
色
が
悪

く
な
っ
た
り
と
影
響

が
出
ま
し
た
。
現
在
、

乾
燥
機
の
所
持
者
は
漁
家
の
半
分
く
ら
い
で
す
。
日
高
昆

布
は
天
日
乾
燥
が
売
り
と
い
う
事
で
、
以
前
は
４
等
以
上

の
昆
布
は
乾
燥
機
に
か
け
る
と
検
査
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。
し
か
し
、
検
査
機
関
で
成
分
な
ど
の
検
査
を
し

て
、
天
日
乾
燥
と
機
械
乾
燥
で
は
差
が
な
い
こ
と
が
分
か

り
、
機
械
乾
燥
を
天
日
乾
燥
の
も
の
に
近
づ
け
る
た
め
に
、

天
日
に
温
度
を
あ
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
ん
で
す
。
し
か
し
、

天
日
と
機
械
の
ど
ち
ら
の
昆
布
も
寝
か
せ
て
お
い
た
ら
変

色
す
る
の
で
、
再
度
天
日
乾
燥
を
行
っ
て
ま
す
。

本
間
（
え
り
も
）：
え
り
も
は
基
本
的
に
天
日
干
し
で
、

生
か
ら
乾
燥
機
に
か
け
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
乾
燥
度
合

い
に
よ
っ
て
は
１
〜
２
時
間
で
終
わ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

燃
油
の
使
用
量
も
少
な
い
で
す
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

温
度・時
間
に
つ
い
て

柿
本
（
歯
舞
）：
私
は
翌
日
の
出
漁
に
差
し
支
え
な
い

よ
う
に
乾
燥
機
の
時
間
を
設
定
し
て
い
ま
す
。

山
川
（
宗
谷
）：
天
日
干
し
で
の
乾
燥
度
合
い
に
あ
わ

せ
温
度
を
調
整
し
て
い
ま
す
。
最
後
は
50
℃
く
ら
い
ま
で

温
度
を
あ
げ
ま
す
が
、
時
期
に
よ
っ
て
乾
燥
の
時
間
を
変

え
ま
す
。
漁
期
前
半
の
７
月
は
20
時
間
程
乾
燥
機
に
か
け
、

８
月
は
22
〜
23
時
間
、
９
月
は
30
時
間
か
け
ま
す
。

山
﨑
（
浜
中
）：

私
の
と
こ
ろ
も
温
度

は
50
℃
で
設
定
し
、

最
初
か
ら
高
温
で
は

な
く
、
徐
々
に
温
度

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

送
風・除
湿
に
つ
い
て

佐
藤
（
え
さ
ん
）：
乾
燥
室
内
の
下
か
ら
温
風
を
入
れ
、

室
内
を
一
周
さ
せ
て
送
風
口
の
上
部
の
窓
か
ら
外
に
出
し
、

出
て
き
た
温
風
を
ボ
イ
ラ
ー
が
取
り
込
ん
で
再
度
送
風
す

向
井
（
日
高
中
央
）：
い
か
に
除
湿
を
し
て
、
天
日
乾

燥
に
近
い
温
度
で
仕
上
げ
る
か
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。

私
の
と
こ
ろ
で
も
最
初
は
早
く
終
わ
ら
せ
よ
う
と
す
る
た

め
、
除
湿
は
考
慮
せ
ず
、
温
度
だ
け
高
く
し
て
い
た
の
で
、

茹
で
た
よ
う
な
昆
布
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
後
、
工
夫
を
し
、
温
度
を
下
げ
、
除
湿
を
し
た
ら
徐
々

に
解
消
さ
れ
ま
し
た
。

相
木
（
羅
臼
）：
私
の
う
ち
で
は
、
乾
燥
室
が
長
方
形

で
、
空
気
の
流
れ
の
悪
い
所
が
あ
っ
た
の
で
、
天
井
の
四

隅
と
床
に
扇
風
機
を
つ
け
て
、
風
の
流
れ
を
意
図
的
に

作
っ
た
ら
、
早
く
乾
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
湿
度
は
、

乾
燥
室
に
入
っ
て
汗
が
出
た
り
、
乾
燥
室
の
内
側
の
サ
ッ

シ
に
汗
を
か
い
て
い
た
ら
高
す
ぎ
だ
と
判
断
し
て
い
ま
す
。

木
元
（
雄
武
）：
雄
武
で
は
、
昆
布
を
海
水
や
真
水
で

洗
い
、
ご
み
を
取
っ
て
か
ら
乾
燥
さ
せ
ま
す
。
扇
風
機
は
、

ボ
イ
ラ
ー
を
入
れ
る
前
に
水
分
を
と
ば
す
の
に
使
用
し
て

い
ま
す
。

る
、
と
い
う
よ
う
に
循
環
さ
せ
て
重
油
を
節
約
し
て
い
ま

す
。

向
井
（
日
高
中
央
）：
佐
藤
さ
ん
と
同
じ
寺
島
商
会
の

ボ
イ
ラ
ー
で
す
が
、
や
は
り
下
部
か
ら
風
を
送
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
温
度
ば
か
り
で
は
な
く
、
湿
度
管
理
も
大

切
で
す
。
温
度
が
高
く
て
も
湿
度
が
高
い
と
昆
布
の
乾
き

が
悪
い
の
で
、
湿
度
計
を
置
い
て
調
整
し
て
い
ま
す
。
機

械
の
付
近
と
反
対
側
で
は
温
度
は
同
じ
で
も
湿
度
が
全
然

違
う
の
で
、
換
気
扇
の
強
弱
や
、
戸
や
窓
の
開
閉
で
調
整

し
て
い
ま
す
。

川
井
（
南
か
や
べ
）：
私
の
使
っ
て
い
る
中
村
式
は
、

上
部
に
１
ｍ
位
の
大
き
な
換
気
扇
が
あ
り
、
湿
気
を
外
に

排
気
し
て
い
ま
す
。
換
気
扇
は
自
動
的
に
湿
度
を
感
知
し

て
、
一
定
に
保
っ
て
く
れ
ま
す
。
シ
ャ
ッ
タ
ー
か
ら
は
、

換
気
扇
で
排
気
さ
れ
た
暖
か
い
空
気
が
入
る
の
で
、
窓
は

開
け
ま
せ
ん
。

本
間
（
え
り
も
）：
乾
燥
機
は
中
の
湿
気
を
い
か
に
早

く
外
に
出
す
か
が
大
事
で
す
よ
ね
。
日
高
で
は
乾
燥
機
を

使
用
す
る
機
会
が
少
な
い
で
す
が
、
換
気
扇
は
非
常
に
効

果
的
で
す
。

柿
本
（
歯
舞
）：
私
の
と
こ
ろ
は
排
気
口
が
２
ヶ
所
あ
り

ま
す
。
以
前
は
、排
気
を
続
け
る
と
暖
気
が
逃
げ
る
の
で
乾

燥
時
間
の
半
分
ほ
ど
し
か
排
気
を
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

乾
き
が
悪
い
の
で
、常
に
排
気
を
し
た
ら
改
善
さ
れ
ま
し
た
。

相
木
（
羅
臼
）：
私
も
以
前
は
循
環
さ
せ
ず
、
送
風
す

相
木
（
羅
臼
）：
私
は
、
最
初
は
外
気
を
取
り
込
み
、

徐
々
に
比
率
を
調
整
し
て
、10
時
間
後
に
室
内
の
暖
気
だ
け

を
循
環
さ
せ
る
方
式
に
し
、
タ
イ
マ
ー
付
の
換
気
扇
も

使
っ
て
い
ま
す
。
羅
臼
の
昆
布
は
、し
っ
ぽ
と
頭
部
分
で
は

厚
み
が
か
な
り
違
う
の
で
、乾
燥
に
時
間
が
か
か
り
ま
す
。

乾
燥
が
足
り
な
い
時
は
二
度
干
し
し
ま
す
が
、１
、２
時
間

余
計
に
か
け
て
、
二
度
干
し
し
な
い
よ
う
努
力
し
て
い
ま
す
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

 

乾
燥・選
別
の
機
械
化
に
つ
い
て

金
崎
（
道
）：
道
で
は
、昆
布
の
生
産
が
落
ち
込
ん
で
い

る
現
状
に
対
し
て
、回
復
さ
せ
る
た
め
に
で
き
る
限
り
機
械

化
を
進
め
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。現
在
は
セ
ン
サ
ー
な
ど

の
技
術
を
活
用
し
て
乾
燥
機
や
選
別
機
な
ど
を
、道
総
研
な

ど
と
意
見
交
換
し
な
が
ら
開
発
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。

和
泉
（
香
深
）：
現

在
の
北
海
道
は
８
月

に
な
る
と
梅
雨
が
あ

り
ま
す
。霧
が
か
か
っ

た
り
し
て
、な
か
な
か

好
条
件
の
揃
っ
た
日

は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。

乾
燥
機
を
使
う
事
で
相
当
な
資
源
の
採
取
に
つ
な
が
る

で
し
ょ
う
。
皆
さ
ん
の
技
術
な
ど
で
、
施
設
を
充
実
さ

せ
て
頂
き
た
い
。
全
て
の
生
産
者
が
施
設
を
持
っ
て
も

資
源
を
全
て
採
取
す
る
の
は
無
理
で
し
ょ
う
が
、
今
回

の
意
見
を
聞
い
て
、
よ
り
天
日
乾
燥
に
近
づ
け
る
よ
う

る
だ
け
で
し
た
が
、
送
風
口
の
上
に
窓
を
取
り
付
け
て
循

環
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
重
油
の
量
が
１
日
当
た
り
、

40
〜
50
Ｌ
位
は
減
少
し
ま
し
た
。

木
元
（
雄
武
）：
雄
武
で
は
、
温
度
を
高
く
し
て
青
粉

が
出
た
苦
い
経
験
か
ら
、
扇
風
機
を
設
置
し
て
、
む
ら
な

く
送
風
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

山
川
（
宗
谷
）：
私
の
と
こ
ろ
も
天
井
や
床
、
壁
に
扇

風
機
や
換
気
扇
を
使
っ
て
い
ま
す
。
ボ
イ
ラ
ー
効
率
を
考

え
て
、
乾
燥
機
を
止
め
る
際
は
１
時
間
半
ほ
ど
前
に
扇
風

機
を
止
め
て
い
ま
す
。

柿
本
（
歯
舞
）：
私
は
逆
に
、
ボ
イ
ラ
ー
を
止
め
て
も

20
分
く
ら
い
は
温
風
が
出
る
の
で
、
そ
れ
を
利
用
し
て
扇

風
機
を
回
し
て
い
ま
す
。

山
﨑
（
浜
中
）：
私
の
と
こ
ろ
は
昭
和
40
年
代
か
ら
乾

燥
機
を
導
入
し
て
い
ま
す
。
10
年
程
前
に
更
新
し
た
現
在

な
技
術
と
、
施
設
の
研
究
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　藤
森
部
長
談
話

　
今
回
の
懇
談
会
も
例
年
同
様
に
有
意
義
な
会
合
で

あ
っ
た
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　
今
回
は
「
機
械
乾
燥
」
が
テ
ー
マ
で
し
た
が
、
地
域

や
個
人
に
よ
っ
て
様
々
な
違
い
や
工
夫
が
見
ら
れ
、
改

め
て
昆
布
漁
業
の
奥
深
さ
を
感
じ
ま
し
た
。
よ
り
良
い

昆
布
製
品
を
生
産
す
る
う
え
か
ら
も
、
関
係
者
を
参
集

し
た
情
報
交
換
の
場
で
知
恵
を
出
し
合
う
こ
と
は
大
変

重
要
で
あ
り
ま
す
の
で
、
今
後
も
こ
う
し
た
懇
談
の
場

を
設
け
て
昆
布
漁
業
の
生
産
振
興
に
寄
与
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

　　今回
の
懇
談
会
で
交
換
さ
れ
た
各
地
の
情
報
は
、
別
冊

と
し
て
４
月
号
の
広
報
な
み
ま
る
く
ん
に
折
込
み
ま
す
。

是
非
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

の
乾
燥
機
は
湿
気
を
強
制
的
に
排
気
す
る
よ
う
に
な
っ
て

い
て
、
青
粉
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
浜
中
東
部
の
昆
布
は
、

乾
燥
機
を
使
用
し
た
方
が
良
い
も
の
が
で
き
ま
す
。

　佐藤
（
え
さ
ん
）：
私
は
、
昆
布
乾
燥
の
基
本
は
天
日

乾
燥
だ
と
思
い
ま
す
。
天
日
で
乾
燥
さ
せ
る
と
き
は
、
太

陽
の
熱
を
使
っ
て
、
あ
る
程
度
風
が
そ
よ
い
で
く
れ
る
く

ら
い
が
昆
布
の
乾
燥
に
適
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ

の
状
況
を
乾
燥
場
の
中
で
作
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
。
風

が
流
れ
る
こ
と
で
、
湿
気
を
排
気
し
、
温
度
は
昆
布
に
負

担
が
か
か
ら
な
い
よ
う
な
低
温
で
行
い
ま
す
。
た
だ
、
翌

日
の
作
業
工
程
を
考
え
、
も
っ
と
乾
燥
時
間
を
短
く
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
中
で
の
温
度
の
高
さ
は
、

最
初
の
４
〜
５
時
間
が
低
温
で
あ
れ
ば
、
後
の
２
〜
３
時

間
は
か
な
り
高
温
で
も
昆
布
に
は
負
担
が
掛
っ
て
い
な
い

は
ず
で
す
。
三
石
昆
布
の
場
合
は
子
嚢
班
か
ら
つ
ゆ
が
出

れ
ば
、
価
格
が
半
分
に
な
る
の
で
、
そ
う
な
ら
な
い
よ
う

大
型
の
扇
風
機
を
つ
け
て
、
湿
気
を
下
に
下
げ
て
、
ボ
イ

ラ
ー
か
ら
出
る
風
で
外
に
出
し
て
い
ま
す
。
風
の
流
れ
で

除
湿
が
で
き
て
い
る
の
で
、
除
湿
用
の
換
気
扇
は
つ
け
て

い
ま
せ
ん
。

～昆布の機械乾燥について～
平成２7年度 北海道昆布漁業に関する懇談会

和泉　 優さん
（香深漁協）

乾燥室内部の様子（雄武）

天井に設置された酪農用の大型扇風機
（えさん）

送風口の上の窓（羅臼）

し
　
の
う 

は
ん
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●評価のポイント・審査委員長の講評
　なまこ資源の減少は、道内の他の地域でも懸念されていますが、この活動はＩＴを用いた先進的な
資源回復システムの導入にチャレンジし、客観的な数値で操業切り上げ時期の合意形成が可能となり、
まさに漁業定期管理で年ごとの資源量を回復させるというすばらしい成果が得られたことは、評価で
きます。
　この成果は、70歳代の部会員も最新のＩＴ機器と向かい合い、全船でシステムを導入するといった、
部会員一人一人の資源管理に対する高い意識と取り組みの姿勢により実現できたものだと思います。
システムの導入により部会の一体感が高まっていることが、資源管理はもとより資源増大の取り組み
につながることを期待しています。

第６1回 全道青年・女性漁業者交流大会

２組の活動事例が
　　北海道の代表に選ばれ全国大会へ！

第61回 全道青年・女性漁業者交流大会

　１月１４日（木）札幌市の第２水産ビルで、61回目となる全道青年・女性漁業者交流大会が
開催されました。
　この大会は、日頃の活動実績を発表することで、相互の知識の交流と活動意欲の向上を
図るとともに、活動実績を全道に普及させて本道水産業の振興に寄与することを目的に開
催されています。審査の結果、２組が３月上旬に東京で開催される全国大会へ出場すること
になりました。

そ
の
他
全
道
大
会
で
発
表
さ
れ
た
事
例

新星マリン漁業協同組合 留萌地区なまこ部会

佐賀　友三さん
とも　  みつ

か　　  づ　　 こ

大勢の漁業者が出席して行われた活動事例発表 野俣審査委員長（道立総合研究機構 水産研究本部長）による講評

〈資源管理・資源増殖部門〉

マリンＩＴによる漁業者主体の資源管理
～協調操業で回復させたマナマコ天然資源～

●評価のポイント・審査委員長の講評
　いち早く資源管理に取り組み、日本一の水揚げを誇るまでになった苫小牧のほっき貝ですが、消費低迷
により価格が下落する状況が続きました。そんな中、地元イベントでのＰＲ活動や、全国的な料理コンテ
ストへの出場、そして貝の剥き方講習や苫小牧産ほっき貝の料理教室開催などにより、ほっき貝の知名度
向上や消費拡大に貢献した活動は高く評価できます。また各種の料理コンテストで数多くの受賞を果たし
たことは、発表者が明確な目標を立て、部会の皆さんが一丸となって活動した成果であり、改めて敬意を
表したいと思います。
　今後も新たな活動にチャレンジし、港周辺にほっき料理の店を開くという夢の実現に向け、皆さんの更
なる活動に期待しております。

苫小牧漁業協同組合 女性部

山口 加津子さん

〈流通・消費拡大部門〉

漁獲量日本一！「苫小牧産ホッキガイ」の
　　　　　　　　　　消費拡大を目指して
～浜の母さんと漁協の販売戦略～

海・川・森は繋がっている
～環境生態系保全活動組織の挑戦～

全国大会へ出場する2組〈多面的機能・環境保全〉

北るもい漁業協同組合
苫前地区女性部
久野　絹枝さん

私たちの女性部活動について
　　  ～地域に密着した取り組み～

〈流通・消費拡大〉

ひやま漁業協同組合奥尻支所 奥尻潜水部会

川瀬　美弘さん

島は俺たちにまかせろ！
～奥尻潜水部会の取り組み～

〈流通・消費拡大〉

利尻漁業協同組合 鴛泊地区青年部

岸本　毅さん
つよし

よね   や か     い

よし  ひろ

東しゃこたん漁業協同組合 積丹支所
余別・海ＨＵＧくみたい
柏崎　祐毅さん

ゆう　 き

島の財産、磯ナマコ資源の
　　　　　　　　　安定を目指して！
～資源管理・移植、人工種苗生産まで～

〈資源管理・資源増殖〉

沙留漁業協同組合 青年部

中山　恭平さん
きょう  へい

歩み出した青年部活動、
　　　　　一歩一歩前進して！！

〈地域活性化〉

北海道函館水産高等学校 水産食品科

米谷　翔生さん（左）

村山　めいさん（右）

外販企画コーディネート
～水高生が考える缶詰販売企画～

〈流通・消費拡大〉

島牧漁業協同組合 女性部
佐藤　優子さん

女性部活動と消防団活動
       ～これからの安心を考えて～

〈地域活性化〉

様似ふるさと食の会
坂本　雅彦さん

様似町の新たなソウルフードに挑戦！
～地元産食材を用いた
                製品開発に取り組んで～

〈地域活性化〉

9　| |　8
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　次のクロスワードを完成させ、○印に当たる言葉をうまく並べて
ください。北海道ではまだまだ寒い日が続きますが、暦の上では春が
来ますね。寒さが底を打つというこの日を起点として八十八夜を数え
始めたり、この日以降、最初に吹く強い南風を春一番とするなど、暖かな
季節の訪れを予感させます。皆さんも身近な春のきざしを探してみて
はいかがでしょうか。

くわしい応募方法は、１７ページをご覧ください。
抽選で５名様に図書カードをプレゼントします。

解 答 となります。

間違いは7つです。

※答えは17ページにあります。

ないと言う人でも７つはあるとか
フルマラソンの○○○は42.195km
新雪の色
生まれ育った国のことをこう呼ぶ
素人⇔
饅頭の中身
○○に交われば赤くなる
チンして使うタイプもある布団を暖めるグッズ
花を活ける壷
メールが増えてこれを出す人が減少
グルメのここは肥えている
ジェラシー
パーには勝つがグーには負ける
かぐや姫の出生場所

①
③
⑥
⑦
⑨
⑪
⑬
⑮
⑱
⑲
⑳
㉑
㉓
㉔

○印に当たる言葉を
うまく並べてください。

1月号の解答と当選者
エキデン

クロスワードパズル

間違い
さがし

※右と左の絵には、7ヵ所の異
なるところがあります。
　さあ、見つけてください。
　（印刷のズレや汚れは関係
ありません。）

タ
テ
の
カ
ギ

ヨ コ の カ ギ

ブレイクタイム Break Time

①
②
③
④
⑤
⑧
⑩
⑪
⑫
⑭
⑯
⑰
⑱
⑳
㉒

まだまだ冬眠中の大型の動物
一面に雪が積もっている広い場所
破れば○○○更新
現実とはギャップがある
笑う門に来るとか
去年と来年の間
外気に触れながら入る○○○風呂
春が近づくと雪ではなくこれが降る
運命の赤い糸が結ばれているところ
銀世界を眺めながらの一杯
長所⇔
「じゃがいも」を英語で
こったらトントンと叩く
所変われば○○変わる
これが１２個で１年

（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）

地吹　勝典さん
奥ヶ谷順子さん
渡辺にいなさん
山根　瑞恵さん
常盤　　治さん

別 海 町
函 館 市
根 室 市
羅 臼 町
室 蘭 市

1 2

6

14

17

13

23

1211

87

9 10

43 5

18

22

19

24

15 16

20 21

1 2 6

14 17

13

23

1211

87

9 10

43 5

18

22

19

24

15 16

20

21

シ
マセ シトオア

チ ネ ビイ ン
カボ
エ

ヨシ ウ
ズ

リ キ ツ
ワ

ノウ
カンヒ

コモ リ
モ

ン
ソフリ エ ノデ

リ ト コケ

ナ
ダ
ハキ メフオ

いさお ふみこ

　「浜の家族物語」では、「なみまるくん」の表紙に
登場いただいたご家族を紹介します。今回は、大樹
漁協の髙橋さんご一家です。
  
様 な々人との出会いが青年部の魅力
　　釧勝地区漁青連の会長を務める良典さんは、初夏
からは定置網漁、冬にはつぶ漁を営んでいます。漁
師になるつもりで小樽水産高校で学びましたが、働
き始めた当初は物の名前やロープの結び方の名前が
学んだものと異なり戸惑ったと教えてくれました。
「漁師の仕事はいつも新しいことを覚えたり、技術を
身に着けていけるのが魅力だね」と話します。
　良典さんは、部長を務める大樹漁協青年部での即
売会や地元の小学生を対象とした地曳き網、近隣の
広尾・大津の青年部と合同の研修会に加え、全道漁
青連での出前授業など忙しい日々を送っています。
青年部活動の魅力について「他の地区の漁師と話せ
るのが楽しい。会長・部長をしていないとこんなに
色々な人と話す機会はないしね」と笑って教えてく
れました。
  
夫婦そろって組合活動に参加しています
　　
　厚子さんは近隣の芽室町出身。元気な双子の育児

に追われつつ、良典さんの母　文子さんと共に女性
部に加入しています。「なかなか活動に参加できなく
て」と言いながらも「皆さん良い人で楽しいです
よ」と笑顔で答えてくれました。双子の兄龍希くん
はおっとりしていて甘い物好き、弟の樹希くんは活
発で白米好きな１歳児です。歩けるようになってから
は、各々動き回る二人から目が離せません。
　今年は家族が増える
髙橋家。子どもと遊ぶ
のが趣味という良典さ
んは「家族仲良く、元
気にいきたいね。水揚
げは一昨年並みになる
といいな」と話してく
れました。

大樹漁協 髙橋さんご家族
たか はし

家 族
物 語浜の

今月の

表紙に登場いただいたご家族を紹介いたします。

【髙橋さんご一家】　髙橋良典さん（37歳）、厚子さん（３1歳）、龍希くん（1歳）、樹希くん（1歳）
※良典さんの父・功さん、母・文子さんと共に。

たつき いつきよしのりたかはし あつこ

２人の結婚式でプロ
フィールとして参加
者へ配られたのが本
誌にそっくりに作ら
れた「うみまるく
ん」。厚子さんの発
案で作られ、その出
来は参加者が「なぜ
ここでなみまるくん
が配られるのか？」と
勘違いするほど。11　| |　10



 

地
域
漁
業
士
会  

活
動
報
告

【
日
高
管
内
漁
業
士
会
】】

　イ
ベ
ン
ト
販
売
と
出
前
授
業
を
実
施

　　
日
高
管
内
漁
業
士

会
で
は
、
毎
年
４
月

の
総
会
で
活
動
方
針

を
決
定
し
て
お
り
、

今
年
度
の
管
内
独
自

活
動
は
、「
イ
ベ
ン

ト
販
売
に
よ
る
海
産

物
の
Ｐ
Ｒ
」
と
「
出

前
授
業
」
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
イ
ベ
ン
ト
販
売
は
、
春
と
秋
に
行
わ
れ
る
「
日
高
味

覚
フ
ェ
ア
」
へ
の
出
店
で
す
。
漁
業
士
が
中
心
と
な
り
、

青
年
部
、
女
性
部
に
呼
び
掛
け
、
３
連
合
同
で
出
店
し

ま
し
た
。
春
は
天
候
に
も
恵
ま
れ
ず
、
一
部
売
れ
残
っ

て
し
ま
っ
た
反
省
を
生
か
し
、
秋
に
は
、
た
こ
、
真
つ

ぶ
、
灯
台
つ
ぶ
等
の
売
れ
筋
商
品
を
中
心
と
し
た
品
揃

え
を
行
い
、
来
場
者
目
線
で
見
や
す
い
売
場
づ
く
り
を

心
掛
け
た
と
こ
ろ
、
早
々
に
完
売
す
る
商
品
も
出
る
結

果
と
な
り
ま
し
た
。
接
客
の
際
に
、
つ
い
出
て
し
ま
う

漁
師
の
浜
言
葉
も
、
か
え
っ
て
来
場
者
の
受
け
が
よ
く
、

接
客
上
の
手
応
え
も
感
じ
ま
し
た
。

　
出
前
授
業
は
、
１
、
２
年
生
の
子
ど
も
た
ち
を
対
象

に
、
映
像
に
よ
る
操
業
風
景
の
説
明
、
漁
具
の
展
示
、

生
き
た
水
だ
こ
や
つ
ぶ
等
に
触
れ
る
ミ
ニ
水
族
館
を
実

施
し
ま
し
た
。
た
こ
に
触
れ
た
子
ど
も
達
は
大
喜
び
で
、

ま
さ
に
引
っ
張
り
だ
こ
状
態
。
ま
た
、
授
業
後
に
は
、

昼
休
み
の
限
ら
れ
た
時
間
を
使
い
、
先
生
に
た
こ
の
湯

が
き
方
を
体
験
し
て
も
ら
う
新
た
な
試
み
も
行
い
ま
し

た
。
こ
れ
か
ら
も
、
こ
れ
ら
の
活
動
を
通
じ
て
、
地
域

漁
業
の
発
展
に
貢
献
で
き
る
取
り
組
み
を
実
施
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

 

【
留
萌
管
内
漁
業
士
会
】

　漁
業
体
験
と
道
外
視
察
研
修
を
実
施

　　
今
年
度
は
主
に

３
つ
の
活
動
を
行

い
ま
し
た
。
ひ
と

つ
は
、
横
浜
市
か

ら
修
学
旅
行
で
訪

れ
た
高
校
生
を
対

象
に
、
本
道
漁
業

へ
の
理
解
を
深
め

て
も
ら
お
う
と
、
刺
網
に
か
か
っ
た
魚
の
網
外
し
体
験

と
魚
の
捌
き
か
た
教
室
を
行
い
ま
し
た
。

 

最
初
は
魚
特
有
の
匂
い
や
ぬ
め
り
が
苦
手
だ
っ
た
高
校

生
も
、
網
外
し
体
験
が
始
ま
る
と
、
楽
し
そ
う
な
様
子

で
取
り
組
ん
で
い
た
の
が
印
象
的
で
し
た
。
ま
た
、
魚

捌
き
体
験
で
は
「
思
っ
た
よ
り
簡
単
」
と
の
声
が
聞
こ

え
、
帰
っ
た
後
も
調
理
を
し
て
く
れ
そ
う
な
手
応
え
を

感
じ
ま
し
た
。

　
２
つ
目
は
管
内
の
保
育
園
児
を
対
象
と
し
た
、
ひ
ら

め
種
苗
の
放
流
体
験
で
す
。
ひ
ら
め
の
成
長
過
程
も
説

明
し
、
海
や
生
き
物
の
命
の
大
切
さ
を
身
近
に
感
じ
て

も
ら
え
る
体
験
に
な
り
ま
し
た
。
３
つ
目
の
道
外
先
進

地
視
察
研
修
は
、
末
端
顧
客
ニ
ー
ズ
を
反
映
し
た
製
品

づ
く
り
を
知
る
た
め
、
ぎ
ょ
れ
ん
鹿
島
食
品
セ
ン
タ
ー

を
訪
問
。
ま
た
、
生
鮮
輸
送
の
先
駆
的
な
技
術
を
持
つ

会
社
や
、
築
地
市
場
等
も
視
察
し
ま
し
た
。
今
後
も
関

係
機
関
の
協
力
を
得
て
、
留
萌
管
内
漁
業
士
会
の
活
動

を
活
発
化
さ
せ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　【講
演
】『
人
を
動
か
す
人
の
話
』

　
堺
さ
ん
は
、札
幌
テ
レ
ビ
放
送（
Ｓ
Ｔ
Ｖ
）の
ア
ナ
ウ
ン

サ
ー
と
し
て
活
躍
し
た
後
、平
成
元
年
に
独
立
。人
と
の
コ

ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
勉
強
す
る
な
か
で
、「
コ
ミ
ュニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
う
ま
く
い
く
・い
か
な
い
」に
は
理
由
が
あ
る

こ
と
を
学
び
、講
師
と
し
て
も
活
動
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。講
演
で
は
、放
送
を
通
じ
て
出
会
っ
た
人
々
と
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
や
、聞
き
上
手
の
経
営
者
と
し
て
知
ら
れ
る
松

下
幸
之
助
さ
ん
の
逸
話
な
ど
楽
し
い
話
題
を
織
り
交
ぜ
な

が
ら
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
向
上
さ
せ
る
方
法
が

伝
え
ら
れ
ま
し
た
。

平成２７年度北海道漁業士研修大会が開催されました
～全道の漁業士が研鑽を深める～

日高管内漁業士会
ひだか漁業青年漁業士

関口　 隆さん

フリーアナウンサー・
ＳＴＶラジオパーソナリティー

堺　なおこ氏

留萌管内漁業士会
北るもい漁業青年漁業士

楠美　敬一さん
くす    み

　
１
月
14
日（
木
）
札
幌
の
第
２
水
産
ビ
ル
に
お
い
て
、

平
成
27
年
度
北
海
道
漁
業
士
称
号
授
与
式
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
今
年
度
は
、
指
導
漁
業
士
11
名
、
青
年
漁
業
士
７
名

の
計
18
名
が
新
た
に
認
定
さ
れ
、
荒
川
道
副
知
事
よ
り
認

定
書
が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
27
年
度
北
海
道
漁
業
士
称
号
授
与
式

新
た
に
18
名
の
漁
業
士
が
誕
生

平
成
27
年
度
新
認
定
漁
業
士

指
導
漁
業
士

●●●●●●●●●●●

小
林
　
　
努
（
東
し
ゃ
こ
た
ん
）

友
杉
　
共
見
（
東
し
ゃ
こ
た
ん
）

村
田
　
繁
広
（
古
宇
郡
）

中
澤
　
　
昇
（
ひ
や
ま
）

大
内
　
雅
夫
（
い
ぶ
り
噴
火
湾
）

小
名
　
正
広
（
い
ぶ
り
噴
火
湾
）

成
田
　
健
二
（
い
ぶ
り
噴
火
湾
）

中
村
　
一
憲
（
ひ
だ
か
）

斉
藤
　
昌
之
（
湧
別
）

四
辻
　
裕
二
（
雄
武
）

白
幡
　
広
喜
（
遠
別
）

青
年
漁
業
士

●●●●●●●

小
林
　
強
太
（
東
し
ゃ
こ
た
ん
）

阿
部
　
彰
人
（
福
島
吉
岡
）

新
山
　
祐
介
（
福
島
吉
岡
）

森
　
　
勝
行
（
八
雲
町
）

宍
戸
　
俊
幸
（
い
ぶ
り
噴
火
湾
）

加
藤
　
将
史
（
斜
里
第
一
）

大
村
　
洋
雄
（
遠
別
）

（
敬
称
略
・カ
ッ
コ
内
は
所
属
漁
協
）

新たに認定された漁業士を代表して、
謝辞を述べる阿部彰人青年漁業士

（福島吉岡漁協所属） （写真手前右）

「貿易自由化や海外観光客の来道、春
の新幹線開業と新たな北海道時代の
幕開け。地域の持つ魅力を我 が々主体
性を持って発揮しなければならない。」と
挨拶した中田隆明会長（写真上）。
地域漁業士の活動が画像とともに詳し
く報告されました。（写真左）

　
１
月
13
日（
水
）、札
幌
の
第
２
水
産
ビ
ル
に
お
い
て
、北
海
道
漁
業
士
会
主
催
に
よ
る「
平
成
２７
年
度
北
海
道
漁

業
士
研
修
大
会
」が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。大
会
で
は
、道
漁
業
士
会
の
事
業
報
告
に
続
き
、２
つ
の
地
域
漁
業
士
会
の

活
動
報
告
と
、外
部
講
師
を
招
い
て
の
講
演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
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　本道漁業が直面する諸課題の解決に向けての「漁
政活動」、漁協・漁業経営の改善や教育啓発活動など
の「指導教育」、未来の海を見つめる「環境対策」な
ど、北海道漁業の縁の下の力持ち、指導事業。
　このコーナーでは、指導事業が取り組む、皆さんに
身近な疑問について答えます。

一問一答
指導事業

漁政部編②

　ＴＰＰ交渉については、昨年10月１５日に参加
１２か国による大筋合意がなされました。この大
筋合意に伴い、水産物の現行関税率については、
昆布が15％削減となり、その他の品目では一定
期間を設けて段階的に、あるいは即時に関税が
撤廃されることとなりました。
　これにより、ＴＰＰ発効後は国内に輸入水産物
が大量に流入して魚価が下落する他、安価な輸
入畜産物が増大することで、魚から畜産物への
消費の置き換わりが加速し消費が低迷するなど、
本道漁業に大きな影響を及ぼすことが懸念されます。

　こうしたことから、本道では全道漁協組合長会
議の決議に基づき、「ＴＰＰ交渉の大筋合意に関
する緊急要請」を政府・与党に行った他、全漁連
など全国の漁業者団体と共に、大筋合意に対す
る支援策を講ずるよう強く求めました。
　その結果、政府は昨年１１月に「総合的なＴＰＰ
関連政策大綱」を公表し、平成２７年度補正予算
に、ＴＰＰの影響に対する支援対策として２８０億
円が盛り込まれるなど、一定の成果を見ました。
　一方、ＴＰＰの影響は関税が引き下げとなる直
後のみならず、段階的に関税が削減・撤廃される
将来にわたって影響が及ぶことから、短期的な経
済対策だけでは問題は解決されません。
　今後、ＴＰＰなどの外部環境に左右されない安
定した漁業経営基盤を作っていくためにも、ぎょ
れんでは浜の皆さんと共に、国に対して将来を
見据えた支援策をしっかり講ずるよう、強く求め
ていきます。

水産物の関税削減・撤廃により、輸入水産物・畜産物が流入

ＴＰＰに左右されない漁業経営に向けて将来を見据えた支援対策を求めていきます

ＴＰＰが大筋合意となりましたが、漁業への
影響が心配です。

水産物の魚価・消費低迷が懸念されます。
国の支援策を活用するなど、漁業の体質強化に
向けた取り組みが必要です。

昭和63年（左）と
平成27年（下）
の植樹の様子。
時代を経ても続
けていく、大切な
取り組みです

〈我が国の関税に関する主な水産品の合意内容〉
TPP結果

即時15％削減
（現行15％→12.7％）
16年目に撤廃

11年目に撤廃

6年目に撤廃

即時撤廃

こんぶ

ぶり
かたくちいわし
さんま
ぶり
いか（モンゴウ除く）
かたくちいわし
ほたてがい

太平洋まぐろ

まいわし

太平洋さけ

すけとうだら
まだら
すけとうだら
たらの卵
にしん

にしんの卵

ひらめ
かれい類
かに（ずわい、たらば等）
えび

15.0

10.0
10.0
10.0
10.0
5.0
10.0
10.0

3.5

10.0

3.5

6.0
6.0
4.2
4.2
6.0
4.0
8.4
3.5
3.5
4.0

1.0～2.0

干し・生鮮・冷蔵・
冷凍
生鮮・冷蔵
生鮮
冷凍
冷凍
冷凍
冷凍
冷凍
生鮮・冷蔵
冷凍
冷凍
生鮮・冷蔵
冷凍
冷凍
冷凍
すり身
冷凍
冷凍
冷凍
塩蔵
活
冷凍
生鮮・冷凍
生鮮・冷凍

品　　目 形　　態 現行関税率（％）

○量販店での販促
○外食チェーンでのフェア

カナダ

米国

メキシコ

ペルー

チリ

ニュージーランド
オーストラリア

シンガポール

マレーシア

ベトナム

ブルネイ

日本

TPP
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02札幌で白糠産毛がにのおいしさをPRしました　

白糠漁協 毛がに篭部会がイベントを開催　
　1月14日（木）、東京ドームホテル札幌で白糠漁協毛がに
篭部会が「白糠産ゆでたて毛がにを食べよう!」と題し、毛
がにの美味しさを広めるイベントを開催しました。釧路では
7回を数え、おなじみとなっている同イベ
ントですが、札幌では初めての開催。毛が
に以外にも白糠産の柳だこやししゃもがふ
るまわれ、大人から子どもまで、90名以
上が舌鼓を打ちました。同イベントは大好
評で、次回の実施も予定されています。

04　

　
　

05　

　
　

　

　

01各地区専務参事会と懇談会を開催しました　

ぎょれんの次年度事業について意見交換を実施　
　1月8日（金）の北見地区を皮切りに、今年も各地区で専務
参事会とぎょれん役員との懇談会が開催されました。この懇
談会は、毎年1月に各管内をぎょれんの役員が訪問し、次年
度の事業計画の骨子となる事業や課題について浜に説明する
とともに意見交換を行う事を目的としています。
　今年は、（1）漁政・環境・指導事業関係では、「漁協経営
の体質強化に向けた取り組み」「資源管理・増大に向けた取り
組みの推進」「有害生物漁業被害防止対策の強化」等、（2）
販売事業関係では「北海道の水産業を取り巻く環境」「秋
鮭・ほたて・昆布流通対策の現状と課題」等、（3）購買事業
関係は「漁業用燃油の取扱体制強化」「系統ブランド資材事業の推進」「衛生・鮮度管理向上に向けた
資材の導入推進」といった内容について話し合いが行われました。
　今後、各地の懇談会で出された意見を取り入れながら、次年度計画の策定を行います。

03学校の図書整備に活用を

日高地区漁青連が新ひだか町へ寄付を行いました
　12月21日（月）、日高地区漁協青年部連絡協議会が新ひだ
か町教育委員会に図書カード10万円分の寄付を行いました。
3年前から同協議会が実施している、日本酒を船積みで熟成
させる「日本酒熟成プロジェクト」で初めて剰余金が出たこ
とから今回の寄付を行いました。久保会長は「3年目にして
ようやく目標を達成しました。今後も続けていきたいです」
と話しました。協議会では次年度以降も剰余金が出れば他町
への寄付を計画しています。　

目録を贈呈する久保会長（右）。高野教育長（左）は
「読書に親しむことで学力向上につながる。寄付は
ありがたい」と謝辞を述べました　

会場では、20杯以上の毛がにを賞品として、毛が
にの重さ当てクイズ（左、正解は1,040g）や抽選
会も行われました

各地で活発な意見交換が行われました。（写真は1
月8日に北見地区で行われた専務参事会の様子）
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　当管内は1月4日に羽幌・苫前・増毛
市場で、5日に留萌市場で初セリがそ
れぞれ行われ、活気に満ちた新年の門
出となりました。一方、年が明けてか
ら風雪の強い日が続き、思うように船
を出せない日が続いています。18日
には臼谷地区にて銀杏草の採取が始
まりました。例年より遅い滑り出しに
なったものの、成育・繁茂状況ともに
良いとのことで、今後の採取に期待が
かかります。今年も安全操業と大漁を
祈念しています。

　冬を迎え、時化に見舞われる天候が
続いていますが、利尻・礼文地区では
12月下旬より、かれい・たらの刺し網
漁が続いており、かすべ網漁も操業さ
れています。また稚内地区では、毛が
に刺網漁の開始に向けて準備を進め
ているところです。これからも宗谷管
内では、厳しい寒さが続きますが、安
全操業で豊漁となることを願っていま
す。

　当管内では冬の風物詩である流氷
の便りも聞こえ、日に日に寒さが増し
ています。そんな中、紋別・網走の底曳
網漁も休漁期間を迎え、サロマ湖では
かきの水揚げのほか、氷下待ち網漁も
始まり、ちかやきゅうりうお等が水揚
げされています。今しばらく寒さの厳
しい時期が続きますが、来月の海明け
を心待ちにするとともに、各漁の豊漁
と安全操業を祈願します。

　1月19日に全道を襲った低気圧によ
り、根室管内は暴風雪に見舞われ、積
雪もなく新年を迎えられたのが嘘の
ようです。その低気圧の影響により、
同日に解禁日を迎えた厳寒期の風物
詩となっている歯舞漁協での「ふのり
漁」が延期となってしまいました。ま
た、標津漁協の助宗刺網漁は、水揚げ
の多い船で３～４トン／日、浜値はキロ
１６０円の高値と好調なスタートを切っ
ています。厳しい寒さで時化が続く季
節ではありますが、皆様の健康と順調
な水揚げを祈念しています。　

　時化や積雪の少ない穏やかな日々
が続いていましたが、1月19日に今季
最強の低気圧が襲来し、多い地区では
60ｃｍを超える積雪となりました。管
内では、1月中旬より厚岸、散布におい
てにしん漁がスタートしました。昨年、
当管内では40数年ぶりに千トン近い
水揚げとなりましたが、今期も開始1
週間で150トンを超える好調なスター
トを切っています。また、毛がに、たこ、
たら、ほっき等についても好調な水揚
げが続いており、厳冬期ではあります
が、浜は活気づいています。

　1月16日より、管内各地で毛がに篭
漁が解禁となり始めました。12月上旬
に先に解禁しているえりも地区では、
12月末時点で水揚げ量57トン（昨年
対比77％）、金額160百万円（昨年対
比112％）となりました。水揚げ数量
は減少したものの、年末需要もあり単
価は高水準を維持し、金額は前年を上
回っています。年明け後は時化等も続
き思うような操業は出来ていません
が、今後の管内全域での好漁に期待が
かかります。

　胆振管内の助宗だら刺網漁は、累計
水揚げ数量が約17，000トン（昨年対
比96％）、浜値は卵質の良好なもので
k@120処、成熟の進んだもので
k@80処となっています（1月19日現
在）。卵質の低下、卵が抜けているも
のも多く見受けられるため、今後の浜
値の下落が懸念されます。本年も生産
者の皆さんの安全操業と豊漁を祈念
しています。

　今年度の渡島管内のいか漁は12月
末をもって終了し、前年比約50％の
水揚げ量という結果でした。水揚げ量
はH25年度約15,900トン、H26年度
約15,000トン、H27年度12月末現在
で約7,400トンと、年々減少傾向にあ
ります。組合や生産者はもちろん、い
かを原料とする水産加工業者や製品
を保管する営業倉庫にまで大きく影
響が及んでいます。

　寒風吹き荒れる日本海で、岩のりの
採取が最盛期を迎えようとしていま
す。採取されたものの多くは海苔とし
て加工され、おにぎりや味噌汁の具材
などとして食べられています。岩のり
が1枚の海苔として完成するまでの工
程は、全て手作業で行われており、手
間と時間はかかりますが、味が濃く磯
の香りが強いのが特徴です。

大漁
祈願！ 　今年の正月は雪も少なく穏やかな

天候となりましたが、その後は時化が
多くなり、十分に操業できる日は少な
くなっています。シーズン本番を迎え
た冬漁の中心魚種であるにしんはハ
シリの漁模様が思わしくなく、魚群が
沿岸に寄っていないものと推察され
ます。過去数年、石狩湾沿岸では1月
末より各地で群来が観測されている
ことから、これからの水揚げの巻き返
しに期待したいところです。
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10ページの間違いさがしの答え

今
の
と
こ
ろ
雪
は
少
な
い
の
で
す
が
、朝

晩
寒
い
日
が
続
い
て
い
ま
す
。ウ
ニ
漁
が
始

ま
り
ま
し
た
。昨
年
よ
り
５
日
早
い
で
す
が
、

実
入
り
は
ま
あ
ま
あ
で
す
。６
月
ま
で
の
半

年
間
、事
故
な
く
大
漁
を
願
っ
て
い
ま
す
。

（
羅
臼
町
　
山
根
瑞
恵
さ
ん
　
62
歳
）

あ
っ
と
い
う
間
の
１
年
で
し
た
。今
年
の

さ
る
年
は
す
ば
ら
し
い
年
に
な
り
ま
す
様

に
!!

（
岡
山
県
　
津
内
洋
史
さ
ん
　
57
歳
）

今
年
も
体
に
気
を
付
け
て
、健
康
で
い
ら

れ
ま
す
よ
う
に
!!

（
湧
別
町
　
臼
井
ミ
セ
子
さ
ん
　
71
歳
）

皆様からのお便り、写真、イラスト
をお待ちしています！
次の①～③を明記の上、ご応募ください。抽選
で５名様に図書カードをプレゼントします。

①なみまるおたより箱への投稿（お便り、写真、
イラスト等）や、広報なみまるくん2月号への
感想・ご意見など（※150字程度まで）

　②10ページのクロスワードの答え
　③住所・氏名・年齢・電話番号

※「なみまるおたより箱」には①からご紹介します。ご応募いた
だいた方の個人情報は、図書カード進呈や、お便り、写真、
イラスト等の掲載（氏名、年齢、市町村名）にのみ使用いた
します。写真やイラストは、返却できませんのでご了承ください。

編集部からのお知らせ

〈宛先〉 2月19日までにお送りください。　
（郵便） 〒060-0003
　　　 札幌市中央区北３条西７丁目１番地
　　　 北海道ぎょれん 営業企画部 広報担当

（ＦＡＸ） 011（271）0843
（電子メール） info@gyoren.or.jp

北
海
道
は
本
格
的
に
冬
で
す
ね
。お
で
ん

や
鍋
な
ど
、暖
か
い
も
の
を
食
べ
て
元
気
で

冬
を
乗
り
切
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
ね
！

（
札
幌
市
　
橋
本
光
江
さ
ん
）

今
年
は
ア
キ
ア
ジ
が
た
く
さ
ん
と
れ
る
こ

と
を
願
っ
て
い
ま
す
。魚
よ
〜
コ
イ
コ
イ
!!

（
別
海
町
　
地
吹
勝
典
さ
ん
　
28
歳
）

会
長
様
の「
未
来
に
継
ぐ
浜
づ
く
り
を
」読

み
ま
し
た
。よ
き
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
お

祈
り
い
た
し
ま
す
。「
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
」の

特
集
で
は
、在
職
中
胸
に
し
た
シ
ン
ボ
ル

マ
ー
ク
、懐
か
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。現
在

の
団
結
マ
ー
ク
は
な
ん
で
す
か
?!

（
島
牧
村
　
泉
谷
泰
三
さ
ん
　
88
歳
）

去
年
は
コ
ン
ブ
も
魚
も
全
然
だ
め
で
し
た
。

今
年
は
少
し
で
も
良
い
年
で
あ
り
た
い
と

思
い
な
が
ら…

。漁
が
あ
る
時
な
い
時
と
は

格
段
の
苦
し
み
が
あ
り
、と
て
も
大
変
な
も

の
で
す
ね
。そ
れ
で
も
１
日
１
日
ガ
ン
バ
ラ

な
け
れ
ば
。お
た
が
い
み
ん
な
で
ガ
ン
バ
リ

ま
し
ょ
う
。

（
函
館
市
　
Ｋ
・
Ｔ
さ
ん
　
64
歳
）

「
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
」に
つ
い
て
の
紹
介
は
、

な
る
ほ
ど
〜
と
思
い
ま
し
た
！
！
よ
く
見

か
け
る
マ
ー
ク
や
、知
ら
な
か
っ
た
マ
ー
ク

な
ど
の
意
味
を
読
み
な
が
ら
マ
ー
ク
を
見

て
い
る
と
、知
る
事
が
な
か
っ
た
思
い
が
感

じ
取
れ
て
、と
て
も
よ
か
っ
た
で
す
。

（
初
山
別
村
　
細
野
京
子
さ
ん
　
61
歳
）

昨
年
も
１
年
健
康
で
過
ご
す
事
が
出
来
ま

し
た
。今
年
も
体
に
気
を
付
け
て
仕
事
な

ど
を
頑
張
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

（
函
館
市
　
奥
ヶ
谷
順
子
さ
ん
　
72
歳
）

ふ
る
さ
と
納
税
の
返
礼
品
が
見
や
す
く

載
っ
て
い
て
、前
か
ら
興
味
が
あ
っ
た
の
で

参
考
に
な
り
ま
し
た
！
浜
の
お
か
あ
さ
ん

レ
シ
ピ
の
ほ
た
て
丼
が
す
ご
く
お
い
し
そ

う
で
し
た
☆

（
根
室
市
　
渡
辺
に
い
な
さ
ん
　
10
歳
）

今
年
は
雪
が
少
な
く
て
、良
い
と
思
っ
て
い

ま
し
た
ら
、一
月
中
頃
よ
り
降
り
ま
し
た
。

海
の
方
は
時
化
ば
か
り
で
す
。

（
泊
村
　
Ｙ
・
Ｋ
さ
ん
　
81
歳
）

　
暦
の
上
で
は
春
の
文
字
が
見
え
る
２
月

で
す
が
、毎
日
の
寒
さ
が
身
に
こ
た
え
ま

す
。し
か
し
、海
外
か
ら
は
、そ
の
寒
さ
や

雪
を
楽
し
み
に
訪
れ
る
方
が
多
い
た
め
、

冬
の
宿
泊
者
数
は
夏
よ
り
も
多
い
の
だ
と

か
。２
月
は
さ
っ
ぽ
ろ
雪
ま
つ
り
を
始
め
、

道
内
各
地
で
冬
の
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ

ま
す
。海
外
の
方
に
な
ら
っ
て
、春
ま
で
あ

と
少
し
、冬
の
季
節
を
楽
し
ん
で
み
よ
う

か
と
思
う
こ
の
頃
で
す
。           

（
工
藤
）

　　
こ
の
時
期
、北
海
道
の
ス
ー
パ
ー
で
は

鬼
の
お
面
と
共
に
落
花
生
が
陳
列
さ
れ
ま

す
が
、道
外
出
身
で
、節
分
の
豆
＝
煎
っ
た

大
豆
だ
っ
た
私
に
は
と
て
も
衝
撃
的
で
し

た
。調
べ
て
み
る
と
、落
花
生
は
雪
国
で
多

い
そ
う
。拾
い
や
す
く
て
衛
生
的
、と
い
う

何
と
も
合
理
的
な
理
由
の
様
で
す
。一
方
、

柊
鰯
は
全
国
的
。昨
年
は
釧
路
で
豊
漁
と

な
っ
た
鰯
で
す
が
、古
く
か
ら
身
近
な
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
を
感
じ
ま
す
ね
。   

（
矢
幡
）

編
集
後
記

今月の
1枚

漁
師
の
皆
様
に
は
安
全
操
業
で
有
り
ま
す

様
に
祈
願
し
て
い
ま
す
。

（
函
館
市
　
Ｈ
・
Ｓ
さ
ん
　
38
歳
）

〈
編
集
部
か
ら
〉
厚
瀬
漁
港
か
ら
は
、後
志

路
景
１
０
０
選
に
入
る
本
目
岬
が
見
え
る

そ
う
で
す
ね
。

公益社団法人 北海道海難防止・水難救済センター

無 理 す る な  ゆ と り の 心 で  海 難 ゼ ロ

タイトル：新年を迎えた厚瀬漁港
今年も豊漁であれ
（島牧村　泉谷泰三さん）

みなさんのお便りでつくる
ページです。

なみまる

おたより箱

fr
om

 readers
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・甘えび（むき身）
                  ・・・１５０ｇ
・ひき肉・・・１００ｇ
・しょうが・・・２個
・塩こしょう・・・適量
・ごま油・・・小さじ１
・酒・・・小さじ１

・ワンタンの皮・・・２０枚
・白菜・・・３枚
・生しいたけ・・・２個
・小ねぎ・・・適量
・鶏がらスープの素
　　　　　　・・・小さじ４
・水・・・３カップ

今回は「甘えびのワンタンスープ」をご紹介します。

えびの甘みとひき肉のうまみを、シンプルなスープ

が引き立たせます。お好みの冬野菜をさらに加えれ

ば、ボリュームも栄養も満点です。しょうがが入って

いるので、寒さの厳しい時期にはぴったりですね。

材料（4人分）

北の魚情報がぎっしり！北海道ぎょれんウェブサイト

www.gyoren.or.jp

北海道ぎょれん広報
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［うみ・なかま コミュニケーション］ 2
2016

甘えびの
ワンタンスープ

体の芯からあったまる！ 冬にオススメのあったかレシピ

浜のおかあさん

レシピ

甘えびを粘りが出るまで包丁でたたいて細かくし、
ひき肉を加える。しょうがのしぼり汁、塩こしょう、
ごま油、酒で味付けし、よく混ぜる。
ワンタンの皮の真ん中に①を少量とり、皮を三角に
折り、水をつけてしっかり閉じる。
白菜、生しいたけは一口大に切り、小ねぎは小口切
りにする。
水に溶かした鶏がらスープを煮立てて②のワンタ
ンを入れ、浮き上がってきたら白菜、生しいたけの
順に入れる。塩（分量外）で味を調え、小ねぎをちら
したら出来上がり。

❶

❷

❸

❹

作り方

2
2016
No.328

新星マリン漁協

津川ルミ子さん

特集
第61回 全道青年・女性漁業者交流大会
平成27年度 北海道昆布漁業に関する懇談会


