


線路は続くよ
ー地域をつなぐ鉄道の新しいありかたとはー

東北沿岸を襲った
台風19号

台風 19 号
被災による
緊急企画

僕たちは「海と希望」という名の
列車を待つことにした

　
近
年
、
度
重
な
る
台
風
や
集
中
豪
雨
に
よ
る
被

害
が
続
く
日
本
列
島
。
二
〇
一
九
年
十
月
十
二
日

に
上
陸
し
た
台
風
十
九
号
は
、
関
東
甲
信
越
、
東

北
地
方
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
死

者
、
行
方
不
明
者
は
1
0
0
余
名
に
及
び
、
河

川
の
決
壊
、
住
宅
浸
水
、
土
砂
災
害
、
断
水
、
停

電
な
ど
の
被
害
が
各
地
で
起
こ
り
ま
し
た
。
東
北

沿
岸
で
は
、
サ
ケ
の
ふ
化
場
が
被
災
し
た
地
域
も

あ
り
ま
す
。
昨
春
全
線
が
開
通
し
た
三
陸
鉄
道
リ

ア
ス
線
（
以
下
、三
鉄
）
も
大
き
な
被
害
を
受
け
、

運
休
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。
　

　
実
は
、
台
風
襲
来
前
、
東
京
大
学
の
社
会
科
学

研
究
所
（
以
下
、
社
研
）
と
大
気
海
洋
研
究
所 

国
際
沿
岸
海
洋
研
究
セ
ン
タ
ー
（
以
下
、
沿
岸
セ

ン
タ
ー
）
に
よ
る
地
域
連
携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
海

と
希
望
の
学
校
in
三
陸
」（
p2
参
照
）
で
は
、
三

鉄
の
ご
協
力
に
よ
り
、「
海
と
希
望
の
学
校
on
三

鉄
」
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
て
い
ま
し
た
。

被
災
に
よ
り
や
む
な
く
延
期
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
が
、
釜
石
情
報
交
流
セ
ン
タ
ー
で
開
催
さ
れ

た
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
で
三
鉄
の
中
村
一
郎
社
長
を

ゲ
ス
ト
に
お
招
き
し
、
台
風
被
害
か
ら
復
旧
に
向

け
た
課
題
な
ど
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
海
と
共
に
あ
る
こ
の
地
域

に
と
っ
て
、
新
た
な
鉄
道
の
役
割
と
は
何
か
を
参

加
者
同
士
で
語
り
合
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
今

回
は
、
そ
の
様
子
を
お
伝
え
し
ま
す
。
　

　
ま
た
、
今
回
の
台
風
の
特
徴
や
気
候
変
動
に
つ

い
て
、
本
研
究
所
の
元
所
長
で
気
象
学
が
専
門
の

新
野 

宏 

名
誉
教
授
に
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

トークイベント
section 1

インタビュー
section 2
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宮
古
ー
釜
石
駅
間
が
Ｊ
Ｒ
山
田
線
か
ら
移
管
し
、
三
陸
鉄

道
リ
ア
ス
線
と
な
っ
て
、
全
線
開
通
し
た
の
が
二
〇
一
九
年
三

月
二
三
日
の
こ
と
。
そ
れ
か
ら
半
年
あ
ま
り
、
多
く
の
人
が

三
鉄
を
利
用
し
て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
十
月
一
二
日
か
ら

一
三
日
に
か
け
て
台
風
一
九
号
が
襲
来
。
三
鉄
も
、
釜
石
ー
両

石
駅
間
の
釜
石
ト
ン
ネ
ル
内
へ
の
土
砂
流
入
や
、岩
手
船
越
ー

織
笠
駅
間
の
路
盤
の
流
出
（
写
真
1
参
照
）
な
ど
、
大
小
合

わ
せ
て
九
三
箇
所
に
及
ぶ
被
害
が
発
生
し
ま
し
た
。
十
一
月

の
時
点
で
通
常
運
行
が
で
き
て
い
た
の
は
旧
南
リ
ア
ス
線
区

間
の
釜
石
ー
盛
駅
間
と
宮
古
ー
田
老
間
の
み
で
、
７
割
が
運

行
で
き
な
い
状
態
で
し
た
。
そ
の
後
、
徐
々
に
運
転
が
再
開

さ
れ
ま
し
た
が
（
Ｐ
５
の
図
を
参
照
）、
運
転
で
き
な
い
区
間

は
代
行
バ
ス
に
よ
る
運
行
を
続
け
て
い
る
状
態
で
し
た
。

　
二
〇
一
九
年
十
一
月
一
六
日
（
土
）、
釜
石
情
報
交
流
セ
ン

タ
ー
ラ
ウ
ン
ジ
で
開
催
さ
れ
た
危
機
対
応
学
*1
ト
ー
ク
イ
ベ

ン
ト
「
線
路
は
続
く
よ
」（
写
真
2
）
で
は
、
三
鉄
の
中
村
一

郎
社
長
を
メ
イ
ン
ゲ
ス
ト
に
、
当
初
は
東
日
本
大
震
災
で
の

危
機
対
応
に
つ
い
て
お
話
い
た
だ
く
予
定
で
し
た
。
し
か
し
、

こ
の
日
は
予
定
を
変
更
し
て
、
台
風
一
九
号
に
よ
る
こ
う
し

た
被
害
の
状
況
と
、
運
行
状
況
、
今
後
の
復
旧
見
込
み
な
ど

に
つ
い
て
お
話
を
い
た
だ
く
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

　
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
で
お
話
い
た
だ
い
た
中
村
社
長
に
よ
る

と
、
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
の
試
合
が
行
わ
れ
た
九
月

二
五
日
に
は
、
ス
タ
ジ
ア
ム
の
あ
る
鵜
住
居
駅
を
利
用
さ
れ

た
方
が
三
千
人
に
及
ん
だ
そ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
次
の
試
合

が
予
定
さ
れ
て
い
た
十
月
一
三
日
は
台
風
で
中
止
に
な
り
、

鉄
道
の
利
用
も
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
近
隣
の
ホ
テ
ル
や

旅
館
の
宿
泊
キ
ャ
ン
セ
ル
も
相
次
ぎ
、
地
域
全
体
の
観
光
業

も
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
ま
し
た
。
中
村
社
長
の
元
に
は
、

〝
三
鉄
が
動
か
な
い
こ
と
で
お
客
さ
ん
が
減
っ
て
し
ま
っ
た
〞

〝
風
景
や
海
の
幸
な
ど
三
陸
全
体
の
魅
力
で
お
客
さ
ん
が
き

て
く
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
け
ど
、
三
鉄
の
要
素
が
大
き

い
の
だ
と
わ
か
っ
た
。
三
鉄
あ
っ
て
の
三
陸
と
わ
か
っ
た
〞

と
い
っ
た
三
鉄
の
必
要
性
や
復
旧
を
望
む
声
が
寄
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
中
村
社
長
は
、
沿
線
地
域
の
住
民
や
観
光
客
か
ら
寄
せ
ら

れ
る
切
な
る
声
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
、
何
と
か
前
を
向
い
て

進
む
し
か
な
い
!
と
、
社
員
一
丸
と
な
っ
て
復
旧
に
向
か
っ

て
奮
闘
中
で
あ
る
と
の
こ
と
。

「
三
鉄
と
ほ
ぼ
並
走
し
て
、
高
速
道
路
（
三
陸
沿
岸
道
路
）

も
開
通
し
ま
し
た
が
、単
な
る
移
動
手
段
の
比
較
で
い
う
と
、

我
々
に
は
分
が
な
い
感
じ
が
し
ま
す
。
久
慈
か
ら
盛
ま
で
の

全
区
間
を
三
鉄
で
移
動
し
た
ら
4
時
間
半
か
か
り
ま
す
。
し

か
し
、
全
線
を
乗
車
し
て
み
た
い
、
と
い
う
観
光
目
的
の
お

客
様
も
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
」

　
震
災
か
ら
よ
う
や
く
復
活
し
た
と
思
っ
た
の
に
、
度
重
な

る
災
害
に
遭
い
、
そ
れ
で
も
再
び
、
三
た
び
と
頑
張
れ
る
の

は
な
ぜ
?　
と
た
ず
ね
る
と
、
お
年
寄
り
や
高
校
生
、
特
に

毎
日
通
学
で
利
用
す
る
高
校
生
に
と
っ
て
は
な
く
て
は
な
ら

な
い
足
で
、
死
活
問
題
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
東
日
本
大
震

災
の
五
日
後
に
久
慈
ー
陸
中
野
田
駅
間
が
開
通
し
た
時
に

は
、
沿
線
の
皆
さ
ん
に
勇
気
を
与
え
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
こ

と
を
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
久
慈
市
在
住
の

宇
部
京
子
さ
ん
が
作
詞
さ
れ
た
「
走
れ
!
三
陸
鉄
道
」
の
歌

詞
を
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

♪ 

じ
ょ
っ
ぱ
れ 

け
っ
ぱ
れ 

く
じ
け
る
な
…

台
風
で
被
災
し
た
方
々
へ
の
勇
気
づ
け
に
な
る
よ
う
、
早
く

復
旧
さ
せ
た
い
と
い
う
胸
の
内
を
語
り
、
最
後
に
見
せ
て
く

だ
さ
っ
た
の
は
、
桜
の
木
の
下
を
車
両
が
走
る
吉
里
吉
里
駅

の
風
景
（
写
真
3
）
で
し
た
。

「
同
じ
よ
う
に
桜
の
下
を
走
る
三
鉄
を
、
来
春
も
み
な
さ
ん

に
ご
覧
い
た
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　
中
村
社
長
の
次
に
登
場
し
た
の
は
、
沿
岸
セ
ン
タ
ー
の
北

川
貴
士
准
教
授
。
大
槌
町
に
あ
る
沿
岸
セ
ン
タ
ー
が
、
釜
石

市
を
拠
点
に
活
動
す
る
社
研
と
開
始
し
た
「
海
と
希
望
の
学

校
in
三
陸
」
と
い
う
地
域
連
携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
お

話
を
し
ま
し
た
。

　
実
は
、
今
年
度
の
目
玉
と
し
て
、
三
鉄
の
ご
協
力
に
よ
る

イ
ベ
ン
ト
を
予
定
し
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
名
も
「
海
と
希

望
の
学
校
on
三
鉄
」。
貸
切
列
車
で
車
窓
を
眺
め
な
が
ら
、
各

湾
で
採
れ
る
ワ
カ
メ
を
味
わ
い
、
海
や
地
域
の
勉
強
を
す
る
、

そ
ん
な
企
画
で
す
。
そ
の
リ
ハ
ー
サ
ル
を
こ
の
ト
ー
ク
イ
ベ

ン
ト
の
翌
日
に
行
い
、
本
番
を
年
明
け
に
迎
え
る
予
定
で
し

た
が
、
台
風
で
や
む
な
く
延
期
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
海
と
希
望
の
学
校
は
、
海
を
ベ
ー
ス
に
し
た
ロ
ー
カ
ル
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
再
構
築
を
通
じ
て
、
地
域
に
希
望
を
育

む
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
様
々
な
活
動
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。
例
え
ば
、
沿
岸
セ
ン
タ
ー
を
使
っ
て
大

槌
学
園
の
子
ど
も
た
ち
に
よ
る
ふ
れ
あ
い
体
験
や
釜
石
高
等

学
校
S
S
H
*2

の
研
修
な
ど
を
行
っ
た
ほ
か
、
唐
丹
中
学

校
に
は
教
員
が
出
張
し
、
海
が
見
下
ろ
せ
る
教
室
で
授
業
を

行
い
ま
し
た
（
写
真
4
・
5
）。
三
陸
を
ベ
ー
ス
に
研
究
を

続
け
、
皆
さ
ん
と
出
会
う
中
で
、
地
域
ご
と
の
豊
か
な
特
徴

や
発
見
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

　
北
川
准
教
授
は
そ
う
し
た
活
動
を
紹
介
し
た
上
で
、
鉄
道

が
運
ぶ
の
は
、
人
や
物
だ
け
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
?
と

提
言
し
ま
し
た
。

「
新
た
な
鉄
道
の
あ
り
方
、地
域
鉄
道
の
存
在
意
義
を
、益
々

発
信
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。」

　
中
村
社
長
と
北
川
准
教
授
の
ト
ー
ク
を
受
け
て
、
モ
デ

トークイベント線路は続くよ
「海と希望の学校 on 三鉄」の企画を
紹介する北川准教授。もの悲しいサイ
レントムービーのように始まったかと
思いきや、会場は笑いに包まれました。

織笠駅から岩手船越駅間の三陸鉄道の
線路被害（2019.11.15 撮影）
大雨により、路盤が流出してレールが
宙吊りに。山から流れ出る水を排水し
きれませんでした。

*1 危機対応学（東京大学社会科学研究所）……社会に発生する様々な危機について、そのメカニズムと対応策を社会科学の観点から考察する新たな学問で、
2016年度から社研が釜石市を研究拠点の一つとして取り組むプロジェクト。詳しくは https://web.iss.u-tokyo.ac.jp/crisis/

線路は続くよ
ー地域をつなぐ鉄道の新しいありかたとはー

中村 一郎
（なかむら いちろう）

三陸鉄道リアス線 
代表取締役 社長
オフの日の楽しみ
は三鉄に乗車して
読書すること

北川 貴士
（きたがわ たかし）

東京大学大気海洋
研究所 国際沿岸海
洋研究センター 准
教授
海と希望の学校担
当。専門はサケ科魚
類、マグロ・カツオ類

中村 尚史
（なかむら なおふみ）

東京大学社会科学
研究所 副所長　
近代日本の鉄道業
の発展や地域産業
に関する研究を行
う。専門は日本経
済史・経営史

玄田 有史
（げんだ ゆうじ）

東京大学社会科学
研究所 教授
2016 年度より危
機対応学プロジェク
トリーダー。専門は
労働経済学

トークイベント
section 1

トークメンバー

唐丹湾を見下ろす唐丹中学校の校舎から
校舎は小学校と隣接。木造建築で、とても気
持ちが良い。

希望学の授業を対話型で行う玄田有史教授と
唐丹中学校の生徒たち

桜が満開の吉里吉里駅のホームと三陸鉄道の
車両
2019年4月 撮影：三陸鉄道　冨手 淳 氏

桜
が
咲
く
頃
、
三
鉄
が
走
る
姿
を

湾
ご
と
に
違
う
海
の
恵
み

海
と
希
望
の
学
習
列
車
を
企
画
中
!

鉄
道
が
運
ぶ
も
の
と
は
?

*2 SSH（スーパーサイエンスハイスクール）……文部科学省が平成14年度から実施している事業で、将来の国際的
な科学技術人材を育成することを目指し、理数系教育に重点を置いた研究開発を行うもの。

三陸鉄道のホームページから、現状を確認できます。
三陸鉄道への寄付の受付も行なっています。
●銀行振込先：岩手銀行宮古中央支店　普通口座　
2105683 三陸鉄道株式会社 代表取締役社長 中村一郎
●Yahoo ネット募金「令和元年台風19号による三陸
鉄道被災への支援募金」も開設されています。
https://donation.yahoo.co.jp/detail/5242001
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通常運行

代行バス運行
2020 年 3 月中の
復旧予定

2020 年
1/16 復旧

11/28 復旧

10/15 復旧

2019 年
12/28 復旧

代行バス運行
2020 年 3 月中の
復旧予定

【被害】
トンネル内
土砂流入

【被害】
路盤流出

【被害】
踏切付近の
のり面崩壊

【被害】
トンネル内
土砂流入

【被害】
土砂流入
道床流出

出発 &終着駅
スタジアムが
すぐ！

山田湾と
船越湾が左右に
見られる！

折り返し地点
お弁当は宮古で

写真1

写真2

写真4 写真3

写真5

レ
ー
タ
ー
を
務
め
る
中
村
尚
史
教
授
が
投
げ
か

け
ま
し
た
。

「
三
鉄
が
運
ぶ
も
の
は
人
や
物
だ
け
で
は
な
い
、

と
す
る
と
、
そ
れ
は
何
だ
ろ
う
? 

私
は
、
誇

り
と
か
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
っ
た
も
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
鉄
道
が
走
っ
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
地
域
の
地
域
ら
し

さ
が
存
在
す
る
、
と
い
う
側
面
が
あ
る
の
で

は
?
」

　
そ
こ
か
ら
は
「
三
鉄
の
魅
力
」
や
、
鉄
道
な

ら
で
は
と
い
っ
た
良
さ
に
つ
い
て
、
会
場
か
ら

様
々
な
声
が
上
が
り
ま
し
た
。

三陸鉄道リアス線の被害と復旧・運行状況　&海と希望の学校 on三鉄の運行予定区間

三
陸
鉄
道
の
台
風
被
害
と

ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
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私
た
ち
は
、
海
と
希
望
と
い
う
名
の
列
車
に
皆
さ
ん
と
乗

車
で
き
る
日
を
楽
し
み
に
待
つ
こ
と
に
し
ま
し
た
。
三
鉄
が

全
線
開
通
し
た
ら
「
海
と
希
望
の
学
校
on
三
鉄
」
の
企
画
も

ボ
リ
ュ
ー
ム
ア
ッ
プ
し
て
、
必
ず
募
集
を
か
け
ま
す
。
ぜ
ひ

ご
参
加
く
だ
さ
い
!

十
月
一
二
〜
一
三
日
に
か
け
て
日
本
列
島
に

上
陸
し
た
台
風
一
九
号
が
、
関
東
甲
信
越
と

東
北
地
方
に
大
雨
を
も
た
ら
し
た
の
は
な
ぜ

で
す
か
?

一
番
大
き
な
理
由
は
、
台
風
が
大
型
で
、
強
い

勢
力
を
保
っ
た
ま
ま
、
上
陸
し
て
き
た
こ
と
で

す
。
台
風
は
反
時
計
回
り
の
渦
な
の
で
、
台

風
の
東
側
で
は
、
南
風
で
湿
っ
た
空
気
が
北

に
運
ば
れ
、
台
風
の
北
側
で
は
向
き
を
変
え
て
東
風
に

な
り
ま
す
。
関
東
で
は
そ
の
東
風
が
西
側
の
山
地
に
あ

た
り
、
斜
面
に
沿
っ
て
持
ち
上
げ
ら
れ
、
雲
が
発
達
し

て
、
雨
が
た
く
さ
ん
降
り
ま
し
た
。
東
北
で
も
阿
武
隈
山

地
や
北
上
山
地
の
東
側
斜
面
に
空
気
が
ぶ
つ
か
っ
て
、
持

ち
上
げ
ら
れ
、
大
雨
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
台
風
が

大
型
で
、
こ
の
時
期
と
し
て
は
移
動
速
度
が
遅
く
、
同
じ

気
象
状
況
が
長
続
き
し
た
た
め
、
大
雨
を
も
た
ら
し
た
の

で
す
。

　
今
回
は
関
東
の
沖
の
海
面
水
温
が
平
年
に
比
べ
て
1
〜

2
度
高
か
っ
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
、
台

風
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
は
、
台
風
の
中
で
水
蒸
気
が
雲
粒
に
な

る
と
き
に
出
る
熱
な
の
で
す
が
、
海
面
水
温
が
高
い
と
海
面

か
ら
よ
り
多
く
の
熱
や
水
蒸
気
を
も
ら
う
た
め
、
勢
力
を
維

持
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
こ
う
し
て
、
台
風
は
勢
力

を
維
持
し
つ
つ
、
水
蒸
気
を
た
く
さ
ん
含
ん
だ
空
気
を
運
ん

で
き
て
大
雨
を
降
ら
せ
た
の
で
す
。

海
面
水
温
が
関
係
あ
る
の
か
。
東
北
地
方
を
襲
う

台
風
や
大
雨
も
増
え
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま

す
が
…

過
去
の
記
録
を
調
べ
て
み
ま
し
た
が
、
釜
石
市

の
二
四
時
間
雨
量
の
最
高
記
録
は
、
一
九
七
九

年
十
月
の
台
風
二
〇
号
に
よ
る
3
3
2
㎜
で
、

今
回
（
2
8
5.
5
㎜
）
よ
り
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

台
風
は
日
本
の
南
海
上
で
一
番
発
達
し
た
と
き
に
は
最
低
気

圧
が
8
7
0
ヘ
ク
ト
パ
ス
カ
ル
の
す
ご
く
強
い
台
風
で
し

た
。
一
方
、山
田
町
で
は
、七
九
年
の
台
風
は
2
0
2
㎜
で
、

今
回
が
3
2
4
㎜
で
し
た
。
も
っ
と
も
宮
城
県
の
丸
森
で

は
、
今
回
4
2
0.
5
㎜
と
過
去
の
最
高
記
録
の
二
倍
以

上
の
雨
量
な
の
で
、
こ
れ
か
ら
そ
の
原
因
を
よ
く
調
べ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
基
本
的
に
は
、
東
北
地
方
に

南
西
か
ら
台
風
が
近
づ
い
て
き
て
東
寄
り
の
風
が
山
地
に
吹

き
つ
け
る
と
き
に
は
大
雨
が
降
り
や
す
く
、
今
回
が
特
別
と

メーユ通信ではこれまで、東北マリンサイエン
ス拠点形成事業の課題である震災後の海の回
復過程についてお伝えしてきましたが、今回の
台風についても、大気海洋研究所としてお伝え
しなくてはなりません。海と空や、私たちを取
り巻く環境のこと、これからのことを、みなさ
んと考えていきたいと思います。

台風が東北沿岸に大雨をもたらすしくみ
海から運ばれる水蒸気の量は風速に比例する。水温が 1℃上がると、
空気が含むことのできる水蒸気の量は約7%増える

阿
武
隈
山
地

奥
羽
山
脈

北
上
山
地

台
反時計回りの渦反時計回りの渦

海面水温が高いと台風
の勢力が衰えず、水蒸
気がたくさん運ばれる

南からの風が台風の
北側で東風になる

風が山地にぶつかり、空気
が持ち上げられて雲が発達

北
東

南
西

＊例えば、熱い
スープを覚ます
ために息を吹き
かけるとき…

吹きかけた空気
は熱と水蒸気を
もらっています

岩手県の総降水量分布図（mm）
表は主な地点
期 間：2019 年 10 月 11 日
15時～ 13日 15時
盛岡地方気象台 岩手災害時気
象資料

東北沿岸を襲った
台風19号

■東京大学大気海洋研究所 
名誉教授　
2011～ 2014年度所長
専門分野は気象学

新野 宏（にいの ひろし） 名誉教授に聞く

新 野

新 野

メーユ

　
ま
た
、
三
鉄
を
ど
の
よ
う
に
利
用
し
た
い
か
と
い
う
ア
イ

デ
ィ
ア
に
話
題
が
及
び
、
全
国
か
ら
ア
イ
デ
ィ
ア
を
募
っ
た

ら
よ
い
、と
い
っ
た
案
も
出
て
き
ま
し
た
。玄
田
有
史
教
授
は
、

「
三
鉄
は
三
陸
の
象
徴
。地
域
は
た
く
さ
ん
の
小
ネ
タ
を
持
っ

て
い
る
。
そ
れ
こ
そ
が
地
域
を
元
気
に
す
る
と
思
い
ま
す
」

と
話
し
ま
し
た
。

　
会
場
に
は
、
海
と
希
望
の
学
校
の
体
験
授
業
を
き
っ
か
け

に
交
流
を
続
け
て
い
た
、
宮
古
市
立
重
茂
中
学
校
の
先
生
方

も
見
え
て
い
ま
し
た
。
最
後
に
佐
々
木
匡
人
副
校
長
か
ら
、

こ
ん
な
発
言
も
飛
び
出
し
ま
し
た
。

「
重
茂
中
で
は
教
育
目
標
を
〝
た
く
ま
し
く
心
豊
か
な
生
徒
〞

と
掲
げ
て
い
ま
し
た
が
、
改
定
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
震
災

を
経
て
、
漁
業
を
中
心
に
復
興
し
た
故
郷
は
、
海
と
生
活
を
共

に
し
、今
後
も
試
練
を
受
け
な
が
ら
変
化
し
て
い
く
で
し
ょ
う
。

そ
れ
ら
に
負
け
な
い
人
間
を
育
て
た
い
。
新
年
度
か
ら
は
〝
海

に
学
び
、
海
を
愛
す
る
た
く
ま
し
い
人
間
〞
に
変
え
ま
す
!
」

走れ ! 三
さ　ん　て　つ

陸鉄道
（作詞 / 宇部京子　作曲 / 上田 益）
あの日　吹きすさぶ風の中
三鉄がやってきた
悲しみの灰色の空の下
傷つき壊れた線路を越えて
立ち上がり　泣きながら
警笛鳴らしやってきた
奇跡のようね
僕らを慰め励まし　勇気をくれた
走れ　走れ !　三鉄
リアスの荒海　一本につないで
未知なる空へ
つながれ　つながれ　分かち合え
君と僕と明日のあなたへ
じょっぱれ　けっぱれ　くじけるな
僕らの町の三陸鉄道

い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
と
こ
ろ
で
。
台
風
が
近
く
に
や
っ
て
く
る
の
か
ど
う
か
、

台
風
の
コ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
日
本
付
近
の
高
気
圧
や
低
気

圧
の
分
布
、
つ
ま
り
気
圧
配
置
と
台
風
が
や
っ
て
く
る
タ
イ

ミ
ン
グ
に
よ
っ
て
変
わ
る
の
で
、
偶
然
の
要
素
も
大
き
い
と

言
え
ま
す
。
例
え
ば
一
九
五
九
年
の
伊
勢
湾
台
風
と
六
一
年

の
第
二
室
戸
台
風
は
、
ど
ち
ら
も
過
去
に
日
本
に
上
陸
し
た

台
風
と
し
て
は
記
録
に
残
る
非
常
に
強
い
台
風
で
し
た
が
、

そ
れ
以
来
、
こ
れ
よ
り
も
強
い
台
風
は
上
陸
し
て
い
ま
せ

ん
。
こ
れ
ほ
ど
強
い
台
風
が
二
〜
三
年
の
間
に
似
た
よ
う
な

コ
ー
ス
を
た
ど
っ
て
関
西
に
き
て
、
大
き
な
災
害
を
も
た
ら

す
こ
と
は
極
め
て
稀
の
よ
う
に
思
え
ま
す
が
、
実
際
六
〇
年

前
に
は
起
き
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
今
回
が
何
か
特

別
な
事
例
と
考
え
る
よ
り
は
、
こ
う
し
た
台
風
は
ど
こ
で
も

新 野

や
っ
て
来
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
だ
と
考
え
た
方
が
良
い
で

し
ょ
う
。

地
球
温
暖
化
と
台
風
は
関
係
し
て
い
な
い
の
で
す

か
?

　
温
暖
化
が
進
む
と
気
候
が
変
わ
る
の
で

し
ょ
う
?

 

I
P
C
C（
気
候
変
動
に
関
す
る
政
府
間
パ
ネ
ル
）

の
報
告
書
に
よ
る
と
、
世
界
平
均
の
地
上
気
温
は

一
八
八
〇
年
〜
二
〇
一
二
年
の
期
間
に
0.
8
5

度
上
昇
し
て
き
て
お
り
、
一
九
五
一
年
〜
二
〇
一
〇
年
の
地
上

気
温
の
上
昇
の
半
分
以
上
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
濃
度
の
人
為

的
増
加
と
そ
の
他
の
人
為
起
源
強
制
力
に
よ
っ
て
引
き
起
こ

さ
れ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

本
研
究
所
の
研
究
者
た
ち
は
、
大
気
と
海
洋
の
過
去
の
状

態
を
物
理
法
則
に
し
た
が
っ
て
再
現
し
、
ま
た
将
来
の
状
態

を
予
測
す
る
、
非
常
に
複
雑
な
数
値
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
モ

デ
ル
（
以
下
、
モ
デ
ル
）
を
作
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
モ
デ
ル

を
用
い
る
と
観
測
さ
れ
た
過
去
の
気
温
の
変
化
な
ど
は
、
良

く
再
現
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ

インタビュー
section 2

の
よ
う
な
モ
デ
ル
を
使
っ
て
、
今
後
、
も
し
二

酸
化
炭
素
を
出
し
続
け
る
と
ど
の
よ
う
に
気
候

が
変
わ
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
や
、
地
球
温

暖
化
が
進
ん
だ
と
き
に
熱
帯
低
気
圧
（
台
風
は

北
西
太
平
洋
の
「
熱
帯
低
気
圧
」
の
呼
称
で
す

が
、以
下
で
は「
台
風
」と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
す
）

が
ど
う
変
わ
る
か
を
研
究
し
て
い
ま
す
。
本
研

究
所
の
佐
藤
正
樹
教
授
ら
の
研
究
で
は
、今
後
、

地
球
温
暖
化
が
進
む
と
、
全
球
的
に
見
て
台
風

の
数
は
減
る
が
、
強
い
台
風
が
増
え
る
と
い
う

結
果
が
出
て
お
り
、
世
界
の
他
の
機
関
の
研
究

で
も
似
た
結
果
が
多
い
情
勢
で
す
。

メーユ

メーユ

【
会
場
の
声
】　
●
景
色
。
ず
っ
と
海
岸
線
を
望
む
こ
と
が

で
き
る
。
海
岸
沿
い
を
く
ね
く
ね
と
、
ゆ
っ
く
り
走
る
区

間
も
あ
る
●
線
路
が
走
っ
て
い
る
高
さ
に
驚
き
。
道
路
か

ら
は
見
え
な
い
眺
め
が
見
え
る
●
汽
車
の
中
で
は
ド
ラ

マ
が
あ
る
。
通
学
途
中
の
高
校
生
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
物

語
が
あ
る
●「
待
つ
」
時
間
が
貴
重
●
待
つ
こ
と
で
考
え

る
こ
と
や
発
見
が
あ
る
。
気
づ
き
が
多
く
な
る
●
読
書
に

最
適
。
時
折
車
窓
を
眺
め
な
が
ら
リ
ラ
ッ
ク
ス
●
日
が

な
一
日
そ
こ
に
い
る
こ
と
が
で
き
る
●
た
ま
り
場
に
な

る
。
人
が
集
ま
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
駅
。
暖
を
と
ら
せ

て
も
ら
っ
た
●
人
と
の
交
流
が
あ
る
。
三
鉄
は
乗
降
の
際

に
運
転
手
さ
ん
と
や
り
と
り
し
、
毎
回
会
う
方
と
も
挨
拶

を
交
わ
す
●
仕
事
か
ら
家
庭
へ
気
持
ち
を
切
り
替
え
る
時

間
が
あ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
で
暮
ら
し
が
豊
か
に
な
る

●
癒
し
の
空
間
に
な
る
。
一
人
に
な
り
た
い
、
自
分
を
深

く
見
つ
め
た
い
、
と
い
う
時
に
も
よ
い
●
鉄
道
は
知
ら
な

い
と
こ
ろ
へ
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
る
。
希
望
の
存
在
。
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気象庁による洪水警報の危険度分布
（2019年 10月 13日午前 2時）

一
八
世
紀
半
ば
に
起
き
た
産
業
革
命
以

降
、
工
業
が
盛
ん
に
な
っ
て
、
大
量
の
石

炭
や
石
油
な
ど
の
化
石
燃
料
を
使
い
、
便

利
で
快
適
な
生
活
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
か
ら
、
二
酸
化
炭
素
な
ど
の
温
室
効

果
ガ
ス
が
大
気
中
に
増
加
し
、
地
球
規
模
の
気
温
の
上
昇
が
起

き
て
い
る
こ
と
じ
ゃ
。
自
然
の
状
態
で
存
在
す
る
温
室
効
果
ガ

ス
は
温
和
な
気
候
を
作
る
上
で
重
要
じ
ゃ
が
、
人
為
的
に
放
出

さ
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
本
来
の
気
候
の
状
態
を
変
え
つ
つ
あ
る

こ
と
が
問
題
な
ん
じ
ゃ
。

温
室
効
果
ガ
ス
に
は
、
地
表
面
が
出
す
熱

の
放
射
を
吸
収
し
て
大
気
を
暖
め
、
地

表
面
に
熱
の
放
射
を
戻
し
ち
ゃ
う
こ
と

で
、
地
表
面
を
暖
か
く
保
つ
性
質
が
あ

る
ん
だ
よ
。

温
室
効
果
ガ
ス
を
み
ん
な
で
減
ら
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
の
ね
!

そ
も
そ
も
地
球
温
暖
化
っ
て
?

メ
ー
ユ
の
ク
イ
ズ
に
チ
ャ
レ
ン
ジ

（
表
紙
参
照
）
の
答
え

温
室
効
果
ガ
ス

新 野

　
先
に
お
話
し
し
た
よ
う
に
、
台
風
は
ど
こ
に
で
も
来
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、
温
暖
化
が
進
ん
で
、
も
し
南
の
海

で
強
い
台
風
が
起
き
や
す
く
な
れ
ば
、
日
本
に
強
い
台
風
が

来
る
可
能
性
も
そ
れ
だ
け
増
え
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま

た
、
同
じ
台
風
が
や
っ
て
来
た
と
し
て
も
、
中
緯
度
の
海
面

水
温
も
上
が
っ
て
お
り
、
台
風
に
供
給
さ
れ
る
水
蒸
気
の
量

も
増
え
る
の
で
、日
本
付
近
に
来
て
も
台
風
は
衰
え
に
く
く
、

雨
の
量
も
増
え
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

大
雨
や
強
い
台
風
が
増
え
た
ら
困
る
わ
!
温
暖

化
が
進
ま
な
い
よ
う
に
し
な
い
と
!

そ
う
で
す
ね
。
雨
の
量
は
日
本
各
地
の
ア
メ
ダ

ス
（
気
象
庁
地
域
気
象
観
測
シ
ス
テ
ム
）
で
観

測
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
強
い
雨
の
起
こ
り
方
、

例
え
ば
1
時
間
雨
量
50
㎜
以
上
の
強
い
雨
が
1
年
間
に
ど
れ

く
ら
い
起
こ
る
か
、
と
い
う
統
計
を
と
る
と
、
明
ら
か
に
そ

の
頻
度
は
増
え
て
い
ま
す
。こ
れ
は
、地
球
温
暖
化
の
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
に
見
ら
れ
る
「
強
い
雨
が
増
え
る
」
傾
向
と
合

致
し
て
い
ま
す
。

　
猛
暑
や
大
雨
が
起
き
た
と
き
に
、
ど
こ
ま
で
が
地
球
温
暖

化
の
影
響
か
を
調
べ
る
こ
と
の
で
き
る
「
イ
ベ
ン
ト
ア
ト
リ

ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン
」（
ま
だ
適
当
な
日
本
語
訳
が
あ
り
ま
せ
ん
）

と
い
う
手
法
を
用
い
た
研
究
も
、
本
研
究
所
の
木
本
昌
秀
教

授
や
渡
部
雅
浩
教
授
の
グ
ル
ー
プ
が
行
っ
て
い
ま
す
。
例
え

ば
、
二
〇
一
六
年
夏
の
猛
暑
に
つ
い
て
は
、
地
球
温
暖
化
の

影
響
が
な
け
れ
ば
ほ
ぼ
起
こ
ら
な
か
っ
た
、
と
結
論
づ
け
ら

れ
ま
し
た
。
一
方
、
豪
雨
に
つ
い
て
の
評
価
は
こ
の
手
法
を

使
っ
て
も
簡
単
に
は
結
論
づ
け
ら
れ
な
い
の
で
す
が
、
様
々

な
考
察
か
ら
、
一
昨
年
の
西
日
本
豪
雨
で
は
7
%
程
度
が

温
暖
化
の
影
響
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
今
回
の
豪
雨
に
つ
い
て
も
同
様
の
研
究
が
進
め
ら
れ
る

も
の
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
仮
に
豪
雨
に
つ
い
て
温
暖
化
の

効
果
が
数
%
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
と

し
て
も
、
非
常
に
多
く
の
雨
が
降
っ
て
、
あ
と
少
し
で
堤
防

を
越
え
て
洪
水
が
起
き
そ
う
な
場
合
や
、
土
砂
崩
れ
が
起
き

そ
う
な
時
な
ど
に
は
、
そ
の
数
%
が
重
大
な
結
果
を
も
た

ら
す
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

私
た
ち
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
?

現
在
で
は
、
台
風
は
数
日
前
か
ら
近
づ
い
て
来

る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
、
気
象
庁
も
情
報
を
出

し
て
十
分
な
注
意
を
呼
び
か
け
ま
す
し
、
自
治

体
も
避
難
準
備
・
避
難
勧
告
・
避
難
指
示
な
ど
の
情
報
を
出

す
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
情
報
に
よ
く
注
意
し

て
、
早
め
に
適
切
な
避
難
を
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
ね
。
特

に
高
齢
の
方
や
、
体
が
不
自
由
な
方
は
早
め
に
避
難
す
る
、

ま
た
、
一
般
の
方
も
夜
は
危
険
な
の
で
、
空
振
り
に
終
わ
っ

て
も
明
る
い
う
ち
に
、
避
難
す
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
市
町

村
で
作
成
し
て
い
る
土
砂
災
害
警
戒
地
区
や
洪
水
の
ハ
ザ
ー

ド
マ
ッ
プ
で
、
自
分
の
い
る
場
所
が
ど
の
よ
う
な
危
険
性
を

持
っ
て
い
る
の
か
を
日
頃
か
ら
確
認
し
、
十
分
な
備
え
を
し

て
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
ね
。

　
気
象
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
危
険
度
分
布
と
い
う
情
報

も
出
し
て
い
ま
す
。
土
砂
災
害
、
浸
水
害
、
洪
水
の
危
険
度

の
分
布
が
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
土
砂
災
害
警
戒
区
域
や
洪
水
ハ

ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
重
ね
て
示
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
ら

の
情
報
も
有
効
に
活
用
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

新 野

メーユ

メーユ
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　イカナゴと言えば、瀬戸内海東部沿
岸の郷土料理「イカナゴのくぎ煮」が
有名です。神戸出身の知り合いなどは、
これを食べなきゃ春は来ないと言って
はばかりません。一方、大槌あたりで
熱狂的に支持されている風物詩の一つ
に「生シラス」があります。関東以西の
漁港などでもよく見かける名物ですが、
これらが春から秋までいつでも食べる
ことができるのに対し、三陸では春先
のごく短い期間に限定されます。この
違いは、黒潮沿いの地域では産卵期が
半年以上におよぶ南方系のカタクチイ
ワシなどを使うのに対し、三陸沿岸で
は冬場の2ヶ月ほどにだけ産卵する北
方系のイカナゴを使用するからです。
　「シラス」とは透き通った細長い仔
魚全般を指す言葉で、厳密に種類を特
定するものではありません。このため
同じ「生シラス」であっても、地域に
よって種類が異なるのです。呼び名や
利用方法は異なりますが、イカナゴは
春を告げる魚として地域の人々と深く
関わっています。

　日本沿岸に生息するイカナゴは、こ
れまで長く単一種として扱われてきま

した。しかし、1950年代より太平洋
側の仙台湾周辺および日本海側の鳥取
周辺を境に、脊椎骨数の最頻値を65
とする北方グループと63とする南方
グループの2つに分かれることが示唆
されていました。ただし、脊椎骨数の
重複する部分も多く、両者の分類学的
な取り扱いは十分に整理されていませ
んでした。ようやく2015年になって、
イカナゴ属魚類の大々的な分類学的再
検討が行われ、三陸周辺を含む北日本
には、より南に生息するイカナゴとは
異なる新種のオオイカナゴが生息する
ことが明らかにされました。
　こうした研究結果を受け、我々は大
槌湾を中心としたイカナゴの研究に着
手しました。しかし、別種であれば色
や形、遺伝子や生態などに明確な違い
があるはずですが、どうもこの差がはっ
きりしません。三陸沿岸のイカナゴの
素性については、あらためて慎重に検
討する必要がありそうです。

　イカナゴは海産魚で唯一、夏になる
と休眠する“夏眠”と呼ばれる珍しい

生態を持ちます。水温が 20度を越え
るようになると水深20-50m程度の海
底の砂に潜り込み、再び海水が冷たく
なる晩秋まで数ヶ月間も餌を食べずに
じっとしています。この夏眠中に成熟
して、夏眠があけてから産卵するので
す。ただ、その実態はわからないこと
だらけです。比較的研究の進んでいる
仙台湾では8月から12月がイカナゴ
の本格的な夏眠期ですが、北海道の個
体群は夏眠しないとされています。夏
眠と成熟の間にはどのような関係があ
るのでしょう？
　また、大槌を中心とする三陸沿岸で
は、イカナゴの夏眠場所や成熟、産卵
の実態はほとんど明らかになっていま
せん。そもそも、これまで異なる2種
が同一種と扱われてきたので、特に両
種の混在する北日本では従来のイカナ
ゴに関する知見がどちらの種に関する
ものか定かではありません。さらに興
味深いことに、温帯域である日本周辺
のイカナゴが高水温を引き金として夏
眠するのに対し、北太平洋や北大西洋
の高緯度域に生息する近縁種は低水温
によって冬眠を行います。

　こうして並べてみると、三陸沿岸の
春の風物詩「生シラス」について、今
のところ我々が知る唯一の間違いない
事実は「美味しい」ということだけか
もしれません。

東京大学 大気海洋研究所・国際沿岸海洋研究センター 
教授　青山 潤（あおやま じゅん）
大型魚類だけでなく海産哺乳類や海鳥の重要な
餌であるイカナゴは、高次の海洋生態系を支える鍵
となる種として知られています。しかも、冬眠ではな
く夏眠（かみん）をする珍しい魚です。
今回は、そんなイカナゴを三陸目線で紹介します。

イカナゴ 生き物
図鑑
NO.14

くぎ煮と生シラス

イカナゴ

異なる２種が存在する？ 
日本のイカナゴとは

写真 3：透明ビーズを入れた水槽を用いてイカナ
ゴの潜砂実験

夏に眠る魚

写真 2：漁獲されたイカナゴ

写真 1：大槌湾でのまき網によるイカナゴ漁

親

潮

黒
潮
系

暖水

図：地域によるイカナゴの食べ方の違い
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江
戸
時
代
の
南
部
藩
で
は
、
サ
ケ
漁
を
行
う
た
め
に
、

多
額
の
運
上
金
（
税
金
）
と
初
鮭
（
そ
の
年
の
最
初
に
捕

れ
る
サ
ケ
）
の
献
上
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、

一
部
の
有
力
な
商
家
し
か
サ
ケ
漁
は
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
明
治
に
入
っ
て
も
、
サ
ケ
漁
は
許
可
制
の
も
と
に
行

わ
れ
て
い
ま
し
た
（
写
真
1
）。
現
在
は
、
水
産
資
源
保

護
法
の
も
と
、
河
川
に
遡
上
し
た
サ
ケ
は
許
可
を
受
け
た

者
が
人
工
孵
化
放
流
に
利
用
す
る
こ
と
を
目
的
に
採
捕
で

き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
サ
ケ

は
時
代
ご
と
に
様
々
な
制
度
に
よ
っ
て
、
そ
の
捕
獲
が
規

制
さ
れ
て
お
り
、
誰
も
が
捕
れ
る
魚
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

　
現
在
、
私
は
東
北
地
方
に
お
け
る
サ
ケ
の
流
通
形
態
と
、

利
用
に
関
す
る
調
査
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
明
治

時
代
に
お
け
る
サ
ケ
の
流
通
を
調
査
す
る
に
あ
た
り
、
岩

手
県
県
北
地
域
に
位
置
す
る
田
野
畑
村
の
田
野
畑
村
民
俗

資
料
館
か
ら
提
供
を
受
け
た
「
有う

り利
嶋し

ま

沖お
き

鮭さ
け

建た

網あ
み

壱
丁
目

漁
場
台
帳
」
の
分
析
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
台
帳
は
田

野
畑
村
の
島
越
集
落
に
お
い
て
発
見
さ
れ
た
一
八
九
三 

、

九
四
年
の
定
置
網
漁
場
の
記
録
で
、
水
揚
台
帳
と
販
売
台

帳
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
販
売
台
帳
か
ら
サ
ケ
の
販
売
先
を
ま
と
め
る
と
、
多
く

が
村
外
に
流
通
し
て
い
ま
し
た
（
表
1
）。
流
通
先
を
調

べ
た
と
こ
ろ
、
一
八
九
三
年
は
ほ
と
ん
ど
が
岩
泉
の
商
家

へ
、
一
八
九
四
年
に
は
盛
岡
と
宮
古
へ
の
販
売
も
確
認
さ

れ
、
盛
岡
へ
の
販
売
先
に
は
「
中
野
源
助
」
と
呼
ば
れ
る

商
人
の
記
録
も
見
ら
れ
ま
し
た
（
写
真
2
）。
　

　
そ
こ
で
中
野
源
助
を
調
べ
る
と
、
盛
岡
に
拠
点
を
構

え
る
水
産
会
社
、
中
野
源
助
商
店
（
後
の
岩
手
魚
類
株

式
会
社
）
の
経
営
者
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
中

野
源
助
商
店
は
、
明
治
初
年
に
は
島
越
や
岩
泉
な
ど
、
現

在
の
岩
泉
町
や
田
野
畑
村
の
沿
岸
地
域
一
帯
か
ら
、
水
揚

げ
さ
れ
た
水
産
物
を
一
手
に
引
き
受
け
、
県
内
陸
部
へ
出

荷
し
て
い
ま
す
。
田
野
畑
か
ら
盛
岡
ま
で
は
、
羅ら

が賀
、
平ひ

ら

井い

が賀
、
島し

ま
の

越こ
し

、
小
本
、
下
岩
泉
、
岩
泉
、
尼あ

ま

額ひ
た
い、
二に

升し
ょ
う

石い
し

、
門か

ど

、
小
川
、
薮
川
、
庄し

ょ
う

ヶが

畑は
た

、
山
岸
、
盛
岡
と
い
う

経
路
を
辿
っ
て
い
ま
し
た
（
図
1
）。

　
盛
岡
に
集
め
ら
れ
た
水
産
物
は
、
さ
ら
に
八
戸
や
函
館

に
出
荷
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
わ
か
っ
て
き
ま
し

た
。
こ
う
し
た
流
通
を
見
る
と
、
田
野
畑
村
の
定
置
網
は

県
内
外
の
サ
ケ
市
場
を
支
え
る
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　 

一
八
八
七
年
に
お
け
る
サ
ケ
の
漁
獲
量
を
示
し
た
も
の

が
表
2
で
す
。
こ
の
表
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
田
野
畑

村
が
属
す
る
北
閉
伊
郡
の
サ
ケ
の
漁
獲
は
、
岩
手
県
全
体

の
10
％
程
度
を
占
め
る
も
の
で
し
た
。
さ
ら
に
北
閉
伊
郡

の
な
か
で
も
島
越
集
落
の
あ
る
田
野
畑
村
は
4
％
と
、
サ

ケ
の
希
少
性
は
非
常
に
高
か
っ
た
と
い
え
ま
す
。

　
田
野
畑
村
の
定
置
網
で
漁
獲
さ
れ
た
サ
ケ
の
7
割
か
ら

8
割
は
村
外
へ
流
通
す
る
一
方
で
、
村
内
へ
は
2
割
か
ら

3
割
程
度
で
し
た
。
サ
ケ
は
定
置
網
で
捕
れ
る
魚
の
な
か

で
も
高
価
な
魚
種
だ
っ
た
た
め
、
地
先
の
海
で
捕
れ
て
も
、

地
元
で
は
簡
単
に
手
に
入
れ
ら
れ
る
魚
で
は
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
状
況
は
田
野
畑
村
だ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
例
え
ば
、
国
際
沿
岸
海
洋
研
究
セ

ン
タ
ー
の
あ
る
大
槌
町
で
は
、
か
つ
て
「
軒
先
に
吊
る
さ

れ
て
い
る
新
巻
鮭
の
数
で
、
そ
の
家
の
裕
福
度
が
わ
か
っ

た
」
と
も
言
わ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　
サ
ケ
は
、
三
陸
の
水
産
業
の
み
な
ら
ず
地
域
経
済
に

と
っ
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
魚
で
す
。
そ
の
歴
史
は

今
も
昔
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。
流
通
技
術
の
発
達
や
人
工
孵

化
放
流
事
業
な
ど
の
技
術
革
新
を
経
て
、
サ
ケ
は
私
た
ち

に
と
っ
て
馴
染
み
深
い
魚
「
庶
民
の
魚
」
と
な
り
ま
し
た
。

田
野
畑
村
の
歴
史
文
書
は
、
三
陸
に
お
け
る
サ
ケ
の
昔
の

姿
の
一
端
を
見
せ
て
く
れ
る
も
の
で
し
た
。

「
高
価
な
魚
」か
ら「
庶
民
の
魚
」へ 

―
歴
史
文
書
か
ら
見
え
て
く
る
・
サ
ケ
の
昔
の
姿 

―

写真2：中野源助への販売記録
「鮭 五拾四本　盛岡中野源助売」と記されている

図1：明治初期の岩手県における水産物の主な
物流ルート

北閉伊郡郡別

表2：郡別および北閉伊郡における海産サケ漁獲尾数（1887年）
出典：海水・淡水産物統計表

新巻鮭
三陸の名産品「南部鼻曲がり鮭」を塩引きに
したもの

発新 見

岩
手
県
は
本
州
一
の
サ
ケ
の
漁
獲
地
で
す
。

三
陸
沿
岸
で
は
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
、

町
を
流
れ
る
河
川
に
サ
ケ
が
遡
上
す
る
姿
が
見
ら
れ
ま
す
。

日
常
に
溶
け
込
ん
だ
光
景
で
す
。

サ
ケ
と
い
う
と
現
在
の
日
本
の
食
卓
に
よ
く
並
ぶ
、

非
常
に
馴
染
み
深
い
「
庶
民
の
魚
」
と
い
う
印
象
を

お
持
ち
の
方
も
少
な
く
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

特
に
東
日
本
で
は
サ
ケ
は
年
取
魚
と
し
て
、

正
月
に
は
欠
か
せ
な
い
魚
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
サ
ケ
は
昔
か
ら

「
庶
民
の
魚
」
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

サ
ケ
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、

現
在
と
は
少
し
違
う
姿
が
見
え
て
き
ま
す
。

吉村 健司（よしむら けんじ）
■東京大学 大気海洋研究所  
国際沿岸海洋研究センター  
特任研究員

■専門分野は文化人類学・生態
人類学

今回の発 見 者

写真1：明治時代におけるサケ漁の申請書と鑑札
（筆者所蔵）

捕
獲
が
規
制
さ
れ
た
魚

田
野
畑
村
の
定
置
網
台
帳

県
内
外
の
サ
ケ
市
場
を
支
え
た

田
野
畑
村
の
定
置
網

沿
岸
漁
村
に
と
っ
て

な
く
て
は
な
ら
な
い
水
産
物

私 の 三陸

プロジェクトに参加する研究
者自身が、研究を通して解き
明かした「新発見」をみなさ
んにお伝えします。

川を遡上するサケの親魚
（撮影：川上達也）

表1：サケの村内外別販売本数と販売金額
出典：有利嶋沖鮭建網壱丁目漁場台帳

どんなことが
書いてあるの

かしら

第2回



「はまさん」こと 濵 弘泰 さん
千葉県柏市にある大気海洋研究所の 1階に店を構える
「お魚倶楽部はま」の店主。店名は「さまざまな魚が宝
石のように詰まった玉手箱を、お客さんとともに開け
て楽しむ」というイメージに由来。
「魚への探求心から、“一般的ではない食材、一般的では
ない食べ方”を常に工夫しています」というはまさんは、
全国の漁港に自分で足を運び、通常のルートでは手に
入らない優れた食材を探求しているお寿司屋さんです。

はま
さんのつぶやき

カレイの昆布茶刺身とはさみ唐揚げ
～パッとまぶして・パッとカンタン～

大槌湾、三陸沿岸域の食素材を使った料理を提案していきます。

　深海亭猿生でございます。はま
の大将から頂戴しやしたお題は
カレイ。噺の前に、魚類学の先生
んとこで勉強してまいりやした。
平べったいカレイの仲間には、ヒ
ラメやダルマガレイ、ボウズガレ
イなんてグループ（科）がいて、
総じて「異体類」と呼ぶそうで。
世界には 678 種、日本には 94 種
もいるってんだから驚いた。華麗
なる一族、なんちゃって。
　しかもこいつら、上から押しつ
ぶされて海底でうつ伏せになっ
ているんじゃなく、横からつぶ
されたのが寝そべっているそう
な！え、何のことだかわからな
い？平べったいのは、背中と腹を
押されたんじゃなく、左右から押
しつぶされたんだと。これでどう
だい、わかったかい？
　さらに目ん玉が飛び出るほど
驚いたのが、なんで左ヒラメの右
カレイなのか。なんとこいつら、
成長につれ眼が移動するってい
うじゃないか。卵からふ化して
しばらくは体の左右に眼がある
が、大きくなるにつれて片方の眼
が体の反対側へ移動するんだと。
だから、海底に横たわっても両眼
が上を向いてるんだな。よくでき
てるぜまったく。眼のない方を無
眼側、ある方を有眼側と呼ぶそう
な。右眼が左へ移動するのがヒラ
メ科で、左眼が右へ移動するのが
カレイ科。ややこしいのが、右眼
が左へ動くダルマガレイ科だ。
　で、最後に聞いて参ったのが、
カレイという種はいないってこ
と。おかげで痛い（異体）噺になっ
ちまいやした。

カレイについて
薄いが深い、カレイの話

東京大学大気海洋研究所 
資源生態分野 助教 猿渡 敏郎

　
カ
レ
イ
で
は
苦
い
思
い
出
が
あ

る
。
釣
り
番
組
を
見
て
い
た
ら
、

北
海
道
で
座
布
団
ガ
レ
イ
が
た
く

さ
ん
釣
れ
て
い
た
ん
で
、
早
速
東

京
湾
へ
釣
り
に
出
た
ん
だ
。
風
も

な
い
快
晴
。
と
こ
ろ
が
他
の
人
は

釣
れ
て
い
て
も
、
オ
レ
は
ボ
ー
ズ

（
0
尾
！
泣
！
）。
ア
イ
ナ
メ
の
小

さ
い
の
と
キ
ス
し
か
釣
れ
な
か
っ

た
。

　
ア
ブ
ラ
ガ
レ
イ
が
手
に
入
っ
た

時
は
、
平
鍋
に
ち
ょ
う
ど
い
い
サ

イ
ズ
だ
か
ら
煮
て
み
た
の
よ
。
い

ざ
、
お
客
様
に
お
出
し
し
よ
う
と

蓋
を
開
け
た
ら
、
溶
け
て
な
く
な
っ

て
る
じ
ゃ
ね
え
か
！
不
思
議
な
魚

だ
!! 

色
々
な
カ
レ
イ
を
料
理
し
て

き
た
が
、刺
身
、煮
付
け
、焼
き
魚
、

唐
揚
げ
、
蒸
し
物
、
干
物
と
、
カ
レ

イ
に
よ
っ
て
向
い
て
い
る
調
理
法
も

色
々
。
カ
レ
イ
料
理
は
万
能
だ
!

❶ 刺身用の身を、
食べやすい好みの
厚さに切る。

❷ 昆布茶を少々
ふりかけて、手で
混ぜてから、しば
らく置いてなじま
せる。

メ
ー
ユ
通
信　
第
十
五
号 

二
〇
二
〇
年
二
月
一
五
日
発
行　
発
行
・
東
京
大
学
大
気
海
洋
研
究
所
（
プ
ロ
ジ
ェ
グ
ラ
ン
メ
ー
ユ
事
務
局
） 　
〒
二
七
七
ー
八
五
六
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千
葉
県
柏
市
柏
の
葉
五
ー
一
ー
五 

東
京
大
学
大
気
海
洋
研
究
所

作り方

第
十
五
回

❸ 大葉やわさび
と一緒に皿に盛り
付けて、出来上が
り。 ❺ お好みのかけ塩と盛り付けて、

出来上がり。

❹ 油を入れた鍋
を熱して、大葉で
挟んだカレイを揚
げる。

材料
●カレイの切り身：刺身用を 1尾～ 
（唐揚げの時は皮付きのままで）
【刺身用】
●昆布茶　少々　●大葉、わさびなど
【唐揚げ用】
●片栗粉 適量　●大葉　●塩　適量 
●塩に混ぜる具材：
　カレー粉、抹茶、ゆかりなど

箸ではさんだ時
に、かすかに振
動がきたら、揚
がった合図

POINT!

少し水をつけ
ると大葉が開
かないよPOINT!

大葉の代わりに青海苔をまぶしても
美味しい！
塩は粗塩でもOKです。

❷ 片栗粉をまぶす。手でトン
トンと軽くはたいておくと、
いい塩梅に。

❸ 塩に、それぞれカレー粉、抹茶、
ゆかりなどを適当に混ぜて、かけ塩
を用意しておく。

【昆布茶の刺身】

❶ 皮つきの身を好みの厚さ
に切って、大葉で挟む。

【はさみ唐揚げ】作り方

スーパーにたいていあるのはマコガレイ。
手頃なカレイで作ってね！

自分でさばくときは…
カレイをさばく時、料理人
はウロコを削ぎ切りして落
としますが、大変なので、
金束子でこするとよく落ち
ます。頭を落とし、中骨に
そって包丁を入れ、5枚に
おろすのが基本。
魚屋さんでもさばいて
くれるよ !



　11月9日に開催された、サケに関する連続講座の第1回には、
小学生からお年寄りまで50名ほど参加してくださいました。
　秋に、盛岡を流れる北上川の支流・中津川を橋から見下ろ
せば、ゆらゆらと泳いでいるサケを簡単に見つけることがで
きます。北上川の河口から200 kmも遡上してこの街まで戻っ
てくるこのサケの生態について、最新の研究成果を踏まえな
がらお伝えしました。
　講演をしてみて、意外なことに、研究者にとっては当たり前
になっているようなことも、実は一般の方々には浸透していな
いことに気づきました。例えば、サケは海に降り、産卵のため
に生まれた川に戻ってくることは多くの方はご存知でしたが、
まさかベーリング海やアラスカ湾にまで泳いで行っているとは
思っておられなかったようです。講演後、ひとりの年配の方が
私のもとに近寄ってこられ、こう尋ねられました。
「山形でもサケ見られっけど、あれもベーリング？」

そうですよと答えると、大変驚かれた様子で、
「てっきり日本海に出るだけと思っでだぁ。なんたらこっだぁ」
みたいなことをおっしゃって帰っていかれました。

　この連続講座はあと 3回続きます。皆様に
はまだまだ色んな「なんたらこっだぁ」をお
伝えできると思います。

　海と希望の学校 盛岡分校では、岩手県立図書館とさまざまな企画を開催しています。2019 年 11 月からは、“身近だ
けれど意外に知らない「鮭」のあれこれ”を学ぶ、全 5回の講座を開始しました。サケは、流路の長い内陸部の北上川
でも遡上する姿が見られ、沿岸部と共通して、東北・岩手の人々にとって身近な存在と言えるでしょう。しかし、その
生態や歴史的・文化的背景などは、あまり知られていないのではないでしょうか。
　また、連続講座に先がけて、10月はウミガメに関する小学生向けの講演会を行いました。南の海にすんでいるイメー
ジがあるウミガメですが、三陸沿岸まで泳いできているのです。今回はウミガメ講演会と、サケの連続講座 第 1回の様
子を報告します。

海と希望の学校 ･盛岡分校だより

海を知る連続講座が始まりました !
岩手県立図書館×海と希望の学校 in 三陸 盛岡分校

　「勇気を出して質問してくれた君には、コチラの三陸ウミガ
メステッカーを差し上げます」
　次の瞬間、先ほどまで数人だった手を挙げている子の数が、
何倍にも膨れ上がりました。その後、そこにあったのは、子
どもたちからの素朴な、しかし鋭い質問攻めに遭って右往左
往するウミガメ研究員（ボク）。

　10月 19日、小学生とその家族を対象とした講演会を行い
ました。題材はウミガメ。南の海にすんでいるイメージのあ
るこの生物が三陸の海にも来ることや、三陸での過ごし方に
ついて紹介しました。講演後の質問コーナーで最初に手を挙
げてくれた子の質問に答えた後、“これで講演会も成功だな”
と内心ホッとして冒頭の発言をした途端、素朴で鋭い質問が
相次ぎました。「ウミガメは何歳で大人になるの？」「何のた
めに1000mまで潜るの？」「目はどれくらい良いの？」…etc. 
　これらに対する回答の一言目はこうです。
「よくわかっていません」
　ウミガメはまだまだ謎の多い生き物です。こうした素朴な
疑問にバシッと答えられるように、これからも研究を続けて
いこうと感じた講演会でした。

メーユ通信・号外

＊「海と希望の学校 in 三陸」と「盛岡分校」
岩手県大槌町にある東京大学大気海洋研究所 国際沿岸海洋研究
センターと、釜石市に拠点を置く社会科学研究所による地域連携
プロジェクト。海をベースに三陸各地の地域アイデンティティを
再構築し、地域に希望を育む人材を育成する文理融合型の試みで
す。盛岡分校は、本校の活動をサポートし、三陸との関わりを意
識しながら、盛岡のローカルアイデンティティに関わる独自の活
動を行っています。岩手の素晴らしさを広め、次世代の希望を育
むことが目標です。

小学生向け講演会
「絶滅危惧種ウミガメの謎を追え！」

連続講座《鮭から見えるいわての海》
第1回　岩手に帰るサケの生態～北上川を中心に～

子どもたちの質問は鋭い！

ウミガメを研究
している木下千
尋さんが作成し
たステッカー

北上川の支流・中津川の橋上
には、サケの遡上を見守る市
民の姿が。

福岡 拓也
東京大学大気海洋研究所
沿岸海洋社会学分野 特任研究員

北川 貴士
東京大学大気海洋研究所
沿岸海洋社会学分野 准教授

第2回、第3回の講座は終了しましたが、講師の吉村健司による報告を次回お届けします！
（メーユ通信15号P10-11「私の三陸新発見」でも吉村研究員が執筆しています）
今後の予定　第4回：2020年2月29日（土） 東北におけるサケ漁具

小谷 竜介 氏（東北歴史博物館 主任研究員　大気海洋研究所 客員准教授）
第5回：2020年3月7日（土） 「さけの赤ちゃん放流会」の27年
松本 静毅 氏（さけの赤ちゃん放流会 代表）

食べるだけじゃ
もったいない！
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