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ま
す
。
海
の
博
物
館
の
収
蔵
庫

に
は
、
伊
勢
エ
ビ
を
捕
る
た
め

に
使
っ
て
き
た
、
た
く
さ
ん
の

天
然
素
材
で
作
ら
れ
た
道
具
類

が
大
切
に
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
三
重
県
漁
業
調
整
規

則
で
5
月
1
日
か
ら
9
月
30
日

（
鳥
羽
市
内
の
離
島
は
9
月
15

日
）
の
期
間
は
禁
漁
と
決
め
て

い
ま
す
が
、『
三
重
県
水
産
図
解
』

（
1
8
8
3
年
）
に
は
「
鰕
、
六

月
に
い
た
り
卵
粒
を
腹
外
に
見

る
。
―
略
―
六
月
の
鰕
は
有
毒
と

言
い
各
村
と
も
漁
事
を
な
さ
ず
、

当
季
は
胎た

い

孕よ
う

（
子
孫
を
は
ら
む
）

に
よ
り
繁
殖
保
護
の
た
め
の
古い

に
し
え
び
と人

の
金き

ん

言げ
ん

な
ら
ん
」
と
あ
り
、
伊
勢

エ
ビ
を
絶
や
さ
な
い
た
め
の
取
り

組
み
が
1
3
0
年
以
上
の
昔
か

ら
続
い
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
い

ま
す
。

伊勢エビ

三重県水産図解　鰕漁之図
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鳥
羽
の
郷
土
料
理
に
「
ア
ラ
メ

巻
き
」
が
あ
る
。
ア
ラ
メ
の
葉

で
サ
ン
マ
や
イ
ワ
シ
な
ど
を
巻

き
、
し
ょ
う
ゆ
で
甘
く
炊
い
た
も

の
だ
。
マ
コ
ン
ブ
ほ
ど
の
う
ま
み

は
な
い
が
、
独
特
の
コ
ク
と
風
味

が
あ
る
。
こ
の
ア
ラ
メ
、
標
準
和

名
（
図
鑑
な
ど
に
記
載
さ
れ
て
い

る
正
式
名
称
）
を
サ
ガ
ラ
メ
と
い

う
。
ア
ラ
メ
と
い
う
海
藻
も
存
在

し
、
静
岡
県
の
御
前
崎
よ
り
東
に

分
布
し
て
お
り
、
姿
か
た
ち
は
サ

ガ
ラ
メ
に
似
て
い
る
が
、
葉
や
胞

子
の
形
が
明
確
に
違
い
、
別
種
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
ア
ラ
メ
と

し
て
食
べ
ら
れ
て
い
る
。「
あ
も

と
」
と
呼
ば
れ
る
カ
ジ
メ
と
い
う

海
藻
と
も
よ
く
似
て
い
る
が
、
サ

ガ
ラ
メ
は
茎
上
部
で
二
股
に
な
り

そ
の
先
に
葉
が
つ
い
て
い
る
。
カ

ジ
メ
は
二
股
に
な
っ
て
い
な
い
。

　

サ
ガ
ラ
メ
は
鳥
羽
で
は
水
深

5
m
程
度
の
岩
礁
部
分
に
群
落
を

作
っ
て
生
え
て
い
る
。
し
か
し
、

30
年
ほ
ど
前
か
ら
生
え
な
く
な
っ

た
場
所
が
ち
ら
ほ
ら
出
て
き
た
。

佐
田
浜
や
三
ツ
島
周
辺
、
答
志
島

北
東
部
、
坂
手
島
全
域
な
ど
が
そ

う
だ
。
知
多
半
島
や
尾
鷲
方
面
な

ど
で
は
す
で
に
か
つ
て
の
大
群
落

は
な
い
。

　

食
用
ア
ラ
メ
の
主
産
地
は
鳥
羽

志
摩
地
方
で
あ
る
。
ま
た
、
サ
ガ

ラ
メ
の
大
群
落
は
海
中
林
と
呼
ば

れ
、
魚
介
類
の
生
活
の
場
と
し
て

極
め
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い

る
。
和
食
文
化
の
一
端
を
担
っ
て

い
る
「
海
藻
食
」。
そ
の
中
に
お
け

る
ア
ラ
メ
の
位
置
づ
け
。
生
態
系

で
の
役
割
と
と
も
に
、
主
産
地
に

暮
ら
す
わ
れ
わ
れ
は
考
え
て
み
た

い
も
の
で
あ
る
。

～アラメの話～

　

伊
勢
エ
ビ
は
、
曲
が
っ
た
腰

と
長
い
髭ひ

げ

を
持
つ
こ
と
で
長
寿

の
象
徴
、
ま
た
目
玉
が
飛
び
出

し
て
い
る
の
で
メ
デ
タ
イ
、
赤

い
色
（
魔
よ
け
の
色
）
の
固
い

殻
を
も
つ
こ
と
か
ら
厄
よ
け
・

魔
よ
け
の
縁
起
物
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
ピ
ン
ピ
ン
と
跳

ね
て
威
勢
が
よ
く
（
威い

勢せ
い

の
よ

い
エ
ビ
・
イ
セ
エ
ビ
）、
脱
皮
を

繰
り
返
し
て
新
し
く
生
ま
れ
変

わ
る
と
い
う
験げ

ん

担か
つ

ぎ
な
ど
の
理

由
か
ら
長
寿
の
祝
い
膳
や
正
月

料
理
に
好
ん
で
使
わ
れ
て
き
ま

し
た
。

　

現
在
で
は
高
値
の
つ
く
伊
勢

エ
ビ
で
す
が
、
明
治
末
か
ら
昭

和
20
年
ご
ろ
ま
で
続
く
軍
国
主

義
の
時
代
は
「
エ
ビ
は
後
退
す

る
」
と
し
て
軍
人
・
軍
属
に
嫌

わ
れ
、
安
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　

江
戸
・
明
治
時
代
の
文
献
に

は
「
京
都
で
は
伊
勢
の
国
か
ら

送
ら
れ
て
く
る
の
で
伊
勢
鰕え

び

、

名
古
屋
に
は
志
摩
の
国
か
ら
送

ら
れ
て
く
る
の
で
志
摩
鰕
」「
江

戸
で
は
伊
豆
半
島
で
捕
れ
た
も

の
が
鎌
倉
経
由
で
送
ら
れ
た
こ

と
か
ら
鎌
倉
鰕
」
と
記
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
「
昼
間
に
エ
ビ
の
い
る
岩
穴
の

周
り
に
エ
ビ
ア
ミ
と
呼
ぶ
網
を

掛
け
入
れ
、
夜
間
に
餌
を
求
め

て
穴
か
ら
這は

い
出
し
て
く
る
エ

ビ
を
網
に
絡
め
、
早
朝
に
網
を

あ
げ
て
と
る
」
と
い
う
エ
ビ
刺

網
漁
は
、
江
戸
時
代
初
期
に
は

行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。（
も
っ
と

古
い
か
も
）

　

た
だ
網
の
材
質
は
、
網
糸
は

麻
（
の
ち
に
木
綿
）
か
ら
化
学
繊

維
に
、
網
の
浮う

子き

は
木
製
か
ら

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
、
錘お

も
り

は
焼
き

物
か
ら
鉛
に
変
わ
り
、
海
底
に

沈
め
た
エ
ビ
ア
ミ
と
海
面
の
目

印
に
な
る
浮
子
に
つ
な
ぐ
綱つ

な

も

麻
や
シ
ュ
ロ
（
ヤ
シ
科
の
植
物
）

か
ら
化
学
繊
維
に
変
わ
っ
て
い

伊
勢
エ
ビ
と
古い

に
し
え
び
と人

の
金き

ん

言げ
ん

市
立
海
の
博
物
館　

 

32

６
０
０
６ vol.4

vol.4

水産研究所　　 25３３１６
光を全身に浴びて揺らめく
サガラメ（石鏡）
葉のしわ模様が美しい。

一面に広がるサガラメの海中林（菅島）

・
・
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