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市
立
海
の
博
物
館
の
展
示
Ｂ
館

に
あ
る
鰹
船
「
大
吉
丸
」
は
、「
三

重
県
水
産
図
説
（
1
8
8
1
年
）」

に
あ
る
図
面
を
も
と
に
復
元
し
た

８
本
の
櫓ろ

で
漕こ

ぐ
八
丁
櫓
の
鰹
船

で
す
が
、
1
9
0
7
年
の
鰹
船
動

力
化
以
前
に
は
、
坂
手
村
に
13
隻
、

菅
島
村
に
4
隻
、
石
鏡
村
に
6
隻

の
鰹
船
（
八
丁
櫓
船
）
が
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
３
地

区
の
鰹
船
は
、
船
の
機
関
の
不
調

や
故
障
、
動
力
化
の
普
及
な
ど
の

影
響
か
ら
、
1
9
1
2
年
ご
ろ
の

大
正
初
期
に
は
廃
業
し
て
い
き
ま

し
た
。

　

坂
手
郷
土
資
料
保
存
会
か
ら
市

立
海
の
博
物
館
に
寄
贈
さ
れ
た
資

料
の
中
に
は
、
鰹
一
本
釣
り
に
使

わ
れ
る
手
作
り
で
か
え
し
が
な
い

釣
り
針
、
ウ
シ
の
角
な
ど
を
材
料

と
し
た
ツ
ノ
と
呼
ば
れ
る
擬
餌

針
、
鰹
の
大
漁
の
と
き
に
掲
げ

る
印
旗
な
ど
、
明
治
時
代
の
鰹
一

本
釣
り
漁
に
使
わ
れ
た
も
の
が
あ

り
、
大
切
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
こ
数
年
注
目
さ
れ
て
い
る
海

藻
が
あ
る
。
そ
れ
は
ア
カ
モ
ク

だ
。
東
北
地
方
で
は
日
常
的
に
食

卓
に
上の

ぼ

る
海
藻
で
「
ぎ
ば
さ
」「
ぎ

ん
ば
そ
う
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い

る
。
鳥
羽
で
は
、
磯
の
至
る
と
こ

ろ
に
生
え
て
お
り
、
春
に
は
長
さ

数
メ
ー
ト
ル
に
も
な
る
一
年
生
の

海
藻
で
あ
る
。
オ
ス
と
メ
ス
が
あ

る
が
、
海
藻
は
種
子
植
物
の
花
の

よ
う
に
虫
や
ヒ
ト
を
寄
せ
付
け
て

受
粉
（
受
精
）
せ
ず
、
自
力
で
受

精
す
る
。
雄
花
と
雌
花
の
代
わ
り

に
雄
性
生
殖
器
床
と
雌
性
生
殖
器

床
（
長
っ
た
ら
し
い
呼
び
名
だ
）

と
い
う
も
の
を
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ

精
子
と
卵
を
作
る
。

　

ヒ
ト
の
腸
内
環
境
に
働
き
か

け
、
脂
肪
の
吸
収
や
血
糖
値
の
急

な
上
昇
を
抑
え
る
と
い
わ
れ
て
い

る
フ
コ
イ
ダ
ン
と
い
う
物
質
は
こ

の
生
殖
器
床
に
多
く
含
ま
れ
て
い

る
。
あ
の
ネ
バ
ネ
バ
し
た
フ
コ
イ

ダ
ン
は
、
何
も
ヒ
ト
の
健
康
的
な

生
活
を
支
え
る
た
め
に
作
ら
れ
て

い
る
訳
で
は
な
い
。
ア
カ
モ
ク
自

身
や
生
殖
器
床
を
細
菌
や
物
理
的

刺
激
か
ら
守
っ
た
り
受
精
を
助
け

た
り
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い

が
、
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
。
ま

た
、
ヒ
ト
の
体
脂
肪
を
減
ら
す
助

け
を
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
フ
コ

キ
サ
ン
チ
ン
も
ア
カ
モ
ク
に
多
く

含
ま
れ
て
い
る
カ
ロ
テ
ノ
イ
ド
系

色
素
だ
が
、
光
合
成
の
要
で
あ
る

光
を
吸
収
し
て
利
用
す
る
た
め
に
、

表
面
の
至
る
と
こ
ろ
で
日
々
働
い

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
も
か
く
、
一
度
食
べ
て
み
て

ほ
し
い
海
藻
で
あ
る
。

～アカモクの話～

展示Ｂ館にある鰹船「大吉丸」

アカモクのメスの枝。繊
細な葉とふっくらと成熟
した雌性生殖器床。

水面に向かって優雅に立ち上がっている
海藻がアカモク。

　
「
鰹
釣
り
の
漁
が
鳥
羽
に
あ
っ

た
」
と
い
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
を

知
る
か
た
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と

思
い
ま
す
。
今
回
は
鰹
漁
に
つ
い

て
の
古
い
記
録
や
資
料
を
紹
介
し

て
、
鳥
羽
に
も
鰹
漁
が
あ
っ
た
こ

と
を
知
っ
て
も
ら
お
う
と
思
い
ま

す
。

　

市
内
に
あ
る
1
5
0
0
年
～

2
0
0
0
年
前
の
白
浜
遺
跡
か
ら

は
、
鰹
の
骨
や
鰹
を
釣
る
た
め
の

擬
餌
針
「
ツ
ノ
」
の
一
部
分
が
見

つ
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、

市
立
海
の
博
物
館
で
展
示
・
紹
介

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
奈
良
の
都

で
あ
っ
た
平
城
京
か
ら
出
土
し
た

約
1
3
0
0
年
前
の
木
簡
に
「
志

摩
国
答
志
郡
答
志
郷
戸
主
嶋し

ま
の

直な
お

麻ま

呂ろ

調ち
ょ
う

堅か
た

魚う
お

十
一
斤
十
両
」
と
書
か

れ
た
も
の
が
あ
り
、
堅
魚
（
鰹
の

干
物
）
が
答
志
郷
か
ら
都
に
送
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
江
戸
時
代
の
文
献

「
志し

陽よ
う

略り
ゃ
く

誌し

（
1
7
1
3
年
）」
の

「
土ど

産さ
ん

門も
ん

上じ
ょ
う　
答
志
郡
」
の
魚
類
・

江
海
の
一
項
に
は
、
鯔ぼ

ら

、
鯛た

い

、
鮫さ

め

、

鮪ま
ぐ
ろ

と
と
も
に
鰹
の
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
「
三
重
県
水
産
図
解
（
1
8
8
3

年
）」
に
は
、
県
内
50
か
所
の
漁
村

で
鰹
一
本
釣
り
漁
が
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

中
に
坂
手
村
、
菅
島
村
、
石
鏡
村

と
３
つ
の
村
の
名
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
同
時
代
の
「
第
一
回
水
産
博

覧
会
解
説
書
」
に
は
、
坂
手
村
の

村
山
清
五
郎
が
「
鰹
釣
角
」
と
「
鰹

釣
小
角
」
の
擬
餌
針
を
博
覧
会
に

出
品
、
審
査
報
告
書
に
は
「
鰹
釣

二
種　

坂
手
村　

村
山
清
五
郎　

褒
状
」
な
ど
と
い
う
記
録
が
あ
り

ま
す
。

鳥
羽
に
も
あ
っ
た
鰹か

つ
お

釣
り
の
漁

市
立
海
の
博
物
館　
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▲白浜遺跡出土の鰹の
　骨と擬餌針

◀坂手村で使われていた
　鰹用の擬餌針「ツノ」
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