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「
た
っ
ち
ょ
」
の
呼
び
名
で
親
し
ま
れ
て
い
る

た
ち
う
お
。
立
っ
て
泳
ぐ
姿
か
ら
11
月
11
日
を

「
た
っ
ち
ょ
の
日
」
と
制
定
し
ま
し
た
。
そ
れ
に

合
わ
せ
、
毎
月
11
日
を
た
ち
う
お
Ｐ
Ｒ
の
日
と
し

て
、
市
内
飲
食
店
で
た
ち
う
お
料
理
が
積
極
的
に

提
供
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
た
っ
ち
ょ
の
日
」
で
あ
る
11
月
11
日
、

和
歌
山
マ
リ
ー
ナ
シ
テ
ィ
株
式
会
社
、
紀
州
有
田

商
工
会
議
所
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
て
、
た
ち
う
お
を

は
じ
め
、
市
の
特
産
品
を
観
光
客
に
Ｐ
Ｒ
す
る
た

め
、
有
田
市
フ
ェ
ア
を
開
催
し
ま
す
。　

日
時　

11
月
11
日
（
土
）

11
時
〜
15
時　

※

荒
天
中
止

場
所　

和
歌
山
マ
リ
ー
ナ
シ
テ
ィ

イ
コ
ラ
ス
ト
リ
ー
ト

実
演
販
売

・
ほ
ね
く
（
た
ち
う
お
の

　
す
り
身
の
天
ぷ
ら
）

無
料
配
布

・
た
ち
う
お
の「
浜
焼
き
」

　
　
　
　
（
約
２
０
０
本
）

・
有
田
市
認
定
み
か
ん

　
　
　
　
（
約
６
０
０
個
）

有
田
市
特
産
品
販
売

　
　

産
業
振
興
課

　
　
　
　
（
内
線
２
７
２
）

　

統
計
デ
ー
タ
か
ら
も
、
た
ち
う
お
網
を
取
り
入

れ
た
漁
が
始
ま
っ
た
昭
和
44
年
か
ら
、
た
ち
う
お

漁
獲
量
が
劇
的
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。
現
在
、
最
盛
期
と
比
べ
、
漁
獲
量
は
減
っ

て
い
る
も
の
の
、
た
ち
う
お
漁
獲
量
は
全
国
一
位

を
誇
っ
て
い
ま
す
。

　

た
ち
う
お
網
の
開
発
や
改
良
、
漁
師
さ
ん
の
技

術
や
誇
り
。

　

有
田
市
の
漁
業
は
そ
う
い
っ
た
歴
史
や
人
々
の

思
い
に
支
え
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

問

た
ち
う
お
漁
の
は
じ
ま
り

有
田
市
フ
ェ
ア

◆
11
月
11
日
は
「
た
っ
ち
ょ
の
日
」

◆
た
ち
う
お
漁
が
は
じ
ま
っ
て

　

た
ち
う
お
漁
が
始
ま
っ
た
の
は
、
昭
和
44
年
で

し
た
。
そ
れ
以
前
は
、
タ
イ
や
イ
カ
、
ハ
モ
、
イ

ト
ヨ
リ
が
獲
れ
て
い
て
、
た
ち
う
お
も
多
少
は
獲

れ
て
い
ま
し
た
け
ど
、
常
に
獲
れ
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
で
す
ね
。

　

あ
る
時
か
ら
、
し
ら
す
を
獲
る
船
に
た
ち
う
お

が
い
っ
ぱ
い
入
る
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
こ
か
ら
た

ち
う
お
に
目
を
つ
け
、
た
ち
う
お
網
が
作
ら
れ
ま

し
た
。
た
ち
う
お
網
は
海
の
上
の
方
か
ら
下
の
方

ま
で
幅
広
く
獲
る
こ
と
が
で
き
、
た
ち
う
お
網
を

取
り
入
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
た
ち
う
お
が

す
ご
く
獲
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
網
は
そ
れ

ぞ
れ
の
船
で
ち
が
っ
て
い
て
、
み
ん
な
工
夫
を
凝

ら
し
て
い
ま
す
。

　

た
ち
う
お
網
に
な
っ
て
か
ら
は
、
揚
げ
る
た
び

に
た
ち
う
お
が
大
量
に
獲
れ
て
、
ま
る
で
下
か
ら

湧
い
て
く
る
よ
う
で
し
た
ね
。

　

今
、セ
リ
の
レ
ー
ン
は
３
レ
ー
ン
あ
り
ま
す
が
、

当
時
は
１
レ
ー
ン
し
か
な
く
、
み
ん
な
が
獲
っ
た

大
量
の
魚
を
セ
リ
終
わ
る
の
に
、
リ
ヤ
カ
ー
が
ず

ら
っ
と
並
ん

で
、
４
〜
５

時
間
待
つ
こ

と
も
あ
り
ま

し
た
。

　
父
も
祖
父
も
漁
師
だ
っ
た
と
い
う
田
中
さ
ん
に

お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

◆
か
つ
て
の
漁
業
風
景

　

昭
和
26
年
に
漁
師
に
な
り
、
そ
れ
か
ら
３
〜
４

年
、
う
ち
の
う
た
せ
船
は
漁
場
と
港
の
往
復
は
エ

ン
ジ
ン
を
使
い
、
漁
を
す
る
時
は
風
の
力
で
動
く

帆
船
で
し
た
。

　

網
は
木
綿
の
網
で
、
洗
っ
て
干
し
て
、
手
入
れ

が
大
変
で
し
た
。
昭
和
35
年
頃
か
ら
は
、
ナ
イ
ロ

ン
製
に
変
わ
り
、水
切
れ
も
よ
く
な
り
ま
し
た
ね
。

　

魚
を
引
き
あ
げ
る
の
も
、
今
は
電
動
で
す
が
、

昔
は
人
力
。
船
に
４
人
ほ
ど
乗
り
、
力
を
合
わ
せ

て
引
い
て
い
ま
し
た
。
昔
の
漁
は
力
が
い
り
ま
し

た
ね
。

（箕島漁業協同組合 蔵）

太刀魚の浜焼き 太刀魚のほねく

昭和40年代　有田市のたちうお漁獲量

出典：和歌山農林水産統計年報単位：トン
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田中泰弘さん（79）
た なかやすひろ
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有田の底びき網漁業

↓白い帆をふくらませて走る帆船型うたせ船（箕島漁業協同組合 蔵）

たちうお漁獲量日本一の有田市。
有田のたちうお漁が日本一である理由は、技術はもちろん、専用の網を使用
した小型底引き網漁船（うたせ船）を有しているからです。
もともと天保年間に阿波国（現在の徳島県）を見習った漕うたせ漁業でしたが、
時代とともに造船技術が発達し、現在の船へと進化してきました。

こぎ


