
鮮魚として食卓に登場する代表的な種類は「マイワシ」（ニシン目ニシン科）。大きければ30cmほどになり、サイズによって小羽、中羽、大羽と呼ばれています。また「カタクチイワシ」
（ニシン目カタクチイワシ科）は、10～15cmほどのサイズで煮干やみりん干、塩漬けなどに使われ、鮮魚としてはあまり流通しません。本記事では「マイワシ」の小羽、中羽、大羽を紹介
します。※文献によって定義に違いがあります。また、ここに掲載した絵は、一部、魚たちの魅力を強調し描いています。そうした作家による表現も一緒にお楽しみください。

漁船で捕られたイワシは各浜で水揚

げされる場合と、船が直接、石巻

魚市場に運び込んで水揚げする

方法があります。また、そうした

石巻の漁業の場では、多くの外国

人技能実習生が活躍しています。

浜に出かける、魚に出会う。ここに生きる人々と考える、海のすがた

と魚たち。本紙は、石巻・牡鹿半島から、様々な理由から未利用・

低利用魚とされる「インディーズフィッシュ」の存在や海の資源に

ついて考えるきっかけを作ろうと制作・発行するものです。

大羽 おおば（18cm以上）
中羽 ちゅうば（15cm前後）
食用として流通するイワシは、大羽、中羽のことを指します。大きく、

脂も乗って甘いなじみの魚。柔らかく新鮮なものは刺身、梅煮物、また

焼き魚など何にでも良く、特に梅雨入りの時期の脂が乗ったものが

美味です。牡鹿半島では、内蔵のまま頭ごと丸干しする、ガラ干しと

呼ばれる食べ方が盛んです。

市場で買い取られた大きいサイズのイワシは店舗に流通し、

私たちの食卓に。小さいサイズのイワシは、肥料やフィッシュ

ミールの材料となり、粉状や粒状に加工され、養殖業の餌に

なります。例えば石巻におけるギンザケ養殖では、数年前

からペレットタイプの乾燥したフィッシュミールを導入したこと

で、サケの生臭さが改善されています。

浜で水揚げされた場合は、その場で選別します。大きなタンク

に集まるさまざまな魚種から、種類やサイズごとに分類します

が、イワシが盛んな時期には、イワシだけでタンクがいっぱい

になることも。ちょうど選別が終わる頃に卸業者がトラックで

浜に登場し、タンクごと直接市場に出荷されていきます。

小羽 こば（10cm以下）
小さすぎるため、食用として流通することが少ないサイズ。だいたい8～

10cm以下とされ、「低利用魚」と呼ばれることもあります。一方で、牡鹿

半島では古くから食用以外でもイワシが利用されてきたようです。例え

ば、江戸時代からカツオの餌のために生きたままイワシを活用したり、

魚油、干鰯としての用途が確認されています。また、三陸・牡鹿半島

では、主要な商品である肥料である〆粕としても流通しました。現在の

食用以外の代表的な活用例は、イワシを乾燥させて粉状にして作る

フィッシュミール（養殖用の餌）です。このように、直接食用にはなら

なくても、回り回って、私たち人間に届いているのです。

ほ しか

しめかす
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普段は食
卓に登場

しないサ
イズの、

小羽のマ
イワシを

使ったコ
ンフィが

完成しま
した。

Reborn
-Art Fe

stival参
加シェフ

・

villa aida
の小林寛

司さん監
修のもと

、

手作りで
仕込み、レ

トルト封入
は地元の

老舗水産
加工事業

者・山徳
平塚水産

にご協力
いただい

ています
。

2024年7
月13日い

よいよ発
売。

　メジャーにはないユニークな魅力を持った「インディーズフィッシュ」、それは食べにくさやサイズ、なじみのなさなど様々な

理由から未利用・低利用とされる魚たちです。煮干や目刺としても身近で小さな海水魚 “イワシ”を知らない人は少ないと

思いますが、実はそんなイワシもインディーズフィッシュとしての一面を持っているのです。

　昭和の時代に比べて価格が高騰し、一時は高級魚などと囃されたこともあるイワシですが、サイズや時期によっては浜値

がほとんどつかないことも。一度に大量に獲れる日もあれば、全く獲れない日々が続くなど、漁獲量やサイズの振れ幅が

大きいイワシは、そのときどきで魚としての価値がまったく違ってしまうのです。しかし、浜値が付かず食用として価値が

見出せないときも破棄されてしまうのではなく、乾燥して粉状にし、飼料（エサ）や肥料であるフィッシュミールとして利用

されるほか、普段は食卓に上がらないサイズのイワシをおいしく活用しようという取り組みも始まっています。

　「人間が食べる」という点に機軸を置くと見えてくる、インディーズフィッシュとしてのイワシの世界。もちろん食べれば

地味深いうま味を強く持ち、オイルサーディンやアンチョビ、魚醤のナンプラーなど国内外で広く食べられているイワシ。

安いの？高いの？意外と知らない「イワシのゆくえ」をインディーズフィッシュ的切り口で追ってみました。

め  ざし

Artwork  朝吹真理子



浜に出かける、魚に出会う。ここに生きる人々と考える、海のすがた

と魚たち。本紙は、石巻・牡鹿半島から、様々な理由から未利用・

低利用魚とされる「インディーズフィッシュ」の存在や海の資源に

ついて考えるきっかけを作ろうと制作・発行するものです。

木造船それぞれに異なるカスタマイズが施してあることに気づい

た。それは船の使用者が自分のスタイルにあった改造をした跡で、

船後方部に木材が追加で釘打ちされていたり、エンジン装着部分

に船とエンジンにクッション材と思しきものを挟んでいたり、網を

引き上げる場所を補強していたり岸壁とぶつかる部分に車のタイヤ

をカットして装備させていたりしていた。そういった跡を見ると、か

つての漁師さんたちの姿が見える気がして、その説明を聞くのがと

ても楽しかった。

注 
1   

櫓（
ロ
）で
漕
ぐ
。そ
の
櫓
の
支
点
と
な
る
場
所
に
あ
る
金
具
。船
の
上
で
無

く
な
ら
な
い
よ
う
に
櫓
ベ
ソ（
ロ
ベ
ソ
）に
櫓
を
通
し
て
運
転
す
る

注
2  

右
手
で
櫓
を
抑
え
、左
手
で
獲
物
を
獲
る
た
め
の
ガ
キ（
獲
物
を
ひ
っ
か
け

る
道
具
）を
持
つ
。

注
3  

他
の
漁
師
さ
ん
の
お
話
か
ら
も
、当
時
の
漁
師
は
歯
が
弱
く
な
る
の
が
早

く
、50
歳
く
ら
い
に
な
る
と
歯
が
動
く
よ
う
に
な
る
く
ら
い
の
悪
影
響
だ
っ
た
と

い
う
証
言
も
あ
っ
た
。稼
ぐ
こ
と
の
で
き
る
獲
物
の
代
表
格
が
、ア
ワ
ビ
や
な
ま

こ
等
。重
要
な
作
業
を
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
、食
い
し
ば
る
力
も

相
当
だ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

　

牡
鹿
半
島
内
の
体
育
館
で
保
管
さ

れ
て
い
る
こ
の
船
は
、
1
9
8
6
年
に

石
巻
南
浜
に
開
館
し
た
石
巻
文
化
セ
ン

タ
ー
が
行
っ
た
、
手
漕
ぎ
船（
木
造
和
船
）の
調

査
と
保
存
・
収
集
活
動
で
集
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。

地
域
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
手
漕
ぎ
船
は
、「
技
術
伝
承
の

た
め
の
技
術
の
保
存
」「
生
活
を
伝
え
る
資
料
」と
し
て
残

さ
れ
て
い
ま
す
。今
回
取
材
し
た
際
に
、
私
た
ち
と
交
流
の

あ
る
漁
師
・
平
塚
善
満
さ
ん
の
お
名
前
を
目
録
に
見
つ
け
ま

し
た
。そ
し
て
、こ
の
船
に
つ
い
て
後
日
ご
本
人
に
伺
い
ま
し
た
。

　

牡
鹿
半
島
折
浜
育
ち
の
善
満
さ
ん
は
、
若
い
頃
は
遠
洋
漁
業
で

世
界
の
海
に
出
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は
折
浜
で
区
長
を
し
な
が

ら
漁
を
し
て
い
ま
す
。こ
の
船（
弓
指
さ
ん
が
描
い
た
船
）は
、
昭
和

30
年
頃
に
、
父
・
子
之
吉
さ
ん
が
使
っ
て
い
た
木
造
船
で
、
当
時
の

漁
師
は
大
体
一
人
で
船
に
乗
っ
て
使
っ
て
い
ま
し
た
。現
在
の
船
の

よ
う
な
エ
ン
ジ
ン
が
な
い
木
造
船
は
、
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
操
縦
す

る
の
が
難
し
い
反
面
、
海
上
で
は
ピ
タ
ッ
と
止
ま
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
、ア
ワ
ビ
漁
な
ど
に
は
最
適
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

ロ
ベ
ソ（ 
注
1
）の
近
く
の
縁
を
指
差
し
、「
多
分
、こ
の
辺
の
ど
こ
か
に
自

分
の
歯
を
刺
し
て
い
る
ん
だ
、
こ
の
辺
に
ぽ
つ
ん
と
」と
善
満
さ
ん
。木

造
船
を
漕
ぐ
と
き
は
両
手
が
塞
が
っ
て
し
ま
う（
注
2
）た
め
、
船
の
上
か

ら
海
底
を
覗
く
た
め
の
箱
メ
ガ
ネ
を
ぎ
ゅ
っ
と
口
に
咥
え
な
が
ら
使
っ

て
い
た
そ
う
で
す
。そ
の
最
中
に
お
父
さ
ん
の
歯
が
抜
け
て
し
ま
い
、
船

の
縁
に
ぽ
っ
と
置
い
た
こ
と
が
あ
り
、
木
造
船
の
隙
間
に
歯
が
し
ば
ら

く
刺
さ
っ
て
い
た
の
だ
と
か
。「
だ
か
ら
、
歯
が
弱
く
な
る
ん
だ
ろ
う
な

…
」と
当
時
を
思
い
出
し
て
い
ま
し
た （ 
注
3
） 。

　

木
造
船
の
修
理
は
漁
師
が
そ
れ
ぞ
れ
行
う
も
の
で
、善
満
さ
ん
も
お

父
さ
ん
が
や
っ
て
い
た
の
を
子
供
の
頃
に
見
か
け
て
い
ま
し
た
。

「
木
造
船
も
持
つ
に
は
持
つ
ん
だ
よ
ね
、
ア
カ
（ 
水
が
入
っ
て
き
た
ら
）

が
来
た
ら
ヒ
ノ
キ
の
皮
と
か
を
あ
て
て
、
隙
間
に
詰
め
た
り

し
て
ね
。あ
と
は
ロ
ウ
な
ん
か
も
使
っ
て
や
っ
て
い
た
ね
。

そ
う
い
う
の
は
、
山
か
ら
持
っ
て
来
て
い
た
気
も
す
る

け
れ
ど
、売
っ
て
い
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
な
。大
抵
は
、

一
人
で
や
り
た
い
よ
う
に
修
理
し
て
い
た
か
な
」

浜
に
よ
っ
て
は
、
漁
が
終
わ
っ
た
ら
そ
の
都
度
、

船
を
丘
に
あ
げ
て
保
管
し
ま
し
た
が
、
当
時
の

浜
は
岸
壁
で
は
な
く
緩
や
か
な
砂
浜
だ
っ
た

た
め
、
一
人
で
船
を
丘
に
戻
す
こ
と
が
で

き
た
そ
う
で
す
。水
深
が
必
要
な
船
に

は
、手
作
り
で
桟
橋
を
作
る
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。

「
手
で
漕
い
で
船
を
動
か
し
て
い

た
か
ら
、
ゆ
っ
く
り
で
ね
。海
に

は
ア
ワ
ビ
も
魚
も
い
っ
ぱ
い

い
た
ん
だ
。で
も
、こ
の
漁
法

じ
ゃ
あ
金
が
取
れ
な
い（
稼

げ
な
い
）
か
ら
っ
て
こ
と

で
、大
き
な
網
の
船
を
使

う
よ
う
に
な
っ
て
ね
。

漁
獲
量
も
あ
が
っ

て
、
儲
か
っ
て
い
っ

て
さ
」

　

漁
業
の
近
代
化
と
昭
和
35
年
の
チ
リ
地
震
津
波
が
き
っ
か
け

と
な
り
、
海
沿
い
の
風
景
が
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。現
在
、
善
満

さ
ん
が
住
む
折
浜
の
護
岸
も
埋
め
立
て
ら
れ
た
場
所
で
、
堤
防

は
チ
リ
地
震
津
波
以
降
に
整
備
さ
れ
ま
し
た
。

「
す
ご
く
、
い
い
砂
浜
だ
っ
た
ん
だ
よ
」と
当
時
の
船
着
場
の
風

景
を
語
る
善
満
さ
ん
に
つ
ら
れ
て
、
隣
で
聞
い
て
い
た
奥
さ
ん

も
当
時
の
砂
浜
に
つ
い
て
熱
く
お
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。「
そ
う

な
の
、お
家
ま
で
ず
っ
と
砂
浜
だ
っ
た
か
ら
ね
。昭
和
49
年
く
ら

い
ま
で
は
砂
浜
で
ね
。チ
リ
津
波
以
降
に
も
小
さ
い
砂
浜
が

残
っ
て
い
て
、そ
こ
で
子
供
た
ち
が
遊
ん
で
い
た
な
。　
折
浜
の

ハ
ワ
イ　

っ
て
呼
ん
で
い
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
今
は
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
て
。ち
ょ
っ
と
し
た
岩
の
間
に
、小
さ
い
お
魚
が
い
た

り
、
そ
う
い
う
の
を
獲
り
に
行
っ
た
り
…
」 。
そ
の
浜
は
、
護
岸

整
備
に
よ
っ
て
以
前
の
よ
う
な
磯
遊
び
は
で
き
な
く
な
り
ま
し

た
が
、現
在
も
小
さ
い
岩
場
が
残
っ
て
い
ま
す
。

「
や
っ
ぱ
り
、昔
よ
り
は
金
が
獲
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
ん
だ

よ
な
。そ
の
お
か
げ
さ
ん
で
、
こ
の
歳
に
な
っ
て
も
さ
、
漁
業
が

機
械
化
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、死
ぬ
ま
で
働
け
る
よ
。昔
は
そ
う

は
い
か
な
い
よ
」

善
満
さ
ん
が

小
学
生
か
ら
中
学
生

だ
っ
た
頃
（
昭
和
30
年
代
）
の

通
学
路
（
現
在
の
牡
鹿
半
島
祝
田
）

に
は
、
木
造
船
や
船
大
工
の
仕
事
場
も
あ
り
、

身
近
な
存
在
だ
っ
た
の
だ
と
か
。

「
祝
田
に
は
あ
の
頃
３
つ
く
ら
い
の
造
船
所
が
あ
っ
て
、
そ
こ

で
も
い
っ
ぱ
い
船
を
作
っ
て
い
た
ん
だ
よ
ね
。そ
れ
で
、
火
を
焚

い
て
、
そ
の
熱
で
木
を
曲
げ
て
い
た
わ
け
さ
。当
時
は
プ
レ
ス
も

な
い
か
ら
ね
。寒
い
時
は
さ
、
学
校
も
行
か
な
い
で
逆
戻
り
し

て
、
そ
こ
で
火
に
あ
た
っ
て
暖
か
い
ん
だ
よ
…
。学
校
で
弁
当
を

食
べ
な
い
で
、
砂
浜
で
み
ん
な
で
集
ま
っ
て
食
べ
て
い
た
ね
。そ

の
近
く
に
ね
、今
も
あ
る
か
な
、大
き
な
木
造
船
が
２
隻
、神
社

の
近
く
の
浜
に
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
て
置
い
て
あ
っ
た
ん
だ
よ
ね
。

大
昔
だ
ね
、
大
き
な
船
が
あ
げ
っ
ぱ
な
し
。子
供
で
背
が
低

か
っ
た
か
ら
大
き
く
感
じ
た
ね
。俺
が
中
学
卒
業
く
ら
い
ま
で

は
あ
っ
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
今
も
あ
る
か
な
。津
波
で
流
さ
れ

た
か
な
…
」

そ
の
船
は
現
在
の
海
辺
に
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、付
近
に
は
造

船
所
が
あ
り
、釣
り
人
が
集
ま
る
ス
ポ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ここ数年、海が変わってきているという話をよく耳にします。

「いつもの魚が獲れなくなった」「海水温が上昇して、お湯みたいになっている」「海の

色が明らかに違う」「魚だけでなく、海藻も育ちが悪い」「種牡蠣が死滅してしまった」

浜の人々から聞く海の変化をひもとくと、海や海を取り巻く風景はずっと変わらなかった

わけではなく、地球温暖化など環境による影響に加え、ここに暮らす人々が経験してき

た災害や漁業の近代化、それによる生活の変化など、様々な要因やきっかけを経て、こ

れまでも変わり続けてきたようです。

そうして変化しながらも、変わらずに私たちのそばに広がる海。今回は、「船」という視

点から海の変化を見つめてみます。漁師にとってなくてはならない存在である船は、いわ

ば分身。そんな船は、海や人 、々そして土地とどのように関わってきたのでしょうか。
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善満さん 今回の取材で、昭和30年代の木造船について
お話をしてくれた善満さんは、2022年にReborn-Art Festival
に参加した弓指寛治、朝吹真理子のリサーチでも取材
協力してくれていた。その時の内容は、作品《スイミング 
タウン》にも登場している。
土橋さん 2016年から牡鹿半島桃浦に移住。現役漁師。
また、Reborn-Art Festivalのメンバーとして、ツアー開発、
食企画、もものうらビレッジの運営などに携わる。

志津川造船鉄工所で、新造中の船を見せてもらった。船の素材はFRPな

のだけど、その船の型は職人さんの手作業で作られている。1点1点オー

ダーメイドみたいなものだからめちゃくちゃ効率は悪いけど、漁師さんが

漁をする海の条件はバラバラだし、個性的な人も多いから個別の注文に

応えるにはこの方法じゃないといけない。オーダーされた船の図面を社長

の高橋さんは手書きでやっている。これも面倒だし、最終的には息子さん

がCADで書き起こしてくれるんだけど、それでも「物理的に紙に書く作業

とPCで製図するのは別物で、紙に書くってのは大事なんだ」と仰っていた

のが印象に残っている。

石巻の海中ではそこに住う生物たちの顔ぶれが変わってきたらしい。以前獲れていた魚がいなくなって、以前はいなかった魚が獲れるようになった。海中の環境が変化したなら、それを生業にしている漁師さんを取り巻く環境も変わらざるを得ない。狙う魚の種類を変えれば漁の方法が変わる。漁の方法を変えるに伴い船の形や道具にも変化がある。住んでいる魚が変わるということは連鎖反応的に色々なことが変わるということなんだと知った。

インディーズフィッシュという企画は魚を通して海にまつわる色々な出来事、現象に目を向けられる機会になるんじゃないかと思うし、それは現在だけのことではなく、過去と未来とが繋がってゆく。今だけが『特別変化している』わけではない。海と石巻の関係が喜びも悲しみも含めて潮の満ち引きの様に常に変化しているんだな、と感じた。「船」という切り口だけでもこれだけ多様なものに触れられたことに僕はけっこう素直に、びっくりした。

木
造
船
に
つ
い
て

過 去

よ
し
み
つ

木造船のリストをみていると「あ、これ善満さんの船だ」と土橋さん

が言った。僕はその名前に聞き馴染みがあったので「善満さんって

あの素潜り名人の?」と聞くと「うん、そうだよ」と言い、僕たちは

善満さんの船を探し始めた。

素潜り名人の善満さんに、一度お話を聞いたことがある。

肺活量が尋常じゃなく一度潜ると何分も上がってこない。海の底

でじっと身を潜めて隠れ、それに気付かず泳いでいるクロダイとか

を的確にモリで突くことができるらしい。そのモリも自作で、材料

は100均で買い揃えたものでOKだと笑っていた。

よしみつ

旧荻浜小学校内「歴史資料室」に掲示されている写真

以前は地元の漁師さんたちとの繋がりだけで仕事が回っていたけ

ど高齢化や3.11の影響などで地元で漁をする人が減った。このまま

じゃ衰退する一方だと思っていたら、息子さんがYouTubeで造船に

ついて発信し始めたところ、それがウケて日本全国からオーダーが

入るようになったらしい。それで東京都父島や香川、新潟などに納

品したりしているから所謂衰退していく方向で事業を縮小するので

はなく、これからの時代にあった規模感で造船所を運営していきた

いとお話されていた。僕はさっそく志津川造船鉄工所チャンネルを

チャンネル登録と高評価をしておいた。
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2024年1月の取材時には、パイロットボート「アルタイル」の仕上げ中でした。大型船を誘導

するなどのサポート役である水先案内人が移動するために作られるこの船は、目立つような

黄色のデザイン。完成し、2024年5月から東京湾で運航を開始しています。
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	インディーズフィッシュポスター第二弾_変わりゆく海_fix_compressed.pdf

