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水
で
洗
っ
て
干
す

伊
豆
の
テ
ン
グ
サ

　

テ
ン
グ
サ
は
全
国
各
地
で
採
れ
る
海

藻
だ
が
、
伊
豆
半
島
の
テ
ン
グ
サ
は
特

に
質
が
よ
い
と
さ
れ
、
古
く
か
ら
高
値

で
取
引
さ
れ
て
き
た
。
江
戸
時
代
中
期

に
編
纂
さ
れ
た
百
科
事
典
『
和わ

漢か
ん

三さ
ん

才さ
い

図ず

え会
』
に
も
、
伊
豆
国
は
テ
ン
グ
サ
の

産
地
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　

テ
ン
グ
サ
は
と
こ
ろ
て
ん
の
原
料
や

畑
の
肥
料
な
ど
に
利
用
さ
れ
て
い
た
が
、

江
戸
時
代
前
期
に
寒
天
の
製
造
法
が
確

立
さ
れ
る
と
一
気
に
需
要
が
増
加
し
、

水
産
資
源
と
し
て
の
価
値
が
高
ま
っ
た
。

　

テ
ン
グ
サ
は
、
収
穫
の
方
法
に
よ
っ

て
大
き
く
２
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
１
つ

伊
豆
半
島
で
は
、
テ
ン
グ
サ
の
収
穫
期

に
な
る
と
河
口
に
設
け
ら
れ
た
小
さ
な

堰
に
川
の
水
を
溜
め
、
あ
る
い
は
湧
き

水
を
使
っ
て
、
採
っ
て
き
た
テ
ン
グ
サ
を

漬
け
て
塩
を
抜
く
。
そ
う
し
た
水
場
は

「
洗
い
場
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
灌
漑
と

は
ま
た
異
な
っ
た
真
水
の
使
い
方
を
長

年
続
け
て
い
る
漁
村
の
現
場
を
見
る
た

め
に
、
西
伊
豆
へ
向
か
っ
た
。

南伊豆町

松崎町

西伊豆町

下田市

沼津市

天城山

天城峠

駿河湾

伊豆半島
下村港
（清藤浜）

米崎港

雲見港

川
や
湧
水
で
塩
を
抜
く

「
テ
ン
グ
サ
の
洗
い
場
」

【湧水・川水：漁村】

崖下の湧水を引いた共同水槽で行なうテングサの塩抜き

水の文化 66号　特集　地域で受け継ぐ水遺産



33

は
、
磯
や
海
底
に
生
育
す
る
テ
ン
グ
サ

を
素
潜
り
や
マ
ン
ガ
漁
（
注
）
で
採
取

す
る
「
採と

り
草
」。
も
う
１
つ
は
、
潮

で
流
さ
れ
浜
に
漂
着
し
た
も
の
を
す
く

い
上
げ
る
「
寄よ

り
草
」
だ
。
い
ず
れ
も

収
穫
し
た
ら
人
の
手
で
干
し
場
に
広
げ
、

天
日
干
し
す
る
。
水
で
洗
っ
て
塩
抜
き

し
て
か
ら
干
す
と
保
存
性
が
高
ま
り
、

商
品
価
値
も
上
が
る
。

　

と
こ
ろ
が
こ
の
塩
抜
き
は
重
労
働
。

真
水
も
大
量
に
必
要
だ
。
そ
こ
で
小
河

川
の
水
を
利
用
し
て
洗
い
場
を
つ
く
り
、

塩
抜
き
作
業
を
す
る
昔
な
が
ら
の
や
り

方
を
継
承
し
て
い
る
集
落
が
伊
豆
半
島

に
残
っ
て
い
る
…
…
と
あ
る
書
物
で
読

ん
だ
。
伊
豆
半
島
の
役
場
に
電
話
を
か

け
た
が
、「
そ
う
い
え
ば
、
や
っ
て
い
る

よ
う
な
…
…
」
と
い
う
返
事
で
は
っ
き

り
し
な
い
。
そ
こ
で
漁
協
の
支
所
に
片

っ
端
か
ら
電
話
を
か
け
た
が
、「
今
は
水

道
水
で
洗
っ
て
い
て
洗
い
場
は
な
い
」

「
水
道
水
で
は
料
金
が
嵩
む
か
ら
塩
抜

き
せ
ず
に
素
干
し
で
出
荷
し
て
い
る
」

と
つ
れ
な
い
。
や
っ
と
「
今
も
洗
い
場

で
塩
抜
き
し
て
い
る
」
と
い
う
支
所
を

２
つ
見
つ
け
た
。

西
伊
豆
の
テ
ン
グ
サ
は

「
稼
ぎ
頭
」

　

三
島
市
の
中
心
街
か
ら
車
で
１
時
間

ほ
ど
走
り
、
伊
豆
漁
業
協
同
組
合
土と

い肥

支
所
を
訪
ね
た
。
こ
こ
は
ま
だ
洗
い
場

で
塩
抜
き
し
て
い
る
漁
村
が
あ
る
。
意

外
だ
っ
た
の
は
テ
ン
グ
サ
の
地
位
の
高

さ
だ
。

「
春
は
テ
ン
グ
サ
、
夏
は
サ
ザ
エ
や
ア

ワ
ビ
の
潜
水
漁
、
秋
は
イ
セ
エ
ビ
の
刺

し
網
漁
な
ど
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

な
ん
と
い
っ
て
も
こ
の
地
域
の
水
産
業

を
支
え
て
い
る
の
は
テ
ン
グ
サ
で
す
。

土
肥
支
所
全
体
の
水
揚
金
額
の
７
～
８

割
は
テ
ン
グ
サ
で
す
よ
」
と
土
肥
支
所

長
の
酒
井
勇
樹
さ
ん
。
テ
ン
グ
サ
は
、

化
粧
品
や
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
医

療
分
野
な
ど
に
も
用
途
が
広
が
っ
て
い

る
か
ら
だ
。

　

各
漁
村
か
ら
集
め
ら
れ
た
テ
ン
グ
サ

は
、
伊
豆
半
島
南
端
の
下
田
で
年
に
８

～
10
回
開
催
さ
れ
る
業
者
の
入
札
会
で

売
買
さ
れ
る
。
洗
い
と
天
日
干
し
を
何

度
も
繰
り
返
し
、
き
れ
い
な
あ
め
色
に

な
っ
た
テ
ン
グ
サ
は
「
晒さ
ら

し
テ
ン
グ
サ
」

と
呼
ば
れ
、
高
値
で
取
引
さ
れ
る
。
特

に
こ
の
土
肥
支
所
管
内
で
は
、
高
級
な

晒
し
テ
ン
グ
サ
の
扱
い
が
多
い
。
出
荷

ま
で
の
保
管
場
所
を
見
せ
て
も
ら
う
と
、

等
級
ご
と
に
分
け
ら
れ
た
テ
ン
グ
サ
の

大
き
な
束
が
い
く
つ
も
積
ま
れ
て
い
た
。

地
域
を
つ
な
ぐ

共
同
の
水
場

　

酒
井
さ
ん
に
、
川
を
利
用
し
た
テ
ン

グ
サ
の
洗
い
場
を
案
内
し
て
も
ら
っ
た
。

急
な
坂
道
を
降
り
て
い
く
と
、
ひ
っ
そ

り
し
た
小
さ
な
漁
港
が
あ
っ
た
。
下
村

港
だ
。
横
の
浜
（
清せ
い
と
う
は
ま

藤
浜
）
に
流
れ
る
川

に
は
、
下
ま
で
降
り
る
た
め
の
コ
ン
ク

リ
ー
ト
の
階
段
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

一
見
す
る
と
ご
く
普
通
の
川
の
よ
う
だ

が
、
よ
く
見
る
と
一
部
の
川
床
が
周
囲

に
比
べ
て
深
く
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で

テ
ン
グ
サ
を
洗
っ
て
い
る
の
だ
。

　

水
揚
げ
し
た
テ
ン
グ
サ
を
軽
ト
ラ
ッ

ク
で
運
び
、
川
で
一
度
洗
っ
て
、
す
ぐ

上
に
あ
る
木
造
の
作
業
所
の
前
に
移
動

す
る
。
そ
の
あ
と
、
テ
ン
グ
サ
は
動
か

さ
ず
、
干
し
な
が
ら
何
度
も
水
を
か
け

る
の
だ
が
、
水
道
が
な
い
の
で
川
の
水

を
汲
ん
で
運
ん
で
か
け
る
。「
磯
臭
さ
が

抜
け
る
の
で
、
川
の
水
を
か
け
る
作
業

は
欠
か
せ
な
い
ん
で
す
」
と
酒
井
さ
ん
。

続
い
て
、
少
し
離
れ
た
小
下
田
地
区
の

米
崎
港
へ
。
こ
こ
は
下
村
港
よ
り
も
さ

ら
に
険
し
い
地
形
。
迎
え
て
く
れ
た
の

は
、
こ
の
地
で
漁
師
を
続
け
て
い
る
酒

井
勘
一
さ
ん
。
酒
井
支
所
長
の
お
父
さ

（注）マンガ漁
竹でできた熊手のような道具を船で曳
いて海底のテングサを刈り取る漁法。

その他（魚類、貝類など）3.6％
イセエビ 5.1％
サザエ 6.6％

■伊豆漁業協同組合土肥支所
2019年水揚げ金額構成比

テングサ
84.7％

1土肥支所管内で扱う高級な晒しテングサ 
2美しい西伊豆の海岸。小下田地区米崎港
を望む 3伊豆漁業協同組合土肥支所長の
酒井勇樹さん

1

2

3

提供：伊豆漁業協同組合土肥支所

川や湧水で塩を抜く「テングサの洗い場」
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ん
だ
。

「
こ
の
浜
で
今
、
漁
師
を
し
て
い
る
の

は
８
軒
く
ら
い
で
す
。
80
歳
の
海
女
さ

ん
も
、
90
歳
の
先
輩
漁
師
も
現
役
で
潜

っ
て
い
ま
す
。
私
も
潜
り
つ
づ
け
た
い

で
す
ね
」
と
勘
一
さ
ん
は
言
う
。

　

小
下
田
で
は
、
テ
ン
グ
サ
の
漁
期
は

４
～
５
月
で
、
資
源
保
護
の
た
め
１
回

の
潜
水
は
３
時
間
ま
で
と
申
し
合
わ
せ

て
い
る
。
漁
期
に
は
、
毎
日
の
よ
う
に

海
に
潜
り
、
テ
ン
グ
サ
を
収
穫
す
る
。

　

洗
い
場
は
、
漁
港
内
に
あ
る
コ
ン
ク

リ
ー
ト
造
の
大
き
な
水
槽
だ
。
採
っ
て

き
た
テ
ン
グ
サ
を
網
ご
と
入
れ
て
、
塩

や
汚
れ
を
洗
い
流
す
。
蛇
口
か
ら
勢
い

よ
く
噴
き
出
し
て
い
る
水
は
、
港
の
目

の
前
に
そ
び
え
る
崖
の
下
か
ら
湧
く
水

を
引
い
た
も
の
。「
昔
か
ら
こ
の
集
落
で

は
、
湧
き
水
を
水
槽
に
溜
め
て
共
同
で

利
用
し
て
き
ま
し
た
」
と
勘
一
さ
ん
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
貴
重
な
水
槽
が
失

わ
れ
る
危
機
が
あ
っ
た
。
２
０
０
２
年

（
平
成
14
）
に
行
な
わ
れ
た
大
規
模
な
漁

港
工
事
に
伴
う
道
路
の
拡
張
で
、
水
が

湧
い
て
い
た
場
所
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で

ふ
さ
が
れ
て
し
ま
う
計
画
が
出
た
。
湧

水
の
共
同
水
槽
は
集
落
に
欠
か
せ
な
い
。

住
民
た
ち
の
強
い
要
望
で
、
湧
水
は
道

路
の
下
に
設
置
さ
れ
た
パ
イ
プ
を
通
し
、

少
し
離
れ
た
場
所
に
新
た
に
水
槽
を
つ

く
っ
て
つ
な
い
だ
。

「
湧
き
水
は
一
年
通
し
て
温
度
が
一
定

で
す
。
枯
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

テ
ン
グ
サ
を
洗
う
だ
け
で
な
く
、
海
か

ら
上
が
っ
て
手
足
を
洗
っ
た
り
、
子
ど

も
ら
が
水
浴
び
し
た
り
、
夏
は
ス
イ
カ

を
浮
か
べ
た
り
す
る
ん
で
す
。
湧
水
の

共
同
水
槽
は
、
生
活
に
欠
か
せ
な
い
身

近
で
大
切
な
存
在
で
す
」
と
勘
一
さ
ん

は
目
を
細
め
た
。

テ
ン
グ
サ
が
も
た
ら
し
た

雲
見
集
落
の
繁
栄

　

小
下
田
か
ら
海
岸
沿
い
を
40
分
ほ
ど

車
で
南
下
し
た
先
に
あ
る
雲く
も

見み

港
。
海

へ
と
注
ぐ
太お
お
た
か
わ

田
川
の
両
岸
に
民
宿
が
立

ち
並
ぶ
風
情
あ
る
町
並
み
だ
。

「
雲
見
は
、
親
父
や
祖
父
の
時
代
に
テ

ン
グ
サ
で
豊
か
に
な
っ
た
ん
で
す
」

　

そ
う
話
す
の
は
、
民
宿
経
営
の
か
た

わ
ら
漁
師
を
続
け
る
高
橋
勝
己
さ
ん
だ
。

山
と
海
に
囲
ま
れ
た
雲
見
は
、
も
と
も

と
は
自
給
自
足
で
暮
ら
す
陸
の
孤
島
の

よ
う
な
漁
村
だ
っ
た
。
な
に
か
軸
に
な

る
産
業
が
必
要
だ
と
１
９
２
９
年
（
昭

和
４
）、
当
時
の
雲
見
漁
協
第
12
代
組
合

長
の
高
橋
勘
多
氏
が
東
伊
豆
を
視
察
し
、

石せ
っ
か
さ
い

花
菜
（
テ
ン
グ
サ
）
の
株
を
持
ち
帰
っ

た
。
そ
れ
が
雲
見
の
海
に
根
づ
き
、
テ

ン
グ
サ
の
一
大
産
地
と
し
て
繁
栄
し
た
。

現
在
、
雲
見
の
主
産
業
は
観
光
業
へ
シ

フ
ト
し
、
テ
ン
グ
サ
を
採
る
人
も
少
な

く
な
っ
た
。
高
橋
さ
ん
も
民
宿
の
仕
事

土肥Toi
4川（破線部分）を洗い場にする下村港の清藤浜 
5清藤浜で塩抜きしたテングサを広げて日に晒す
提供：伊豆漁業協同組合土肥支所 6米崎港で漁
を続ける酒井勘一さん 7手を洗いに来た男性と
談笑する酒井勘一さん。共同水槽はコミュニケー
ションの場でもある 8太田川の河口に建設時の
雲見集落の洗い場。テングサを川の水で塩抜きし
て干す動線を考慮してつくられている 92020年
7月の大雨で砂に埋もれた雲見集落の洗い場。水
門に向かってやや左側（破線部分）にある ��昭
和30年代の雲見集落。住民総出でテングサを採
り、塩抜きして出荷し、生活が豊かになったという 
�民宿を経営しつつ漁も続ける高橋勝己さん �
伊豆漁協松崎支所長の佐藤輝彦さん8��提
供：伊豆漁業協同組合松崎支所

4
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5
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が
忙
し
い
が
、
漁
期
の
５
～
６
月
に
は
、

合
間
を
縫
っ
て
テ
ン
グ
サ
を
採
る
。

「
テ
ン
グ
サ
は
貴
重
な
収
入
源
で
す
。

漁
に
出
る
か
ど
う
か
は
個
人
の
裁
量
で

す
が
、
う
ち
は
ま
だ
子
ど
も
に
お
金
が

か
か
る
の
で
。
あ
ま
り
手
間
は
か
け
ら

れ
な
い
し
、
テ
ン
グ
サ
は
重
量
で
取
引

さ
れ
る
の
で
、
私
は
最
初
に
塩
抜
き
を

し
た
ら
そ
の
ま
ま
天
日
干
し
し
て
出
荷

し
ま
す
」
と
高
橋
さ
ん
は
言
う
。

　

太
田
川
の
河
口
に
は
、
テ
ン
グ
サ
漁

が
盛
ん
だ
っ
た
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
洗

い
場
が
あ
り
、
今
も
使
わ
れ
て
い
る
。

残
念
な
が
ら
、
２
０
２
０
年
７
月
の
大

雨
で
土
砂
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、

全
容
は
見
ら
れ
な
い
。
伊
豆
漁
協
松
崎

支
所
長
の
佐
藤
輝
彦
さ
ん
は
こ
う
話
す
。

「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
区
画
し
た
８
畳
く

ら
い
の
洗
い
場
で
、
水
を
堰
き
止
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
水
揚
げ

し
た
テ
ン
グ
サ
を
入
れ
て
洗
っ
て
、
そ

れ
を
目
の
前
の
浜
に
干
し
て
い
く
。
テ

ン
グ
サ
の
作
業
が
も
っ
と
も
効
率
よ
く

で
き
る
よ
う
に
川
に
造
作
を
加
え
て
い

る
の
で
す
」

　

今
な
ら
つ
く
る
の
は
難
し
い
だ
ろ
う
。

埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
洗
い
場
は
、
海
水

浴
場
が
オ
ー
プ
ン
す
る
夏
前
に
砂
浜
整

備
で
重
機
が
入
る
際
に
砂
を
ど
け
て
も

ら
お
う
と
考
え
て
い
る
。
不
思
議
な
の

は
、
太
田
川
河
口
に
つ
く
ら
れ
た
津
波

対
策
の
水
門
の
両
脇
に
、
川
へ
テ
ン
グ

サ
を
運
ぶ
軽
ト
ラ
ッ
ク
が
ぎ
り
ぎ
り
通

れ
る
絶
妙
な
サ
イ
ズ
の
通
路
が
用
意
さ

れ
て
い
る
こ
と
。
経
緯
は
今
と
な
っ
て

は
不
明
だ
が
、
自
分
た
ち
の
生
業
を
守

る
た
め
に
、
粘
り
強
く
交
渉
し
た
結
果

な
の
で
は
な
い
か
。
米
崎
港
の
湧
水
の

共
同
水
槽
と
同
じ
く
、
大
切
な
も
の
は

自
分
た
ち
で
守
る
と
い
う
気
概
を
見
せ

ら
れ
た
思
い
が
す
る
。

　

テ
ン
グ
サ
の
塩
抜
き
を
追
っ
て
、
漁

村
を
巡
っ
た
今
回
の
取

材
。
川
と
川
の
水
を
汲

み
上
げ
て
使
う
清
藤
浜
、

昔
か
ら
の
湧
き
水
を
共

同
水
槽
に
引
い
て
洗
う

米
崎
、
そ
し
て
川
の
な

か
に
洗
い
場
を
設
け
た

雲
見
…
…
。
そ
れ
ぞ
れ

が
、
そ
の
土
地
で
得
ら

れ
る
水
を
異
な
る
方
法

で
使
っ
て
い
た
。

　

そ
し
て
狙
い
も
違
う
。
何
度
も
水
を

か
け
て
は
干
す
、
単
価
の
高
い
晒
し
テ

ン
グ
サ
を
重
視
す
る
土
肥
に
対
し
て
、

雲
見
は
一
度
洗
っ
て
干
し
た
ら
出
荷
す

る
、
い
わ
ば
量
を
優
先
し
て
い
る
。
同

じ
テ
ン
グ
サ
を
扱
っ
て
は
い
る
け
れ
ど
、

地
形
と
得
ら
れ
る
水
と
使
い
方
が
、
市

場
で
の
す
み
分
け
と
も
つ
な
が
っ
て
い

る
。
そ
れ
が
西
伊
豆
に
お
け
る
無
形
の

水
遺
産
だ
と
感
じ
た
。

（
２
０
２
０
年
10
月
２
日
取
材
）

川や湧水で塩を抜く「テングサの洗い場」

Kumomi雲見
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【湧水・川水：漁村】 雲見港の太田川沿いにある民宿街


