
能
登
町
伝
説
探
訪

鯨
伝
説

三
つ
の
地
域
で
語
り
継
が
れ
て
い
る

ク
ジ
ラ
と
の
歴
史
は
縄
文
時
代
か
ら
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海か
い
ぞ
う
い
ん

蔵
院
の
鯨
伝
説
（
藤
波
）

　

今
か
ら
三
、四
百
年
前
の
こ
と
、
藤
波
の
海
蔵
院
に
居
候
を
決
め
込
ん
で
い

た
こ
じ
き
が
一
人
い
て
、
毎
日
藤
波
中
を
物
ご
い
し
て
は
暮
ら
し
て
い
た
。

　

こ
じ
き
は
年
老
い
て
歩
け
な
い
よ
う
に
な
り
、
死
に
際
に
「
藤
波
の
人
に

長
ら
く
厄
介
に
な
っ
た
。
俺
が
死
ん
だ
ら
鯨
に
な
っ
て
恩
返
し
に
来
る
ぞ
よ
」

と
言
っ
て
死
ん
で
い
っ
た
。

　

次
の
日
、
海
蔵
院
前
の
岩
に
大
鯨
が
一
頭
乗
り
上
げ
バ
タ
バ
タ
し
て
死
ん

だ
。
そ
れ
を
見
た
村
人
が
た
い
そ
う
驚
き
、
と
っ
さ
に
海
蔵
院
の
大
鐘
を
つ

い
た
の
で
、
村
中
の
人
が
何
事
か
と
集
ま
っ
て
き
て
そ
の
鯨
を
見
て
驚
い
た
。

　
「
こ
じ
き
の
言
う
と
っ
た
通
り
や
な
あ･･･

」
と
い
っ
て
早
速
切
り
開
い
た

と
こ
ろ
、
脇
の
下
に
海
蔵
院
の
縁
起
の
巻
物

を
抱
え
て
い
た
。
そ
の
鯨
は
在
所
の
村
人
に

全
部
平
等
に
分
け
た
の
で
、
在
所
中
が
た
い

そ
う
潤
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

　

そ
れ
か
ら
最
近
ま
で
、
網
に
鯨
が
捕
れ
る

と
海
蔵
院
の
大
鐘
を
つ
い
て
知
ら
せ
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

※
下
の
絵
図
は
藤
波
に
あ
る
神か

ん
の
め目

神
社
所
有

の
絵
図
で
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
年
）、
加

賀
藩
第
十
三
代
藩
主
前
田
斉な

り
や
す泰
が
能
登
巡
見

の
途
中
、
藤
波
の
海
浜
で
鯨
捕
り
を
見
物
し

た
時
の
状
景
を
描
い
た
も
の
で
す
。
当
時
の

漁
業
風
俗
を
知
る
資
料
と
し
て
、
き
わ
め
て

貴
重
な
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

鯨く
じ
ら

島じ
ま

の
由
来
（
波
並
）

　

延
宝
年
間
（
一
六
七
三
年

こ
ろ
）
大
鯨
一
頭
が
三
尋ひ

ろ（
一

尋
は
約
一
・
八
㍍
）
の
シ
ャ

チ
に
追
わ
れ
、
波
並
の
村
は

ず
れ
の
島
集
落
の
岩
の
上
に

乗
り
上
げ
た
。
島
の
浜は

ま
し
ん
に
ょ

新
如

が
こ
れ
を
発
見
し
て
一
晩
か

け
て
切
り
取
り
、
納
屋
い
っ

ぱ
い
に
肉
を
詰
め
て
い
た
と

こ
ろ
を
島
の
孫
右
ェ
門
が
発

見
し
、
波
並
の
在
所
へ
密
告

し
た
の
で
村
中
大
騒
ぎ
と
な

り
島
へ
押
し
か
け
た
。

　

浜
新
如
は
「
こ
の
鯨
は
俺

の
も
ん
や
」
と
い
う
の
で
、

見
る
と
鯨
の
頭
に
フ
ン
ド
シ
が
一
本
掛
け
て
あ
っ
た
。「
縄
の
か
わ
り
に
俺

が
は
ず
し
て
掛
け
た
わ
い
」
と
言
い
争
っ
た
が
、
和
解
し
て
納
屋
に
詰
め

て
あ
る
肉
は
浜
新
如
の
も
の
、
あ
と
は
在
所
の
も
の
と
な
り
、
切
り
開
き
、

出
て
い
た
者
全
部
で
分
け
た
。

　

そ
の
肉
は
近
郷
近
在
十
里
四
面
に
広
が
っ
た
。
そ
の
鯨
の
大
き
さ
は

三
十
三
尋
（
約
59
㍍
）
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
れ
か
ら
波
並
村
は
ず
れ
の
島
集
落
を「
鯨
島
」と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
、

今
で
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

ク
ジ
ラ
と
れ
れ
ば
七
浜
光
る

　

真
脇
遺
跡
が
４
０
０
０
年
に
わ
た
る
長

期
定
住
型
遺
跡
と
な
っ
た
最
大
の
理
由

は
、
イ
ル
カ
漁
（
生
物
分
類
上
は
、
イ
ル

カ
と
ク
ジ
ラ
は
同
じ
ク
ジ
ラ
目
に
属
す

る
）
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
か
ら
だ
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
大
量
に
発
見
さ

れ
た
イ
ル
カ
の
骨
の
ほ
か
に
、
大
型
の
ナ

ガ
ス
ク
ジ
ラ
の
骨
も
見
つ
か
っ
て
い
ま

す
。
真
脇
縄
文
人
は
ク
ジ
ラ
を
大
切
な
食

料
に
し
て
繁
栄
し
て
い
た
の
で
す
。

　

藩
政
時
代
、
能
登
町
沿
岸
に
は
年
間
数

十
頭
の
ク
ジ
ラ
が
水
揚
げ
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
能
登
半
島
沿
岸
に
お
い
て
、台だ

い
あ
み網（
定

置
網
の
こ
と
）
に
よ
り
生
き
た
ク
ジ
ラ
を

捕
獲
し
て
い
た
の
は
能
登
町
沿
岸
だ
け
で

あ
り
、
ド
ウ
ブ
ネ
（
28
ペ
ー
ジ
参
照
）
に

よ
る
独
自
の
捕
鯨
法
が
確
立
さ
れ
て
い
ま

し
た
。

　

ク
ジ
ラ
が
水
揚
げ
さ
れ
る
と
、
近
隣
の

村
か
ら
た
く
さ
ん
の
人
が
ク
ジ
ラ
の
肉
な

ど
を
求
め
て
集
ま
っ
た
と
い
い
ま
す
。
肉

は
鍋
・
味
噌
漬
け
・
刺
身
な
ど
に
、
皮
は

晒さ
ら
し鯨
（
塩
漬
け
）
な
ど
に
、
内
臓
は
酢

の
も
の
に
と
重
宝
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
ク
ジ
ラ
と
れ
れ
ば
七
浜
光
る
」
こ
れ

は
、
古
く
か
ら
能
登
半
島
沿
岸
に
伝
わ
る

こ
と
わ
ざ
で
す
。
明
治
時
代
の
文
献
に
よ

る
と
浅
瀬
に
流
れ
寄
っ
た
ク
ジ
ラ
の
分
配

方
法
は
、
半
分
は
そ
の
村
の
も
の
と
し
、

残
り
半
分
は
左
右
４
つ
の
村
と
山
手
２
つ

の
村
で
分
配
し
た
と
い
い
ま
す
。
能
登
町

沿
岸
の
人
々
に
と
っ
て
ク
ジ
ラ
は
特
別
な

存
在
で
あ
り
、
沿
岸
地
域
に
は
ク
ジ
ラ
に

ま
つ
わ
る
伝
説
や
地
名
が
多
く
残
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

今
回
の
伝
説
探
訪
で
は
、三
波
地
区（
藤

波
・
波
並
・
矢
波
）
に
伝
わ
る
鯨
伝
説
を

紹
介
し
ま
す
。

宇出津、天保島に引き揚げられたクジラ（昭和初期）

江戸時代後期に描かれた「鯨捕り絵図」は町の文化財に指
定されており、現在は遠島山公園内の歴史民俗資料館に展
示されています。
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【げい・らく・しゅん・だん】
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庄し

ょ

う

じ

べ

い

次
兵
衛
鯨く

じ
ら

（
矢
波
）

　

正
保
年
間
（
一
六
六
四
年
こ
ろ
）
猪
平
集
落
に
正
直

者
の
庄
次
兵
衛
と
い
う
男
が
い
た
。
沖
へ
出
る
漁
師
に

な
り
た
く
て
、
矢
波
集
落
の
木
下
文
左
衛
門
に
頼
ん
で

網
水か

こ夫
に
な
っ
た
。

　

そ
の
年
の
春
は
毎
日
の
ご
と
く
大
漁
が
続
き
、
捕
れ

た
魚
を
肴
に
毎
日
の
よ
う
に
酒
盛
り
が
あ
っ
た
。
庄
次

兵
衛
は
一
緒
に
な
り
酒
を
飲
ん
で
み
る
と
、
と
て
も
お

い
し
い
の
で
酒
の
味
を
覚
え
て
し
ま
っ
た
。

　

庄
次
兵
衛
は
年
を
取
っ
て
も
酒
の
味
が
忘
れ
ら
れ

ず
、
矢
波
集
落
の
居
酒
屋
を
ゴ
ロ
ゴ
ロ
し
て
い
た
が
、
あ
る
馬
小
屋
で
寝

込
み
、
と
う
と
う
起
き
ら
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
村
の
人
た

ち
は
食
べ
物
を
運
ん
で
食
べ
さ
せ
て
い
た
。
庄
次
兵
衛
は
「
俺
が
死
ん
だ

ら
海
へ
流
し
て
く
れ
。
必
ず
矢
波
の
人
に
恩
返
し
は
す
る
ぞ
よ
」
と
い
っ

て
死
ん
だ
の
で
、
村
の
人
た
ち
は
海
の
見
え
る
丘
へ
埋
葬
し
た
。

　

庄
次
兵
衛
の
初
七
日
の
日
「
沖
の
台
網
に
大
鯨
が
一
本
入
っ
て
い
る
ぞ

･･･

」
と
い
う
て
大
声
で
ふ
れ
回
っ
た
の
で
、
矢
波
中
の
舟
が
出
て
そ
の
大

鯨
を
捕
ら
え
ど
う
に
か
磯
へ
引
き
込
ん
だ
。
そ
の
鯨
が
あ
ま
り
に
お
と
な

し
い
の
で
切
り
殺
し
て
み
る
と
、
ヒ
レ
の
下
に
「
庄
次
兵
衛
」
と
い
う
字

が
浮
き
出
て
い
た
。
村
の
人
は
誰
い
う
こ
と
な
く
「
こ
れ
は
、
庄
次
兵
衛

が
死
に
際
に
『
恩
返
し
は
す
る
ぞ
よ
』
と
言
っ
て
い
た
が
、
そ
の

通
り
に
な
っ
た
が
や
」
と
。

　

鯨
の
肉
は
村
中
で
分
け
た
と
い
う
が
、
不
景
気
な
時
で
あ
っ
た

の
で
在
所
中
が
潤
っ
た
と
の
こ
と
で
、
今
で
も
「
三
十
三
尋
の
庄

次
兵
衛
鯨
」
と
い
っ
て
伝
わ
っ
て
い
る
。

　

そ
の
鯨
の
骨
は
、
最
近
ま
で
諏
訪
の
森
に
残
っ
て
い
た
と
い
う
。

矢波で捕獲されたクジラ（昭和 20 年代）

矢
波

波
並

藤
波

宇
出
津

諏訪の森（諏訪神社）

鯨島

海蔵院

ひ
げ
鯨
等
の
捕
獲
は
一
定
の
条
件
の
下
に
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

国
際
捕
鯨
取
締
条
約
に
よ
り
商
業

目
的
の
捕
鯨
が
禁
止
さ
れ
て
い

る
鯨
類（
ひ
げ
鯨
等
）に
つ
い
て
は
、「
指

定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す

る
省
令
（
平
成
16
年
農
林
水
産
省
令
第

77
号
）
の
施
行
に
伴
う
鯨
類
（
い
る
か

等
小
型
く
じ
ら
類
を
含
む
）
の
捕
獲
・

混
獲
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
水
産
長

官
通
知
）」
に
お
い
て
一
定
の
条
件
の

下
に
捕
獲
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
通
知
で
は
、
次
の
場
合
を
除
き

捕
獲
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

①
大
型
捕
鯨
業
者
、
小
型
捕
鯨
業
者
及

　

び
母
船
式
捕
鯨
業
者
が
当
該
漁
業
の

　

許
可
の
内
容
に
従
っ
て
捕
獲
す
る
場

　

合
②
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
て
告
示

　

す
る
漁
業
（
大
型
定
置
網
漁
業
、
小

　

型
定
置
網
漁
業
）
の
操
業
中
に
混
獲

　

し
た
場
合

③
座
礁
ま
た
は
漂
着
し
た
ひ
げ
鯨
等
で

　

あ
っ
て
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め

　

て
告
示
す
る
も
の
を
捕
獲
す
る
場
合

能
登
町
で
多
い
②
の
定
置
網
漁
業

で
の
混
獲
に
つ
い
て
は
、

・
定
置
網
漁
業
で
は
ひ
げ
鯨
等
を
意
図  

   

し
て
捕
獲
す
る
こ
と
は
な
い
こ
と

・
漁
具
、
漁
獲
物
な
ど
の
損
害
が
大
き   

   

い
こ
と

・
埋
却
、
焼
却
等
の
処
理
は
、
大
変
な

   

労
力
、
費
用
を
伴
う
こ
と

な
ど
の
理
由
か
ら
「
報
告
の
義
務
」
と

「
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
の
義
務
」
を
条
件
と
し

て
捕
獲
禁
止
の
適
用
が
除
外
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

③
の
座
礁
・
漂
着
に
つ
い
て
は
、
す

で
に
死
亡
し
て
い
る
も
の
や
、
48
時
間

以
上
移
動
し
て
い
な
い
場
合
な
ど
に
つ

い
て
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
規
制
は
、
ク
ジ
ラ
の
処
理

の
困
難
性
、
わ
が
国
に
お
け
る
鯨
類
の

利
用
に
対
す
る
歴
史
的
な
背
景
、
資
源

の
有
効
利
用
な
ど
の
考
え
に
よ
り
運
用

さ
れ
て
い
ま
す
。

県
漁
協
能
都
支
所
海
域
で
は
、
大

型
定
置
網
６
カ
統
、
中
型
定
置

網
２
カ
統
が
敷
設
さ
れ
て
お
り
、
年
間

10
頭
前
後
の
ク
ジ
ラ
が
現
在
も
混
獲
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
だ
け
の
数
の
ク
ジ

ラ
が
混
獲
さ
れ
る
地
域
は
全
国
的
に
も

少
な
く
、
能
登
町
は
全
国
で
も
有
数
の

ク
ジ
ラ
混
獲
地
域
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

は
る
か
昔
か
ら
こ
の
地
域
を
潤
し
て

き
た
ク
ジ
ラ
と
の
歴
史
は
、
独
自
の
文

化
を
生
み
出
し
ま
し
た
。「
海
の
町
・

能
登
町
」
は
「
ク
ジ
ラ
の
町
」
で
も
あ

り
ま
す
。
こ
の
ク
ジ
ラ
に
関
す
る
文
化

を
伝
え
る
た
め
に
、
伝
説
は
語
り
継
が

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

特集・能登町伝説探訪～鯨伝説～
　参考文献「能都町史第 2巻ー漁業編ー」

諏訪の森の石碑は、平成 17 年度に水産庁が募集し
た「未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選」
にてドウブネと共に「能登の漁業伝統」として認定
されました

鯨の町を内外にアピールするイベント「鯨楽旬談」。今年はバスツアーを企画しました。

　能登町では、現在でも年間 10頭前後の鯨が混獲されて
います。定置網で混獲されているクジラは主にミンククジ
ラであり、クジラの中でも一番おいしいクジラといわれて
います。町では、縄文時代から続く「クジラを食べる」と
いう文化をまちづくりに活かしていこうと平成 15年度か
ら「見る」「ふれる」「味わう」「感じる」をテーマに「鯨
楽旬談」と銘打ったイベントを開催してきました。

　「鯨楽旬談」は、クジラ料理を囲んでの食談義をはじめ、
海のグリーンツーリズムとして、魚市場見学、磯釣り体験
など多彩な内容で実施してきました。
　今年度は、さらなる知名度アップを図るために金沢市を
主な対象として『のとお泊まりバスツアー【鯨楽旬談コー
ス】』を企画し、1月末の新聞紙上で広告、募集を行いま
した。

〈日時〉2 月 24 日㈯～ 25 日㈰ 1泊 2日
〈会場〉民宿かね八・ふわ・田ノ浦荘
〈募集人数〉70 人
〈費用〉1 人 12,000 円
問水産課☎ 72-2504

鯨食健美～食材としての鯨～
　クジラはほ乳類なので肉の味は魚よりも和牛に近いですが、高タンパク、鉄分も抱負でありながら脂肪分が少なく、
さらにＥＰＡ（エイコサペンタエン酸）の含有量が魚同様に多く、血液循環系統に良いとされています。
　刺身、すき焼き、酢の物、特上グルメ肉の「尾の身」などクジラ料理は非常に多彩です。クジラは余すところなく
一頭まるまる楽しめる優れた食材なのです。


