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長
崎
と

鯨
類
研
究

古
く
か
ら
、ク
ジ
ラ
と
の
ゆ
か
り
が
深
い「
長
崎
」。

か
つ
て
、浦
々
に
巨
万
の
富
を
も
た
ら
し
た

西
海
捕
鯨
の
歴
史
か
ら
、

近
年
の
水
産
学
部
に
お
け
る
鯨
類
研
究
ま
で
、

鯨
類
学
が
ご
専
門
の
天
野
雅
男
先
生
に
伺
い
ま
し
た
。

特
集

げ
い　
　
　

 

る
い

◎
鯨
類
と
は
、哺
乳
類
の
ク
ジ
ラ
目
に
属
す
る
水
生
動
物
の
総
称
で
す
。

　

ヒ
ゲ
ク
ジ
ラ
と
ハ
ク
ジ
ラ
の
グ
ル
ー
プ
に
大
別
さ
れ
、イ
ル
カ
も
ハ
ク
ジ
ラ
の
グ
ル
ー
プ
に
含
ま
れ
ま
す
。

小笠原でのフィールドワーク中に出合ったマッコウクジラ。撮影は天野教授。01 vol.33



　

日
本
人
の
鯨
類
の
利
用
は
た
いへ
ん
古
く
、各
地
の
縄
文

時
代
の
遺
跡
か
ら
鯨
骨
が
出
土
し
て
い
ま
す
。当
時
は
、積

極
的
に
海
に
出
て
捕
獲
し
た
の
で
は
な
く
、弱
っ
て
漂
着
し
た

り
、死
ん
で
海
を
漂
流
し
て
い
た
、「
寄
せ
鯨
」や「
流
れ
鯨
」

を
利
用
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、長
崎
県
平
戸
市
に
あ
る
縄
文
時
代（
前
期

〜
中
期
）の「
つ
ぐ
め
の
鼻
遺
跡
」か
ら
は
、大
型
の
石
銛
や
ス
ク

レ
ー
パ
ー（
掻
き
取
る
道
具
）な
ど
、捕
鯨
も
し
く
は
ク
ジ
ラ
の
解

体
に
使
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
石
器
が
多
数
出
土
し
て
い
ま
す
。

　
「
つ
ぐ
め
の
鼻
遺
跡
」は
、長
崎
県
北
部
の
平
戸
瀬
戸
に

面
し
た
場
所
に
あ
り
ま
す
。長
崎
県
北
部
は
、春
に
は
餌
を

求
め
て
日
本
海
を
北
上
し
、冬
に
は
南
下
し
て
暖
か
い
海
で

過
ご
す
ク
ジ
ラ
た
ち
の
回
遊
ル
ー
ト
に
あ
た
る
海
域
で
、そ
の

一
部
に
は
平
戸
瀬
戸
を
通
過
す
る
も
の
も
あ
っ
た
よ
う
で

す
。し
か
も
、平
戸
瀬
戸
は
狭
く
、通
過
す
る
ク
ジ
ラ
た
ち
の

行
動
に
制
限
が
あ
り
ま
し
た
。そ
の
た
め
、こ
の
地
で
は
当
時

か
ら
捕
鯨
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
研
究
者
も
い
ま
す
。

　

中
世（
鎌
倉
〜
室
町
時
代
）に
は
、「
寄
せ
鯨
」や「
流
れ

鯨
」を
利
用
し
て
、鯨
油
を
採
り
、鯨
肉
を
食
し
た
と
い
う

記
録
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
格
的
に
捕
鯨
業
が
は
じ
ま
っ
た
の
は
戦
国
時
代
末
期
で

す
。発
祥
地
に
つい
て
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、三
河（
愛
知
県
）の

知
多
半
島
が
有
力
の
よ
う
で
す
。当
時
は
、突
取
捕
鯨
法（
船

で
ク
ジ
ラ
に
近
付
き
、銛
や
剣
を
手
投
げ
で
突
き
刺
し
て
弱
ら
せ

捕
獲
す
る
方
法
）が
用
い
ら
れ
、ま
も
な
く
紀
州
や
土
佐
、そ
し

て
西
海
地
域（
九
州
西
北
部
〜
山
口
県
）へ
伝
播
し
ま
し
た
。

　

九
州
で
も
っ
と
も
古
い
ク
ジ
ラ
の
研
究
書
と
い
わ
れ
る
享
保

５
年（
1
7
2
0
）の『
西
海
鯨
鯢
記
』に
は
、寛
永
元
年

（
1
6
2
4
）に
紀
州
の
人
が
西
海
地
域
に
進
出
し
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
が
、西
海
捕
鯨
の
創
始
と
い
わ

れ
、突
取
捕
鯨
法
は
西
海
各
地
に
急
速
に
広
が
り
ま
し
た
。

な
お
、1
6
8
0
年
頃
に
は
突
取
捕
鯨
法
に
、網
掛
け
を
す

る
過
程
が
加
え
ら
れ
た
網
取
捕
鯨
法
が
は
じ
ま
り
、よ
り

確
実
に
捕
獲
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。こ
の
突
取
捕

鯨
法
や
網
取
捕
鯨
法
を
古
式
捕
鯨
と
い
い
、明
治
時
代
ま

で
続
き
ま
し
た
。

　

鯨
組
と
呼
ば
れ
た
捕
鯨
組
織
の
基
地
は
、平
戸
島
、生
月

島
、度
島
、的
山
大
島
、壱
岐
、大
島
、崎
戸
島
、松
島
、宇
久

島
、小
値
賀
島
、五
島（
有
川
・
魚
之
目
）、唐
津（
小
川
島
）な

ど
に
あ
り
ま
し
た
。『
西
海
鯨
鯢
記
』に
は
、万
治
年
間

（
1
6
5
5
〜
1
6
6
1
）に
は
、73
も
の
鯨
組
が
あ
っ
た
と
記

さ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
組
織
は
、沖
に
出
て
ク
ジ
ラ
を
捕
獲
す
る

「
沖
場
」と
、漁
の
準
備
や
捕
っ
た
ク
ジ
ラ
を
解
体
加
工
す
る「
納

屋
場
」に
大
き
く
分
か
れ
ま
す
。そ
れ
ぞ
れ
細
か
く
役
割
分
担
が

さ
れ
、何
百
も
の
人
を
雇
う
大
規
模
な
組
織
も
あ
り
ま
し
た
。

　
「
沖
場
」で
は
、勢
子
船
と
呼
ば
れ
る
和
船
で
、「
加
子

（
漕
ぎ
手
）」が
ク
ジ
ラ
を
網
の
中
に
追
い
込
み
、「
羽
指
」と

呼
ば
れ
る
漁
夫
が
、銛
を
投
げ
て
仕
留
め
ま
し
た
。当
時
、

捕
獲
さ
れ
た
の
は
、セ
ミ
ク
ジ
ラ
、ザ
ト
ウ
ク
ジ
ラ
、コ
ク
ク
ジ
ラ

な
ど
。そ
の
油
も
肉
も
、く
ま
な
く
利
用
さ
れ
、俗
に「
鯨

一
頭
で
七
浦
潤
う
」と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、莫
大
な
富
を
も
た
ら

し
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
、西
海
地
域
は
、安
房
、紀
伊
半
島
周
辺
、土

佐
な
ど
と
並
ん
で
、日
本
の
主
要
な
沿
岸
の
捕
鯨
地
の
ひ

と
つ
と
し
て
栄
え
、次
第
に
日
本
最
大
の
捕
鯨
漁
場
と
し
て

発
展
し
ま
し
た
。そ
の
要
因
は
、漁
場
一
帯（
対
馬
海
峡
周

辺
）が
、日
本
海
か
ら
東
シ
ナ
海
を
回
遊
す
る
ク
ジ
ラ
の
ル
ー

ト
で
あ
っ
た
こ
と
。島
々
や
陸
地
の
近
く
を
ク
ジ
ラ
が
行
き
来

す
る
た
め
、沿
岸
捕
鯨
の
好
立
地
で
あ
っ
た
こ
と
。そ
し
て
、

リ
ア
ス
式
の
複
雑
な
海
岸
線
は
良
好
な
港（
捕
鯨
基
地
）

を
も
た
ら
し
た
こ
と
な
ど
、地
理
的
に
も
、自
然
条
件
に
も

恵
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
大
き
い
よ
う
で
す
。

【
日
本
人
と
捕
鯨
】

【
西
海
捕
鯨
の
は
じ
ま
り
】

【
鯨
組
の
組
織
】

【
西
海
捕
鯨
の
繁
栄
の
理
由
】

つ
き  

と
り

さ
い  

か
い  

げ
い  

げ
い   

き

あ
み  

と
り

あ
ず
ち
お
お
し
ませ　

 

こ

か　

 

こ

は　

ざ
し

長崎と鯨類研究
げい 　るい

特
集

『得庵本』全14葉　和綴本　文政１３年（１８３０）
松浦史料博物館蔵
山見（陸からクジラを探す場所）からクジラ発見の合図
があると、勢子船は競うように沖へ漕ぎ出し、西海捕鯨
の特徴である三重に張られた網にクジラを追い込ん
で、クジラの動きを封じてから、銛を打ち込んだ。勢子
船に揚げられた旗の「タテ牛角紋」から益冨組の捕鯨
の様子とわかる。

浦
々
を
潤
し
、

繁
栄
を
極
め
た

西
海
捕
鯨
。

西
海
捕
鯨
と
ク
ジ
ラ
文
化
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の特徴である三重に張られた網にクジラを追い込ん
で、クジラの動きを封じてから、銛を打ち込んだ。勢子
船に揚げられた旗の「タテ牛角紋」から益冨組の捕鯨
の様子とわかる。

浦
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を
潤
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、
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西
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西
海
の
鯨
組
に
は
、有
川
組
、小
川
組
、益
冨

組
、中
尾
組
な
ど
が
あ
り
ま
し
た（
名
称
は
、地
名

や
組
主
の
名
前
に
由
来
）。そ
の
中
で
も
、生
月
島

の
益
冨
組
は
も
っ
と
も
繁
栄
を
極
め
、そ
の
規
模
は

日
本
一を
誇
り
ま
し
た
。

　

享
保
１０
年（
１
７
２
５
）に
は
じ
ま
る
益
冨
組
は
、

全
盛
期
に
は
、2
0
0
隻
を
越
え
る
船
を
使
用
、

3
、0
0
0
人
余
り
の
加
子
を
擁
し
た
と
い
い
ま
す
。

益
冨
組
が
操
業
し
た
1
4
2
年
間
に
捕
獲
し
た

ク
ジ
ラ
は
2
1
、7
0
0
余
頭
、事
業
で
得
た
収
入

は
約
3
、3
2
0
、0
0
0
両
に
ま
で
及
び
、平
戸
藩

の
財
政
に
大
き
く
貢
献
し
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、江
戸
時
代
に
は
、捕
鯨
や
ク
ジ
ラ
の

解
体
な
ど
の
様
子
を
解
説
し
た
絵
巻
物
が
数
多
く

作
ら
れ
て
い
ま
す
。益
冨
組
も
木
版
印
刷
に
よ
る

捕
鯨
図
説『
勇
魚
取
絵
詞
』を
刊
行
。こ
の
付
録

『
鯨
肉
調
味
方
』で
は
、ク
ジ
ラ
の
部
位
を
88
カ
所

あ
げ
、そ
の
内
、可
食
部
分
67
カ
所
の
調
理
法
を

記
し
て
い
て
、当
時
の
捕
鯨
と
そ
の
利
用
を
知
る
た

いへ
ん
貴
重
な
史
料
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

幕
末
に
な
る
と
、ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
な
ど
欧
米

の
国
々
の
捕
鯨
船
が
日
本
近
海
で
も
操
業
。日
本
沿

岸
の一
部
の
鯨
種
の
数
が
急
速
に
減
っ
て
い
き
、日
本

の
古
式
捕
鯨
は
ど
ん
ど
ん
衰
退
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

明
治
後
期
に
入
る
と
、ノル
ウ
エ
ー
式
砲
殺
捕
鯨
法

が
導
入
さ
れ
近
代
捕
鯨
業
時
代
が
は
じ
ま
り
ま
す
。

捕
鯨
会
社
が
次
々
に
設
立
さ
れ
、長
崎
も
拠
点
の
ひ

と
つ
と
し
て
に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。し
か
し
、日
本
沿
岸
の

ク
ジ
ラ
は
乱
獲
さ
れ
、西
海
地
域
で
も
1
9
7
0
年

代
に
捕
鯨
の
終
焉
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

近
年
、過
去
の
ク
ジ
ラ
の
乱
獲
を
各
国
が
反
省

し
、1
9
8
7
年
以
降
「
国
際
捕
鯨
委
員
会

（
I
W
C

：

1
9
3
7
年
設
立
）」で
の
決
議
に
よ
っ

て
商
業
捕
鯨
は一
時
停
止
さ
れ
て
い
ま
す
。現
在
、日

本
で
は
、イ
ル
カ
類
や
ツ
チ
ク
ジ
ラ
な
ど
の
I
W
C
管

轄
外
の
鯨
種
の
捕
鯨
と
調
査
捕
鯨（
捕
獲
調
査
）の

み
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
、西
海
地
域
で
捕
れ
た
鯨
肉
の
流
通

の
拠
点
は
、大
村
湾
の一
角
に
あ
る
彼
杵
宿（
長
崎
街

道
の
要
所
の
ひ
と
つ
。現
・
東
彼
杵
町
）で
、こ
こ
か
ら

九
州
各
地
へ
運
ば
れ
ま
し
た
。出
島
貿
易
で
潤
っ
て
い

た
長
崎
方
面
へ
は
、特
に
尾
の
身
、畝
須
な
ど
の
高
級

な
部
位
が
好
ん
で
運
ば
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

鯨
肉
が
親
し
い
食
べ
物
だ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
よ
う

に
、長
崎
に
は
、ク
ジ
ラ
の
食
文
化
が
い
ま
も
し
っ
か
り

根
付
い
て
い
ま
す
。市
場
で
は
鯨
肉
が
売
ら
れ
、長

崎
市
内
に
は
い
く
つ
か
の
鯨
専
門
店
も
あ
り
ま
す
。

祝
い
の
膳
に
は
欠
か
せ
な
い
食
材
で
、折
々
に
家
庭

の
食
卓
に
あ
が
っ
て
い
ま
す
。

　

か
つ
て
の
鯨
組
の
地
元
に
は
、ク
ジ
ラ
の
供
養
塔
が

必
ず
あ
り
、ま
た
、神
社
の
鳥
居
の
寄
進
者
と
し
て

鯨
組
の
名
前
が
刻
ま
れ
て
い
る
な
ど
、日
本
人
ら
し

い
信
心
深
さ
が
伺
え
る
も
の
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、長
崎
市
の「
長
崎
く
ん
ち
」で
は
、江
戸
時

代
か
ら「
鯨
の
潮
吹
き
」と
い
う
演
し
物
が
万
屋
町

か
ら
奉
納
さ
れ
て
い
ま
す
。ち
な
み
に
こ
の
ク
ジ
ラ
は
、

当
時
か
ら
好
ん
で
捕
獲
さ
れ
た
セ
ミ
ク
ジ
ラ
で
す
。

　

西
海
捕
鯨
の
繁
栄
に
由
来
す
る
長
崎
独
自
の

ク
ジ
ラ
文
化
。時
代
の
変
化
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も

い
ま
も
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

◎
主
要
参
考
文
献

　

く
じ
ら
取
り
の
系
譜（
中
園
成
生 

著
／
長
崎
新
聞
社
）

　

西
海
の
く
じ
ら
捕
り（
立
平 

進 

著
／
長
崎
県
労
働
金
庫
）

※
本
稿
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、元
水
産
学
部
教
授
の

　

真
野
季
弘
氏
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

捕
鯨
業
で
栄
え
た
歴
史
を
持
つ
長
崎
は
、ス
ナ

メ
リ
や
ミ
ナ
ミ
ハ
ン
ド
ウ
イ
ル
カ
な
ど
を
身
近
に
観

察
で
き
る
海
に
も
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。そ
ん
な
土

地
柄
を
背
景
と
す
る
長
崎
大
学
の
鯨
類
研
究
は
、

戦
後
間
も
な
く
水
江
一
弘
先
生（
1
9
5
0
│

7
5
、

1
9
8
3
│

8
7
在
職
）に
よ
っ
て
は
じ
ま
り
、柴
田
恵

司
先
生（
1
9
5
0
│

9
0
在
職
）、竹
村
暘
先
生

（
1
9
6
5
│

2
0
0
8
在
職
）
、真
野
季
弘
先
生

（
1
9
7
5
│
9
6
在
職
）ら
の
グ
ル
ー
プ
も
、ク
ジ
ラ
に
関

す
る
研
究
を
行
い
、そ
れ
ぞ
れ
生
態・行
動・生
活
史・

形
態
変
異
な
ど
幅
広
い
調
査
を
展
開
し
ま
し
た
。

　

水
江
先
生
は
、北
洋
へ
出
る
サ
ケ・マ
ス
漁
の
船

に
乗
り
込
ん
で
網
に
か
か
る
ク
ジ
ラ
を
調
査
。柴

田
先
生
は
、古
式
捕
鯨
に
使
用
さ
れ
た
和
船
の
構

造
の
研
究
を
行
い
ま
し
た
。竹
村
先
生
は
、主
に

イ
ル
カ
の
音
声
や
ス
ナ
メ
リ
な
ど
の
研
究
で
知
ら

れ
る
方
で
、研
究
グ
ル
ー
プ
か
ら
優
れ
た
鯨
類
研

究
者
を
輩
出
し
て
い
ま
す
。
真
野
先
生
は
、

1
9
8
0
年
代
に
捕
鯨
船
に
乗
り
込
ん
で
マ
ッ
コ

ウ
ク
ジ
ラ
の
行
動
、捕
鯨
船
に
お
け
る
業
務
に
つ

い
て
の
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
先
生
方
に
よ
る
研
究
成
果
を
ベ
ー
ス

に
、現
在
も
水
産
学
部
に
お
け
る
鯨
類
研
究
は
続

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

長
崎
大
学
文
教
キ
ャ
ン
パ
ス
の「
中
部
講
堂
」は
、

捕
鯨
ゆ
か
り
の
建
物
で
す
。大
洋
漁
業（
現・マ
ル
ハ
ニ
チ

ロ
）の
中
部
譲
吉
氏（
当
時
の
社
長
）の
寄
附
で

1
9
6
2
年（
昭
和
37
）に
建
設
さ
れ
ま
し
た
。大
洋
漁

業
は
、当
時
、南
氷
洋
捕
鯨
で
知
ら
れ
た
会
社
で
す
。

　

ま
た
、水
産
学
部
前
の
池
に
設
置
さ
れ
て
い
る

捕
鯨
砲
は
、1
9
7
3
年（
昭
和
48
）に
大
洋
漁

業
の
捕
鯨
部
に
入
社
し
た
同
学
部
の
卒
業
生
の
縁

で
、不
要
と
な
っ
た
捕
鯨
砲
を
教
材
と
し
て
譲
り
受

け
た
も
の
で
す
。長
崎
大
学
の
歴
史
を
ひ
も
と
け

ば
、捕
鯨
業
と
深
い
関
わ
り
が
見
え
て
き
ま
す
。

水産学部に寄贈された捕鯨砲。

捕鯨ゆかりの中部講堂。

  

多
様
な
視
点
で

  

鯨
類
に
ア
プ
ロ
ー
チ

【
日
本
一の
益
冨
組（
生
月
島
）】

【
捕
鯨
の
衰
退
】

【
長
崎
の
ク
ジ
ラ
文
化
】

左下から時計回りに、クジラの皮、さえずり（舌）、
赤身、ベーコン。

「長崎くんち」で万屋町から奉納される
「鯨の潮吹き」。

古くから捕鯨で栄えた五島・有川の海童神社。
鯨骨の鳥居が奉納されている。

■西海捕鯨で主に捕られたクジラ

ザトウクジラ
Megaptera novaeangliae
Humpback whale

セミクジラ
Eubalaena glacialis
Northern right whale

コククジラ
Eschrichtius robustus
Gray whale

水産学部の鯨類研究を受け継ぐ天野研究室のメンバー。

水
産
学
部
の

鯨
類
研
究

  

キ
ャ
ン
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も

  

捕
鯨
業
の
名
残

ク
ジ
ラ
の
ま
ち「
長
崎
」に
受
け
継
が
れ
る

司馬江漢　『画図西遊譚』　享和3年（1803）
松浦史料博物館蔵
司馬江漢は、捕鯨見物のため益冨組を訪れ、生月島
の捕鯨を詳細な描写で残した。
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玄界灘
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佐賀

熊本
肥後国

宮崎

大分

山口

鹿児島

彼杵江
島

蛎
の
浦

黄
島

板部島
黒
瀬

柏
浦
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首

有
川
浦

御
崎
浦

印通寺
恵比須浦（前目）

小川島
湯
井
場

平

平
島 松

島

壱岐

対馬

筑後国

筑前国
豊前国

長門国

五島列島

田の浦
（勝本）

伊奈浦

廻浦

見島

川尻浦 通浦

瀬戸崎浦

古式捕鯨業時代中期における
西海の主要網組漁場

日本海から東シナ海を回遊する
鯨の通路

鯨
ノ
浦

（
大
島
）

肥前国
津吉浦

出典（改変）：「くじら取りの系譜」（中園成生）
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卓
に
あ
が
っ
て
い
ま
す
。

　

か
つ
て
の
鯨
組
の
地
元
に
は
、ク
ジ
ラ
の
供
養
塔
が

必
ず
あ
り
、ま
た
、神
社
の
鳥
居
の
寄
進
者
と
し
て

鯨
組
の
名
前
が
刻
ま
れ
て
い
る
な
ど
、日
本
人
ら
し

い
信
心
深
さ
が
伺
え
る
も
の
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、長
崎
市
の「
長
崎
く
ん
ち
」で
は
、江
戸
時

代
か
ら「
鯨
の
潮
吹
き
」と
い
う
演
し
物
が
万
屋
町

か
ら
奉
納
さ
れ
て
い
ま
す
。ち
な
み
に
こ
の
ク
ジ
ラ
は
、

当
時
か
ら
好
ん
で
捕
獲
さ
れ
た
セ
ミ
ク
ジ
ラ
で
す
。

　

西
海
捕
鯨
の
繁
栄
に
由
来
す
る
長
崎
独
自
の

ク
ジ
ラ
文
化
。時
代
の
変
化
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も

い
ま
も
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

◎
主
要
参
考
文
献

　

く
じ
ら
取
り
の
系
譜（
中
園
成
生 

著
／
長
崎
新
聞
社
）

　

西
海
の
く
じ
ら
捕
り（
立
平 

進 

著
／
長
崎
県
労
働
金
庫
）

※
本
稿
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、元
水
産
学
部
教
授
の

　

真
野
季
弘
氏
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

捕
鯨
業
で
栄
え
た
歴
史
を
持
つ
長
崎
は
、ス
ナ

メ
リ
や
ミ
ナ
ミ
ハ
ン
ド
ウ
イ
ル
カ
な
ど
を
身
近
に
観

察
で
き
る
海
に
も
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。そ
ん
な
土

地
柄
を
背
景
と
す
る
長
崎
大
学
の
鯨
類
研
究
は
、

戦
後
間
も
な
く
水
江
一
弘
先
生（
1
9
5
0
│

7
5
、

1
9
8
3
│

8
7
在
職
）に
よ
っ
て
は
じ
ま
り
、柴
田
恵

司
先
生（
1
9
5
0
│

9
0
在
職
）、竹
村
暘
先
生

（
1
9
6
5
│

2
0
0
8
在
職
）
、真
野
季
弘
先
生

（
1
9
7
5
│
9
6
在
職
）ら
の
グ
ル
ー
プ
も
、ク
ジ
ラ
に
関

す
る
研
究
を
行
い
、そ
れ
ぞ
れ
生
態・行
動・生
活
史・

形
態
変
異
な
ど
幅
広
い
調
査
を
展
開
し
ま
し
た
。

　

水
江
先
生
は
、北
洋
へ
出
る
サ
ケ・マ
ス
漁
の
船

に
乗
り
込
ん
で
網
に
か
か
る
ク
ジ
ラ
を
調
査
。柴

田
先
生
は
、古
式
捕
鯨
に
使
用
さ
れ
た
和
船
の
構

造
の
研
究
を
行
い
ま
し
た
。竹
村
先
生
は
、主
に

イ
ル
カ
の
音
声
や
ス
ナ
メ
リ
な
ど
の
研
究
で
知
ら

れ
る
方
で
、研
究
グ
ル
ー
プ
か
ら
優
れ
た
鯨
類
研

究
者
を
輩
出
し
て
い
ま
す
。
真
野
先
生
は
、

1
9
8
0
年
代
に
捕
鯨
船
に
乗
り
込
ん
で
マ
ッ
コ

ウ
ク
ジ
ラ
の
行
動
、捕
鯨
船
に
お
け
る
業
務
に
つ

い
て
の
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
先
生
方
に
よ
る
研
究
成
果
を
ベ
ー
ス

に
、現
在
も
水
産
学
部
に
お
け
る
鯨
類
研
究
は
続

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

長
崎
大
学
文
教
キ
ャ
ン
パ
ス
の「
中
部
講
堂
」は
、

捕
鯨
ゆ
か
り
の
建
物
で
す
。大
洋
漁
業（
現・マ
ル
ハ
ニ
チ

ロ
）の
中
部
譲
吉
氏（
当
時
の
社
長
）の
寄
附
で

1
9
6
2
年（
昭
和
37
）に
建
設
さ
れ
ま
し
た
。大
洋
漁

業
は
、当
時
、南
氷
洋
捕
鯨
で
知
ら
れ
た
会
社
で
す
。

　

ま
た
、水
産
学
部
前
の
池
に
設
置
さ
れ
て
い
る

捕
鯨
砲
は
、1
9
7
3
年（
昭
和
48
）に
大
洋
漁

業
の
捕
鯨
部
に
入
社
し
た
同
学
部
の
卒
業
生
の
縁

で
、不
要
と
な
っ
た
捕
鯨
砲
を
教
材
と
し
て
譲
り
受

け
た
も
の
で
す
。長
崎
大
学
の
歴
史
を
ひ
も
と
け

ば
、捕
鯨
業
と
深
い
関
わ
り
が
見
え
て
き
ま
す
。

水産学部に寄贈された捕鯨砲。

捕鯨ゆかりの中部講堂。

  

多
様
な
視
点
で

  

鯨
類
に
ア
プ
ロ
ー
チ

【
日
本
一の
益
冨
組（
生
月
島
）】

【
捕
鯨
の
衰
退
】

【
長
崎
の
ク
ジ
ラ
文
化
】

左下から時計回りに、クジラの皮、さえずり（舌）、
赤身、ベーコン。

「長崎くんち」で万屋町から奉納される
「鯨の潮吹き」。

古くから捕鯨で栄えた五島・有川の海童神社。
鯨骨の鳥居が奉納されている。

■西海捕鯨で主に捕られたクジラ

ザトウクジラ
Megaptera novaeangliae
Humpback whale

セミクジラ
Eubalaena glacialis
Northern right whale

コククジラ
Eschrichtius robustus
Gray whale

水産学部の鯨類研究を受け継ぐ天野研究室のメンバー。

水
産
学
部
の

鯨
類
研
究

  
キ
ャ
ン
パ
ス
に
も

  

捕
鯨
業
の
名
残

ク
ジ
ラ
の
ま
ち「
長
崎
」に
受
け
継
が
れ
る

司馬江漢　『画図西遊譚』　享和3年（1803）
松浦史料博物館蔵
司馬江漢は、捕鯨見物のため益冨組を訪れ、生月島
の捕鯨を詳細な描写で残した。

ま
す  

と
み

い
さ
な
と
り
え
こ
と
ば

う
ね  

す

長崎と鯨類研究
げい 　るい

特
集

な 

か 

べ

04vol.3305 vol.33

長崎五
島
灘

対馬海峡

玄界灘
響
灘

福岡

佐賀

熊本
肥後国

宮崎

大分

山口

鹿児島

彼杵江
島

蛎
の
浦

黄
島

板部島
黒
瀬

柏
浦

似
首

有
川
浦

御
崎
浦

印通寺
恵比須浦（前目）

小川島
湯
井
場

平

平
島 松

島

壱岐

対馬

筑後国

筑前国
豊前国

長門国

五島列島

田の浦
（勝本）

伊奈浦

廻浦

見島

川尻浦 通浦

瀬戸崎浦

古式捕鯨業時代中期における
西海の主要網組漁場

日本海から東シナ海を回遊する
鯨の通路

鯨
ノ
浦

（
大
島
）

肥前国
津吉浦

出典（改変）：「くじら取りの系譜」（中園成生）



　

マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
の
メ
ス
は
、母
系
を
基
盤
と
し

た
、長
期
間
続
く
安
定
し
た
社
会
で
暮
ら
し
ま

す
。一
方
オ
ス
は
、あ
る
程
度
大
き
く
な
る
と
、母

親
の
い
る
グ
ル
ー
プ
を
離
れ
、血
縁
の
な
い
オ
ス
同

士
で
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
り
、北
の
海
に
回
遊
す
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。成
長
す
る
に
つ
れ
、こ
の
グ
ル
ー

プ
の
メ
ン
バ
ー
の
数
は
減
っ
て
い
き
、最
終
的
に
は

何
年
か
オ
ス
だ
け
の
社
会
を
経
験
し
た
後
、一
頭

（
ま
れ
に
二
頭
）で
生
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

暖
か
い
海
域
に
棲
む
メ
ス
の
グ
ル
ー
プ
の
生
態
に

つ
い
て
は
、世
界
的
に
研
究
調
査
が
進
ん
で
い
ま
す

が
、オ
ス
に
つ
い
て
は
、ま
だ
未
解
明
な
こ
と
が
多

く
、根
室
海
峡
に
回
遊
す
る
若
い
オ
ス
の
個
体
識

別
に
基
づ
く
社
会
構
造
の
調
査
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
マ
ッコ
ウ
ク
ジ
ラ
は
深
い
潜
水
に
入
る
と
き
、尾
び

れ
を
高
く
空
中
に
上
げ
ま
す（
フ
ル
ー
ク
ア
ッ
プ
）。

尾
び
れ
に
は
、成
長
と
と
も
に
さ
ま
ざ
ま
な
傷
が

で
き
、そ
の
傷
跡
は一
頭
、一
頭
異
な
る
た
め
、個
体

識
別
が
可
能
に
な
り
ま
す
。そ
こ
で
、フ
ル
ー
ク

ア
ッ
プ
の
と
き
写
真

を
撮
り
、ど
の
個
体

が
い
つ
、ど
の
個
体
と

一
緒
に
い
た
か
と
い
う

情
報
か
ら
、群
れ
の

構
造
を
明
ら
か
に
し

て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
は
、毎
年
８
月
・
９
月
に
は
、北
海
道

羅
臼
町
を
基
地
に
、知
床
羅
臼
沖
の
根
室
海
峡

に
回
遊
す
る
オ
ス
の
マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
の
生
態
調

査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
は
、主
に
深
海
に
棲
む
イ
カ
類

を
捕
食
す
る
た
め
、水
深
の
あ
る
外
洋
を
中
心
に

生
息
し
て
い
ま
す
。し
か
し
、根
室
海
峡
は
海
岸
か

ら
急
激
に
深
く
な
り
、マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
が
好
む
深

い
海
域
が
沿
岸
す
ぐ
に
迫
っ
て
い
ま
す
。そ
の
た

め
、羅
臼
は
岸
か
ら
マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
が
観
察
で
き

る
と
い
う
世
界
的
に
も
ま
れ
な
フ
ィ
ー
ル
ド
で
す
。

マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
の

フ
ィ
ー
ル
ド
へ

オ
ス
の
グ
ル
ー
プ
の

生
態
を
調
査
研
究

個
体
識
別
に
基
づ
く

社
会
構
造
調
査

　

ス
ナ
メ
リ
は
、ペ
ル
シ
ャ
湾
か
ら
日
本
ま
で
の
沿

岸
に
生
息
す
る
小
型
の
ク
ジ
ラ
で
す
。長
崎
県

周
辺
で
は
、大
村
湾
に
約
3
0
0
頭
、有
明
海

に
約
3
8
0
0
頭
ほ
ど
生
息
し
て
い
る
と
推
測

さ
れ
て
い
ま
す
。ス
ナ
メ
リ
は
、沿
岸
環
境
の
悪

化
と
と
も
に
そ
の
数
が
減
っ
て
い
る
可
能
性
も

あ
る
と
心
配
さ
れ
て
い
ま
す
。水
産
学
部
で
は
、

主
に
大
村
湾
に
生
息
す
る
ス
ナ
メ
リ
の
生
態
を

研
究
し
て
い
ま
す
。

尾びれの様子が鮮明に確認できる
フルークアップ。

天草のミナミハンドウイルカの群れ。

長崎では「なみのいお」と呼ばれ親しまれているスナメリ。

　マッコウクジラは、潜水中にクリック音
と呼ばれる「カチカチ」と聞こえる音を発
し、エコーロケーション（自ら発した音波の
反響を聞くことで、まわりの物体の様子を確
認すること）により餌を探します。クリック音
を調べることで、餌をいつ発見し、どのよう
に餌に近付いているかが推測できます。
　また、マッコウクジラはコーダと呼ばれる
音を発して、群れの中でコミュニケーショ
ンをとっています。コーダのレパートリーは
メスの群れごとに異なりますが、それぞれ
違うメスの群れで生まれたオスの群れの
個体が、どのようなコーダのレパートリーを
持っているのかなども、水中マイクを用い
て調査研究をしています。

　

熊
本
県
天
草
の
通
詞
島
周
辺
に
は
、ミ
ナ
ミ
ハ

ン
ド
ウ
イ
ル
カ
が
周
年
生
息
し
て
い
ま
す
。多
く
の

海
域
で
ミ
ナ
ミ
ハ
ン
ド
ウ
イ
ル
カ
の
群
れ
は
、１０
〜

２０
頭
く
ら
い
で
あ
る
の
が
普
通
で
す
が
、天
草
の

群
れ
は
、約
１
０
０
頭
を
越
す
大
所
帯
で
す
。

　

ミ
ナ
ミ
ハ
ン
ド
ウ
イ
ル
カ
や
ハ
ン
ド
ウ
イ
ル
カ
は
、

た
い
へ
ん
社
会
的
な
動
物
で
、子
供
を
持
つ
母
親

同
士
が
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
っ
て
子
育
て
を
し
ま
す
。

一
方
オ
ス
は
、得
ら
れ
る
利
益
に
よ
っ
て
グ
ル
ー

プ
を
変
え
た
り
、対
立
す
る
グ
ル
ー
プ
が
あ
る

と
、一
時
的
に
違
う
グ
ル
ー

プ
同
士
が
協
力
し
あ
う

な
ど
、人
間
社
会
に
も
見

ら
れ
る
よ
う
な
複
雑
な

個
体
関
係
を
示
す
こ
と

が
別
の
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査

で
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

天
草
の
大
き
な
群
れ

は
、ど
の
よ
う
な
社
会
構

造
を
し
て
い
る
の
か
、た

だ
今
調
査
中
で
す
。

　
　
　

[

鯨
類
研
究
の
魅
力]

　

鯨
類
は
、人
類
と
古
く
か
ら
関
わ
り
が
あ
り
な

が
ら
、そ
の
生
態
や
行
動
な
ど
解
明
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
が
多
い
動
物
で
す
。現
在
、約
90
種
類
ほ

ど
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
が
、大
型
哺
乳
類
で
あ
り

な
が
ら
、い
ま
だ
に
新
種
が
発
見
さ
れ
て
い
る
状

況
で
す
。で
す
か
ら
、こ
の
分
野
の
調
査
研
究
に

お
い
て
は
、ま
ず
、比
較
的
容
易
に
誰
も
知
ら
な

い
新
し
い
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、

面
白
さ
が
あ
り
ま
す
。

　

鯨
類
に
は
、サ
ル
の
仲
間
に
匹
敵
す
る
よ
う
な

社
会
や
知
能
を
持
つ
種
類
も
あ
り
ま
す
。彼
ら
の

社
会
を
調
べ
る
こ
と
を
通
し
て
、ヒ
ト
や
他
の
動

物
の
社
会
の
進
化
の
理
解
が
進
む
こ
と
が
あ
る

に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

[

ク
ジ
ラ
が
教
え
て
く
れ
る
こ
と]

　

海
洋
の
魚
は
数
十
年
周
期
で
種
類
ご
と
に
増

減
す
る
現
象
が
起
こ
り
ま
す
。小
魚
を
餌
に
す
る

ク
ジ
ラ
は
、ア
ジ
が
増
え
て
い
れ
ば
ア
ジ
を
食
べ
、

イ
ワ
シ
が
多
い
周
期
に
は
イ
ワ
シ
を
食
べ
る
と
い

う
ふ
う
に
、状
況
に
応
じ
て
食
べ
る
魚
を
変
え
ま

す
。特
定
の
魚
を
捕
り
す
ぎ
て
し
ま
う
傾
向
に

あ
る
人
類
が
見
習
う
べ
き
点
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

ク
ジ
ラ
が
増
え
る
と
海
洋
生
態
系
を
撹
乱

す
る
と
言
う
人
が
い
ま
す
が
、ク
ジ
ラ
は
人
類
が

捕
獲
す
る
以
前
に
数
百
万
年
も
生
き
て
き
た
の

で
す
。そ
の
間
、生
態
系
は
撹
乱
さ
れ
続
け
て
い

た
で
し
ょ
う
か
。豊
か
な
生
態
系
で
あ
っ
た
は
ず

で
す
。ク
ジ
ラ
よ
り
も
人
類
の
方
が
も
っ
と
重
大

な
影
響
を
生
態
系
に
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
、ま
ず
、認
識
す
る
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
ま
で
、研
究
の
途
上
で
多
く
の
ク
ジ
ラ
や

イ
ル
カ
を
好
ん
で
食
べ
て
き
ま
し
た
。で
す
か
ら
、

各
地
の
食
文
化
は
尊
重
す
べ
き
も
の
と
思
い
ま

す
が
、や
は
り
、生
物
学
者
で
あ
る
以
上
、捕
鯨

と
ク
ジ
ラ
の
管
理
に
つ
い
て
は
、き
ち
ん
と
注
意

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。ひ
と
口

に
ク
ジ
ラ
が
増
え
て
い
る
と
か
、減
っ
て
い
る
と
か

よ
く
言
わ
れ
ま
す
が
、ク
ジ
ラ
は
そ
の
種
類
ご
と

に
、生
態
も
行
動
も
さ
ま
ざ
ま
で
す
。と
て
も
ひ

と
括
り
に
し
て
論
じ
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

[

知
識
の「
力
」と
は]

　

寿
命
の
長
い
鯨
類
の
調
査
研
究
は
、地
道
な

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
が
基
本
で
す
。こ
う
し
た
研

究
が
い
っ
た
い
何
の
役
に
立
つ
の
で
し
ょ
う
。多
く

は
、す
ぐ
に
実
益
に
つ
な
が
る
よ
う
な
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。こ
の
よ
う
な
研
究
は
軽
視
さ
れ
が

ち
で
す
が
、テ
レ
ビ
の
ク
イ
ズ
番
組
を
見
て
も
、

ム
ダ
な
知
識
で
あ
っ
て
も
知
ら
な
い
こ
と
を
知
り

た
い
と
思
い
、誰
が
何
を
知
っ
て
い
る
か
を
知
り
た

が
る
の
は
、ヒ
ト
の
根
源
的
な
欲
求
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。そ
れ
は
、そ
う
い
っ
た
知
識
が
人

類
の
進
化
の
上
で
生
存
に
役
に
立
っ
て
き
た
こ
と

の
反
映
で
す
。ど
ん
な
こ
と
で
も
、知
識
は
将
来

を
生
き
延
び
る
た
め
の「
力
」な
の
で
す
。大
海

原
に
生
き
る
鯨
類
の
姿
は
、そ
ん
な
こ
と
を
考
え

さ
せ
た
り
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
野　

雅
男
）

天
草
の

ミ
ナ
ミ
ハ
ン
ド
ウ
イ
ル
カ

マッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
の
調
査
研
究大

村
湾
の
ス
ナ
メ
リ

羅臼灯台脇の「クジラの見える丘公園」から観測。

水中マイク（システム）でマッコウクジラが発する音を調査中。

音響調査

　鯨類は、死体が海岸に打ち上げら
れたり、生きたまま群れで海岸に乗り
上げたり、漁網に掛かって死んだりす
る場合があります。このようなことをま
とめて「ストランディング」と呼びます。
　「ストランディング」した死体を解
剖し、形態、年齢、成熟状況、遺伝
子、食物、病気、体内に蓄積してい
る化学物質などを調べます。そうして
集めたデータで鯨類の生態を明らか
にしていくことができます。
　長崎大学では大村湾のスナメリをは
じめ九州北部一帯で「ストランディング」
の情報を集め、調査を行っています。

漂着したニタリクジラの解剖。

ストランディングの調査

セオドライトを使用した
分布調査

　セオドライトとは、土木調査などで使
用されている測量機器です。クジラま
での水平方向、垂直方向の角度を計
測することで、陸上から観察できるクジ
ラの位置を求めることができます。この
方法で、マッコウクジラをはじめ、その
他の鯨類の分布や移動について調査
を行っています。

データロガーによる
水中行動調査

　マッコウクジラは、深海のイカ類を捕
食するため、1000メートルを越える深
さに40分以上も潜ります。真っ暗な深
海での彼らの行動を知るため、データ
ロガーという小型記録計をクジラに装
着して調べています。

データロガーを装着するためクジラに近付いて
いるところ。

データロガーを装着したマッコウクジラ。
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マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
の
メ
ス
は
、母
系
を
基
盤
と
し

た
、長
期
間
続
く
安
定
し
た
社
会
で
暮
ら
し
ま

す
。一
方
オ
ス
は
、あ
る
程
度
大
き
く
な
る
と
、母

親
の
い
る
グ
ル
ー
プ
を
離
れ
、血
縁
の
な
い
オ
ス
同

士
で
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
り
、北
の
海
に
回
遊
す
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。成
長
す
る
に
つ
れ
、こ
の
グ
ル
ー

プ
の
メ
ン
バ
ー
の
数
は
減
っ
て
い
き
、最
終
的
に
は

何
年
か
オ
ス
だ
け
の
社
会
を
経
験
し
た
後
、一
頭

（
ま
れ
に
二
頭
）で
生
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

暖
か
い
海
域
に
棲
む
メ
ス
の
グ
ル
ー
プ
の
生
態
に

つ
い
て
は
、世
界
的
に
研
究
調
査
が
進
ん
で
い
ま
す

が
、オ
ス
に
つ
い
て
は
、ま
だ
未
解
明
な
こ
と
が
多

く
、根
室
海
峡
に
回
遊
す
る
若
い
オ
ス
の
個
体
識

別
に
基
づ
く
社
会
構
造
の
調
査
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
マ
ッコ
ウ
ク
ジ
ラ
は
深
い
潜
水
に
入
る
と
き
、尾
び

れ
を
高
く
空
中
に
上
げ
ま
す（
フ
ル
ー
ク
ア
ッ
プ
）。

尾
び
れ
に
は
、成
長
と
と
も
に
さ
ま
ざ
ま
な
傷
が

で
き
、そ
の
傷
跡
は一
頭
、一
頭
異
な
る
た
め
、個
体

識
別
が
可
能
に
な
り
ま
す
。そ
こ
で
、フ
ル
ー
ク

ア
ッ
プ
の
と
き
写
真

を
撮
り
、ど
の
個
体

が
い
つ
、ど
の
個
体
と

一
緒
に
い
た
か
と
い
う

情
報
か
ら
、群
れ
の

構
造
を
明
ら
か
に
し

て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
は
、毎
年
８
月
・
９
月
に
は
、北
海
道

羅
臼
町
を
基
地
に
、知
床
羅
臼
沖
の
根
室
海
峡

に
回
遊
す
る
オ
ス
の
マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
の
生
態
調

査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
は
、主
に
深
海
に
棲
む
イ
カ
類

を
捕
食
す
る
た
め
、水
深
の
あ
る
外
洋
を
中
心
に

生
息
し
て
い
ま
す
。し
か
し
、根
室
海
峡
は
海
岸
か

ら
急
激
に
深
く
な
り
、マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
が
好
む
深

い
海
域
が
沿
岸
す
ぐ
に
迫
っ
て
い
ま
す
。そ
の
た

め
、羅
臼
は
岸
か
ら
マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
が
観
察
で
き

る
と
い
う
世
界
的
に
も
ま
れ
な
フ
ィ
ー
ル
ド
で
す
。

マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
の

フ
ィ
ー
ル
ド
へ

オ
ス
の
グ
ル
ー
プ
の

生
態
を
調
査
研
究

個
体
識
別
に
基
づ
く

社
会
構
造
調
査

　

ス
ナ
メ
リ
は
、ペ
ル
シ
ャ
湾
か
ら
日
本
ま
で
の
沿

岸
に
生
息
す
る
小
型
の
ク
ジ
ラ
で
す
。長
崎
県

周
辺
で
は
、大
村
湾
に
約
3
0
0
頭
、有
明
海

に
約
3
8
0
0
頭
ほ
ど
生
息
し
て
い
る
と
推
測

さ
れ
て
い
ま
す
。ス
ナ
メ
リ
は
、沿
岸
環
境
の
悪

化
と
と
も
に
そ
の
数
が
減
っ
て
い
る
可
能
性
も

あ
る
と
心
配
さ
れ
て
い
ま
す
。水
産
学
部
で
は
、

主
に
大
村
湾
に
生
息
す
る
ス
ナ
メ
リ
の
生
態
を

研
究
し
て
い
ま
す
。

尾びれの様子が鮮明に確認できる
フルークアップ。

天草のミナミハンドウイルカの群れ。

長崎では「なみのいお」と呼ばれ親しまれているスナメリ。

　マッコウクジラは、潜水中にクリック音
と呼ばれる「カチカチ」と聞こえる音を発
し、エコーロケーション（自ら発した音波の
反響を聞くことで、まわりの物体の様子を確
認すること）により餌を探します。クリック音
を調べることで、餌をいつ発見し、どのよう
に餌に近付いているかが推測できます。
　また、マッコウクジラはコーダと呼ばれる
音を発して、群れの中でコミュニケーショ
ンをとっています。コーダのレパートリーは
メスの群れごとに異なりますが、それぞれ
違うメスの群れで生まれたオスの群れの
個体が、どのようなコーダのレパートリーを
持っているのかなども、水中マイクを用い
て調査研究をしています。

　

熊
本
県
天
草
の
通
詞
島
周
辺
に
は
、ミ
ナ
ミ
ハ

ン
ド
ウ
イ
ル
カ
が
周
年
生
息
し
て
い
ま
す
。多
く
の

海
域
で
ミ
ナ
ミ
ハ
ン
ド
ウ
イ
ル
カ
の
群
れ
は
、１０
〜

２０
頭
く
ら
い
で
あ
る
の
が
普
通
で
す
が
、天
草
の

群
れ
は
、約
１
０
０
頭
を
越
す
大
所
帯
で
す
。

　

ミ
ナ
ミ
ハ
ン
ド
ウ
イ
ル
カ
や
ハ
ン
ド
ウ
イ
ル
カ
は
、

た
い
へ
ん
社
会
的
な
動
物
で
、子
供
を
持
つ
母
親

同
士
が
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
っ
て
子
育
て
を
し
ま
す
。

一
方
オ
ス
は
、得
ら
れ
る
利
益
に
よ
っ
て
グ
ル
ー

プ
を
変
え
た
り
、対
立
す
る
グ
ル
ー
プ
が
あ
る

と
、一
時
的
に
違
う
グ
ル
ー

プ
同
士
が
協
力
し
あ
う

な
ど
、人
間
社
会
に
も
見

ら
れ
る
よ
う
な
複
雑
な

個
体
関
係
を
示
す
こ
と

が
別
の
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査

で
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

天
草
の
大
き
な
群
れ

は
、ど
の
よ
う
な
社
会
構

造
を
し
て
い
る
の
か
、た

だ
今
調
査
中
で
す
。

　
　
　

[

鯨
類
研
究
の
魅
力]

　

鯨
類
は
、人
類
と
古
く
か
ら
関
わ
り
が
あ
り
な

が
ら
、そ
の
生
態
や
行
動
な
ど
解
明
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
が
多
い
動
物
で
す
。現
在
、約
90
種
類
ほ

ど
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
が
、大
型
哺
乳
類
で
あ
り

な
が
ら
、い
ま
だ
に
新
種
が
発
見
さ
れ
て
い
る
状

況
で
す
。で
す
か
ら
、こ
の
分
野
の
調
査
研
究
に

お
い
て
は
、ま
ず
、比
較
的
容
易
に
誰
も
知
ら
な

い
新
し
い
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、

面
白
さ
が
あ
り
ま
す
。

　

鯨
類
に
は
、サ
ル
の
仲
間
に
匹
敵
す
る
よ
う
な

社
会
や
知
能
を
持
つ
種
類
も
あ
り
ま
す
。彼
ら
の

社
会
を
調
べ
る
こ
と
を
通
し
て
、ヒ
ト
や
他
の
動

物
の
社
会
の
進
化
の
理
解
が
進
む
こ
と
が
あ
る

に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

[

ク
ジ
ラ
が
教
え
て
く
れ
る
こ
と]

　

海
洋
の
魚
は
数
十
年
周
期
で
種
類
ご
と
に
増

減
す
る
現
象
が
起
こ
り
ま
す
。小
魚
を
餌
に
す
る

ク
ジ
ラ
は
、ア
ジ
が
増
え
て
い
れ
ば
ア
ジ
を
食
べ
、

イ
ワ
シ
が
多
い
周
期
に
は
イ
ワ
シ
を
食
べ
る
と
い

う
ふ
う
に
、状
況
に
応
じ
て
食
べ
る
魚
を
変
え
ま

す
。特
定
の
魚
を
捕
り
す
ぎ
て
し
ま
う
傾
向
に

あ
る
人
類
が
見
習
う
べ
き
点
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

ク
ジ
ラ
が
増
え
る
と
海
洋
生
態
系
を
撹
乱

す
る
と
言
う
人
が
い
ま
す
が
、ク
ジ
ラ
は
人
類
が

捕
獲
す
る
以
前
に
数
百
万
年
も
生
き
て
き
た
の

で
す
。そ
の
間
、生
態
系
は
撹
乱
さ
れ
続
け
て
い

た
で
し
ょ
う
か
。豊
か
な
生
態
系
で
あ
っ
た
は
ず

で
す
。ク
ジ
ラ
よ
り
も
人
類
の
方
が
も
っ
と
重
大

な
影
響
を
生
態
系
に
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
、ま
ず
、認
識
す
る
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
ま
で
、研
究
の
途
上
で
多
く
の
ク
ジ
ラ
や

イ
ル
カ
を
好
ん
で
食
べ
て
き
ま
し
た
。で
す
か
ら
、

各
地
の
食
文
化
は
尊
重
す
べ
き
も
の
と
思
い
ま

す
が
、や
は
り
、生
物
学
者
で
あ
る
以
上
、捕
鯨

と
ク
ジ
ラ
の
管
理
に
つ
い
て
は
、き
ち
ん
と
注
意

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。ひ
と
口

に
ク
ジ
ラ
が
増
え
て
い
る
と
か
、減
っ
て
い
る
と
か

よ
く
言
わ
れ
ま
す
が
、ク
ジ
ラ
は
そ
の
種
類
ご
と

に
、生
態
も
行
動
も
さ
ま
ざ
ま
で
す
。と
て
も
ひ

と
括
り
に
し
て
論
じ
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
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知
識
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長
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鯨
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道
な

フ
ィ
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ル
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で
す
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う
し
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研
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が
い
っ
た
い
何
の
役
に
立
つ
の
で
し
ょ
う
。多
く

は
、す
ぐ
に
実
益
に
つ
な
が
る
よ
う
な
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。こ
の
よ
う
な
研
究
は
軽
視
さ
れ
が

ち
で
す
が
、テ
レ
ビ
の
ク
イ
ズ
番
組
を
見
て
も
、

ム
ダ
な
知
識
で
あ
っ
て
も
知
ら
な
い
こ
と
を
知
り

た
い
と
思
い
、誰
が
何
を
知
っ
て
い
る
か
を
知
り
た

が
る
の
は
、ヒ
ト
の
根
源
的
な
欲
求
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。そ
れ
は
、そ
う
い
っ
た
知
識
が
人

類
の
進
化
の
上
で
生
存
に
役
に
立
っ
て
き
た
こ
と

の
反
映
で
す
。ど
ん
な
こ
と
で
も
、知
識
は
将
来

を
生
き
延
び
る
た
め
の「
力
」な
の
で
す
。大
海

原
に
生
き
る
鯨
類
の
姿
は
、そ
ん
な
こ
と
を
考
え

さ
せ
た
り
し
ま
す
。
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上げたり、漁網に掛かって死んだりす
る場合があります。このようなことをま
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　「ストランディング」した死体を解
剖し、形態、年齢、成熟状況、遺伝
子、食物、病気、体内に蓄積してい
る化学物質などを調べます。そうして
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海での彼らの行動を知るため、データ
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