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古
く
か
ら
、
若
狭
湾
で
と
れ
た
塩
や
海
産
物
な

ど
を
京
の
都
へ
と
運
び
、
食
と
文
化
の
発
信
地
「
御

食
国
」
と
し
て
栄
え
た
小
浜
市
。

　

中
で
も
「
サ
バ
」
は
、
へ
し
こ
や
な
れ
ず
し
、
醤し

ょ
う

油ゆ

干
し
と
い
っ
た
独
自
の
保
存
加
工
技
術
や
食
文
化

が
発
展
し
た
ほ
か
、
都
へ
と
塩
や
海
産
物
を
運
ん
だ

道
の
り
が
「
鯖
街
道
」
と
呼
ば
れ
る
な
ど
、
小
浜
を

象
徴
す
る
魚
の
ひ
と
つ
で
す
。

　

本
市
は
か
つ
て
サ
バ
の
一
大
産
地
で
し
た
が
、
漁

獲
量
の
ピ
ー
ク
と
な
っ
た
昭
和
49
（
１
９
７
４
）
年

を
境
に
水
揚
げ
量
が
激
減
。
往
時
は
田
烏
漁
港
だ
け

で
３
５
０
０
㌧
を
超
え
た
漁
獲
量
は
、平
成
27
（
２
０

１
５
）
年
に
は
１
ト
ン
を
下
回
り
ま
し
た
（
左
図
）。

「
小
浜
よ
っ
ぱ
ら
い
サ
バ
」
と
は

　

臭
み
が
な
く
、
深
い
甘
み
と
う
ま
み
を
持
つ
の
が

特
徴
で
、
く
せ
の
少
な
さ
か
ら
刺
身
な
ど
生
で
食
べ

る
の
に
特
に
適
し
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、「
御
食
国
若
狭
と
鯖
街
道
」
の
日
本
遺

産
認
定
を
契
機
に
、
平
成
28
年
、
小
浜
の
サ
バ
を

復
活
さ
せ
よ
う
と
、
市
内
の
産
学
官
が
一
体
と
な
っ

た
サ
バ
養
殖
の
取
り
組
み
『「
鯖
、復
活
」
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
』
を
始
め
ま
し
た
。

　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
若
狭
湾
に
浮
か
ぶ
い
け
す

で
、
最
新
の
科
学
技
術
を
駆
使
し
た
効
率
的
な
養
殖

を
模
索
し
な
が
ら
、
鯖
街
道
の
終
点
・
京
都
に
あ
る

酒
蔵
の
酒
か
す
を
混
ぜ
た
餌
で
育
て
た
「
小
浜
よ
っ

ぱ
ら
い
サ
バ
」
の
養
殖
拡
大
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

今
月
は
、
そ
ん
な
「
小
浜
よ
っ
ぱ
ら
い
サ
バ
」

の
養
殖
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

特集

養殖の取り組み

「養殖サバ」4年間の歩みと新たな挑戦

　

令
和
元
年
度
に
は
、
首

都
圏
や
近
畿
圏
の
料
理
店

な
ど
を
中
心
に
約
１
万
尾

を
出
荷
。
京
都
市
で
は
、

飲
食
店
約
２
０
０
店
が
特

別
メ
ニ
ュ
ー
を
提
供
す
る

「
京
都
レ
ス
ト
ラ
ン
ス
ペ

シ
ャ
ル
」
で
、
夏
冬
と
も
に
大
々
的
に
取
り
上
げ
ら

れ
好
評
を
博
す
な
ど
の
広
が
り
を
見
せ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
今
「
養
殖
」
な
の
か

　

現
在
、
世
界
全
体
で
人
口
が
増
加
傾
向
に
あ
り
、

水
産
物
の
需
要
が
増
え
る
中
で
、
天
然
水
産
資
源
は
、

取
り
す
ぎ
や
海
の
環
境
の
変
化
な
ど
に
よ
る
枯
渇
の

危
険
性
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
に
お
い
て
も
、
天
然
水
産
資
源
の
漁
獲
量
は

減
少
傾
向
に
あ
り
、
私
た
ち
の
食
卓
に
欠
か
せ
な
い

魚
介
類
の
安
定
し
た
確
保
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
情
勢
の
中
、
安
全
・
安
心
で
安
定
し

た
漁
獲
量
を
得
る
た
め
の
取
り
組
み
と
し
て
、「
つ

く
り
・
育
て
る
漁
業
」
で
あ
る
養
殖
が
世
界
的
に
主

流
と
な
っ
て
お
り
、
日
本
で
も
、
全
国
各
地
で
さ
ま

ざ
ま
な
種
類
の
魚
の
養
殖
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
市
に
お
い
て
も
、
サ
バ
の
ほ
か
、
ト
ラ
フ
グ
、

サ
ー
モ
ン
、
マ
ハ
タ
、
ヒ
ラ
メ
、
ブ
リ
、
カ
キ
な
ど

が
養
殖
さ
れ
、
市
内
外
で
消
費
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
地
域
の
特
色
を
生
か
し
て
ブ
ラ
ン
ド
化
し
た

養
殖
魚
は
、
そ
の
土
地
な
ら
で
は
の
食
材
と
し
て
地
域

の
内
外
で
地
域
の
活
性
化
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

日本遺産認定を祝うセレモニー（平成27年4月24日・いづみ町商店街）

小
浜
の
漁
業
を
盛
り
上
げ
た
い

　

本
市
の
漁
業
就
業
者
数
は
、
平
成
10
年
か
ら
30
年

ま
で
の
20
年
間
で
、
２
４
７
人
か
ら
１
５
４
人
と
、

約
４
割
減
少
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
高
齢
化
に
よ
っ

て
60
歳
以
上
が
過
半
数
を
占
め
て
お
り
、
将
来
の
担

い
手
不
足
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
担
い
手
不
足

の
解
消
に
向
け
て
、
サ
バ

養
殖
に
Ｉ
ｏ
Ｔ
技
術
な
ど

の
最
新
技
術
を
導
入
し
、

飼
育
方
法
の
マ
ニ
ュ
ア
ル

化
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

従
来
は
漁
師
の
経
験
や

勘
が
頼
り
で
あ
っ
た
養
殖
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
、
科
学
的

に
収
集
・
分
析
し
た
デ
ー
タ
と
結
び
付
け「
見
え
る
化
」

す
る
こ
と
で
、
養
殖
の
経
験
が
な
く
て
も
新
規
参
入

し
や
す
く
な
り
、
担
い
手
確
保
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

ま
た
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
さ
れ
た
ノ
ウ
ハ
ウ
は
、
他

魚
種
の
養
殖
に
も
応
用
で
き
、
市
の
養
殖
業
全
体
を

盛
り
上
げ
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

新
た
な
挑
戦
で
更
な
る
展
開
を

　

サ
バ
養
殖
の
取
り
組
み
は
、
小
浜
の
食
文
化
を
支

え
て
き
た
サ
バ
を
復
活
さ
せ
る
と
と
も
に
、「
刺
身
で

食
べ
ら
れ
る
サ
バ
」
な
ど
の
新
し
い
食
文
化
を
発
信

す
る
こ
と
で
、
持
続
可
能
な
産
業
の
振
興
や
、
誘
客

促
進
に
よ
る
に
ぎ
わ
い
を
生
み
出
し
た
い
と
い
う
思

い
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

　

現
在
、
よ
っ
ぱ
ら
い
サ
バ
は
首
都
圏
や
京
都
・
大

阪
な
ど
の
都
市
部
を
中
心
と
し
た
飲
食
店
や
小
売
店

か
ら
、品
質
・
味
と
も
に
高
い
評
価
を
受
け
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
引
き
続
き
販
路
を
拡
大
し
、
全
国
の
人
々

が
「
小
浜
よ
っ
ぱ
ら
い
サ
バ
」
を
通
じ
て
小
浜
に
興

味
を
持
ち
、
小
浜
に
足
を
運
び
た
く
な
る
よ
う
Ｐ
Ｒ

を
続
け
て
い
き
ま
す
。

　

か
つ
て
の
鯖
街
道
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、「
鯖
」

を
縁
に
人
々
が
盛
ん
に
交
流
し
、
小
浜
の
ま
ち
に
に

ぎ
わ
い
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

同
時
に
、
市
内
外
へ
の
流
通
を
増
や
し
て
い
く
た

め
に
は
、
生
産
量
の
拡
大
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
安
定
し
た
生
産
量
を
確
保
す
る
た
め
、
県

や
県
立
大
学
と
連
携
し
て
、
人
工
的
に
種
苗
（
稚
魚
）

を
生
産
す
る
研
究
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

今
後
も
継
続
し
て
研
究
を
進
め
、
効
率
的
で
低
コ

ス
ト
な
養
殖
技
術
を
実
現
す
る
こ
と
で
、
小
浜
よ
っ

ぱ
ら
い
サ
バ
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
身
近
に
感
じ
て
い

た
だ
け
る
よ
う
、
生
産
者
と
と
も
に
創
意
工
夫
を
重

ね
て
い
き
ま
す
。

福井県と小浜市のサバの漁獲量

福井県
小浜市
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3,580㌧

漁業・養殖業生産統計年報
海面漁業魚種別漁獲量累年統計（都道府県別）

1 万 2,607㌧

1,168㌧ 31㌧
1㌧

「京都レストランスペシャル」の
小浜よっぱらいサバ特集

いけすの下の海中には、サバのデー
タを収集するさまざまな機器がある
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上
質
な
高
級
魚
の
よ
う
な
ク
リ
ア
な
サ
バ
が
こ

の
「
小
浜
よ
っ
ぱ
ら
い
サ
バ
」
で
す
。

　

京
都
レ
ス
ト
ラ
ン
ス
ペ
シ
ャ
ル
で
は
、
従
来
と

は
ま
っ
た
く
違
う
角
度
か
ら
料
理
方
法
を
考
え
、

骨
の
う
ま
み
、
頭
の
エ
キ
ス
、
す
べ
て
を
無
駄
な

く
使
っ
た
『
サ
バ
の
ビ
ス
ク
』
を
提
供
し
、
お
客

様
か
ら
も
「
サ
バ
の
力
強
さ
を
感
じ
る
」
と
好
評

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

消
費

フランス料理店
「L

ラ

a B
ビ オ グ ラ フ ィ

iographie…」
オーナーシェフ

滝
たきもと

本 将
まさひろ

博

研
究

豊
か
な
海
の
保
全
と
産
業
の
発
展
の
両
立
を
目
指
す

　

主
に
、
最
新
技
術
を
駆
使
し
た
給
餌
の
効
率
化

に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　

給
餌
の
効
率
化
と
は
、
例
え
ば
、
サ
バ
が
餌
を
よ

く
食
べ
る
時
間
帯
な
ど
の
デ
ー
タ
を
人
工
知
能
で
解

析
し
、
む
だ
な
餌
や
り
を
な
く
す
こ
と
で
す
。
む
だ

を
な
く
す
こ
と
で
、
経
済
的
な
利
益
を
生
む
だ
け
で

な
く
、
食
べ
残
し
た
餌
に
よ
る
海
洋
汚
染
を
防
ぐ
な

ど
、
自
然
環
境
の
保
全
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

　

ま
た
、
現
場
で
は
、
刺
激
に
弱
い
サ
バ
を
ス
ト

レ
ス
か
ら
守
る
た
め
、
て
い
ね
い
な
扱
い
を
常
に

心
が
け
て
い
ま
す
。
生
け
締
め
な
ど
の
処
理
を
ス

ポ
ン
ジ
の
上
で
行
う
手
法
は
、
他
の
生
産
者
に
「
そ

こ
ま
で
や
る
ん
で
す
か
」
と
驚
か
れ
る
ほ
ど
で
す
。

　

今
後
は
、
よ
り
多
く
の
市
民
の
皆
さ
ん
に
気
軽
に

お
求
め
い
た
だ
け
る
よ
う
、
年
間
３
万
尾
を
目
標

に
出
荷
数
を
増
や
し
て
い
き
た
い
で
す
。
同
時
に
、

き
れ
い
な
田
烏
の
海
を
守
り
、
共
生
し
て
い
く
た

め
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
を
模
索
し
て
い
き
た
い
で

す
ね
。

生
産

養殖の取り組み

現場の “最前線 ”に立つ皆さんにお話を聞きました

１
つ
で
も
多
く
の
成
果
を
現
場
に
届
け
た
い

　

餌
に
混
ぜ
る
酒
か
す
の
割
合
や
、
酒
か
す
が
サ

バ
に
も
た
ら
す
影
響
、
水
揚
げ
し
た
サ
バ
の
鮮
度

を
保
つ
た
め
の
処
理
の
仕
方
な
ど
の
研
究
に
携

わ
っ
て
い
ま
す
。

　

餌
と
し
て
酒
か
す
を
与
え
る
こ
と
自
体
が
初
め
て

の
試
み
で
、
本
当
に
食
べ
る
の
か
、
ど
の
程
度
の
量

を
与
え
れ
ば
良
い
か
な
ど
、
繰
り
返
し
試
験
を
行
う

と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。　

　

人
間
に
よ
る
食
味
や
香
り
の
官
能
検
査
で
は
、
早

く
か
ら
「
酒
か
す
に
よ
る
風
味
の
違
い
が
感
じ
ら
れ

る
」
と
い
う
結
果
が
出
て
い
た
も
の
の
、
科
学
的
な

分
析
で
酒
か
す
由
来
の
成
分
が
は
っ
き
り
と
検
出
さ

れ
た
の
は
、
つ
い
昨
年
の
こ
と
。
取
り
組
み
の
成
果

が
よ
う
や
く
出
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。

　
「
小
浜
よ
っ
ぱ
ら
い
サ
バ
」
に
は
、
熱
い
想
い

を
持
っ
た
た
く
さ
ん
の
人
々
が
関
わ
っ
て
い
ま

す
。
研
究
者
と
し
て
は
、
今
後
も
現
場
の
助
け
に

な
れ
る
よ
う
、
１
つ
で
も
多
く
の
成
果
を
上
げ
、

現
場
に
反
映
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

田烏水産株式会社

横
よこやま

山  拓
た く や

也  社長
（52 歳・田烏）

福井県立大学海洋資源学部

細
ほ そ い

井  公
まさとみ

富  准教授
（44 歳・滋賀県）

　

最
高
の
環
境
で
育
っ
た「
小
浜
よ
っ
ぱ
ら
い
サ
バ
」

は
、
あ
っ
さ
り
し
て
、
く
せ
が
な
く
食
べ
や
す
い
と

思
い
ま
す
。
鮮
度
の
個
体
差
が
無
い
の
で
、
ど
れ
も

新
鮮
で
使
い
や
す
く
と
て
も
お
い
し
い
で
す
。

京料理店
「魚

うおさぶろう

三楼」
九代目店主

荒
あ ら き

木 稔
し げ お

雄

　

京
都
市
内
で
毎
年
開
催
さ
れ
て
い

る
食
の
イ
ベ
ン
ト
「
京
都
レ
ス
ト
ラ

ン
ス
ペ
シ
ャ
ル
」
で
、「
小
浜
よ
っ

ぱ
ら
い
サ
バ
」
の
特
別
メ
ニ
ュ
ー
を
提
供
し
た
料

理
人
で
あ
る
お
二
人
に
、
よ
っ
ぱ
ら
い
サ
バ
の
魅

力
や
お
客
さ
ん
の
反
応
を
聞
き
ま
し
た
。

稚
魚
の
確
保

海
面
で
の
養
殖

流
通
・
販
売

食
卓
へ

「小浜よっぱらいサバ」が食卓に届くまで

海面での養殖

いけすでは毎日、サバ

に「元気に育てよ」と

声をかけながら、酒か

す入りの餌を与えます

食卓へ

深い甘みと、柑橘類を思わ

せるほのかな香りを手軽に

楽しむには、刺身が一番。

ぜひ一度ご賞味ください

稚魚の確保

栽培漁業センターでは、採

卵→ふ化→養殖→採卵とい

うサイクルで稚魚を確保す

る研究に取り組んでいます

流通・消費

都市部の飲食店や市内

の飲食店・小売店のほ

か、各種イベントなど

でも販売されています

市内で「小浜よっぱらいサバ」を食べるには
市内の「小浜よっぱらいサバ」を取り扱うお店は 11店舗（7月 10日現在）。
他にも、今後の取り扱いについて検討されているお店や、お試しで提供して
いるお店もあり、まだまだ増えることが予想されています。
お店の一覧は、右の生産者ホームページで公開し、随時更新しています。
ぜひ一度、「小浜よっぱらいサバ」をご賞味ください！ http://www.tagarasu.com/tagarasu4.html

取扱店一覧（随時更新）

　「小浜よっぱらいサバ」の取扱店となる流通先は、市外が 56％、市内が 44％となっており、市外で

は主にスーパーや飲食店で、市内ではそれに加えて民宿やホテルなどの観光施設でも提供されています。

　現在は、養殖開始当初に

比べて養殖尾数・出荷尾数

ともに安定してきており、

特に出荷尾数が１万尾を超

えたこの春ごろからは、供

給の安定によって市内での

取扱店も増えてきていま

す。

流通先の割合
（令和元年度実績）

56％
（5,812尾）

市外
44％

（4,568 尾）

市内
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養殖（出荷）尾数の推移

市内外の取扱店について

※令和 2 年度・３年度は目標値

若狭おばま御食国大使


