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―
―
む
か
〜
し
、
昔
、
い
ま
か
ら
四
〇
〇
年
も
前
の
こ
と
。
佐
渡

の
相
川
奉
行
所
に
、
初
代
奉
行
が
甲
斐
国（
山
梨
）か
ら
や
っ
て
来

た
そ
〜
な
。
そ
の
お
奉
行
は
、
砂
丘
地
帯
で
飛
砂
や
飛
潮
の
害
か

ら
畑
を
守
ろ
う
と
、
地
元
の
百
姓
た
ち
と
と
も
に
、
砂
垣
を
造
り
、

松
苗
を
植
え
た
そ
〜
な
。
災
害
か
ら
逃
れ
ら
れ
た
百
姓
た
ち
は
、

畑
で
サ
ト
イ
モ
を
つ
く
り
、
奉
行
所
に
納
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

以
来
、「
八
幡
い
も
」
が
サ
ト
イ
モ
の
代
名
詞
と
な
り
、
各
地
で

八
幡
い
も
づ
く
り
が
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
っ
た
と
さ
―
―

佐
渡
島
は
日
本
海
に
位
置
し
、
新
潟
よ
り
高
速
船
で
一
時
間
、

カ
ー
フ
ェ
リ
ー
で
二
時
間
半
の
日
本
最
大
の
島
で
す
。
歴
史
は
古

く
、と
く
に
江
戸
幕
府
を
支
え
た
相
川
金
山
、民
謡「
佐
渡
お
け
さ
」

は
有
名
な
の
で
、
こ
の
く
ら
い
は
ご
存
知
の
方
も
多
い
と
思
い
ま

す
。
面
積
は
約
八
五
五
平
方
キ
ロ
、
人
口
七
万
人
弱
の
島
で
す
。

我
々
の
住
む
旧
佐
和
田
町
八
幡
地
区
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
か
と
い

う
と
、
佐
渡
の
国
仲
平
野
の
北
西
部
に
位
置
し
、
海
岸
線
は
「
雪
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昨
年
か
ら
旧
佐さ

和わ

田た

町ま
ち

八や

幡は
た

地
区
で
始
ま
っ
た
「
八
幡
い
も
」
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
。
か
つ
て
地
域
で
盛
ん
に

作
ら
れ
て
い
た
八
幡
い
も
を
見
直
そ
う
と
、
地
元
の
人
た
ち
が
立
ち
上
が
っ
た
。
栽
培
方
法
を
工
夫
し
、
試
行

錯
誤
の
す
え
に
産
地
化
へ
の
手
が
か
り
を
得
る
。
生
産
者
も
増
え
つ
つ
あ
り
、
荒
廃
農
地
の
再
利
用
に
も
つ
な

が
る
可
能
性
が
あ
る
八
幡
い
も
は
、
い
ま
、
地
域
の
顔
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。 新

潟
県
佐
渡
島
　
本
間
東
三
夫

佐
渡
産

「
八
幡
い
も
」の
復
活
物
語

自
ら
作
っ
た「
八
幡
い
も
」で
芋
煮
会
を
や
ろ
う

■



の
高
浜
」
と
呼
ば
れ
る
砂
浜
と
「
越
の
松
原
」
と
呼
ば
れ
る
松
並

が
調
和
し
、
国
府
川
と
石
田
川
に
挟
ま
れ
た
平
坦
地
で
農
業
が
主

な
産
業
で
す
。
島
内
に
お
け
る
八
幡
は
、「
八
幡
人
形
」（
土
人
形
）、

「
八
幡
箪
笥
」、「
八
幡
い
も
」、「
八
幡
か
ぼ
ち
ゃ
」と
冠
の
付
い
た

名
物
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
在
は
職
人
が
減
り
、
農
業
従

事
者
は
高
齢
化
し
水
稲
が
主
と
な
り
、
畑
作
は
年
々
減
り
続
け
、

雑
草
地
に
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
過
疎
化
が
進
む
と
同
時
に
、
昔
か

ら
の
自
然
、
伝
統
、
人
情
な
ど
が
希
薄
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

そ
ん
な
と
き
、
青
年
会
か
ら
「
こ
の
ま
ま
で
は
、
八
幡
が
ダ
メ

に
な
る
。
将
来
の
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
何
か
や
ら
な
け
れ
ば
」

と
い
う
意
見
が
出
て
き
ま
し
た
。
つ
い
二
〇
年
く
ら
い
前
ま
で
は
、

ガ
キ
大
将
が
い
て
、
朝
か
ら
日
が
暮
れ
る
ま
で
外
で
遊
ん
だ
楽
し

い
思
い
出
が
甦
り
ま
す
。
し
か
し
、
今
は
木
登
り
を
し
た
松
ノ
木

は
松
く
い
虫
の
影
響
で
枯
れ
果
て
、
遠
浅
の
浜
辺
で
野
球
を
や
っ

た
砂
浜
は
、
侵
蝕
が
進
み
護
岸
提
に
変
わ
り
、
か
つ
て
の
遊
び
場

が
危
険
区
域
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
現
状
で
す
。

そ
こ
で
平
成
一
三
年
五
月
一
日
、「
八
幡
・
銀
杏
（
い
ち
ょ
う
）

の
会
」
を
た
っ
た
六
人
で
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
設
立
目
的
は
「
未

来
の
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
、
今
で
き
る
こ
と
を
や
ろ
う
」。
な

ぜ
銀
杏
か
と
い
う
と
、
旧
八
幡
小
学
校
に
大
き
な
雌
の
銀
杏
の
木

が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
も
う
一
度
、
あ
の
当
時
の
自
然
と
人
情
味

を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
最
高
で
す
。
そ
ん
な
思
い
か
ら
ス

タ
ー
ト
し
、
ま
ず
は
植
樹
を
行
い
ま
し
た
。
延
べ
植
樹
数
は
一
九

年
三
月
末
ま
で
に
銀
杏
の
木
約
八
〇
〇
本
、
松
の
木
一
七
〇
〇
本
。

ま
た
一
四
年
度
か
ら
は
、
緑
化
活
動
と
し
て
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
プ
ラ

ン
タ
ー
の
設
置
、
環
境
美
化
活
動
と
し
て
定
期
的
に
海
岸
清
掃
を

実
施
。
秋
に
は
地
域
活
動
と
し
て
、
特
産
物
の
「
八
幡
い
も
」
を

使
っ
た
芋
煮
会
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
当
時
は
地
域
の
人
の
好
意

に
よ
り
、
八
幡
い
も
を
無
償
で
提
供
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し

た
が
、「
自
分
た
ち
で
育
て
た
八
幡
い
も
で
芋
煮
会
を
開
催
し
た

ら
、
も
っ
と
地
域
に
密
着
し
た
活
動
に
な
る
の
で
は
」
と
考
え
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

「
銀
杏
の
会
」
を
設
立
し
て
か
ら
す
で
に
五
年
が
過
ぎ
、
会
員
数

も
五
〇
人
（
準
会
員
含
む
）
以
上
と
な
っ
て
、
地
域
の
人
に
も
少

し
ず
つ
認
め
ら
れ
て
き
た
こ
ろ
の
こ
と
で
す
。
各
行
事
に
も
二
〇

〇
人
以
上
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、「
銀
杏
の
会
」
の
総
会
で
八
幡
い
も
の
栽
培
に
つ
い
て

検
討
し
た
結
果
、
全
員
賛
成
で
栽
培
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

栽
培
に
あ
た
り
八
幡
い
も
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
地
元
で

栽
培
を
し
て
い
る
の
は
四
人
だ
け
で
、
当
然
市
場
に
は
出
回
ら
な

い
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
ま
ず
種
芋
の
入
手
を
ど
う
す
る
か
を

考
え
ま
し
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
各
機
関
に
問
い
合
わ
せ
た
結

果
、
農
家
の
方
、山
梨
県
Ｊ
Ａ
中な
か

巨こ

摩ま

東
部
、新
潟
県
佐
渡
農
業
改

良
普
及
セ
ン
タ
ー
の
好
意
に
よ
り
、「
八
幡
い
も
」と
呼
ば
れ
る
種

芋
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、佐
渡
産「
八
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佐
渡
産「
八
幡
い
も
」の
栽
培
拡
大
に

大
き
な
手
ご
た
え

■
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幡
い
も
」、
山
梨
産「
八
幡

い
も
」、
通
常
の「
サ
ト
イ

モ
」
と
三
種
類
の
種
芋
を

入
手
し
た
た
め
、
こ
れ
ら

が
ど
の
よ
う
に
違
い
が
あ

る
の
か
、
栽
培
方
法
は
ど

う
す
れ
ば
よ
い
の
か
を
調

べ
ま
し
た
。
ま
た
、
八
幡

小
学
校
に
協
力
を
依
頼
し

た
結
果
、
快
諾
し
て
い
た

だ
き
、
児
童
も
一
緒
に
八

幡
い
も
の
栽
培
を
行
う
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

い
よ
い
よ
ス
タ
ー
ト
で

す
。
ま
ず
は
、
種
芋
の
芽

だ
し
で
す
。
栽
培
し
て
い

る
農
家
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
、
日
当
た
り
の
よ
い
地
中
一
〇
セ

ン
チ
ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
に
種
芋
を
並
べ
、
土
を
か
け
、
マ
ル
チ
ビ

ニ
ー
ル
を
施
し
ま
し
た
。
二
〜
三
週
間
も
す
る
と
芽
が
出
て
き
ま

し
た
。
次
に
植
え
付
け
で
す
が
、
植
え
付
け
の
方
法
は
各
農
家
に

よ
り
違
い
が
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
基
肥
の
や
り
方
に
も

圃ほ

場じ
ょ
う

に
三
〇
セ
ン
チ
の
溝
を
掘
っ
て
施
す
方
法
と
、
散
布
し
て
耕

す
方
法
と
の
二
つ
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、畝う
ね

上
げ
の
有
無
、マ
ル
チ

ビ
ニ
ー
ル（
透
明
）の
有
無
と
、
こ
の
三
点
に
つ
い
て
は
農
家
に
よ

っ
て
意
見
が
分
か
れ
ま
し

た
が
、
今
回
は
圃
場
に
約

三
〇
セ
ン
チ
の
溝
を
掘
り

基
肥
を
入
れ
、
畝
上
げ
し

て
透
明
な
マ
ル
チ
ビ
ニ
ー

ル
を
掛
け
る
方
式
を
主
と

し
、
そ
の
他
の
方
式
も
試

し
に
行
う
こ
と
に
し
ま
し

た
。じ

つ
は
こ
の
作
業
を
終

え
た
六
月
に
、山
梨
の「
八

幡
い
も
」
の
栽
培
を
見
学

に
行
き
ま
し
た
。
そ
こ
で

は
休
耕
田
を
利
用
し
て
い

た
の
で
基
肥
を
散
布
し
て

耕
し
、
種
芋
を
植
え
（
畝

上
げ
無
し
）、
黒
の
マ
ル
チ
ビ
ニ
ー
ル
を
施
し
、
芽
が
出
て
き
た

ら
マ
ル
チ
ビ
ニ
ー
ル
に
穴
を
開
け
て
育
て
て
い
く
と
い
う
、
私
た

ち
が
想
像
も
し
な
か
っ
た
方
法
で
し
た
。
こ
の
山
梨
方
式
に
つ
い

て
は
次
年
度
に
お
い
て
、
試
み
る
に
値
す
る
も
の
と
研
修
に
参
加

し
た
会
員
は
感
じ
た
次
第
で
す
。
ま
た
、
親
芋
は
焼
酎
に
使
用
し

て
い
る
と
聞
き
、
一
同
驚
く
と
と
も
に
八
幡
い
も
が
新
し
い
何
か

を
生
み
出
す
の
で
は
と
手
応
え
も
感
じ
ま
し
た
。

さ
て
、
五
月
に
植
え
付
け
た
種
芋
は
順
調
に
生
育
し
、
六
月
の
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８月中旬の八
幡いもの圃場
の様子。

やっとの収穫、
仲間たちと畑
で記念撮影。



草
取
り
、
七
〜
八
月
の
水
か
け
を
経
て
九
月

後
半
に
収
穫
と
な
り
ま
し
た
。
収
穫
結
果
は
、

同
じ
八
幡
い
も
で
も
佐
渡
産
と
山
梨
産
は
全

く
異
な
る
品
種
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し

た
。
佐
渡
産
は
少
し
細
長
い
エ
ビ
イ
モ
に
似

た
独
特
の
形
を
し
て
い
ま
す
が
、
山
梨
産
は

丸
み
が
か
っ
た
球
状
で
し
た
。
味
を
比
較
す

る
と
、
佐
渡
産
は
ね
っ
と
り
と
し
た
食
感
で
、

冷
め
て
も
お
い
し
く
食
べ
ら
れ
る
の
に
対
し
、

山
梨
産
は
ほ
く
ほ
く
と
や
わ
ら
か
く
、
熱
い

と
き
は
甘
み
が
あ
り
ま
す
が
、
冷
め
る
と
味

が
淡
白
な
ぶ
ん
、
甘
さ
が
足
り
な
い
よ
う
に

感
じ
ま
し
た
。

ま
た
、
約
二
〇
ヶ
所
に
分
け
て
作
付
け
を

し
て
み
ま
し
た
が
、
乾
燥
地
で
は
成
育
が
遅

く
適
さ
な
い
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
夏
場

の
乾
燥
時
期
に
は
水
を
か
け
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
一
方
、
収
穫

で
掘
り
起
こ
す
に
は
乾
燥
地
の
方
が
楽
で
あ
る
こ
と
も
分
か
り
ま

し
た
。
こ
れ
ら
の
結
果
を
鑑
み
、
今
回
作
付
け
し
た
八
幡
地
区
内

で
は
、
あ
る
程
度
の
管
理
（
肥
料
、
水
や
り
、
草
取
り
な
ど
）
を

す
る
こ
と
に
よ
り
、
八
幡
い
も
の
栽
培
が
可
能
で
あ
り
、
当
初
目

標
と
し
て
い
た
佐
渡
産
「
八
幡
い
も
」
の
栽
培
拡
大
に
は
大
き
な

期
待
が
も
て
る
と
手
ご
た
え
を
感
じ
ま
し
た
。

収
穫
し
た
佐
渡
産
「
八
幡
い
も
」
を
使
用
し
て
、
昨
年
一
一
月
、

地
元
の
人
た
ち
を
招
待
し
て
第
五
回
芋
煮
会

を
実
施
し
ま
し
た
。
自
分
た
ち
が
栽
培
し
た

八
幡
い
も
を
使
っ
た
た
め
、
こ
れ
ま
で
以
上

に
お
い
し
く
感
じ
ま
し
た
。

佐
渡
産
「
八
幡
い
も
」
を
栽
培
す
る
に
あ

た
り
苦
労
し
た
点
は
二
つ
あ
り
ま
し
た
。

一
つ
は
除
草
作
業
と
収
穫
の
掘
り
上
げ
作

業
が
重
労
働
で
あ
る
こ
と
で
す
。
こ
の
対
策

と
し
て
は
、
栽
培
方
法
の
変
更
が
有
効
で
し

ょ
う
。
栽
培
方
法
を
畝
上
げ
方
式
に
し
、
黒

の
マ
ル
チ
ビ
ニ
ー
ル
を
使
用
す
る
こ
と
で
雑

草
を
予
防
、
収
穫
も
堀
り
上
げ
か
ら
掘
り
取

り
作
業
に
変
わ
り
ま
す
。

二
つ
目
は
種
芋
の
保
管
で
す
。
佐
渡
産
「
八
幡
い
も
」
を
保
管

す
る
た
め
に
は
適
度
の
温
度
と
湿
度
が
必
要
で
す
。
と
く
に
湿
度

に
つ
い
て
は
過
湿
で
は
種
芋
は
腐
食
し
、
未
湿
で
は
通
常
「
風
船
」

と
呼
ば
れ
る
皮
だ
け
残
り
、
中
身
の
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
冒
頭
に
も
記
し
ま
し
た
が
、
八
幡
地
区
は
砂
丘
の
た
め
、

「
室む
ろ

」
な
ど
は
な
く
、
砂
山
（
約
三
メ
ー
ト
ル
）
の
裾
野
に
穴
を

掘
り
、
埋
め
て
い
ま
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
現
在
ま
だ
検
討

中
で
す
。
昨
年
は
各
農
家
に
種
芋
の
保
管
を
お
願
い
し
た
の
で
、

58

課
題
を
克
服
し
、

さ
ら
な
る
活
動
の
飛
躍
を

■

中越大震災で
「八幡・銀杏
の会」の炊き
出し。八幡い
も煮会の経験
が役に立った。



島の食と地域活性化

特集

しま 210  2007.6

最
も
保
管
率
の
よ
い
と
こ
ろ
を
選
定
し
て
い
く
予
定
で
す
。

一
年
目
の
佐
渡
産
「
八
幡
い
も
」
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て

は
、
満
足
の
い
く
結
果
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
農
家
の
人
や
八
幡

小
学
校
の
児
童
た
ち
も
、
継
続
し
て
栽
培
を
手
が
け
て
い
き
た
い

と
の
こ
と
。
さ
ら
に
、
新
た
に
栽
培
し
た
い
と
い
う
人
も
出
て
き

て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
に
は
、
芽
出
し
を
し
た
種
芋
を

差
し
上
げ
て
栽
培
を
し
て
も
ら
う
つ
も
り
で
す
。
ま
た
、
地
元
の

観
光
ホ
テ
ル
も
我
々
の
活
動
に
協
賛
し
、「
地
元
八
幡
い
も
煮
」

と
い
う
新
し
い
メ
ニ
ュ
ー
を
作
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
昨
秋
か

ら
冬
に
か
け
て
宿
泊
さ
れ
た
観
光
客
の
み
な
さ
ん
に
も
、
八
幡
い

も
を
堪
能
し
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

や
っ
と
一
年
が
過
ぎ
た
と
こ
ろ
で
す
。
佐
渡
産
「
八
幡
い
も
」

復
活
は
始
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
昔
の
よ
う
に
各
家
の
畑
に
大
き

な
葉
っ
ぱ
の
八
幡
い
も
が
栽
培
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
ま
だ
ほ
ど
遠

い
で
す
が
、
一
歩
ず
つ
復
活
に
向
け
て
頑
張
っ
て
い
こ
う
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。

最
後
に
、
今
回
の
活
動
に
協
力
し
て
い
た
だ
い
た
み
な
さ
ま
に

御
礼
と
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。
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本間東三夫（ほんま　とみお）
昭和39年佐渡市八幡で生まれる。「八
幡・銀杏

いちょう

の会」会長として地域ボラン
ティアのほか、地域防災などにも活躍。
何でもまず、“やろう”という行動派。

新潟市の西約45kmの日本海にある国内
最大の離島。面積854.88km2、周囲
262.7km、人口67,502人（平成19年3月現
在）。万葉の時代から「遠流」の地に定
められ、北前船の寄港地としても発展、
世界有数の産出量を誇る金銀鉱山が江
戸末期まで幕府の財政を支えるなど、
数奇な歴史背景から独自の文化を形成
してきた。能楽や鬼太鼓、文弥人形な
ど芸能も盛ん。産業は観光業、水産業
のほか、離島でありながら県内でも有
名な米どころであり、おけさ柿の産地
でもある。平成16年3月に1市7町2村が
合併、1島で佐渡市が誕生した。

佐渡島
さどがしま

data

佐渡島 

日　本　海 

粟島 

新潟市 


