
私
の
住
む
長
崎
県
壱
岐
島
は
、
韓
国
と
九
州
の
間
に
位
置
す
る

人
口
三
万
二
〇
〇
〇
人
ほ
ど
の
島
で
す
。
周
り
の
海
の
資
源
と
温

暖
な
気
候
に
恵
ま
れ
、
稲
作
、
野
菜
、
果
物
な
ど
の
農
産
物
も
育

つ
豊
か
な
土
壌
が
こ
れ
ま
で
人
々
の
生
活
を
支
え
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
こ
数
年
人
口
の
減
少
、
高
齢
化
が
進
み
、
地
元
企

業
の
倒
産
も
あ
り
、
行
政
も
企
業
も
、
一
次
産
業
、
観
光
で
の
ア

ピ
ー
ル
を
ど
う
し
て
い
く
か
な
ど
多
く
の
課
題
に
直
面
し
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
、
島
に
住
む
者
と
し
て
、
個
人
の

立
場
か
ら
も
独
自
の
発
想
、
創
造
を
提
案
し
て
い
け
た
ら
と
い
う

思
い
か
ら
考
え
た
の
が
雑
穀
の
栽
培
で
す
。

こ
こ
壱
岐
は
、
古
代
弥
生
時
代
に
大
陸
か
ら
赤
米
や
黒
米
、
ア

ワ
、
キ
ビ
、
タ
カ
キ
ビ
な
ど
の
雑
穀
も
伝
わ
っ
て
き
た
と
い
う
歴

史
が
あ
り
ま
す
。
弥
生
遺
跡
で
あ
る
「
原
の
辻
遺
跡
」
は
、
魏
志

倭
人
伝
の
な
か
に
あ
る
一
支
国
の
主
邑
だ
っ
た
こ
と
も
分
か
り
、

今
、
国
内
外
か
ら
も
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
原
の
辻
遺
跡
を

68

雑
穀
や
古
代
米
の
栽
培
が
昨
年
か
ら
壱
岐
島
で
始
ま
っ
て
い
る
。
弥
生
時
代
の
代
表
的
な
遺
跡
の
一
つ
「
原は
る

の

辻
遺
跡
」
で
も
雑
穀
を
栽
培
す
る
な
ど
観
光
事
業
に
つ
な
げ
る
ほ
か
、
地
元
で
雑
穀
を
使
っ
た
料
理
教
室
を
開

き
、
古
代
食
を
島
の
新
た
な
食
文
化
と
し
て
も
位
置
づ
け
て
い
く
。
厳
し
い
気
象
条
件
の
も
と
、
雑
穀
の
た
く

ま
し
さ
、
生
命
力
の
強
さ
も
実
感
し
た
と
い
う
一
年
目
の
栽
培
奮
闘
記
を
紹
介
す
る
。 長

崎
県
壱
岐
島
　
小
川
佳
子

雑
穀
、古
代
米
を
栽
培
し
て
み
よ
う

■

雑
穀
を
活
か
し
た
古
代
食
を

島
の
新
た
な
食
文
化
に
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観
光
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
古
代
食
文

化
も
よ
み
が
え
ら
せ
伝
え
て
い
く
拠
点

に
し
て
い
く
こ
と
も
、
こ
れ
か
ら
の
壱

岐
の
活
性
化
、
観
光
事
業
に
も
な
る
と

考
え
ま
し
た
。
さ
ら
に
減
反
政
策
や
過

疎
化
に
よ
っ
て
耕
作
が
放
棄
さ
れ
た
田

や
畑
を
生
か
す
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

壱
岐
で
は
昭
和
三
〇
年
ご
ろ
ま
で
、

多
く
の
農
家
が
稲
作
と
と
も
に
雑
穀
も

栽
培
し
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
で
は
雑

穀
は
ほ
と
ん
ど
作
ら
れ
な
く
な
っ
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
最
近
の
健
康
食
ブ

ー
ム
で
再
び
雑
穀
が
見
直
さ
れ
、
若
い

女
性
の
間
で
お
し
ゃ
れ
な
美
容
食
と
し

て
人
気
が
高
ま
り
、
ご
飯
に
混
ぜ
て
炊

い
た
り
、
サ
ラ
ダ
に
し
て
食
べ
る
と
い

う
人
が
増
え
て
き
ま
し
た
。
食
に
関
心
が
あ
っ
た
私
は
、『
未
来

食
』
と
い
う
大
谷
ゆ
み
子
さ
ん
の
本
に
出
会
い
、
雑
穀
に
興
味
を

持
ち
ま
し
た
。
壱
岐
で
育
て
て
食
べ
て
み
た
い
と
思
い
、
共
感
し

て
く
れ
た
友
人
た
ち
と
作
っ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

そ
の
こ
ろ
地
元
の
新
聞
で
、
財
団
法
人
日
本
離
島
セ
ン
タ
ー
の

「
離
島
人
材
育
成
基
金
助
成
金
事
業
」
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
私

た
ち
グ
ル
ー
プ
が
目
指
す
も
の
、
目
標
を
提
出
し
た
と
こ
ろ
、
お

か
げ
さ
ま
で
助
成
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
事
業

の
助
成
金
の
チ
ャ
ン
ス
を
活
か
し
、
一
年
目
に
挑
戦
す
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。
事
業
名
は
「
古
代
か
ら
未
来
へ
の
食
文
化
、
雑
穀
を

育
て
、
新
し
い
料
理
を
広
げ
る
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
平
成
一
八
年

四
月
に
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
た
。

ま
ず
、
地
元
新
聞
で
協
力
を
呼
び
か
け
、
知
人
や
親
戚
の
畑
や

69

モチアワやモチキビなどの雑穀を栽培した畑。

田んぼでは黒米、赤米など古代米の栽培にも挑戦。

試
行
錯
誤
の
一
年
目
、結
果
は
上
々

■



庭
を
借
り
て
、
島
内
一
一
ヶ
所
で
栽
培
し
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。
壱
岐
で
は
一
〜
二
ヶ
所
で
雑
穀
を
小
規
模
で
作
っ
て
い
る
と

い
う
情
報
は
あ
り
ま
し
た
が
、
今
回
は
山
形
県
で
雑
穀
を
栽
培
し

て
い
る
グ
ル
ー
プ
か
ら
種
を
取
り
寄
せ
ま
し
た
。
栽
培
法
の
本
、

佐
賀
か
ら
葦よ
し

の
肥
料
な
ど
も
購
入
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
産
者
へ
配

り
、
ま
ず
は
ポ
ッ
ト
や
ト
レ
イ
に
種
を
蒔
い
て
も
ら
い
ま
し
た
。

私
た
ち
グ
ル
ー
プ
も
、
そ
の
栽
培

過
程
を
撮
影
記
録
し
、
地
元
新
聞
に

毎
月
載
せ
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

雑
穀
の
種
類
、
栄
養
成
分
、
料
理
法

な
ど
も
紹
介
し
た
り
、
仲
間
の
一
人

が
雑
穀
や
野
菜
作
り
の
体
験
を
「
初

め
て
の
農
業
体
験
記
」
と
し
て
連
載

し
て
く
れ
ま
し
た
。

さ
て
、
五
月
に
蒔
い
た
雑
穀
は
、

そ
れ
ぞ
れ
ト
レ
イ
の
な
か
で
一
二
〜

一
五
セ
ン
チ
に
成
長
し
、
一
本
ず
つ

畑
に
移
植
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の

後
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
、
集
中

的
な
雨
、
猛
暑
、
台
風
と
思
い
が
け

な
い
天
候
と
な
り
ま
し
た
が
、
九
月

に
入
っ
て
だ
ん
だ
ん
色
づ
き
は
じ
め
、

タ
カ
キ
ビ
は
台
風
で
一
度
倒
れ
な
が

ら
も
再
び
起
き
上
が
り
、
人
の
背
丈

よ
り
も
高
く
二
メ
ー
ト
ル
以
上
に
成
長
し
、
モ
チ
ア
ワ
も
一
本
の

穂
に
何
千
も
の
実
を
つ
け
て
い
た
の
で
す
。
私
た
ち
は
、
こ
の
雑

穀
た
ち
の
た
く
ま
し
さ
、
生
命
力
の
強
さ
に
、
古
代
か
ら
伝
わ
っ

て
き
た
一
粒
の
種
に
秘
め
ら
れ
た
無
限
の
パ
ワ
ー
を
感
じ
た
思
い

で
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
の
過
程
が
大
変
で
し
た
。
す
べ
て
が
未
体
験

な
私
た
ち
、
刈
り
取
り
の
タ
イ
ミ
ン

グ
が
遅
れ
た
モ
チ
ア
ワ
、
モ
チ
キ
ビ

は
半
分
く
ら
い
ス
ズ
メ
の
餌
に
な
っ

た
り
、
乾
燥
、
脱
穀
、
精
米
と
す
べ

て
が
手
作
業
。
棒
で
叩
い
て
実
を
落

と
し
、
箕み

で
振
る
う
な
ど
試
行
錯
誤

の
結
果
、
な
ん
と
か
タ
カ
キ
ビ
、
モ

チ
ア
ワ
、
モ
チ
キ
ビ
、
ア
マ
ラ
ン
サ

ス
な
ど
少
量
ず
つ
な
が
ら
収
穫
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
秋
も
深
ま
っ
た
一
一
月

の
初
め
、
今
年
雑
穀
を
育
て
て
も
ら

っ
た
人
た
ち
と
、
こ
れ
ま
で
応
援
し

て
い
た
だ
い
た
人
た
ち
を
招
い
て
試

食
会
を
し
ま
し
た
。
収
穫
し
た
雑
穀

を
使
っ
て
黒
米
の
玄
米
餅
、
キ
ビ
餅
、

タ
カ
キ
ビ
と
ゴ
ボ
ウ
の
煮
物
、
壱
岐

豆
腐
と
地
鶏
の
卵
の
燻
製
、
か
け
干

70

昨年秋に開いた試食会。雑穀や古代米を使った料理がずらりと並んだ。
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し
の
お
米
を
薪
で
炊
い
た
雑
穀
ご
飯
、

島
外
（
長
崎
、
長
与
町
）
か
ら
も
雑

穀
に
興
味
を
持
ち
、
育
て
て
く
れ
た

若
い
女
性
二
人
が
手
伝
い
に
来
て
く

れ
て
、
雑
穀
ケ
ー
キ
を
二
種
類
作
っ

て
く
れ
ま
し
た
。

当
初
の
予
定
以
上
に
地
元
新
聞
社

を
は
じ
め
、
関
心
を
持
っ
た
人
た
ち

が
参
加
し
て
く
れ
た
こ
と
で
、
夜
に

は
石
笛
や
ギ
タ
ー
演
奏
、
仲
間
の
ピ

ア
ノ
伴
奏
で
歌
を
披
露
す
る
な
ど
、

収
穫
祭
か
ら
音
楽
祭
へ
と
盛
り
上
が

り
、
楽
し
い
時
間
と
な
り
ま
し
た
。

私
た
ち
は
地
元
の
人
た
ち
に
雑
穀
の
良
さ
を
知
っ
て
も
ら
う
た

め
、
新
聞
で
の
連
載
だ
け
で
な
く
外
に
も
範
囲
を
広
げ
た
活
動
も

し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
平
成
一
八
年
七
月
に
地
元
小
学

校
の
料
理
ク
ラ
ブ
の
子
ど
も
た
ち
と
雑
穀
料
理
交
流
が
で
き
ま
し

た
。
こ
の
小
学
校
は
地
域
と
学
校
と
が
協
力
し
て
子
ど
も
た
ち
を

育
て
る
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
ス
ク
ー
ル
の
モ
デ
ル
校
で
あ
っ

た
た
め
、
私
た
ち
の
雑
穀
グ
ル
ー
プ
と
の
料
理
教
室
を
導
入
し
て

い
た
だ
い
た
の
で
す
。
国
内
産
の
雑
穀
を
使
い
、
タ
カ
キ
ビ
ハ
ン

バ
ー
グ
や
雑
穀
の
粉
で
焼
い
た
チ
ャ

パ
テ
ィ
ー
な
ど
何
種
類
か
作
り
ま
し

た
。
お
母
さ
ん
た
ち
の
要
望
で
古
代

米
の
お
に
ぎ
り
、
キ
ビ
ご
飯
も
作
っ

て
試
食
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
雑
穀

料
理
は
初
め
て
の
子
ど
も
た
ち
に
も

好
評
で
、
こ
の
料
理
教
室
を
通
じ
て

子
ど
も
た
ち
や
お
母
さ
ん
た
ち
に
雑

穀
を
知
っ
て
も
ら
う
機
会
が
で
き
た

と
思
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
雑
穀
を
通
じ
た
弥
生
遺
跡
、

原
の
辻
遺
跡
調
査
事
務
所
の
職
員
さ

ん
た
ち
と
の
情
報
交
換
も
有
意
義
で

し
た
。
お
互
い
の
種
を
交
換
し
、
遺

跡
内
に
も
雑
穀
を
栽
培
し
て
も
ら
い
、
私
た
ち
グ
ル
ー
プ
も
古
代

米
を
雑
穀
と
と
も
に
作
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
雑
穀
料
理
を
古

代
米
と
合
わ
せ
て
研
究
し
、
古
代
食
文
化
を
復
活
で
き
る
と
思
っ

て
い
ま
す
。
来
年
に
は
長
崎
県
立
埋
蔵
文
化
セ
ン
タ
ー
・
壱
岐
市

立
一
支
国
博
物
館
（
仮
称
）
が
、
こ
の
原
の
辻
遺
跡
近
く
に
完
成

す
る
予
定
で
す
。
こ
の
博
物
館
を
通
じ
て
、
壱
岐
独
自
の
古
代
食

文
化
を
多
く
の
島
外
の
人
た
ち
に
も
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
が
雑
穀
を
作
る
に
あ
た
り
、
当
初
か
ら
協

力
支
援
を
し
て
も
ら
っ
た
の
が
、
佐
賀
県
江
北
町

こ
う
ほ
く
ち
ょ
うで

葦
の
ボ
カ
シ

71

モチ黒米とモチ
緑米の米粉、天
然酵母で仕込ん
だパン。あんこ
や小豆も入れて。

モチ黒米の玄米
おこわ。なかに
は白小豆と栗が
入っている。

古
代
食
を
島
の
食
文
化
に
も
位
置
づ
け
て
い
く

■
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を
肥
料
に
古
代
米
を
十
数
年
前
か
ら
作
っ
て
お
ら
れ
た
武
富
勝
彦

さ
ん
で
す
。
私
た
ち
の
企
画
し
た
セ
ミ
ナ
ー
の
講
師
や
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
と
し
て
応
援
し
て
い
た
だ
き
、
農
業
経
験
の
少
な
い
私
た
ち

グ
ル
ー
プ
の
大
き
な
力
と
な
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
ま
た
、
平
成

一
九
年
の
一
月
に
は
、
原
の
辻
遺
跡
調
査
事
務
所
、
深
江
生
産
組

合
、
そ
し
て
私
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
へ
と
緑
米
の
種
籾
九
〇
キ
ロ
を

寄
贈
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
原
の
辻
遺
跡
内
と
そ
の
周
り
に
雑

穀
と
赤
米
、
黒
米
、
緑
米
な
ど
美
し
い
古
代
田
園
風
景
が
広
が
っ

て
い
く
、
そ
ん
な
光
景
を
想
像
し
て
い
ま
す
。

一
年
目
の
私
た
ち
グ
ル
ー
プ
の
「
雑
穀
を
育
て
る
」
と
い
う
目

標
が
達
成
で
き
た
こ
と
は
、
快
く
田
畑
を
貸
し
て
い
た
だ
い
た
地

元
の
人
た
ち
、
実
際
に
作
っ
て
も
ら
っ
た
生
産
者
の
人
た
ち
、
ま

た
、
他
県
の
想
い
を
同
じ
に
す
る
人
た
ち
の
協
力
が
あ
っ
た
か
ら

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
地
元
新
聞
の
連
載
、
セ
ミ
ナ
ー
の

開
催
、
小
学
校
で
の
料
理
教
室
、
原
の
辻
遺
跡
調
査
事
務
所
と
の

交
流
な
ど
を
通
し
て
、
壱
岐
の
人
た
ち
に
再
び
雑
穀
を
見
直
し
て

も
ら
う
き
っ
か
け
が
で
き
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
後
は
壱
岐
で

と
れ
る
海
産
物
、
農
産
物
な
ど
も
使
っ
て
壱
岐
独
自
の
雑
穀
料
理

を
作
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
深
江
生
産
組
合
や
、
個
人
、
Ｕ
タ
ー
ン
者
の
人
た
ち

か
ら
も
作
っ
て
み
た
い
、
種
を
分
け
て
ほ
し
い
と
の
声
が
あ
り
、

二
年
目
に
挑
戦
す
る
私
た
ち
グ
ル
ー
プ
の
大
き
な
励
み
と
な
り
ま

し
た
。
新
し
い
仲
間
た
ち
と
協
力
し
、
壱
岐
が
雑
穀
や
古
代
米
な

ど
の
穀
物
と
古
代
ロ
マ
ン
の
島
と
し
て
、
そ
し
て
古
代
食
文
化
が

再
び
現
代
へ
と
、
私
た
ち
の
目
標
と
夢
が
実
現
で
き
る
よ
う
に
、

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
継
続
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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福岡から67km、玄界灘に位置する
島。周囲167.5km、面積133.8km2、
人口31,902人（平成19年4月現在）。
平成16年3月に島内4町が合併し、1
島1市の壱岐市が誕生した。縄文・
弥生・古墳時代の遺跡が数多く発
掘され、中国の史書『魏志倭人伝』
には「一大国（一支国）」として登場
するなど、古くは大陸文化との中
継地として重要な役割を担ってき
た。ちなみに国指定特別史跡「原の
辻遺跡」があるのは旧芦辺町。地
形は比較的なだらかであり、全体
の33％が農用地に占められている。

壱
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島
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data

小川佳子（こがわ　けいこ）
昭和28年壱岐に生まれる。昭和47
から51年まで灘神戸生活協同組合
（現コープこうべ）に勤務。52年に
壱岐に帰る。平成4年グループ購入
から自然食品のお店を始める。平
成17年8月から19年1月まで人と自
然に優しい暮らしをテーマに「自
然の食物、手当てで健やかに生き
る」を地元新聞に連載。雑穀、古
代米などの古代食文化をよみがえ
らせることで、島の地域活性化を
考える。壱岐雑穀研究グループ
「かみ神の穀物の会」代表。
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