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の
頃
、
妻
の
実
家
に
数
カ
月
に
一
度
程
度
遊
び
に
訪
れ
て
い
ま
し
た

が
、
島
に
は
お
店
も
少
な
く
、
歩
い
て
み
て
顔
を
合
わ
せ
る
の
は
高

齢
の
方
ば
か
り
。〝
遊
び
に
〟
と
は
言
っ
て
も
実
際
に
は
彼
女
の
実

家
で
食
事
を
い
た
だ
く
こ
と
ぐ
ら
い
し
か
な
か
っ
た
の
を
覚
え
て
い

ま
す
。
こ
れ
ま
で
街
暮
ら
し
を
し
て

き
た
私
に
と
っ
て
は
初
め
て
の
経
験

で
、
い
ず
れ
島
で
暮
ら
す
こ
と
に
な

る
と
は
、
頭
の
片
隅
に
も
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

こ
ん
な
私
に
島
暮
ら
し
を
決
意
さ

せ
た
の
が
「
将
来
子
ど
も
が
産
ま
れ

た
ら
、
自
分
の
育
っ
て
き
た
島
の
環

境
で
、心
豊
か
な
子
に
育
て
た
い
！
」

と
い
う
妻
の
言
葉
で
す
。
私
自
身
、

妻
の
生
ま
れ
育
っ
た
島
で
子
育
て
を

　

答
志
島
の
桃も
も
と
り取

地
区
は
、
妻
が
幼
い
頃
か
ら
高
校
を
卒
業
す
る
ま

で
育
っ
た
な
じ
み
の
町
で
、
私
た
ち
の
住
ま
い
も
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

　

私
は
三
重
県
の
北
部
に
位
置
す
る
人
口
十
数
万
人
の
桑
名
市
出
身
。

一
般
的
な
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
家
庭
で
育
ち
、
地
元
の
高
校
を
卒
業
後
、

隣
町
の
調
理
製
菓
の
専
門
学
校
を
経
て
、
桑
名
で
料
理
人
と
し
て
働

い
て
い
ま
し
た
。
一
〇
年
ほ
ど
前
に
妻
と
知
り
合
い
、
お
付
き
合
い

す
る
中
で
、
答
志
島
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
な
話
を
聞
き
ま
し
た
。
恥

ず
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ま
で
三
重
に
離
島
が
あ
る
の
は
知
っ
て
い
た

程
度
で
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
の
無
知
で
し
た
。

　

妻
か
ら
は
、
島
の
人
々
の
生
活
、
基
幹
産
業
で
あ
る
水
産
業
の
こ

と
、
離
島
の
不
便
さ
ま
で
多
く
の
こ
と
を
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。

彼
女
の
口
癖
は
「
い
ず
れ
は
桃
取
に
帰
り
た
い
」
と
い
う
も
の
。
そ

「
島
の
パ
ン
家
〜
Ｈ
ａ
Ｎ
ａ
Ｒ
ｅ
〜
」
オ
ー
ナ
ー
／
Ｉ
タ
ー
ン　

徳
本 

篤
司

答と
う

志し

島じ
ま

（
三
重
県
鳥
羽
市
）

鳥羽市

答志島

菅島

神島

5km

伊　勢　湾 伊良湖岬

三重県

滋賀県

津

愛知県

答志島：鳥羽港の北東約1.4kmに位
置する。面積6.98km2、周囲26.3km、
人口2,074人（平成30年4月末現在）。
島の北東部に答志地区、和具地区、
南西部に桃取地区がある。漁業従事
者が約50％を占め、次いで観光業が
盛ん。夏場を中心に海水浴客や釣り
客などで賑わう。

2妻
の
故さ

と郷
、漁
業
の
島
で

パ
ン
屋
を
経
営

答志島の八幡神社で行った筆者と妻・江里
の結婚式。
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何
度
か
島
を
訪
れ
る
中
で
、
高
齢
化
や
店
舗
の
少
な
さ
な
ど
は
あ
る

も
の
の
自
然
や
人
の
温
か
さ
に
魅
力
を
感
じ
て
お
り
、
簡
単
に
移
住

を
決
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

パ
ン
食
も
多
い
島
の
人
た
ち

　

そ
の
後
、
和
食
の
調
理
師
と
し
て
一
七
年
勤
め
た
職
場
を
退
職
、

平
成
二
七
年
一
〇
月
に
鳥
羽
市
の
移
住
者
支
援
制
度
を
活
用
し
、
桃

取
地
区
の
古
民
家
を
購
入
し
て
移
住
し
ま
し
た
。
ま
ず
は
島
の
生
活

に
慣
れ
よ
う
と
、
島
の
方
々
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と

か
ら
始
め
、
そ
の
な
か
で
彼
ら
が
何
を
必
要
と
し
て
い
る
の
か
、
自

分
に
は
何
が
で
き
る
か
を
考
え
て
い
き
ま
し
た
。
妻
の
実
家
が
ワ
カ

メ
や
牡
蠣
養
殖
を
営
ん
で
お
り
、
そ
の
手
伝
い
を
し
な
が
ら
い
ろ
い

ろ
な
方
と
お
話
を
す
る
う
ち
に
、
島
の
方
は
パ
ン
食
が
多
く
、
漁
師

さ
ん
も
お
や
つ
に
パ
ン
を
よ
く
食
べ
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

「
島
で
パ
ン
屋
…
…
。
よ
し
、
や
ろ
う
！
」

　

こ
の
決
断
に
迷
い
は
な
く
、
す
ぐ
に
構
想
を
練
り
始
め
ま
し
た
が
、

パ
ン
屋
で
働
い
た
経
験
の
な
い
私
が
ど
こ
ま
で
島
の
方
々
に
受
け
入

れ
ら
れ
る
パ
ン
を
焼
け
る
の
か
、
不
安
は
あ
り
ま
し
た
。
パ
ン
屋
は

早
朝
か
ら
作
業
が
あ
る
た
め
、
離
島
か
ら
本
土
の
パ
ン
屋
さ
ん
へ
修

行
に
通
う
こ
と
も
難
し
い
。
幼
い
頃
か
ら
好
き
で
日
常
的
に
行
っ
て

き
た
お
菓
子
づ
く
り
と
、
製
菓
学
校
で
学
ん
だ
知
識
、
調
理
師
と
し

て
の
経
験
が
頼
り
で
す
。
そ
こ
で
、
開
業
日
ま
で
の
半
年
間
、
毎
日

パ
ン
を
焼
い
て
は
近
所
の
方
々
な
ど
に
試
食
し
て
い
た
だ
き
、
反
応

や
ご
意
見
を
参
考
に
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
ま
し
た
。

　

鳥
羽
の
離
島
初
の
パ
ン
屋
の
店
舗
は
、
自
宅
の
一
部
の
和
室
、
玄

関
部
分
の
約
一
〇
坪
を
改
装
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
工
事
は
、
移

住
後
す
ぐ
に
知
り
合
っ
た
答
志
島
の
大
工
さ
ん
が
二
つ
返
事
で
引
き

受
け
て
く
れ
、
開
業
資
金
は
鳥
羽
商
工
会
議
所
の
協
力
で
無
事
に
調

達
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
幸
運
な
こ
と
に
平
成
二
八
年
度
は
、

鳥
羽
市
が
「
移
住
定
住
元
年
」
と
位
置
づ
け
て
、
市
に
移
住
し
て
起

業
す
る
際
の
施
設
整
備
費
な
ど
を
支
援
す
る
制
度
（
鳥
羽
市
移
住
起
業

者
施
設
整
備
事
業
費
補
助
金
）
を
創
設
し
て
お
り
、
そ
れ
も
活
用
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
同
二
八
年
七
月
末
に
「
島
の
パ
ン
家

〜
Ｈ
ａ
Ｎ
ａ
Ｒ
ｅ
（
ハ
ナ
レ
）
〜
」
を
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。

漁
業
の
島
の
特
徴
を
活
か
し
た
経
営

　

島
の
漁
師
さ
ん
の
一
日
は
、
日
が
昇
る
手
前
ぐ
ら
い
か
ら
始
ま
り

ま
す
が
、
私
の
場
合
は
そ
れ
よ
り
少
し
早
い
午
前
三
時
頃
か
ら
仕
込

み
を
開
始
し
ま
す
。
開
店
は
午
前

九
時
。
そ
れ
ま
で
の
六
時
間
で
小

さ
な
カ
フ
ェ
オ
ー
ブ
ン
を
フ
ル
稼

働
さ
せ
、
約
二
五
種
類
、
一
五
〇

〜
二
〇
〇
個
ほ
ど
の
パ
ン
を
、
棚

に
目
一
杯
並
ぶ
よ
う
に
焼
き
上
げ

ま
す
。
本
土
の
パ
ン
屋
さ
ん
と
同

じ
よ
う
に
、
お
客
さ
ん
が
選
ぶ
楽

し
み
を
持
て
る
よ
う
心
が
け
て
い

ま
す
。
開
店
時
間
の
頃
に
は
、
店

棚目一杯に並ぶ商品。島の特産物を使った
パンもある。
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の
向
か
い
側
か
ら
吹
く
風
に
乗
っ
て
、
焼
け
た
イ
ー
ス
ト
の
匂
い
が

集
落
内
に
広
が
り
ま
す
。
漁
師
町
の
磯
臭
さ
で
は
な
く
、
路
地
か
ら

パ
ン
の
焼
け
る
香
り
が
す
る
の
は
不
思
議
な
感
じ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

小
さ
な
店
舗
で
す
が
八
席
の
カ
フ
ェ
ス
ペ
ー
ス
を
設
け
、
パ
ン
を

店
内
で
も
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
コ
ー
ヒ
ー
や

ソ
フ
ト
ア
イ
ス
な
ど
喫
茶
メ
ニ
ュ
ー
も
揃
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で

は
道
端
で
井
戸
端
会
議
を
し
て
い
た
り
、
近
所
の
家
に
集
ま
っ
て
い

た
年
配
の
お
婆
さ
ん
た
ち
が
、「
モ
ー
ニ
ン
グ
（
朝
食
）」
と
ば
か
り
に

コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
に
来
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
養

殖
業
の
休
憩
時
間
に
食
べ
る
よ
う
に
と
、
漁
師
の
奥
さ
ん
方
が
買
い

に
来
て
く
れ
た
り
、
車
で
片
道
一
五
分
の
道
の
り
を
答
志
地
区
か
ら

来
て
く
れ
る
お
客
さ
ん
も
い
ま
す
。
朝
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
方
々
に
ご

来
店
い
た
だ
け
る
の
は
、
本
当
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。
島
外
か

ら
の
観
光
客
が
船
の
待
ち
時
間
に
利
用
し
て
く
だ
さ
っ
た
り
、
畑
仕

事
の
手
伝
い
を
し
て
も
ら
っ
た
お
礼
に
と
、
パ
ン
を
買
っ
て
い
か
れ

る
お
婆
さ
ん
も
い
ま
す
。
朝
か
ら
賑
や
か
に
な
る
日
も
多
く
、
私
た

ち
も
商
品
の
焼
き
足
し
に
精
を
出
し
ま
す
。
店
名
の
「
ハ
ナ
レ
」
に

は
、
各
家
の
「
離
れ
」
の
よ
う
に
お
客
さ
ん
に
気
軽
に
集
ま
っ
て
も

ら
い
た
い
と
い
う
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
島
の
パ
ン
「
屋
」

で
は
な
く
「
家
」
と
い
う
字
を
あ
て
た
の
も
そ
の
た
め
で
す
。

　

水
産
業
の
盛
ん
な
答
志
島
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
海
産
物
が
溢
れ
て

お
り
、
そ
れ
を
パ
ン
に
も
使
用
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
め
か
ぶ
の

粉
末
を
練
り
込
ん
で
焼
き
上
げ
た
食
パ
ン
、
天
然
の
あ
お
さ
を
使
用

し
た
シ
ュ
ガ
ー
バ
タ
ー
パ
ン
、
冬
に
は
地
元
の
ブ
ラ
ン
ド
牡
蠣
を
使

っ
た
牡
蠣
の
グ
ラ
タ
ン
パ
ン
な
ど
、
島
外
か
ら
来
ら
れ
た
方
に
も
印

象
に
残
る
メ
ニ
ュ
ー
を
工
夫
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
一
日
は
パ
ン

が
売
り
切
れ
次
第
終
了
と
な
り
ま
す
。
閉
店
後
は
桃
取
の
魅
力
の
一

つ
で
あ
る
夕
景
を
見
に
、
堤
防
へ
駆
け
出
し
、
心
地
よ
い
潮
風
に
あ

た
り
な
が
ら
陽
が
落
ち
る
の
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。

鳥
羽
の
島
々
の
「
Ｈ
ａ
Ｎ
ａ
Ｒ
ｅ
」
へ

　

開
業
か
ら
も
う
す
ぐ
二
年
。
現
在
で
は
島
の
反
対
側
の
答
志
地
区

ま
で
車
で
の
移
動
販
売
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
市
営
定
期
船
に
パ

ン
を
積
み
込
み
、
各
島
（
坂
手
島
・
菅
島
・
神
島
）
へ
パ
ン
を
配
達
す

る
サ
ー
ビ
ス
も
始
め
、
多
く
の
島
の
方
々
に
お
客
さ
ん
に
な
っ
て
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
移
動
販
売
で
は
漁
協
の
方
が
町
内
放
送
を
か

け
て
く
れ
た
り
、
船
積
み
配
達
サ
ー
ビ
ス
で
は
他
島
に
チ
ラ
シ
を
配

っ
て
い
た
だ
い
た
り
と
、
島
な
ら
で
は
の
人
の
温
か
さ
は
、
こ
れ
ま

で
の
本
土
で
の
近
所
付
き
合
い
に
は
な
か
っ
た
も
の
で
す
。
私
た
ち

の
店
が
、
島
と
地
域
の

皆
さ
ん
に
支
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
実
感
す
る

毎
日
で
す
。
地
域
の
お

祭
り
や
行
事
な
ど
に
も

参
加
さ
せ
て
い
た
だ
く

な
ど
、
忙
し
く
も
楽
し

い
生
活
を
送
る
こ
と
が

で
き
て
い
ま
す
。

答志地区での移動販売の様子。
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す
る
な
ど
自
分
な
り
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

「
種
を
蒔
か
ず
し
て
、
実
は
な
ら
ず
」。
私
は
運
良
く
パ
ン
屋
の
開

業
と
い
う
種
を
蒔
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
島
の
皆
さ

ん
と
と
も
に
水
を
撒
き
、
花
を
咲
か
せ
て
、
実
を
つ
く
り
、
種
を
落

と
し
て
、
後
世
に
つ
な
げ
て
い
け
る
よ
う
、
パ
ン
を
焼
き
続
け
て
い

き
ま
す
。�

■

　

答
志
島
は
、
六
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
高
齢
者
、
若
い
年
齢
層
の

減
少
、
基
幹
産
業
で
あ
る
水
産
業
の
後
継
者
不
足
な
ど
多
く
の
問
題

を
抱
え
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
現
状
に
あ
っ
て
も
、
意
欲
が
あ
れ
ば
島

外
の
人
間
で
も
起
業
で
き
る
こ
と
、
パ
ン
屋
と
い
う
漁
業
で
は
な
い

生
業
が
島
に
根
づ
く
こ
と
、
島
の
魅
力
（
特
産
物
・
人
情
・
絶
景
ほ
か
）

を
少
し
で
も
多
く
の
方
に
知
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
情
報
を
配
信

◉ 桃取出身の若者の励みとなる移住
　幼い頃、米が主食の私たちにとってパンは高級なものだ
った。というより、パンなんてものは知らなかった。1日の
小遣いが5円から10円の時代、おやつといったらダラヤキ 

（小麦粉に砂糖を混ぜて焼いた物）や麦粉などで、どれも自宅でつ
くった物ばかりだった。高度経済成長とともにパンも身近と
なり、パン食の家庭も増えたが、食パンにバターやジャムを
つけて食べるぐらいで、近くの店で売っているのもパサパサ
した生地の袋入りの菓子パンぐらいだった。その後、町外に
出るようになり、調理パンや袋に入っていないパンを知るこ
ととなった。ここ10年くらいのことだろうか。
　2年前、徳本君が桃取でパン屋さんをオープンすると聞き、
町内会役員ということもあって、応援したいと思い、本人と
話をすると、将来を見据えたビジョンをしっかり説明してく
れた。また、自分自身が気づかない桃取の魅力を彼から改
めて知らされ、目から鱗が落ちる思いだったことを覚えてい
る。それから間もなく、島のパン家「ＨａＮａＲｅ」がオープン
し、焼きたてのパンの美味しさをこの歳で初めて知った。
　去年、地元の桃取小学校が廃校となり、本土の鳥羽小学
校に統合された。自分の子どもたちも同じなのだが、仕事を
求めて若者が都会へ出て行き、少子高齢化が進む中で、徳
本君のような人材が移住し、順調に生活を築いてくれている
ことは、桃取出身の若者にとって励みになるのではないか。
答志地区では、離島留学児童の受け入れを始め、地域の学
校を残そうと頑張っている。桃取地区での学校の再開は難
しいかもしれないが、産業は発展する余地がある。伊勢湾と
太平洋に挟まれたこの海域では、海苔・ワカメ・牡蠣など他
所と違う美味しさがある。地元の食材しか知らない私たちは、
他所の方から羨ましがられるが、その本来の味を知りながら
これまで発信してこなかったのは、損をしていると言えるだ
ろう。離島＝不便、ではなく、離島には離島の良さがあり、自
分たちの知らない魅力がたくさんある。これからは、島の魅
力と良さを、自信を持って伝えていくことが大切だと思う。
 （桃取町内会長　山下　浩）

島からのメッセージ

徳本篤司 （とくもと あつし）

三重県桑名市出身。ユマニテク調理製菓専門学校を卒業
後、平成10年4月、地元のホテルに就職。和食の料理人と
して17年の勤務を経て、平成27年10月に答志島桃取町に
移住。翌28年7月に「島のパン家～HaNaRe～」を開業。


