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ら
一
〇
分
も
歩
け
ば
住
宅
は
す
べ
て
廻
れ
る
し
、
島
に
い
る
ネ
コ
の

八
割
に
は
会
え
る
ほ
ど
小
さ
な
島
だ
。
島
に
は
病
院
も
商
店
も
な
く
、

自
動
販
売
機
す
ら
な
い
。
昔
は
農
業
と
漁
業
が
島
の
主
産
業
だ
っ
た

が
、
現
在
は
漁
業
が
一
軒
（
親
子
二
人
）
と
、
私
た
ち
家
族
が
味
噌

づ
く
り
や
食
堂
な
ど
を
し
て
い
る
ほ
か
は
、
年
金
生
活
世
帯
で
あ
る
。

普
段
は
の
ん
び
り
し
た
時
間
が
流
れ
る
島
も
、
夏
に
な
る
と
海
水
浴

や
マ
リ
ン
ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
む
人
で
に
ぎ
わ
い
を
み
せ
る
。

深
島
と
の
運
命
の
出
会
い

　

高
校
卒
業
後
、
食
に
つ
い
て
学
ぶ
た
め
、
大
分
か
ら
広
島
の
大
学

へ
進
学
。
そ
こ
で
食
の
生
産
現
場
に
触
れ
、
農
林
水
産
業
を
生
業
と

す
る
人
た
ち
の
キ
ラ
キ
ラ
し
た
笑
顔
が
大
好
き
に
な
っ
た
。
卒
業
論

文
を
執
筆
す
る
中
で
田
舎
の
現
状
を
目
の
当
た
り
に
し
、
机
に
向
か

う
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
苦
労
や
問
題
、
そ
し
て
魅
力
が
あ
る
は
ず

住
民
一
八
人
と
ネ
コ
一
〇
〇
匹
の
島

「
こ
こ
に
住
み
た
い
」
深
島
に
降
り
立
っ
て
す
ぐ
に
そ
う
思
っ
た
。

二
〇
一
四
年
六
月
、
国
の
事
業
を
活
用
し
た
深
島
住
民
と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
に

よ
る
離
島
活
性
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
訪
れ
た
。

二
年
後
、
島
で
出
会
っ
た
夫
・
達
也
と
結
婚
し
、
現
在
は
夫
と
と
も

に
「
深
島
み
そ
」
の
製
造
・
販
売
、
島
唯
一
の
食
堂
「
深
島
食
堂
」

や
一
組
限
定
の
宿
泊
施
設
「
し
ん
き
や
」
の
経
営
、
マ
リ
ン
ス
ポ
ー

ツ
の
ガ
イ
ド
を
し
て
い
る
。

　

深
島
は
大
分
県
の
最
南
端
に
位
置
し
、
住
民
約
一
八
人
が
暮
ら
し

て
い
る
。
そ
れ
に
、
ネ
コ
約
一
〇
〇
匹
と
ヤ
ギ
二
頭
。
蒲か
ま

江え

か
ら
定

期
船
「
え
ば
あ
ぐ
り
い
ん
」
で
屋や

形か
た

島じ
ま

を
経
由
し
て
三
〇
分
、
サ
ン

ゴ
礁
が
広
が
る
海
と
、
カ
ラ
ス
バ
ト
や
ム
ラ
サ
キ
オ
カ
ヤ
ド
カ
リ
な

ど
の
国
指
定
天
然
記
念
物
が
生
息
す
る
豊
か
な
自
然
が
自
慢
。
港
か

「
で
ぃ
ー
ぷ
ま
り
ん
」
運
営
／
Ｉ
タ
ー
ン　

安
部
あ
づ
み

深ふ
か
し
ま島

（
大
分
県
佐
伯
市
）

2km

蒲江

屋形島

深島

深島：蒲江港から南９kmの日向灘に
ある岩礁、海食崖に囲まれた島。面
積1.1km2、周囲4km、人口27人（平成
30年3月末現在）。享保６（1721）年に
本土から農民が移住して開拓、その
後無人化するが、のちに佐伯藩の流
刑地となり、明治5（1872）年に蒲江か
ら移住して再開拓された。

6夫
婦
で
守
り
伝
え
る

島
の
味
噌
づ
く
り
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だ
と
感
じ
、
田
舎
で
暮
ら
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
論
文
を

書
き
終
え
る
こ
ろ
に
は
就
職
以
外
に
も
大
学
院
進
学
や
地
域
お
こ
し

協
力
隊
へ
の
道
な
ど
、
将
来
へ
の
迷
い
が
出
て
い
た
。
先
生
方
に
相

談
し
、
卒
業
後
い
っ
た
ん
就
職
し
、
二
年
後
に
大
学
院
へ
戻
っ
て
く

る
と
決
め
、
地
元
大
分
へ
戻
っ
た
。

　

地
元
の
生
協
で
は
予
定
通
り
二
年
間
働
い
た
。
そ
の
後
、
フ
リ
ー

タ
ー
生
活
一
年
間
を
経
て
、
縁
あ
っ
て
地
元
大
分
の
大
学
院
へ
進
学
。

フ
リ
ー
タ
ー
時
代
は
、
い
ろ
い
ろ
な
方
と
出
会
い
、
進
路
も
迷
っ
た

が
、
結
局
、
地
元
大
分
に
落
ち
着
い
た
の
は
、
き
っ
と
深
島
に
出
会

う
た
め
だ
っ
た
の
だ
と
思
っ
て
い
る
。

　

大
学
院
入
学
前
、
大
分
県
庁
の
方
か
ら
、
深
島
の
活
性
化
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
へ
誘
わ
れ
、
二
つ
返
事
で
参
加
し
た
。
大
学
院
一
年
目
の
六

月
一
日
に
深
島
へ
草
刈
り
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
行
き
、
そ
の
日

初
め
て
夫
と
会
話
し
、「
ヤ
ギ
、
飼
い
た
い
ね
」
と
盛
り
上
が
り
、
勝

手
に
さ
が
し
て
五
日
後
に
は
知
人
か
ら
譲
っ
て
も
ら
え
る
こ
と
に
な

っ
た
。
六
月
二
〇
日
に
ヤ
ギ
を
も
ら
い
に
軽
バ
ン
で
出
か
け
た
の
が

初
デ
ー
ト
。
そ
の
日
か
ら
ほ
と
ん
ど
毎
週
末
は
島
に
通
い
、
夏
休
み

に
は
丸
二
カ
月
間
居
候
を
し
た
。
大

学
院
の
二
年
間
は
島
に
通
い
な
が
ら

修
士
論
文
を
書
き
、
卒
業
と
同
時
に

入
籍
、
島
に
移
住
し
た
。
知
り
合
う

人
に
は
「
た
っ
ち
ゃ
ん
（
夫
）
が
よ

っ
ぽ
ど
よ
か
っ
た
ん
や
な
ー
」
と
言

わ
れ
る
が
、
深
島
に
住
み
た
い
と
思

っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
偶
然
い
た
人
と
気
が
合
っ
て
結
婚
し
た
と
い
う
、

私
に
と
っ
て
は
、
深
島
あ
り
き
の
た
っ
ち
ゃ
ん
で
あ
る
。

深
島
を
守
る
た
め
移
住
を
決
意
し
た
夫

　

夫
が
深
島
へ
移
住
し
た
の
は
二
〇
一
三
年
、
祖
母
ら
深
島
婦
人
部

が
つ
く
っ
て
い
た
島
の
特
産
品
で
あ
る
味
噌
の
製
造
を
継
ぐ
た
め
だ

っ
た
。
父
方
の
祖
父
母
が
深
島
に
住
ん
で
お
り
、
夫
も
幼
少
期
を
島

で
過
ご
し
て
い
る
。
小
学
校
三
年
生
か
ら
は
本
土
側
の
蒲
江
で
生
活

し
て
い
た
が
、
毎
週
末
島
へ
渡
り
、
祖
父
母
ら
と
過
ご
し
て
い
た
と

い
う
。
高
校
卒
業
後
は
福
岡
で
就
職
し
、
一
〇
年
間
ほ
ど
土
木
関
係

の
仕
事
を
し
た
の
ち
大
分
へ
帰
り
、
車
の
整
備
場
や
キ
ャ
ン
プ
場
で

働
い
た
。
そ
の
こ
ろ
、
祖
母
ら
が
高
齢
化
の
た
め
味
噌
の
生
産
中
止

を
検
討
し
て
い
る
と
い
う
話
を
聞
い
た
。
深
島
の
味
噌
は
島
に
代
々

伝
わ
る
麦
味
噌
で
、
仕
込
み
に
か
ま
ど
が
使
わ
れ
る
た
め
、
薪
集
め

な
ど
平
均
年
齢
八
十
歳
代
の
婦
人
部
に
は
重
労
働
だ
っ
た
。
夫
は
つ

ね
づ
ね
「
将
来
は
深
島
に
帰
り
た
い
」
と
思
っ
て
い
た
よ
う
で
、
こ

の
話
を
契
機
に
帰
る
決
意
を
し
た
と
い
う
。
祖
母
が
守
り
続
け
て
き

た
味
噌
と
、
深
島
を
守
る
た
め
で
あ
る
。

　

同
年
春
に
は
「
で
ぃ
ー
ぷ
ま
り
ん
」
と
い
う
組
織
を
立
ち
上
げ
、

味
噌
の
生
産
を
引
き
継
ぎ
、
さ
ら
に
深
島
の
自
然
を
知
っ
て
も
ら
い

た
い
と
シ
ュ
ノ
ー
ケ
リ
ン
グ
な
ど
マ
リ
ン
ス
ポ
ー
ツ
の
ガ
イ
ド
も
始

め
た
。
そ
の
矢
先
、
県
庁
の
方
か
ら
総
務
省
の
ソ
フ
ト
事
業
（
過
疎
集

落
等
自
立
活
性
化
推
進
交
付
金
）
実
施
の
知
ら
せ
を
う
け
、「
深
島
食
堂
」

の
建
設
（
交
流
拠
点
等
整
備
事
業
）
と
、
マ
リ
ン
ス
ポ
ー
ツ
の
体
験
ツ

島のネコと長女。島でのびのび
と育っている。
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ア
ー
（
交
流
促
進
事
業
）
な
ど
に
着
手
。
そ
の
事
業
の
な
か
で
私
達
夫

婦
は
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
。

一
八
年
ぶ
り
の
赤
ち
ゃ
ん
誕
生

「
で
ぃ
ー
ぷ
ま
り
ん
」
を
立
ち
上
げ
て
五
年
、
何
も
な
か
っ
た
島
に

唯
一
の
食
堂
が
で
き
て
も
う
す
ぐ
丸
四
年
に
な
る
。
古
民
家
を
改
装

し
た
宿
泊
施
設
「
し
ん
き
や
」
は
、
よ
り
島
の
雰
囲
気
を
味
わ
っ
て

も
ら
え
る
よ
う
、
今
年
か
ら
本
格
始
動
。
き
れ
い
な
海
と
小
さ
な
島

と
い
う
話
題
性
、
近
年
の
ネ
コ
ブ
ー
ム
の
お
か
げ
で
、
メ
デ
ィ
ア
に

取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
増
え
た
。
あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
島
に
来

て
く
れ
る
方
は
年
々
増
加
し
て
お
り
、
リ
ピ
ー
タ
ー
も
多
い
。
味
噌

の
販
路
も
広
が
り
、
ネ
ッ
ト
販
売
も
開
始
し
た
。

　

二
〇
一
六
年
に
は
、
島
で
は
お
よ
そ
一
八
年
ぶ
り
の
子
ど
も
と
な

る
長
女
が
誕
生
し
た
。
妊
娠
中
か
ら
島
の
方
に
大
切
に
し
て
も
ら
い
、

八
十
歳
代
の
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
「
荷
物
も
っ
ち
ゃ
ろ
う
か
」
と
声
を
か

け
て
く
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
産
ま
れ
て
か
ら
も
島
の
人
み
ん
な
が

見
守
っ
て
く
れ
、
の
び
の
び
と
育
っ
て
い
る
。
今
年
三
月
に
第
二
子

と
な
る
次
女
が
産
ま
れ
た
が
、
義
祖
母
は
じ
め
島
の
方
が
長
女
を
み

て
く
れ
る
の
で
と
て
も
助
か
っ
て
お
り
、
こ
の
島
で
子
育
て
が
で
き

て
よ
か
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。
子
ど
も
の
こ
と
以
外
に
も
、
野
菜
や

魚
を
分
け
合
っ
た
り
、
お
か
ず
を
も
ら
っ
た
り
、
壊
れ
た
も
の
の
修

理
を
し
た
り
、
島
の
全
員
が
持
ち
つ
持
た
れ
つ
、
助
け
合
い
な
が
ら

生
活
し
て
い
る
こ
と
が
と
て
も
居
心
地
よ
い
。

　

ま
た
、
島
の
人
の
み
な
ら
ず
、
来
島
さ
れ
た
お
客
さ
ん
に
も
よ
く

し
て
も
ら
っ
て
い
る
。
長
女
が
生

ま
れ
た
時
に
は
お
祝
い
を
い
た
だ

い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
お
手
紙
を

届
け
て
く
れ
る
人
も
い
れ
ば
、
毎

年
夏
に
会
い
に
き
て
く
れ
る
人
も

い
る
。
お
客
さ
ん
と
し
て
の
お
付

き
合
い
で
は
な
く
、
人
と
人
と
の

つ
な
が
り
を
実
感
で
き
る
素
敵
な

仕
事
、
と
て
も
良
い
生
活
を
さ
せ

て
も
ら
っ
て
い
る
。

生
き
て
い
く
こ
と
が
仕
事

　

島
で
の
仕
事
は
、
主
に
味
噌
の
仕
込
み
と
食
堂
の
運
営
。
具
体
的

に
は
味
噌
の
仕
込
み
に
使
う
薪
集
め
、
食
堂
で
使
う
た
め
の
獲
っ
た

魚
の
処
理
、
野
菜
を
育
て
る
た
め
の
畑
づ
く
り
な
ど
だ
。
一
方
、
海

に
遊
び
に
行
っ
た
り
、
草
刈
り
を
し
た
り
、
拾
っ
た
流
木
や
シ
ー
グ

ラ
ス
で
工
作
を
し
た
り
も
す
る
。
仕
事
と
生
活
の
境
目
が
あ
い
ま
い
で
、

生
き
る
こ
と
が
仕
事
に
つ
な
が
っ
て
い
る
感
覚
で
あ
る
。
私
自
身
、
そ

ん
な
生
活
を
望
ん
で
い
た
の
だ
が
、
実
際
に
し
て
み
る
と
戸
惑
い
も

多
い
。
と
く
に
子
ど
も
が
で
き
て
か
ら
は
、
家
事
や
育
児
と
食
堂
な

ど
の
仕
事
の
両
立
の
難
し
さ
を
痛
感
し
て
い
る
。
そ
れ
こ
そ
、
義
祖

母
や
島
の
お
ば
あ
た
ち
の
協
力
な
し
に
は
成
り
立
た
な
い
。
ま
た
、

畑
仕
事
な
ど
、
し
た
く
て
も
な
か
な
か
手
が
回
ら
ず
、
や
き
も
き
す

る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
で
も
目
の
前
に
広
が
る
海
を
見
て
い
た
ら
、
い

味噌仕込みの様子。かまどを用いて、すべ
て手作業で仕込むため、島でしかつくれな
い味噌である。
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つ
の
間
に
か
落
ち
着
い
て
い
る
。

　

私
た
ち
は
結
婚
式
を
し
な
い

代
わ
り
に
、
島
で
ウ
ェ
デ
ィ
ン

グ
ド
レ
ス
を
着
て
写
真
を
撮
っ

て
も
ら
っ
た
。
島
の
皆
さ
ん
が

祝
福
し
て
く
れ
、
こ
こ
に
来
て

本
当
に
よ
か
っ
た
と
思
っ
た
。
こ
こ
に
は
昔
な
が
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
ー
、
支
え
合
い
、
助
け
合
い
の
生
活
が
残
っ
て
い
る
。
き
れ
い
な

海
も
、
豊
か
な
自
然
も
あ
る
。
こ
の
大
好
き
な
深
島
を
意
地
で
も
守

り
た
い
。
味
噌
づ
く
り
や
夏
場
の
繁
忙
期
に
少
し
で
も
雇
用
を
生
み

出
し
、
島
に
通
っ
て
く
れ
る
人
、
ゆ
く
ゆ
く
は
移
住
し
て
く
れ
る
人

が
現
れ
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
は

私
た
ち
の
生
活
を
安
定

さ
せ
、
こ
の
小
さ
な
島

で
楽
し
く
暮
ら
し
な
が

ら
、
深
島
の
フ
ァ
ン
を

増
や
し
た
い
。�

■

◉ 孫に引き継いだ「深島みそ」づくり
　私は深島の生まれです。中学卒業後、福岡に奉公（仕事）
に出ましたが、数年で島に戻り、結婚しました。小さいころ
に両親を亡くし、祖母に育てられました。祖母には子どもが
11人おり、上から4人目の唯一の男が私の父です。下の2人
の子ども（叔母）とは、姉妹のように育ちました。私が小さい
ころ、深島は学校の生徒だけで60人、全体で200人近くい
たのではないでしょうか。農業と漁業をしており、学校には
通っていましたが、勉強はせず、畑仕事や家事、子守りなど
をする毎日でした。
　結婚後は4人の子どもに恵まれ、忙しい毎日でした。い
つのまにか魚が獲れなくなり、人も減り、子どもも大きくな
っていました。そんなとき、役場の人から「島で何かつくっ
て売ってみないか」と話をもらい、島には味噌しかないと、
島の婦人部で「深島みそ」を商品化しました。町から味噌生
産施設を建ててもらったのが平成8年、それから約20年つ
くり続けていましたが、部員の平均年齢が80歳にもなり、
みんな足腰が痛くなり、やめてしまおうかと思いました。
そんなとき、孫の達也が島に帰ってくると言ってくれ、味噌
づくりを手伝ってくれるようになりました。覚えるのも早
く、1、2年後には安心して任せられるようになり、今では完
全に任せています。仕込みの時には島のおばあさん3人で
手伝っています。包装もおしゃれになり、商品も増え、これ
からがますます楽しみです。
　また、食堂や宿泊所、海水浴に来るお客さんも増え、島に
活気があり、にぎやかだった昔を思い出して懐かしく思っ
ています。島の人も、お客さんと交流ができることで、とて
も良い刺激になっています。
　さらに曾孫が2人、島にいてくれることがとてもうれしい
です。私以外の島の人にとっても、子どもが島にいること自
体が本当にうれしいことです。子どもは島の宝。これからの
成長がとても楽しみです。そして深島を守り続けてくれる
ことを願っています。 （深島婦人部／達也の祖母　安部ヒサヨ）

島からのメッセージ

安部あづみ （あべ あづみ）

1988年生まれ。大分県由布市挾間町出身。祖父母が同
県竹田市久住に住んでいるため、小さいころの遊び場
は山。自然好きな両親の影響もあり、自身も自然好きに。
広島大学卒業後は地元大分の生協に2年間勤務。1年間
のフリーター生活を経て、大分大学大学院へ進学。田舎
のパワフル母ちゃんにあこがれ、田舎暮らしを夢見て、
大学院入学後間もなく深島に行き、夫と出会う。卒業と
ともに結婚、移住。牛やヤギが好きな2児の母。

ウェディングフォト。味噌
生産施設の前で。


