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特
集  

島
か
ら
考
え
る
日
本
・
Ⅲ

　
近
年
、新
た
な
収
入
を
確
保
し
た
い
、自
分
の
ス
キ
ル
を
さ

ま
ざ
ま
な
分
野
で
活
か
し
た
い
、趣
味
を
事
業
化
し
た
い
、一

つ
の
仕
事
だ
け
で
は
生
活
で
き
な
い
な
ど
の
理
由
か
ら
、複
数

の
仕
事
に
従
事
す
る《
複
業
》
を
実
践
・
希
望
す
る
人
々
が
増

え
て
い
る
。実
際
に「
就
業
構
造
基
本
調
査
」（
総
務
省
）を
み
る

と
、追
加
就
業
希
望
者（
現
在
の
仕
事
を
続
け
な
が
ら
、ほ
か
に
も
仕

事
を
希
望
す
る
者
）の
数
は
増
加
し
て
お
り
、国
の
働
き
方
改
革

に
お
け
る「
副
業
・
兼
業
の
普
及
促
進
」や
、リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク

の
普
及
に
よ
り
捻
出
さ
れ
た
時
間
の
有
効
活
用
な
ど
の
現
況
を

鑑
み
る
と
、こ
の
傾
向
は
今
後
も
続
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
島
で
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
自
然
環
境
や
特
性
に
合
わ
せ
な
が
ら
、

〈
第
一
次
産
業
×
製
造
業
や
サ
ー
ビ
ス
業
〉な
ど
、複
数
の
仕
事

を
組
み
合
わ
せ
る
働
き
方
は
珍
し
く
な
い
。
ま
た
、自
治
会
や

集
落
活
動
な
ど
、直
接
的
に
は
収
入
に
結
び
つ
か
な
い
な
が
ら
、

地
域
に
と
っ
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
仕
事
を
掛
け
持
つ
ケ

ー
ス
も
多
く
み
ら
れ
る
。

　
今
号
で
は
、漁
業
と
商
店
・
飲
食
店
経
営
、郵
便
局
員
と
野

菜
栽
培
、高
齢
者
施
設
の
栄
養
士
と
花
卉
栽
培
、畜
産
と
地
域

づ
く
り
活
動
、ウ
ェ
ブ
・
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
や
メ
デ
ィ
ア
運
用
と
フ

リ
ー
ラ
ン
ス
組
織
の
運
営
、地
域
に
数
多
く
あ
る
小
さ
な
仕
事

（
ス
モ
ー
ル
ビ
ジ
ネ
ス
）を
取
り
扱
う
Ｉ
Ｔ
会
社
の
設
立
な
ど
、《
複

業
》に
よ
り
島
で
生
計
を
立
て
て
い
る
方
々
に
、そ
の
利
点
、苦

スモールビジネスを取り扱うＩＴ会社経営
　壱岐島▶P.32

ライター×メディア運用×フリーランス組織運営
　久米島▶P.44

キャンプ場管理×キッチンカー　利尻島▶P.16



労
や
課
題
、将
来
の
展
望
な
ど
に
つ
い
て
ご
報
告
い
た
だ
い
た
。

　
ま
た
、総
務
省
よ
り「
地
域
人
口
の
急
減
に
対
処
す
る
た
め

の
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」（
令
和
二
年

六
月
四
日
施
行
）に
基
づ
き
創
設
さ
れ
た「
特
定
地
域
づ
く
り
事

業
協
同
組
合
制
度
」に
つ
い
て
、国
内
初
の
認
定
と
な
っ
た「
海

士
町
複
業
協
同
組
合
」を
事
例
に
、制
度
概
要
や
離
島
で
の
活

用
に
寄
せ
る
期
待
を
ご
紹
介
い
た
だ
い
た
。

　
島
に
は
仕
事
が
少
な
い
、求
人
は
あ
っ
て
も
希
望
す
る
職
種

が
な
い
、と
い
っ
た
声
を
耳
に
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、こ
れ
ら

実
例
を
多
角
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
、島
だ
か
ら
こ
そ
実
現
可

能
な
新
し
い
働
き
方
・
暮
ら
し
方
に
対
す
る
示
唆
や
、今
後
の

離
島
振
興
施
策
の
ヒ
ン
ト
が
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

漁師×飲食店経営　利尻島▶P.16

高齢者施設の栄養士×花卉栽培　新島▶P.24

野菜栽培・加工会社経営
×電力会社検針員ほか

　新島▶P.24

畜産農家×音響操作×地域づくり
　沖永良部島▶P.38

特定地域づくり事業協同組合制度紹介
海士町複業協同組合　　　  　▶P.50

郵便局員×野菜栽培
　新島▶P.24

商店・バー経営×地域づくり　利尻島▶P.16
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利
尻
島
は
、
中
央
に
標
高
一
七
二
一
メ
ー
ト
ル
の
利
尻
山
を
有
し
、

利
尻
町
と
利
尻
富
士
町
の
二
町
か
ら
な
る
。
水
産
業
と
観
光
業
が
お

も
で
、
コ
ン
ブ
や
ウ
ニ
が
全
国

的
に
有
名
だ
。
夏
季
に
は
新
千

歳
空
港
と
の
航
空
便
も
運
航
さ

れ
る
な
ど
、
年
間
一
〇
万
人
を

超
え
る
観
光
客
が
訪
れ
る
。

　

今
回
は
、
複
数
の
仕
事
を
組

み
合
わ
せ
な
が
ら
生
計
を
立
て

て
い
る
谷
智
晴
さ
ん
、
高
橋
哲

也
さ
ん
（
と
も
に
利
尻
町
）、
澤

田
知
仁
さ
ん
（
利
尻
富
士
町
）
の

働
き
方
や
暮
ら
し
に
つ
い
て
紹

介
し
た
い
。

冬
季
で
も
島
を
離
れ
な
い
働
き
方
を
模
索

　

利
尻
町
出
身
で
地
元
の
中
学
校
を
卒
業
後
、
一
五
歳
で
漁
師
に

な
っ
た
谷
智
晴
さ
ん
（
六
七
歳
）。
お
も
に
特
産
の
リ
シ
リ
コ
ン
ブ

や
ウ
ニ
を
採
取
す
る
「
磯
回
り
」
と
呼
ば
れ
る
沿
岸
漁
業
で
、
今

も
現
役
の
ベ
テ
ラ
ン
漁
師
で
あ
る
。

　

長
さ
七
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
磯
船
（
小
舟
）
に
漁
師
ひ
と
り
で
乗

り
込
み
、
海
中
を
の
ぞ
く
箱
メ
ガ
ネ
を
顔
に
つ
け
、
片
足
で
船
の

櫓
を
操
り
細
か
い
位
置
調
整
を
行
な
う
。
漁
具
は
採
る
も
の
に
よ

西
島　

徹

礼文島 稚内

利尻島 10km

利尻島：礼文島とともに日本の最北に
位置する島。面積182.12km2、周囲 
64.0km、人口4,361人（令和2年12月
現在）。利尻の名はアイヌ語でリイ（高
い山）、シリ（島）から。標高 1,721mの
利尻山は別名「利尻富士」とも呼ばれ
る秀峰。

年
間
を
通
し
て
暮
ら
す
た
め
に

──
水
産
業
が
中
心
の
島
の
新
し
い
働
き
方

漁師の谷智晴さん。背後には利尻富士。

利尻島
（北海道利尻町・利尻富士町）

人
気
の
食
堂
・
居
酒
屋
を
切
り
盛
り
す
る

ベ
テ
ラ
ン
漁
師

谷　

智
晴
さ
ん

レポート
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「
か
も
め
」
は
、
地
元
客
は
も
ち
ろ
ん
観
光
客
に
も
人
気
で
、
七
～

九
月
は
混
み
あ
う
日
が
多
い
が
、
冬
は
一
転
し
て
客
数
が
減
る
た
め
、

今
シ
ー
ズ
ン
は
、
一
一
月
か
ら
三
月
中
旬
ま
で
休
業
と
し
て
い
る
。

　

平
成
三
年
、
谷
さ
ん
は
、
旧
沓
形
港
フ
ェ
リ
ー
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル

二
階
に
あ
る
食
堂
を
引
き
継
い
だ
。
食
堂
「
か
も
め
」
は
、
お
も
に

団
体
向
け
ツ
ア
ー
の
昼
食
会
場
と
な
っ
て
お
り
、
四
月
下
旬
か
ら

一
〇
月
下
旬
の
観
光
シ
ー
ズ
ン
の
み
営
業
し
て
い
る
。
約
二
五
〇
席

あ
る
店
内
に
、
多
い
時
は
一
日
六
～
七
団
体
が
入
れ
代
わ
り
立
ち
代

わ
り
訪
れ
、
谷
さ
ん
を
含
め
七
名
の
ス
タ
ッ
フ
で
切
り
盛
り
す
る
。

こ
の
店
で
も
、
生
ウ
ニ
丼
な
ど
居
酒
屋
「
か
も
め
」
で
人
気
の
漁
師

料
理
が
供
さ
れ
て
い
る
。

異
業
種
の
組
み
合
わ
せ
で
リ
ス
ク
の
軽
減
を

　

谷
さ
ん
に
よ
る
と
、
利
尻
島
で
漁
業
の
み
で
生
計
を
立
て
て
い
く

た
め
に
は
、
ウ
ニ
や
コ
ン
ブ
な
ど
の
磯
回
り
漁
と
小
型
漁
船
で
の
漁

と
の
組
み
合
わ
せ
、
ま
た
は
磯
回
り
漁
と
養
殖
コ
ン
ブ
漁
の
組
み
合

わ
せ
が
必
要
に
な
る
と
い
う
。
自
身
が
漁
業
の
み
で
は
な
く
、
漁
師

と
飲
食
店
の
組
み
合
わ
せ
を
選
ん
だ
理
由
に
つ
い
て
、「
自
然
災
害

な
ど
不
測
の
事
態
の
時
の
リ
ス
ク
を
軽
減
す
る
た
め
。
か
つ
て
流
氷

が
接
岸
し
た
時
、
ウ
ニ
や
コ
ン
ブ
な
ど
の
漁
業
資
源
が
回
復
す
る
の

に
時
間
が
か
か
っ
た
。
海
の
仕
事
一
本
で
は
、
影
響
を
受
け
や
す
い

と
痛
感
し
た
」
と
語
る
。

　

し
か
し
、
磯
回
り
の
漁
、
飲
食
店
と
も
に
夏
季
が
繁
忙
期
。
例
え

ば
、
ウ
ニ
漁
が
行
な
わ
れ
る
日
は
早
朝
四
時
頃
に
起
床
、
一
時
間
半

っ
て
異
な
る
が
、
ウ
ニ
の
場
合
は
「
タ
モ
」
と
呼
ば
れ
る
長
い
棒
の

先
に
小
さ
な
縦
長
の
網
が
付
い
た
道
具
を
用
い
る
。
こ
の
独
特
な
漁

法
は
、
谷
さ
ん
が
漁
師
を
始
め
た
頃
か
ら
現
在
ま
で
、
基
本
的
に
は

変
わ
っ
て
い
な
い
。

　

谷
さ
ん
は
当
初
、
磯
回
り
の
漁
師
を
半
年
間
ほ
ど
、
残
り
の
半
年

（
九
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
）
を
本
州
方
面
へ
出
稼
ぎ
に
出
て
い
た
。
行

き
先
は
お
も
に
東
京
で
、
地
下
鉄
工
事
の
現
場
や
と
び
職
の
経
験
も

あ
る
と
い
う
。「
家
庭
を
持
っ
た
時
、
半
年
も
家
族
と
離
れ
離
れ
に

な
る
生
活
は
よ
く
な
い
」
と
思
っ
た
こ
と
が
、
年
間
を
通
し
て
島
で

生
活
で
き
る
働
き
方
を
模
索
す
る
き
っ
か
け
で
あ
る
。

　

二
一
歳
の
時
、
利
尻
町
の
沓く
つ
が
た形
で
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
の
経
営
を
始
め

た
。
ス
テ
ー
ジ
を
中
心
に
中
二
階
や
半
地
下
席
を
設
け
た
り
、
島
で

初
め
て
カ
ラ
オ
ケ
を
導
入
す
る
な
ど
、
ま
た
た
く
間
に
人
気
店
と
な

っ
た
。

　

ま
た
、
昭
和
五
七
年
に
は
居
酒
屋
「
か
も
め
」
を
開
業
。
海
水
を

店
内
の
水
槽
に
引
き
込
ん
だ
生
け
簀
を
つ
く
り
、
自
分
や
近
隣
の
漁

師
が
獲
っ
て
き
た
近
海
の
魚
介
類
を
提
供
し
た
。
魚
の
調
理
方
法
は

ほ
ぼ
独
学
、
研
究
に
励
ん
だ
と
い
う
。
店
に
は
カ
ウ
ン
タ
ー
や
小
上

が
り
席
が
あ
り
、
三
〇
名
ほ
ど
収
容
で
き
る
。
カ
ウ
ン
タ
ー
奥
の
炉

端
で
は
、
谷
さ
ん
が
調
理
に
腕
を
振
る
い
、
妻
・
み
ゆ
き
さ
ん
が
盛

り
付
け
を
担
う
。
リ
シ
リ
コ
ン
ブ
を
炉
端
で
カ
リ
カ
リ
に
焼
き
、
香

ば
し
い
風
味
や
独
特
の
食
感
が
楽
し
め
る
「
炭
火
焼
き
昆
布
」。
塩

漬
け
の
ウ
ニ
を
焼
酎
で
溶
い
た
も
の
に
ツ
ブ
貝
を
三
、四
日
漬
け
た

「
つ
ぶ
バ
フ
ン
う
に
和
え
」
な
ど
、
メ
ニ
ュ
ー
に
は
島
の
幸
が
並
ぶ
。

特集　島から考える日本・Ⅲ
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ほ
ど
の
漁
の
後
に
食
堂
と
居
酒

屋
の
仕
事
が
続
き
、
閉
店
の
午

後
八
時
半
ま
で
多
忙
を
極
め
る
。

こ
の
た
め
、
漁
師
を
や
め
て
い

た
時
期
が
八
年
間
ほ
ど
あ
っ
た

が
、
観
光
客
が
年
々
減
少
す
る

状
況
に
不
安
を
感
じ
、
六
〇
歳

の
時
に
漁
師
に
復
帰
し
た
。
現

在
、
一
番
心
が
け
て
い
る
の
は

健
康
管
理
だ
と
い
う
。

　

谷
さ
ん
は
「
陸
上
に
島
の
魚
を
放
し
た
釣
り
堀
を
つ
く
り
、
そ
こ

で
釣
っ
た
魚
を
自
分
で
調
理
し
て
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
い
。
こ

れ
ま
で
島
に
な
か
っ
た
ア
イ
デ
ア
を
形
に
し
て
、
若
い
人
に
つ
な
い

で
い
き
た
い
」
と
、
今
後
の
展
望
を
語
っ
た
。

義
父
か
ら
商
店
を
承
継

　

利
尻
町
沓
形
地
区
に
あ
る
「
津
田
商
店
」
六
代
目
の
高
橋
哲
也
さ

ん
（
四
三
歳
）
は
、
地
元
の
高
校
を
卒
業
後
、
島
内
企
業
に
就
職
し
た
。

電
気
工
事
や
グ
ル
ー
プ
の
ホ
テ
ル
業
務
を
一
七
年
間
経
験
し
、
平
成

二
四
年
の
春
、
三
五
歳
の
時
に
義
父
の
津
田
守
さ
ん
が
経
営
す
る
商

店
を
継
い
だ
。

　

津
田
商
店
は
、
明
治
一
八
年
に
鉄
工
所
と
し
て
創
業
、
店
頭
で
は

金
物
や
米
・
酒
な
ど
を
扱
っ
て
い
た
。
人
口
減
少
や
大
手
コ
ン
ビ
ニ

チ
ェ
ー
ン
の
島
内
出
店
な
ど
で
売
上
が
減
少
し
、
閉
店
も
考
え
て
い

た
と
い
う
先
代
か
ら
継け
い

業ぎ
ょ
うの

話
を
持
ち
か
け
ら
れ
た
。

　

も
と
も
と
商
売
を
や
り
た
い
と
考
え
て
い
た
高
橋
さ
ん
は
、
前
職

で
取
得
し
た
第
一
種
電
気
工
事
士
な
ど
の
資
格
を
活
か
し
、
電
気
工

事
や
家
電
販
売
を
開
始
。
ホ
テ
ル
勤
務
の
経
験
で
、
釣
り
を
気
軽
に

楽
し
み
た
い
と
い
う
観
光
客
の
ニ
ー
ズ
に
気
づ
き
、
釣
り
具
の
レ
ン

タ
ル
も
始
め
た
。
顔
な
じ
み
が
多
い
と
い
う
地
元
な
ら
で
は
の
強
み

を
生
か
し
、
町
役
場
な
ど
新
規
の
販
路
開
拓
に
も
尽
力
し
た
と
こ
ろ
、

事
業
継
承
後
三
年
で
、
売
上
は
約
三
八
パ
ー
セ
ン
ト
増
と
な
っ
た
。

　

高
橋
さ
ん
は
「
現
在
も
人
口
減
少
は
続
い
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
通
販
と
は
対
等
に
勝
負
で
き
な
い
の
で
、
き
め
細
や
か
な
サ
ー

ビ
ス
を
心
掛
け
て
い
る
。
休
日
で
も
配
達
や
修
理
な
ど
が
あ
れ
ば
駆

け
つ
け
る
よ
う
に
し
て
い
る
」
と
話
す
。
特
に
家
電
は
、
ア
フ
タ
ー

ケ
ア
を
重
視
し
、
取
り
付
け
や
引
き
取
り
リ
サ
イ
ク
ル
も
一
貫
し
て

引
き
受
け
る
ほ
か
、
商
品
が
届
く
ま
で
の
間
、
冷
蔵
庫
や
テ
レ
ビ
の

貸
し
出
し
も
行
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

地
域
お
こ
し
や
酒
づ
く
り
に
奮
闘

　

行
政
と
の
つ
な
が
り
や
住
民
と
接
す
る
機
会
が
増
え
た
こ
と
で
、

高
橋
さ
ん
は
、
島
が
抱
え
る
課
題
や
地
域
の
悩
み
に
気
づ
き
、
地
域

食堂「かもめ」は旧沓形港フェリーターミ
ナルビルにある。

商
店
と
バ
ー
を
経
営
す
る
地
域
づ
く
り
の
火
付
け
役

高
橋
哲
也
さ
ん
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お
こ
し
に
取
り
組
み
始
め
る
。
官
民
、
職
業
な
ど
の
分
け
隔
て
な
く

構
成
さ
れ
る
「
利
尻
町
活
性
化
協
議
会
」
で
は
代
表
を
務
め
、
毎
年
、

東
京
で
開
催
さ
れ
る
ア
イ
ラ
ン
ダ
ー
に
は
、
四
年
連
続
で
役
場
担
当

者
と
と
も
に
参
加
し
た
。
全
国
の
島
々
か
ら
の
出
展
者
や
一
般
来
場

者
と
言
葉
を
交
わ
す
な
ど
、
同
イ
ベ
ン
ト
を
通
じ
て
得
た
成
果
や
課

題
に
つ
い
て
は
、
協
議
会
メ
ン
バ
ー
へ
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
、
島

づ
く
り
に
活
か
し
て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
ホ
テ
ル
勤
務
時
代
に
観
光
客
か
ら
「
利
尻
島
の
お
酒

は
な
い
の
？
」
と
よ
く
質
問
さ
れ
た
こ
と
を
ヒ
ン
ト
に
、
平
成
三
〇

年
に
利
尻
島
と
礼
文
島
の
仲
間
を
中
心
に
「
Ｓ
Ｉ
Ｍ
Ａ
酒
づ
く
り
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
立
ち
上
げ
た
。
利
尻
の
湧
き
水
「
麗
峰
湧
水
」
を

二
〇
リ
ッ
ト
ル
タ
ン
ク
五
〇
個
に
詰
め
、
道
内
・
倶く
っ
ち
ゃ
ん

知
安
町
の
酒
造

メ
ー
カ
ー
へ
発
送
し
て
、
日
本
酒
の
製
造
を
行
な
っ
て
い
る
。
初
年

は
、
特
別
純
米
酒
「
麗
峰
の
雫
」
を
両
島
限
定
で
二
〇
〇
〇
本
ほ
ど

販
売
。
観
光
客
は
も
ち
ろ
ん
、
地

元
住
民
も
お
土
産
や
贈
答
用
に
買

い
求
め
る
な
ど
好
評
で
、
翌
年
に

は
二
七
〇
〇
本
、
令
和
二
年
に
は

新
商
品
の
純
米
大
吟
醸
九
〇
〇
本

を
含
む
、
三
六
〇
〇
本
を
製
造
し

た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
も
開

始
し
、
お
酒
が
利
尻
島
を
知
っ
て

も
ら
う
き
っ
か
け
に
な
る
な
ど
波

及
効
果
も
表
れ
て
い
る
。

交
流
拠
点
と
な
る
バ
ー
の
開
業

　

観
光
客
と
島
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
の
場
が
ほ
し
い
と
考
え
て

い
た
高
橋
さ
ん
は
、
平
成
三
〇
年
夏

に
日
本
酒
を
メ
イ
ン
に
し
た
「
銘
酒

Ｂ
Ａ
Ｒ 

Ｔ
て
　
っ
　
ち

ｅ
ｃ
ｃ
ｈ
ｉ
」
を
開
業
。

商
店
で
酒
販
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

商
店
の
倉
庫
を
有
人
国
境
離
島
交
付

金
な
ど
を
活
用
し
て
改
装
し
た
。

二
〇
名
を
収
容
す
る
シ
ッ
ク
な
店
内

に
あ
る
一
〇
〇
イ
ン
チ
の
大
型
ス
ク

リ
ー
ン
で
は
、
島
内
各
所
の
映
像
を
流
し
て
お
り
、
こ
れ
が
観
光
客

と
島
人
の
会
話
に
弾
み
を
つ
け
て
い
る
。
豊
富
な
酒
知
識
を
活
か
し
、

大
型
の
冷
蔵
庫
に
並
ぶ
約
五
〇
種
の
日
本
酒
瓶
に
、
産
地
や
使
用
米
、

特
徴
な
ど
を
記
し
た
「
日
本
酒
ガ
イ
ド
」
を
か
け
る
な
ど
の
工
夫
も
。

　

高
橋
さ
ん
は
「
バ
ー
で
も
地
域
お
こ
し
を
意
識
し
た
」
と
話
す
。

店
の
閉
店
時
間
は
、
少
し
早
め
の
二
三
時
。
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
も
う

一
軒
、
他
店
へ
お
客
を
誘
導
し
た
い
と
い
う
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い

る
と
い
う
。
最
近
で
は
、
一
軒
目
に
別
々
の
店
で
食
事
を
し
た
客
が
、

二
軒
目
の
高
橋
さ
ん
の
バ
ー
で
出
会
い
、
意
気
投
合
し
て
三
軒
目
へ

行
く
光
景
も
珍
し
く
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
近
隣
の
飲
食

店
に
食
事
の
デ
リ
バ
リ
ー
を
お
願
い
す
る
こ
と
も
あ
り
、
他
店
の
売

上
に
も
貢
献
し
て
い
る
。
バ
ー
の
開
業
以
来
、
沓
形
で
は
新
た
に
四

特集　島から考える日本・Ⅲ

津田商店には酒類も多く並ぶ。

津田商店と「銘酒BAR Tecchi」を経営す
る高橋哲也さん。バーの店内にて。
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軒
の
飲
食
店
が
次
々
と
オ
ー
プ
ン
し
た
。
バ
ー
で
出
し
て
い
る
日
本

酒
を
津
田
商
店
に
買
い
求
め
に
来
る
客
も
あ
り
、
相
乗
効
果
も
出
て

い
る
。

　

高
橋
さ
ん
は
「
少
し
は
地
域
の
活
性
化
の
火
つ
け
役
に
な
れ
た
か

な
（
笑
）。
今
後
は
、
麗
峰
の
雫
の
海
外
進
出
を
は
じ
め
、
ネ
ッ
ト

販
売
や
観
光
客
向
け
の
お
土
産
品
の
ス
ペ
ー
ス
を
増
や
し
て
い
き
た

い
」
と
話
す
。

観
光
客
の
要
望
に
応
え
キ
ッ
チ
ン
カ
ー
の
営
業
を
開
始

　

青
森
県
出
身
の
澤
田
知
仁
さ
ん
（
三
七
歳
）
は
、
平
成
二
八
年
に

利
尻
富
士
町
の
地
域
お
こ
し
協
力
隊
と
し
て
着
任
し
、
島
の
湧
き
水

「
甘
露
泉
水
」
に
合
う
ド
リ
ッ
プ
バ
ッ
グ
式
コ
ー
ヒ
ー
の
商
品
化
や

地
域
遺
産
の
掘
り
起
こ
し
な
ど
に
取
り
組
ん
だ
。

　

協
力
隊
の
任
期
終
了
後
、
令
和
元
年
五
月
か
ら
町
が
管
理
す
る
利

尻
島
フ
ァ
ミ
リ
ー
キ
ャ
ン
プ
場
「
ゆ
～
に
」
の
管
理
人
に
就
く
と
同

時
に
、
キ
ッ
チ
ン
カ
ー
に
よ
る
飲
食
販
売
の
「kitchencar_rishiri

（
キ
ッ
チ
ン
カ
ー 

リ
シ
リ
）」
を
始
め
た
。

　

管
理
人
は
、
町
の
依
頼
で
引
き
受
け
た
も
の
で
、
仕
事
内
容
は
、

チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
な
ど
の
カ
ウ
ン
タ
ー

業
務
、
一
〇
棟
あ
る
コ
テ
ー
ジ
や
バ

ン
ガ
ロ
ー
、
炊
事
棟
や
バ
ー
ベ
キ
ュ

ー
棟
な
ど
施
設
の
清
掃
、
広
い
敷
地

内
の
草
刈
り
、
利
用
者
か
ら
の
電
話

や
観
光
に
関
す
る
問
い
合
せ
対
応
な

ど
多
岐
に
わ
た
る
。
勤
務
時
間
は
午

前
七
時
か
ら
午
後
七
時
と
長
く
、
と

く
に
チ
ェ
ッ
ク
ア
ウ
ト
の
多
い
午
前

中
は
清
掃
に
追
わ
れ
る
な
ど
、「
も
う
、

て
ん
て
こ
ま
い
で
す
よ
」
と
笑
う
。
営
業
は
、
五
～
一
〇
月
の
半
年

間
の
た
め
、
管
理
人
収
入
の
み
で
の
通
年
の
生
活
は
厳
し
い
。

　

そ
こ
で
思
い
立
っ
た
の
が
キ
ッ
チ
ン
カ
ー
に
よ
る
起
業
だ
。
澤
田

さ
ん
は
、
協
力
隊
員
の
頃
か
ら
キ
ャ
ン
プ
場
の
運
営
を
手
伝
っ
て
お

り
、
お
客
さ
ん
の
意
見
や
要
望
を
直
接
耳
に
し
て
き
た
。
キ
ャ
ン
プ

場
の
利
用
者
に
は
、
利
尻
山
の
登
山
者
も
多
い
。
同
山
の
標
準
コ
ー

ス
は
、
登
山
口
か
ら
山
頂
ま
で
で
往
復
一
〇
時
間
ほ
ど
。
キ
ャ
ン
プ

場
か
ら
市
街
地
ま
で
、
さ
ら
に
徒
歩
で
二
〇
分
弱
か
か
り
、
疲
れ
た

登
山
者
の
体
に
は
負
担
に
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
ま
た
、
下
山

者
の
多
い
午
後
二
時
か
ら
五
時
に
か
け
て
、
島
内
で
営
業
し
て
い
る

飲
食
店
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
食
事
に
困
っ
て
い
る
人
も
多
く
み
か
け

た
。
協
力
隊
の
仕
事
で
実
施
し
た
外
国
人
観
光
客
向
け
ア
ン
ケ
ー
ト

結
果
で
は
、
も
っ
と
気
軽
に
入
れ
る
飲
食
店
や
軽
く
お
酒
が
飲
め
る

と
こ
ろ
が
ほ
し
い
、
と
い
っ
た
声
も
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、

キ
ャ
ン
プ
場
の
管
理
人
を
務
め
な
が
ら

キ
ッ
チ
ン
カ
ー
で
起
業

澤
田
知
仁
さ
ん

キャンプ場管理人の澤田知仁さん。
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キ
ャ
ン
プ
場
の
敷
地
内
に
食
事
を
提
供
で
き
る
ス
ペ
ー
ス
を
作
ろ
う

と
、
キ
ッ
チ
ン
カ
ー
の
営
業
を
始
め
た
。
開
業
に
あ
た
っ
て
は
自
己

資
金
の
ほ
か
に
、
総
務
省
の
助
成
金
な
ど
を
活
用
し
た
。

キ
ャ
ン
プ
場
利
用
者
や
島
人
が
集
う
交
流
の
場

　

キ
ッ
チ
ン
カ
ー
は
、
キ
ャ
ン
プ
場
管
理
棟
の
前
に
停
め
て
い
る
。

当
初
は
、
島
内
各
地
で
の
移
動
販
売
を
想
定
し
て
い
た
が
、
管
理
人

業
務
が
多
忙
な
た
め
、
キ
ャ
ン
プ
場
の
開
設
期
間
は
、
こ
の
一
角
で

の
営
業
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
長
さ
約
二
メ
ー
ト
ル
の
コ
ン
パ
ク
ト

な
車
両
で
、
車
体
が
真
っ
白
な
た
め
緑
の
多
い
景
色
に
映
え
る
。

　

提
供
メ
ニ
ュ
ー
は
、
利
尻
島
の
食
材
を
メ
イ
ン
と
し
た
、
タ
ラ
の

白
子
で
つ
く
っ
た
郷
土
料
理
「
た
ち
か
ま
」
の
バ
タ
ー
焼
き
、
リ
シ

リ
コ
ン
ブ
と
利
尻
産
ホ
タ
テ
を

使
っ
た
炊
き
込
み
ご
飯
な
ど
。

寒
く
な
っ
た
ら
、
お
で
ん
な
ど

も
供
す
る
。
こ
の
ほ
か
「
ヴ
ィ

ー
ガ
ン
（
完
全
菜
食
主
義
者
）
や

ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
向
け
に
ネ
パ
ー

ル
で
習
っ
た
料
理
を
提
供
し
た

こ
と
も
あ
る
」
と
、
キ
ッ
チ
ン

カ
ー
内
の
調
理
ス
ペ
ー
ス
で
腕

を
振
る
う
澤
田
さ
ん
は
話
す
。

　

キ
ッ
チ
ン
カ
ー
の
横
に
は
バ

ー
ベ
キ
ュ
ー
コ
ー
ナ
ー
が
設
け

ら
れ
て
お
り
、
ホ
タ
テ
や
ホ
ッ
ケ
な
ど
の
新
鮮
な
島
食
材
を
購
入
し

て
、
そ
の
場
で
焼
い
て
食
べ
ら
れ
る
。
キ
ャ
ン
プ
場
の
利
用
者
が
ひ

と
り
ま
た
ひ
と
り
と
訪
れ
て
火
を
囲
ん
だ
り
、
時
に
は
地
元
漁
師
や

パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
帰
り
の
島
人
な
ど
も
加
わ
っ
て
、
情
報
交
換
や
観
光

の
話
で
盛
り
上
が
る
こ
と
も
あ
る
。「
キ
ッ
チ
ン
カ
ー
の
仕
事
は
、

利
用
者
と
交
流
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
、
管
理
人
業
だ
け
で
は
得
ら

れ
な
か
っ
た
、さ
ま
ざ
ま
な
人
の
話
を
聞
け
る
場
に
も
な
っ
て
い
る
」

と
、
澤
田
さ
ん
は
語
る
。

夏
は
忙
し
く
、
冬
は
の
ん
び
り
と
季
節
に
あ
わ
せ
て
暮
ら
す

　

澤
田
さ
ん
は
、
関
東
の
大
学
を
中
退
し
、
世
界
各
地
を
旅
し
た
後
、

仕
事
を
通
じ
て
出
会
っ
た
純
子
さ
ん
と
結
婚
。
島
に
移
住
し
て
か
ら

二
年
ほ
ど
前
に
長
男
・
英え
い

治じ

く
ん
を
授
か
っ
た
。
キ
ャ
ン
プ
場
の
営

業
期
間
中
は
、
忙
し
い
毎
日
を
送
っ
て
い
る
が
、
冬
の
間
は
一
転
し
、

子
ど
も
と
遊
ぶ
な
ど
、
の
ん
び
り
と
し
た
時
間
を
過
ご
し
て
い
る
。

「
都
会
の
場
合
、
隣
の
住
人
が
一
冬
何
も
し
な
い
で
過
ご
し
て
い
る

と
知
っ
た
ら
、
怪
し
ま
れ
る
け
ど
、
島
の
人
た
ち
は
寛
容
に
受
け
止

め
て
く
れ
る
」
と
話
す
澤
田
さ
ん
。
季
節
に
よ
っ
て
、
島
の
雰
囲
気

や
働
く
環
境
が
大
き
く
変
化
す
る
利
尻
島
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
気

に
入
っ
て
い
る
と
い
う
。「
子
ど
も
が
も
う
少
し
大
き
く
な
っ
た
ら
、

北
海
道
本
島
を
キ
ッ
チ
ン
カ
ー
で
移
動
販
売
し
な
が
ら
、
島
の
食
材

を
広
め
て
い
き
た
い
。
キ
ャ
ン
プ
場
の
利
用
者
か
ら
う
か
が
っ
た
全

国
各
地
の
キ
ャ
ン
プ
場
を
訪
問
し
、
島
で
の
運
営
に
活
か
し
て
い
き

た
い
」
と
、
目
標
を
語
っ
た
。

特集　島から考える日本・Ⅲ

キッチンカーの横では、バーベキューを楽しめる。
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■
ニ
シ
ン
漁
の
繁
栄
期

　
明
治
以
降
、
島
は
ニ
シ
ン
漁
に
携
わ
る
東
北
や

北
陸
方
面
か
ら
の
移
住
者
た
ち
で
賑
わ
っ
た
。
漁

期
は
春
（
四
～
五
月
）
だ
が
、
こ
の
わ
ず
か
な
期

間
で
一
年
分
の
収
入
を
稼
ぎ
出
し
て
い
た
。

　
漁
獲
方
法
は
、
建
網
漁
と
刺
網
漁
の
二
種
類
。

建
網
漁
と
は
定
置
網
漁
の
こ
と
で
、
網
元
は
大
規

模
な
企
業
体
を
な
し
、
枠
船
や
起
し
船
、
汲
み
船

と
い
っ
た
船
、
漁
具
、
製
造
加
工
具
、
番
屋
、
倉
、

舟ふ
な

入い
り
ま澗

、
海
産
干
場
な
ど
の
多
く
の
施
設
・
設
備

を
有
し
、
漁
場
一
カ
所
に
つ
き
三
〇
人
ほ
ど
の
季

節
労
働
の
漁
夫
を
雇
っ
て
、
漁
期
の
間
の
生
活
費

も
負
担
し
て
い
た
。
明
治
二
一
年
頃
、
島
内
に
は

二
四
〇
ほ
ど
の
漁
場
が
あ
り
、
複
数
の
漁
場
を
持

つ
網
元
は
、
抱
え
る
漁
夫
の
数
も
設
備
も
膨
大

だ
っ
た
。
漁
夫
は
お
も
に
東
北
か
ら
の
出
稼
ぎ
者

で
「
ヤ
ン
衆
」
と
呼
ば
れ
、
同
年
頃
に
は
礼
文
島

と
合
わ
せ
て
一
万
数
千
人
が
い
た
と
さ
れ
る
。

　
一
方
で
刺
網
漁
は
、
お
も
に
夕
方
、
海
中
に
網

を
張
り
、
網
の
目
に
刺
さ
っ
た
ニ
シ
ン
を
翌
朝
引

き
揚
げ
る
こ
と
を
繰
り
返
す
。
経
営
体
は
小
規
模

な
家
族
単
位
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
。

　
漁
場
が
形
成
さ
れ
る
と
集
落
が
で
き
、
海
産
仲

買
雑
貨
商
、
回
漕
お
よ
び
運
送
業
、
呉
服
太
物
商
、

金
物
商
、
菓
子
商
、
料
理
店
、
医
師
、
旅
館
、
劇

場
が
軒
を
連
ね
、
島
は
賑
わ
っ
た
。

　

ニ
シ
ン
漁
獲
高
は
記
録
上
、
明
治
一
五
年
の

一
万
二
五
五
四
ト
ン
に
は
じ
ま
り
、
全
盛
期
に
は

一
〇
万
五
五
九
六
ト
ン
（
大
正
四
年
）
を
記
録
す

る
が
、
昭
和
五
年
に
は
四
三
六
八
ト
ン
と
な
る
な

ど
、
激
し
い
乱
高
下
を
繰
り
返
し
た
。

　
明
治
一
五
年
に
五
四
六
人
だ
っ
た
人
口
は
、
ニ

シ
ン
の
景
気
と
比
例
し
て
増
加
し
、
最
高
の
漁
獲

高
を
記
録
し
た
大
正
四
年
に
は
一
万
六
五
一
三
人

と
わ
ず
か
三
〇
年
余
で
三
〇
倍
と
な
っ
た
。
そ
の

後
も
増
加
を
続
け
、
昭
和
三
一
年
の
ピ
ー
ク
時
に

は
二
万
一
七
二
七
人
を
誇
っ
た
。
し
か
し
、
ニ
シ

ン
の
不
漁
を
契
機
に
人
口
減
に
転
じ
、
令
和
二
年

現
在
で
は
四
四
〇
〇
人
ほ
ど
と
な
っ
て
い
る
。

■
ニ
シ
ン
漁
の
衰
退
と
出
稼
ぎ
の
増
加

　
ニ
シ
ン
の
不
漁
で
、
建
網
事
業
者
は
撤
退
し
、

ヤ
ン
衆
た
ち
も
島
を
去
っ
た
。
他
方
、
小
規
模
な

家
族
経
営
の
刺
網
漁
師
は
、
漁
具
や
漁
法
を
変
え

て
漁
を
行
な
う
よ
う
に
な
る
。
ニ
シ
ン
に
代
わ
る

主
力
の
漁
獲
物
と
し
て
、
リ
シ
リ
コ
ン
ブ
や
ウ
ニ

が
あ
っ
た
が
、
漁
期
が
夏
季
（
六
～
九
月
）
と
限

ら
れ
る
上
、
当
時
は
、
冷
凍
冷
蔵
技
術
や
物
流
が

発
達
し
て
お
ら
ず
、
荒
天
が
多
く
な
る
冬
季
は
出

漁
も
限
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
漁
業
の
み
で
生
活
を

維
持
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。

　
次
第
に
、
秋
期
・
冬
期
の
本
州
方
面
へ
の
出
稼

ぎ
労
働
が
増
え
て
い
く
。
ニ
シ
ン
漁
の
衰
退
は
、

利
尻
島
が
出
稼
ぎ
者
を
受
け
入
れ
る
側
か
ら
、
送
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出典：利尻富士町資料



23  264  2021.1

西島　徹 （にしじま とおる）

福岡県出身。北海道が好き
で道内各地を周り、2004年
春に利尻島へ移住。「島ガ
イド」として自然や歴史な
ど島を丸ごと案内する。妻
と中学生の息子との3人暮
らし。2016年に宿泊施設

「利尻うみねこゲストハウ
ス」を家族経営で開業。利
尻・島ガイドセンター代表。

特集　島から考える日本・Ⅲ

【
参
考
文
献
】

◦ 

宮
本
常
一「
利
尻
島
見
聞
」『
日
本
の
離
島
第
２
集
』（
未
来
社
、
昭
和
四
一
年
）

◦ 『
広
報
り
し
り
』
昭
和
五
〇
年
三
月
号
、
同
五
九
年
一
月
号

◦ 

利
尻
富
士
町
史
編
纂
委
員
会『
利
尻
富
士
町
史
』（
平
成
一
〇
年
）

◦ 

利
尻
町
史
編
纂
委
員
会『
利
尻
町
史　

通
史
編
』（
平
成
一
二
年
）

◦ 

明
治
大
学
政
治
経
済
学
部
大
胡
ゼ
ミ
ナ
ー
ル『
北
辺
の
島　

利
尻
』（
平
成
二
一
年
）

◦ 

赤
嶺
淳『
ナ
マ
コ
を
歩
く　

現
場
か
ら
考
え
る
生
物
多
様
性
と
文
化
多
様
性
』（
新
泉
社
、平
成
二
二
年
）

◦ 

西
島
徹「
宮
本
常
一
写
真
を
読
む
そ
の
13
・
14
」『
季
刊
し
ま
』（
日
本
離
島
セ
ン
タ
ー
、
平
成
三
〇
年
）

り
出
す
側
へ
変
わ
っ
た
大
き
な
転
換
点
で
あ
っ
た
。

　
利
尻
町
で
は
、
昭
和
三
三
年
に
出
稼
援
護
相
談

所
を
役
場
内
に
設
置
。
同
四
九
年
の
出
稼
ぎ
者
は

七
六
七
人
と
、
人
口
（
六
八
七
七
人
）
の
約
一
割

強
を
占
め
て
い
た
。
出
稼
ぎ
先
は
、東
京
・
大
阪
・

名
古
屋
な
ど
で
、
現
地
で
は
土
木
建
設
業
に
従
事

す
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
昭
和
五
九
年
の
『
広
報

り
し
り
』
に
は
、
出
稼
ぎ
者
へ
の
慰
労
文
集
も
掲

載
さ
れ
、
離
れ
た
家
族
の
体
調
な
ど
を
思
い
や
る

子
ど
も
た
ち
の
思
い
が
記
さ
れ
て
い
る
。
半
年
は

島
で
漁
に
従
事
し
、
残
り
は
本
州
へ
出
稼
ぎ
に
行

く
と
い
う
生
活
ス
タ
イ
ル
を
送
る
住
民
世
帯
が
多

数
を
占
め
る
時
期
は
、
長
く
続
い
た
。

　
そ
の
後
、
漁
業
だ
け
で
生
計
が
立
て
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
、
出
稼
ぎ
者
は
減
少
し
て
い
く
。
そ
の

お
も
な
理
由
と
し
て
、
①
漁
協
組
合
員
が
高
齢
化

し
た
こ
と
、
②
昭
和
四
十
年
代
後
半
か
ら
冷
凍
冷

蔵
技
術
が
導
入
さ
れ
、
塩
で
固
め
る
粒
ウ
ニ
よ
り

も
高
値
で
取
引
さ
れ
る
生
ウ
ニ
が
出
荷
可
能
に

な
っ
た
こ
と
、
③
昭
和
四
十
年
代
よ
り
研
究
が
さ

れ
て
き
た
養
殖
コ
ン
ブ
の
生
産
技
術
の
確
立
に
よ

り
、
天
然
コ
ン
ブ
よ
り
も
安
定
的
に
水
揚
げ
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
④
ナ
マ
コ
が
中
国
向
け

に
高
値
で
取
引
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
四

つ
が
あ
げ
ら
れ
る
。
実
際
に
ベ
テ
ラ
ン
漁
師
の
谷

智
晴
さ
ん
も
「
磯
回
り
と
小
型
漁
船
」「
磯
回
り
と

養
殖
コ
ン
ブ
」
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
れ
ば
、
漁
業

の
み
で
年
間
を
通
じ
て
生
活
で
き
る
と
述
べ
て
い

る
。

■
多
様
化
す
る
仕
事
の
組
み
合
わ
せ
方

　
現
在
の
利
尻
島
に
お
け
る
「
漁
業
と
◯
◯
」
と

い
う
働
き
方
を
み
る
と
、
谷
氏
の
飲
食
店
を
は
じ

め
、
建
設
業
（
大
工
、
左
官
な
ど
）、
商
店
、
宿

泊
施
設
、
土
産
物
店
な
ど
の
事
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
漁
業
に
次
ぐ
島
の
主
要
産
業
で
あ
る
観
光
は
、

入
込
者
数
が
平
成
八
年
度
の
三
六
万
六
三
五
二
人

を
ピ
ー
ク
に
減
少
が
続
き
、
昨
年
度
は
一
三
万
五

七
五
七
人
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
四
～
九
月

が
約
一
二
万
人
と
、
年
間
の
九
割
を
占
め
、
利
尻

島
観
光
の
特
徴
的
な
傾
向
と
い
え
る
。
入
込
者
数

の
季
節
的
な
偏
在
は
、
島
内
に
三
一
軒
あ
る
宿
泊

施
設
の
う
ち
二
〇
軒
が
季
節
営
業
で
、
土
産
物
店

も
冬
季
閉
店
が
多
い
と
い
う
営
業
ス
タ
イ
ル
に
も

表
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
観
光
関
係
者
に
は
「
宿

泊
業
と
◯
◯
」
と
い
っ
た
形
の
複
業
が
多
く
み
ら

れ
る
。
組
み
合
わ
せ
と
し
て
は
、
飲
食
店
、
ガ
イ

ド
業
、
土
産
物
店
、
商
店
、
理
容
業
な
ど
で
、
通

年
で
複
業
し
て
い
る
方
も
い
れ
ば
、
季
節
を
決
め

て
い
る
場
合
も
あ
る
。
澤
田
知
仁
さ
ん
は
、
キ
ャ

ン
プ
場
の
営
業
期
間
に
限
り
キ
ッ
チ
ン
カ
ー
を
運

営
し
て
い
る
た
め
、
後
者
に
当
て
は
ま
る
。

　
ま
た
、
高
橋
哲
也
さ
ん
の
よ
う
に
商
店
で
の
酒

類
販
売
の
経
験
を
活
か
し
て
バ
ー
を
開
業
し
た
り
、

漁
師
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
販
で
海
産
物
を
販
売

す
る
「
漁
業
と
ネ
ッ
ト
通
販
」
な
ど
、
複
業
の
ス

タ
イ
ル
も
多
様
化
し
て
き
て
い
る
。


