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①空からみた八丈島（空中写真・平成２年８月25日撮影）



肢②登
のぼ

龍
りょう

峠
とうげ

より

肢④ヘリ・コミューター 肢③八丈島空
くうこう

港

肢⑥定
てい

期
き

船
せん

橘
たちばな

丸
まる

肢⑤底
そこ

土
ど

海
かいすい

水浴
よく

場
じょう

（三根）



肢⑧アロエ園（大
おお

賀
か

郷
ごう

・永
えいごう

郷）

肢⑩八丈植物公園（大賀郷）

肢⑦富
ふ じ

士牧
ぼく

野
や

と展
てんぼうだい

望台

肢⑪横間から見た小島（大賀郷）

肢⑨メットウ井戸（大賀郷・千
ち

鳥
どり

）



肢⑮青ヶ
が

島墓
ぼ ち

地（大賀郷・馬
うま

路
じ

）（噴
ふん

火
か

で避
ひ

難
なん

した時の物）

肢⑯底
そこ

土
ど

接
せつがんこう

岸港（神
か

湊
みなと

港
こう

）（三根）肢⑰神湊漁
ぎょ

港
こう

（三根）

肢⑬玉
たまいしがき

石垣（大
おお

賀
か

郷
ごう

・大
おおざと

里）

紫
⑫
近こ

ん
ど
う
と
み
ぞ
う

藤
富
蔵
の
墓は

か

と
碑ひ

（
三み

つ

根ね

・
新し

ん
ば
か墓

）

肢⑭歴
れき

史
し

民
みんぞく

俗資
しりょうかん

料館（大賀郷）



肢 八重根漁
ぎょこう

港（大賀郷）

肢 保
ほ

健
けんふく

福祉
し

センター・社会福祉協議会（三根・中道）

肢 八
や え ね

重根接
せつがんこう

岸港（大賀郷）

肢⑱八丈町役
やく

場
ば

（大
おお

賀
か

郷
ごう

）肢⑲多目的ホール　おじゃれ（大賀郷）

肢⑳町
ちょうりつ

立八丈病
びょういん

院（三
みつ

根
ね

・中道）

肢 クリーンセンター（大賀郷・西見）

肢 汚
お

泥
でい

再
さいせい

生処
しょ

理
り

センター（大賀郷・永
えいごう

郷）



肢 農
のうりんごうどう

林合同庁
ちょうしゃ

舎（大賀郷・西見）

肢 保
ほ

健
けんじょ

所（三根・中道）

肢 八丈支
し

庁
ちょう

（大
おお

賀
か

郷
ごう

）

肢 警
けいさつしょ

察署（三根）

肢 八丈島簡
かん

易
い

裁
さいばんしょ

判所（大賀郷）

肢 ＮＴＴ八丈島ビル（三根）

肢 都
と

島
とう

しょ農
のうりんすいさんそうごう

林水産総合センター（三
みつ

根
ね

・神
か

湊
みなと

）

肢 老人ホーム（大賀郷）



肢 フリージア畑（大賀郷・八形山）

肢 給
きゅうしょく

食センター（大賀郷）肢 ちょんこめ作
さ

業
ぎょう

所
じょ

（三根）

肢 南
なんばら

原スポーツ公園野球場（大賀郷）

肢 親水公園（三根）

肢 南原スポーツ公園サッカー場（大賀郷）

肢 コミュニティセンター（三根）

肢 プラザ公園（大賀郷）

肢 富
ふ じ

士グランド（三根）



肢 乙
おっ

千
ち ょ が

代ヶ浜
はま

（樫
かしたて

立）

肢 倉
くら

輪
わ

遺跡（樫立）

肢 湯
ゆ

浜
ばま

遺
い

跡
せき

（樫立）

肢 黄八丈の糸干
ほ

し肢 服
はっとり

部屋
や

敷
しき

の入り口（樫立）



肢 樫
かしたてむかいざとおんせん

立向里温泉「ふれあいの湯
ゆ

」肢 藍
あい　が　え　ぎょこう

ヶ江漁港（中
なか　の　ごう

之郷）

肢 地
ち

熱
ねつ

発
はつでんしょ

電所（中之郷）

肢 えこ・あぐりまーと（内
ない

部
ぶ

） 肢 中之郷地
ち

熱
ねつおんしつ

温室・農
のうさんぶつ

産物共同直
ちょく

売
ばいじょ

所

　　（えこ・あぐりまーと）（外
がいかん

観）

肢 地熱館（中之郷）



肢 中之郷温泉「やすらぎの湯」 肢 ブルーポート・スパ　ザ・B
ブーン

oon（中
なか　の　ごう

之郷）

肢 裏
うら

見
み が

ヶ滝
たき

温泉（中之郷）肢 足湯きらめき（中之郷）

紙
 
ロ
ベ
感
謝
の
碑ひ

と
ロ
ベ
雌
雄
原
林

 

（
高
い
２
本
の
株か

ぶ

）
（
中
之
郷
） 肢 名

な ご

古の展
てんぼう

望（洞
ぼら

輪
あ

沢
ざわ

漁
ぎょこう

港）（末
すえよし

吉）



肢 平川親
ちかよしけん

義顕彰
しょう

碑
ひ

（末
すえよし

吉、元末吉小学校跡）肢 末吉温泉「みはらしの湯」

肢 洞
ぼら

輪
わ

沢
ざわ

温泉（末吉）

肢 八丈島燈
とうだい

台（末吉） 肢 長
なが

戸
と ろ や

路屋敷
しき

（末吉）

肢 八丈島一般廃棄物管理型最
さい

終
しゅう

処
しょぶん

分場
じょう

（末吉）



この本に出てくるおもな植物

肢 ヤブツバキ

肢 タブノキ

肢 ハチジョウグワ

肢 オオバヤシャブシ（へいのき）

肢 リュウビンタイ（ききんの時、根元の部分を食べた）

肢 シイノキ



肢 アロエ肢 ゲットウ

肢 カポック（ホンコン）肢 レザーファン

肢 ルスカス肢 モンステラ



肢 アシタバ肢 ブーゲンビリア

肢 パッション

肢 サンダーソニア
肢 ドラセナ

肢 ストレチア



肢 ケンチャヤシ

肢 ヘゴシダ肢 ビロウヤシ

紫
 
ヤ
コ
ウ
タ
ケ

肢 ソテツ

紫
 
シ
イ
ノ
ト
モ
シ
ビ
タ
ケ



八丈島の動
どうぶつ

物

 鳥
ちょう

　類
るい

 昆
こんちゅうるい

虫類  貝　類

 魚　類

ウミネコ

（46㎝）

イソヒヨドリ（23㎝）

ヒヨドリ

（27㎝）
イイジマムシクイ

（天然記念物）

（11㎝）

カラスバト（40㎝）

（天然記念物）

ハチジョウ

ダカラ（６㎝）

フクトコブシ
（あぶき）（８㎝）

ギンタカハマ
（めっとう）

（８㎝）

ハチジョウ

カラスアゲハ
ハチジョウ

ノコギリクワガタ

　（5.5㎝）
ハチジョウ

ルリボシカミキリ

カツオ　80㎝ ハマダイ　100㎝

カマスサワラ　200㎝

シイラ　180㎝ シマアジ　100㎝

キンメダイ
40㎝

クロメジナ
40㎝

クサヤモロ
30㎝

アオダイ
50㎝

アカハタ
30㎝

（長さは最長部）

アカコッコ

（天然記念物）（23㎝）

（長さは口ばし先から

尾の端まで）
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こ
の
本
を
使
う
み
な
さ
ん
へ

『
わ
た
し
た
ち
の
八
丈
島
』
は
、
八
丈
島

の
よ
う
す
や
人ひ

と

々び
と

の
仕し

事ご
と

と
く
ら
し
、
八

丈
島
の
移う

つ

り
変か

わ
り
、そ
し
て
、町
の
人
々

の
協

き
ょ
う

力り
ょ
くや
、
町
役や

く

場ば

・
八
丈
支し

庁ち
ょ
うの
働
き

な
ど
に
つ
い
て
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
の
家
や
学
校
の
ま
わ
り
の
よ

う
す
を
調し

ら

べ
た
り
、
観か

ん

察さ
つ

し
た
り
し
て
み

ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
各
地ち

域い
き

の
よ
う
す
や

八
丈
島
全
体
の
こ
と
に
つ
い
て
調
べ
、
自

分
た
ち
の
住す

ん
で
い
る
地
域
と
、
に
て
い

る
と
こ
ろ
や
ち
が
う
と
こ
ろ
を
比く

ら

べ
て
み

ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
八
丈
島
は
古
い
歴れ

き

史し

の
あ
る
島

で
す
。
島
に
や
っ
て
き
た
い
ろ
い
ろ
な
人

の
こ
と
、
飢き

饉き
ん

や
災さ

い

害が
い

の
記き

録ろ
く

も
残の

こ

さ
れ

て
い
ま
す
。
昔

む
か
し
の
八
丈
島
の
よ
う
す
や
生せ

い

活か
つ

に
つ
い
て
調
べ
ま
し
ょ
う
。

　

八
丈
島
の
人
々
が
、
健け

ん

康こ
う

で
安あ

ん

全ぜ
ん

に
く

ら
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま

な
努ど

力り
ょ
くや
働
き
が
行

お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
学が

く

習し
ゅ
うし
ま
し
ょ
う
。

　

そ
し
て
、
私
た
ち
の
ふ
る
さ
と
「
八
丈

島
」
を
愛あ

い

し
、
豊ゆ

た

か
な
自し

然ぜ
ん

と
文ぶ

ん

化か

を
大

切
に
守ま

も

り
育そ

だ

て
る
人
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

※�

本
文
文
末
の
丸
囲
み
数
字
は

グ
ラ
ビ
ア
番
号
を
表
し
て
い

ま
す
。
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5 4

一
　
学
校
の
ま
わ
り

　

三み
つ

根ね

小
学
校
か
ら
東
の
方
角
を
見
ま
し

た
。
海
に
向
か
っ
て
道ど

う

路ろ

が
ま
っ
す
ぐ
に

の
び
て
い
ま
す
。
両

り
ょ
う

側が
わ

に
家
も
見
え
ま

す
。
そ
の
先
は
底そ

こ

土ど

港こ
う

の
方
に
続つ

づ

い
て
い

ま
す
。

　

大お
お

賀か

郷ご
う

小
学
校
の
屋お

く

上じ
ょ
うか
ら
、
北
の
方

角
を
見
ま
し
た
。大
き
な
八は

ち

丈
じ
ょ
う

富ふ

士じ

や
神か

ん

止ど

山や
ま

が
見
え
ま
す
。
ま
た
、
東
京
電
力
の

煙え
ん

突と
つ

が
見
え
た
り
、
遠
く
に
は
ク
リ
ー
ン

セ
ン
タ
ー
が
見
え
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
の
学
校
の
ま
わ
り
に
は
ど
ん

な
も
の
が
あ
り
ま
す
か
。
南
や
北
の
方
角

に
は
何
が
見
え
ま
す
か
。
位い

置ち

を
調し

ら

べ
て

絵え

地ち

図ず

を
描え

が

き
ま
し
よ
う
。
自
分
の
家
や

友
だ
ち
の
家
は
ど
こ
に
あ
る
で
し
ょ
う
。

三
みつ

根
ね

小学校から見たようす

保

三
根
地
域

み
つ

ね
ち

い
き火

そ
う
場

供
養
橋

墓
地

東
海

　
汽
船

石
油
タ
ン
ク

底
土
港

公
園

抜
舟
の
場
の
碑

神
湊

港

西
山
ト
神
居
記
碑

保
育
園

物
流

セ
ン
タ
ー

漁
協

垂
戸
→

郵
便
局

ガ
ソ
リ
ン

ス
タ
ン
ド

護
神

公
民
館

出
張
所

駐
在
所

む
つ
み

保
育
園

郵
便
局

三
根

農
協

旧

道

ガ
ソ
リ
ン

ス
タ
ン
ド

近
藤
富
蔵

の
墓

開
善
院

忠
魂
碑

三
根

小
学
校

八
幡
神
社

尾
端

か
ん
の
ん

浄
水
場

大

川
ホ
タ
ル
水
路

和
泉
親
水
公
園

警
察
署

町
立
病
院

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

（
社
会
福
祉
協
議
会
）

←
植
物
公
園

八
丈
島
空
港消
防
本
部

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

セ
ン
タ
ー

保
健
所

NTT-ME

18m道
路

富
士
中

い
ず
み

は
ち

ま
ん

お
ば
た

き
ゅ
う

の
う

き
ょ
う

じ
ょ
う
す
い
じ
ょ
う

と
う

か
いき

せ
ん

そ
こ

ど

こ
う

え
ん

ぬ
け
ふ
ね
　
 　

    　
　
　
 ひ

公
園

み
や
げ
も
の
店

こ
う

え
ん

か

み
な
と

ぼ
く

し
ん

き
ょ

き
ひ ぶ
つ

り
ゅ
う

ぎ
ょ
き
ょ
う

た
れ

ど

ふ
じ

し
ょ
く
ぶ
つ
こ
う
え
ん

く
う
こ
う

し
ょ
う
ぼ
う

ほ
ん

ぶ

ほ
け
ん

ふ
く

し

ほ
け
ん

じ
ょ

け
い
さ
つ

し
ょ

ち
ゅ
う
ざ
い
し
ょ

か
い

ぜ
ん

い
ん

ち
ゅ
う
こ
ん

ひ

ゆ
う

び
ん
き
ょ
く

ほ
い
く

え
ん

む
つ
み
第
二

こ
う

み
ん

か
ん

ご
 
し

ん

し
ゅ
っ
ち
ょ
う
じ
ょ

←富士

　登山道

とざんどう

←うららみ
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岩
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だ
い

南
原

ス
ポ
ー
ツ
公
園

粗
大
ゴ
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潟
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婆
夷
宝
明
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源
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朝
神
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る
さ
と
村

陣
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あ
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樫立→
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→

み
な
も
と
の
た
め

と
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じ
ん
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坂
ト
ン
ネ
ル

玉
石
垣

か
ん
も
の
碑

旧
道
（
馬
路
）

歴
史
民
俗
資
料
館

う
ま

じ

し
ゃ
か
堂

三
原
山
(
東
山
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0
0
.9
m
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し
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う

郵
便
局

ゆ
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び
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宇
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の
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ラ
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の
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ょ
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牛
乳
工
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ン
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ぎ
ゅ
う
に
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ゅ
う
し
ょ
く

町
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場

測
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賀
郷

小
学
校
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賀
郷
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学
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東京都
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し

　
ちょう

東
京
電
力
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島
発
電
所

商
工
会

そ
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く
寺で
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り
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ご
 
し
ん
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植
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公
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ビ
ジ
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八
丈
小
島
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じ
の
碑

←
永
郷 え
い
ご
う

公
民
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若
草

保
育
園

さ
い
ば
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し
ょ
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宇
喜
多
秀
家
夫
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像

ふ
さ
い

ぞ
う

護
神
山
公
園

し
ゅ
う
せ
き
じ
ょ
う

そ
く
ふ
う
と
う

と
　
の
う
ぎ
ょ
う

し
け
ん

じ
ょ
う

は
ち
じ
ょ
う
え
ん

げ
い

 
ぎ

 
じ
ゅ
つ

八
丈
島
特
別
地
域
気
象
観
測
所

と
く

べ
つ

 
ち

 
い

き
 
き

 し
ょ
う
か

ん
そ

く
じ

ょ

北

観
光
協
会

か
ん

こ
う
き
ょ
う
か
い

駐
在
所

ち
ゅ
う
ざ
い
し
ょ

大
賀
郷
地
域

お
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か
ご
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ち
　

い
き

三
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域

み
つ
　
 
ね
　
 
 
ち

い
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無
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中
継
所

人
す
て
穴

水
く
み
場
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と
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賀
郷
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道
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路
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立
・
中
之
郷
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ろ

あ
な

む
  せ

ん
 ち

ゅ
う
け
い
じ
ょ

か

ごう

か
し
た
て
　
　
 な

か
 
の
  ご

う

→

オ
ア
サ
ネ

エ
イ
ガ
ガ
タ

ジ
ゴ
ロ
ウ

三
根
永
郷

大
越
園
地（

ア
ロ
エ
園
）
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郷
分
教
場
跡
之
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大
越
鼻
灯
台

元
永
郷
小
学
校
の
碑

　（
元
永
郷
小
）

永
郷
展
望
台
、大

越
休
憩
舎

看
視
舎

854.3m

大
賀
郷

永
郷

永
郷
富
士
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線

町
道
富
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牧
場
線

（
は
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ま
き
道
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・
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た
て
 　

　
　
　
い
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地
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え
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ご
う
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出鼻
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あな

大
越
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鼻
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お
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こ
し

が
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な

火潟
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汚
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再
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〒

樫
立
地
域

か
し
　
た
て
 　

ち
い
き
　北

大
坂
ト
ン
ネ
ル

←

奈
古
ノ
鼻

な
   こ

大神子

黒
砂

素
石
ヶ
鼻

倉
輪
遺
跡

たたみ根

乙
千
代
ヶ
浜

乙
千
代
ヶ
浜

く
ら
  わ

い
 せ

き

お
っ

ち
ょ

が
　
は
ま

湯
浜
遺
跡

ゆ
 ば

ま
い
 せ

き

い
 せ

き 湯

浜

ゆ

ば
ま

諏
訪
の
庁

ち
ょ
う
え
い
じ
ゅ
う
た
く

ち
ょ
う
え
い
じ
ゅ
う
た
く

く
よ
う

町
営
住
宅

ふ
れ
あ
い

の
湯

み
  し

ま

三
島
神
社

水くみ場あと 不
受
不
施

の
墓

不
受
不
施

の
墓

教
員
住
宅

いぶりやの池

大
神
宮

じ
ん
ぐ
う

←

服
部
屋
敷

は
っ
と
り

や
し
き

ぼ
ん
さ
ん
ぱ
ら

公
園

駐在所 駐在所

しょうぼう

ちゅうざい

消防 元
樫
立
小
学
校

元
樫
立
小
学
校

し
ゅ
っ
ち
ょ
う
じ
ょ

そ
　
い
し

公
民
館

樫
立
出
張
所

稲荷神社 稲荷神社
八幡神社 八幡神社 一

ツ
橋

いなり

はちまん

金毘羅宮 金毘羅宮

庚申塚 庚申塚

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場

教
員
住
宅

そ
め
も
と

黄
八
丈
染
元

た
ま
く
り
橋

町
営
住
宅

中之郷交換センター 中之郷交換センター

供
養
橋 ガ

ソ
リ
ン

ス
タ
ン
ド

農協倉庫 農協倉庫

のうきょうそうこ
こうかん

文
文

三
原
中

三原小

から
唐

たき
滝川

き
ょ
う
い
ん
じ
ゅ
う
た
く

き
ょ
う
い
ん
じ
ゅ
う
た
く

ゆ

お
お
さ
か

く
ろ
す
な

おお み　こ

ね

す
　
わ

ち
ょ
う

こうしんづか

こん ぴ　ら ぐう

黄八丈会館 黄八丈会館

きはちじょうかいかん

ふ
 　

じ
ゅ
　
ふ
　
せ

は
か

中
将
院
石
室

ち
ゅ
う
じ
ょ
う
い
ん
せ
き
し
つ

北

み しま じん じゃ

三島神社

老
人
福
祉
館

ち
ょ
う
ら
く

ち
ゅ
う
ざ
い
し
ょ

長
楽
寺

み

　は
ら ガ

ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド

三
原
中
学
校

み　はら

三原
 小学校

黄
八
丈

染
元

町営住宅

町
営
住
宅

き

は
ち

じ
ょ
う

そ
め
も
と

駐
在
所

いな　り

稲荷神社

ほ いく えん

あおぞら保育園

ゴルフ場

あい が　え　ぎょこう

や
す
ら
ぎ
の
湯

足
湯
き
ら
め
き

ザ・ＢＯＯＮ

うら み が たき

なか の ごう

裏見ヶ滝温泉

元中之郷小学校

為朝神社
ためとも

裏
見
ヶ
滝

は
ら原

三

川

護神

お
お

　み

ど
う

大
御
堂

しょうぼう

消防

墓地

ち
ょ
す
い

ち

か
ん
し
ゃ

あ
ん

つ
つ
み

貯
水
池

安

川

新堤

堤

埋
立
処
分
場

えこ・
　あぐりまーと

はい すい ち

きょういんじゅうたく

ち
ょ
う
え
い
じ
ゅ
う
た
く

教員住宅
配水池

は
ら

原

ぼ
ね骨

三

小こ

川

川 ち ねつ はつ でん しょ

地熱発電所

き
ょ
う
か
い

教
会

のうきょう

し
ゅ
っ
ち
ょ
う
じ
ょ

こ
う
み
ん
か
ん

農協

出
張
所

公
民
館

う
め
つ
じ
の
り
き
よ

梅
辻
規
清

　
　の
墓

←
末
吉
へ

ホタル
の里

ヘゴ
の森

洞輪沢
浄水場

中之郷地域
なか　　の ごう ち いき

ろ
う
じ
ん
ふ
く

　し

　か
ん

ちょうえいじゅうたく

う
ら 

み

が

た
き

あ
し 

ゆ

ご しん

しんづつみ

う
め
た
て
し
ょ
ぶ
ん
じ
ょ
う

口
べ
感
謝
の
碑ひ

藍ヶ江漁港

町営住宅
ちょうえいじゅうたく

 

じょうすいじょう
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二
　
八
丈
島
の
よ
う
す

　

上
の
写し

ゃ

真し
ん

は
、
三み

原は
ら

山
（
東
山
）
の
頂

ち
ょ
う

上じ
ょ
うか

ら
見
た
坂さ

か

下し
た

の
よ
う
す
で
す
。

　

空く
う

港こ
う

が
見
え
ま
す
。
ま
た
、
道ど

う

路ろ

や
建た

て

物も
の

も
見
え
ま
す
。

　

七
六
〇
〇
人
ぐ
ら
い
の
人ひ

と

々び
と

が
住す

ん
で

い
る
、
こ
の
八
丈
島
の
よ
う
す
を
、
こ
れ

か
ら
学が

く

習し
ゅ
うし
て
い
き
ま
す
。

　

わ
た
し
た
ち
の
八
丈
島
は
、
日
本
の
ど

の
あ
た
り
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
た
、
ど
の
よ
う
に
し
て
で
き
た
島
な

の
で
し
ょ
う
か
。

　

土
地
の
よ
う
す
、
気き

候こ
う

、
島
の
生い

き
も

の
な
ど
は
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
く
わ
し
く
調し

ら

べ
、

人
々
の
く
ら
し
と
ど
ん
な
関

か
か
わ
り
が
あ
る
の

か
、
学
習
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

末
吉
地
域

す
え
　
よ
し

ち
い
き

←こん沢林道

←こん沢林道

←
中
之
郷

な
か
 の

 ご
う

汐
間

し
ょ
 
ま

洞
輪
沢
港

ぼ
ら
 
わ
 
ざ
わ

こ
う

筈樋ノ川線

は
とい

大
桑

ノ
木

線

く
わ

稲
荷
神
社

名
古
の
滝

い
な
 
り

八
丈
島
灯
台

と
う

だ
い石

積
ケ
鼻

い
し

づ
み

が

瀬
戸
の
田

せ
　
と

震洋隊の碑

しんようたいひ
角尻川

つのしり

名古の展望

な　ご　　　てんぼう

名古川

な　ご

洞輪沢温泉

おんせん  

みはらしの湯
町営住宅

ちょうえいじゅうたく

航路標識事務所

こうろひょうしきじ　む　しょ

浄水場

じょうすいじょう
弁天様

べんてんさま

水碑
すいひ

長戸路屋敷

ながと　ろ　や　しき

供養橋

くようばし

姶良火山灰

あいら

登龍・三根

←のぼりょう　みつね

東光丸の碑
北浦

きたうら
ひ

忠魂碑

ちゅうこんひ

時計台

とけい

丹なばの墓

た

教員住宅

きょういんじゅうたく

消防

しょうぼう

金山様ゲート

ボール場

公民館

末吉出張所
芦川

あし

郵便局

ゆうびんきょく

駐在所

ちゅうざいしょ

おごし

三島神社

みしま
しゅっちょうじょ

安沢寺

あんざわでら

公会堂
大ケ鼻

大の川

尾越の水くみ場あと

おおがはな

北

元
末
吉

小
学
校

た
き
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山から見た坂下と八丈富士
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㈠
　
島
の
位
置
や
形

　

南
に
あ
る
島　

八
丈
島
は
、
日
本
の
ほ

ぼ
中
心
に
あ
る
東と

う

京き
ょ
うか
ら
、
南
へ
お
よ
そ

三
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
は
な
れ
た
海か

い

上じ
ょ
うに

あ
り
ま
す
。
八
丈
島
は
伊い

豆ず

諸し
ょ

島と
う

に
含ふ

く

ま

れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
八
丈
島
か
ら
も
っ
と
南
に
は
、

小お

笠が
さ

原わ
ら

諸
島
が
あ
り
ま
す
。

　

伊
豆
諸
島
や
小
笠
原
諸
島
も
、
東
京
都と

に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

大島

利島

新島式根島

神津島

三宅島
八丈島

御蔵島

小島

青ヶ島

ベヨネーズ列岩

須美寿島

鳥島

八丈島

れつ がん

おき

とり しま

す　み　す

孀婦岩
そう　ふ　がん

0

100

200

300

400

500

600

700
km

伊
豆
諸
島

小
笠
原
諸
島

父
島 母

島 南鳥島

い おう

硫黄島

沖ノ鳥島

お 

が
さ
わ
ら

い

　ず

　し
ょ
と
う

東京の島々 日本の中の八丈島の位置

とう

●
中
央
の
四
角
形
は
、
島
の
広
さ
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。

ち
ゅ
う
お
う

か
く

あ
ら

大
島 八

丈
島 三

宅
島 御蔵島

新
島 神

津
島

利島

式根島

国土交通省国土地理院調べ 2015年10月1日現在

大島90.73km2

八丈小島3.08km2
八丈島69.11km2

青ヶ島5.96km2

新島22.97km2
にい

宮塚山432

大峰301

御蔵島20.51km2 
み　くら

御山851

神津島18.24km2三宅島55.21km2

0 2 4 6 8 10

1：200,000 km

が三原山758
白石山736

617

二子山619

東山701

天上山572
雄山775

利島4.12km2
と

宮塚山508
みや づか

式根島3.67km2
しき ね

西山854

み　やけ
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㈡
　
三
原
山（
東
山
）と
八
丈
富ふ

士じ
（
西
山
）

　

火
山
で
で
き
た
島　

大
島
や
三み

宅や
け

島じ
ま

が

噴ふ
ん

火か

し
た
よ
う
に
、
日
本
は
火
山
が
多
く
、

海
の
底そ

こ

で
も
噴
火
が
起お

き
て
い
る
こ
と
が

わ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
海か

い

底て
い

の
火
山
が
な
ん
ど

も
噴
火
を
く
り
か
え
し
、
長
い
長
い
時
間

を
か
け
て
、
頭
を
海
の
上
に
出
し
た
の
が
、

伊
豆
諸
島
の
島
々
で
、
八
丈
島
も
そ
の
一

つ
で
す
。

　

八
丈
島
の
で
き
か
た
は
、
地ち

質し
つ

調
ち
ょ
う

査さ

所じ
ょ

の
資し

料り
ょ
うに

よ
れ
ば
、
次つ

ぎ

の
よ
う
に
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

初は
じ

め
に
、
三
つ
の
火
山

が
海
の
上
に
頭
を
出
し
ま

し
た
。
横よ

こ

間ま

・
御み

正
し
ょ
う

体た
い

・

小
島
が
そ
れ
に
あ
た
り
ま

す
（
図ず

①
）。

　

そ
の
後
、
三
原
山
の
噴

火
が
は
じ
ま
り
、
横
間
と

御
正
体
を
つ
な
ぐ
島
に
な

り
ま
し
た
（
図
②
）。

　

一
万
年
ぐ
ら
い
前
に
八

丈
富
士
が
噴
火
を
始は

じ

め
、

三
原
山
と
つ
な
が
っ
て
今

の
ひ
ょ
う
た
ん
形
の
八
丈

島
に
な
り
ま
し
た（
図
③
）。

　

ひ
ょ
う
た
ん
形が

た

の
島　

地
図
を
み
て
わ

か
る
よ
う
に
、
八
丈
島
を
上
か
ら
見
た
形

は
、
三み

原は
ら

山
（
東
山
）
と
八
丈
富ふ

士じ

（
西

山
）
が
つ
な
が
っ
て
い
て
、
ひ
ょ
う
た
ん

の
形
を
し
て
い
ま
す
。
①

　

三
原
山
と
八
丈
富
士
の
あ
い
だ
の
土
地

は
、
広
く
、
平た

い

ら
で
、
多
く
の
人
た
ち
が

住す

ん
で
い
ま
す
。
島
の
ま
わ
り
に
は
、
が

け
が
多
く
海
に
落お

ち
込こ

ん
で
い
る
と
こ
ろ

も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
三
原
山
の
北
側が

わ

は

け
わ
し
く
、
南
側
は
ゆ
る
や
か
な
傾け

い

斜し
ゃ

地

に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
台
地
に
も
多
く

の
人
た
ち
が
住
ん
で
い
ま
す
。

　

青
ヶが

島　

八
丈
島
の
六
十
七
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
南
に
は
、青
ヶ
島
が
あ
り
ま
す
。青
ヶ

島
は
二に

重
じ
ゅ
う

式し
き

火
山
の
地
形
で
、
百
六
〇
人

ほ
ど
の
人
が
く
ら
し
て
い
ま
す
。
平へ

い

成せ
い

五

年
か
ら
八
丈
島
と
の
間
を
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー

が
飛と

ぶ
よ
う
に
な
り
、
人
の
行
き
来
は
便べ

ん

利り

に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
生
活
に
使

わ
れ
る
物も

の

な
ど
は
船ふ

ね

で
運
ば
れ
、
欠け

っ

航こ
う

も

多
い
の
で
大た

い

変へ
ん

で
す
。
④
⑮

青ヶ島

青ヶ島との連
れん

絡
らく

船
せん

（あおがしま丸）
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③
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よ
う
に
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八
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島
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上
か
ら
見
た
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原は
ら

山
（
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山
）
と
八
丈
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（
西

山
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が
つ
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が
っ
て
い
て
、
ひ
ょ
う
た
ん

の
形
を
し
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い
ま
す
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①

　

三
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と
八
丈
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土
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く
、
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ら
で
、
多
く
の
人
た
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が
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ん
で
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す
。
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の
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わ
り
に
は
、
が

け
が
多
く
海
に
落お

ち
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で
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と
こ
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ま
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は
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わ
し
く
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南
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は
ゆ
る
や
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な
傾け
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地

に
な
っ
て
い
ま
す
。
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台
地
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も
多
く

の
人
た
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が
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で
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ま
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。

　

青
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の
六
十
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キ
ロ
メ
ー

ト
ル
南
に
は
、青
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が
あ
り
ま
す
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は
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重
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ゅ
う

式し
き

火
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の
地
形
で
、
百
六
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人

ほ
ど
の
人
が
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ら
し
て
い
ま
す
。
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い

成せ
い

五

年
か
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と
の
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を
ヘ
リ
コ
プ
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ー

が
飛と

ぶ
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に
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、
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の
行
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来
は
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に
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ま
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。
し
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、
生
活
に
使

わ
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る
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の

な
ど
は
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ね

で
運
ば
れ
、
欠け

っ
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う

も

多
い
の
で
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い
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ん

で
す
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④
⑮

島の誕生
たんじょう

海面

海底
かいてい

かいめん

島の誕
たん

生
じょう

御正体

③ ② ①

西山

現在

小島
御正体

横間

約2.7万年前

小島
御正体

横間

約10万年前

小島
▲

東山
▲

東山
▲

み しょう たい

よこ　ま

横間
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ら
た
き
川
・
三
原

川
・
名な

古ご

川
な
ど

の
水す

い

源げ
ん

に
な
っ
て

い
て
、
水
道
・
ビ

ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
・

田た

畑は
た

の
か
ん
が
い

な
ど
に
使つ

か

わ
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
三
原
山
の
土
は
つ
ぶ
が

細こ
ま

か
く
水
も
ち
が
よ
い
の
で
、
草
木
の
育そ

だ

ち
が
早
く
、
シ
イ
・
タ
ブ
ノ
キ
な
ど
が
よ

く
繁し

げ

っ
て
い
ま
す
。

　

新
し
い
八
丈
富
士（
西
山
）　

高
さ
は

八
五
四
メ
ー
ト
ル
で
、
伊い

豆ず

諸し
ょ

島と
う

で
一
番

高
い
山
で
す
。
噴
火
を
始
め
た
の
は
、
今

か
ら
一
万
年
ぐ
ら
い
前
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
②

　

八
丈
富
士
は
、
噴
火
の
た
び
に
そ
の
す

そ
野
を
広
げ
、
三
原
山
と
の
間
の
海
が
埋う

め
ら
れ
て
、
三み

つ

根ね

・
大お

お

賀か

郷ご
う

の
平へ

い

地ち

が
で

き
ま
し
た
。
ま
た
、
神か

ん

止ど

山や
ま

・
大お

お

賀か

郷ご
う

護こ

神し
ん

山や
ま

な
ど
も
、
噴
火
で
で
き
た
も
の
で
す
。

　

八
丈
富
士
は
、
溶
岩
や
石
、
じ
ゃ
り
の

と
こ
ろ
が
多
く
、
土
が
少
な
い
の
で
、
生は

え
て
い
る
ヒ
サ
カ
キ
・
タ
ブ
ノ
サ
・
ヤ
ブ

ニ
ッ
ケ
イ
な
ど
は
、
育
ち
が
よ
く
あ
り
ま

せ
ん
。

　

八
丈
富
士
は
、
今
は
噴
火
を
休
ん
で
い

ま
す
が
、
昔
の
人
が
書
い
た
も
の
に
よ
れ

ば
、
一
四
八
七
年
、
一
五
一
八
年
か
ら

一
五
二
二
年
に
か
け
て
、
そ
し
て
、
一
六

○
五
年
に
噴
火
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い

　

古
い
三み

原は
ら

山（
東
山
）　

現げ
ん

在ざ
い

の
高
さ
は

お
よ
そ
七
〇
〇
メ
ー
ト
ル
で
す
。
�

　

十
数
万
年
前
に
噴
火
を
始
め
、
初は

じ

め
の

形
は
、
今
の
八
丈
富ふ

士じ

の
よ
う
で
し
た
。

　

そ
の
後
二
万
七
千
年
ぐ
ら
い
前
に
大
噴

火
が
あ
っ
て
、
そ
の
す
ぐ
後あ

と

に
大
陥か

ん

没ぼ
つ

を

起
こ
し
ま
し
た
。
そ
の
後ご

も
噴
火
を
く
り

か
え
し
、
ま
た
、
雨
や
風
で
岩
が
け
ず
ら

れ
た
り
、
土
を
流な

が

さ
れ
た
り
し
て
、
今
の

形か
た
ちに

な
り
ま
し
た
。

　

樫か
し

立た
て

・
中な

か

之の

郷ご
う

の
人
た
ち
は
、
三
原
山

の
終お

わ
り
ご
ろ
の
噴
火
で
、
溶よ

う

岩が
ん

や
火
山

灰ば
い

が
積つ

も

っ
た
所

と
こ
ろ
に
住す

ん
で
い
ま
す
。

　

ま
た
、
三
原
山
の
切き

り
通
し
な
ど
で
見

ら
れ
る
黄お

う

土ど

色
の
上
の
層そ

う

は
、
噴
火
で

積
っ
た
火
山
灰
や
軽か

る

石い
し

な
ど
で
、
よ
く
調し

ら

べ
る
と
、
噴
火
の
よ
う
す
が
わ
か
り
ま
す
。

　

こ
の
黄
土
色

の
土
は
、
水
を

よ
く
保た

も

ち
ま
す
。

こ
の
た
め
、
三

原
山
に
は
水
の

し
み
出
る
所
が
、

た
く
さ
ん
あ
り
、

そ
れ
ら
は
、
大

川
・
鴨か

も

川が
わ

・
か

①噴火

海面

②陥没

③その後の噴火

樫立・中之郷
かしたて なか  の  ごう 末吉

すえよし

小
火
山

小
火
山

樫
かし

立
たて

から見た三原山
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）
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な
っ
て
、
飢
え
死
に
す
る
こ
と
が
少
な
く

な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

三み

原は
ら

山や
ま

と
そ
の
ま
わ
り
は
、
土
の
つ
ぶ

が
細こ

ま

か
く
て
水
待ま

ち
が
よ
く
、ま
た
、人
々

の
努ど

力り
ょ
くで

わ
き
水
や
川
の
水
が
使つ

か

え
た
の

で
、
麦む

ぎ

や
ア
ワ
な
ど
の
畑

は
た
け

だ
け
で
な
く
、

何
百
年
も
前
か
ら
田
ん
ぼ
が
あ
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
坂
下
の
じ
ゃ
り
や
石い

し

混ま
じ

り
の

土
地
で
は
、
土
や
わ
き
水
も
な
く
、
住す

む

の
も
農の

う

業ぎ
ょ
うを
す
る
の
も
大た

い

変へ
ん

で
し
た
。

　

人
々
は
、
一
に
ぎ
り
の
土
も
大た

い

切せ
つ

に
し

て
畑
を
つ
く
り
、
た
め
池
や
用
水
を
掘ほ

り
、

土
を
運
ん
で
つ
き
か
た
め
、
田
ん
ぼ
を
増

や
す
な
ど
の
努
力
を
し
て
き
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
昭

し
ょ
う

和わ

四
十
年
（
一
九
六
五

年
）こ
ろ
か
ら
、よ
う
す
が
大
き
く
変
わ
っ

て
き
ま
し
た
。
道ど

う

路ろ

が
よ
く
な
り
、
水
道

や
電
気
が
引
か
れ
、
ト
ラ
ッ
ク
を
使
っ
て

土
を
運
び
客

き
ゃ
く

土ど

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
、

坂
下
で
も
家
を
建
て
た
り
、
畑
を
つ
く
る

人
が
増
え
て
き
た
の
で
す
。

　

特と
く

に
、
昭
和
五
十
年
（
一
九
七
五
年
）

ご
ろ
か
ら
生
活
に
便べ

ん

利り

な
坂
下
に
移
り
住

む
人
が
多
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
坂
下
は
、

港
や
空
港
が
あ
り
、
役
所
や
商
店
な
ど
が

多
く
、
勤つ

と

め

先
が
増
え
て

き
た
か
ら
で

す
。

ま
す
。

　

坂さ
か

上う
え

と
坂さ

か

下し
た　

八
丈
島
は
、
大お

お

坂さ
か

ト
ン

ネ
ル
と
登の

ぼ

龍
り
ょ
う

峠
と
う
げ

を
境

さ
か
い
に
し
て
、
坂
上
（
樫か

し

立た
て

・
中な

か

之の

郷ご
う

・
末す

え

吉よ
し

）
と
坂
下
（
三み

つ

根ね

・

大お
お

賀か

郷ご
う

）
の
、
二
つ
の
地
域
に
分
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

グ
ラ
フ
で
見
る
と
、
坂
上
の
人
口
は
、

平へ
い

成せ
い

十
年
と
、
三
百
年
前
と
で
あ
ま
り
変か

わ
ら
な
い
の
に
、
坂
下
は
五
倍
近
く
に
増ふ

え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

も
と
も
と
、
八
丈
島
は
、
食
べ
物
が
少

な
く
て
飢う

え
死じ

に
す
る
こ
と
が
多
い
島
で

し
た
。
食
べ
物
が
多
け
れ
ば
人
口
が
増
え
、

少
な
け
れ
ば
減へ

っ
た
の
で
す
。

　

島
は
、
雨
が
多
く
暖

あ
た
た

か
い
の
で
作さ

く

物も
つ

に

よ
い
の
で
す
が
、
雨
で
肥ひ

料
り
ょ
う

分ぶ
ん

が
流
さ
れ

や
す
い
上
に
、
雑ざ

っ

草そ
う

の
育そ

だ

ち
も
早は

や

く
、
台た

い

風ふ
う

や
日ひ

照で

り
な
ど
で
作
物
が
だ
め
に
な
る

こ
と
が
多
か
っ
た
か
ら
で
す
。
土
の
中
で

い
も
が
育
ち
、
風
や
潮し

お

の
害が

い

が
少
な
い
サ

ツ
マ
イ
モ
が
た
く
さ
ん
で
き
る
よ
う
に
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（平成27年3月1日現在）
（国勢調査調べ）

坂上　1576人
樫立　　518人
中之郷　724人
末吉　　334人

坂下　6181人
三根　　3617人
大賀郷　2564人

坂上と坂下の人口のうつりかわり
（『八丈実記』、国勢調査などより）
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な
っ
て
、
飢
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死
に
す
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こ
と
が
少
な
く

な
っ
た
と
言
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れ
て
い
ま
す
。
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ゆ
た
か
な
水

　

八
丈
島
は
雨
が

多
く
、
伊い

豆ず

諸し
ょ

島と
う

の
中
で
は
、
水
に

め
ぐ
ま
れ
て
い
る

と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
三
原
山
が
水

源
に
な
っ
て
お
り
、
一
年
中
水
に
こ
ま
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
昔
は
そ
の
水
を
利り

用よ
う

し
て
、
電で

ん

気
を
起
こ
し
た
り
、
米
づ
く

り
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

伊
豆
諸
島
の
中
で
、
水す

い

田で
ん

が
あ
る
の
は
、

八
丈
島
だ
け
で
す
。

　

し
か
し
、
今
で
は
水
田
が
減
っ
て
き
て

三み

根ね

地
区
の
一
部
を
残
し
、
ほ
と
ん
ど
見

ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

㈢
　
自し

然ぜ
ん

の
め
ぐ
み
と
き
び
し
さ

　

暖
あ
た
た
か
な
島　

八
丈
島
は
黒く

ろ

潮し
お

の
影え

い

響き
ょ
うを

受う

け
て
、
冬ふ

ゆ

は
暖

あ
た
た
か
く
霜し

も

が
お
り
た
り
雪

が
降
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
め
っ
た
に
あ

り
ま
せ
ん
。
木
々
は
あ
ま
り
紅こ

う

葉よ
う

し
ま
せ

ん
。

　

冬
で
も
い
ろ
い
ろ
な
作
物
が
作
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
特
に
ア
シ
タ
バ
は
冬
で
も
よ

く
育
ち
、昭
和
五
十
三
年
（
一
九
七
八
年
）

か
ら
東
京
な
ど
に
生な

ま

葉ば

が
野
菜
と
し
て
出

荷
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
�

　

ま
た
、
ほ
か
の
土
地
で
は
あ
ま
り
見
ら

れ
な
い
観か

ん

葉よ
う

植
し
ょ
く

物ぶ
つ

や
切
り
葉は

・
切
り
花
も
、

さ
か
ん
に
送
り
出
さ
れ
て
、
島
の
人
々
の

く
ら
し
に
た
い
へ
ん
役
立
っ
て
い
ま
す
。

�
～
�

八丈島と東京の平
へい

均
きん

気温
おん
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（年平均気温16.3℃）

八丈島と東京の平均気温
へいきん　き　おん

14.6

気象庁資料（1981～2010年間の平均）

15.6

南
なん

方
ぽう

系
けい

のビロウヤシのなみ木
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な
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バ
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い
と
、船
や
飛ひ

行こ
う

機き

が
欠け

っ

航こ
う

し
た
り
、漁

り
ょ
う

に

出
ら
れ
な
か
っ
た
り
、
農の

う

作さ
く

物ぶ
つ

が
塩え

ん

害が
い

を

受う

け
た
り
し
て
こ
ま
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

風
か
ら
守
る
く
ふ
う　

一
年
を
通
し
て

強
い
風
が
ふ
く
八
丈
島
で
は
、
風
を
防ふ

せ

ぐ

た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
工く

夫ふ
う

を
こ
ら
し
て

き
ま
し
た
。

　

昔
の
家
は
平ひ

ら

家や

で
、
や
し
き
の
ま
わ
り

に
は
風
よ
け
の
石い

し

垣が
き

や
防ぼ

う

風ふ
う

林り
ん

が
あ
り
ま

し
た
。
今
で
は
風
に
強
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト

の
家
が
増
え
て
い
ま
す
。

　

畑
は
た
け

の
ま
わ
り
に
も
、
風
や
潮し

お

に
よ
る
被

害
を
防
ぐ
た
め
、ハ
チ
ジ
ョ
ウ
ス
ス
キ（
ま

ぐ
さ
）
や
ヒ
サ
カ
キ
、
オ
オ
バ
ヤ
シ
ャ
ブ

シ
（
へ
い
の
き
）
な
ど
が
植う

え
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

強つ
よ

い
風か

ぜ

と
台た

い

風ふ
う　

八
丈
島
は
、
強
い
風

の
日
が
多
く
、
つ
ゆ
明
け
後
の
七
月
・
八

月
は
お
だ
や
か
な
南な

ん

西せ
い

風ふ
う

の
晴
れ
の
日
が

続
き
ま
す
。
九
月
に
な
る
と
北ほ

く

東と
う

風
（
な

ら
い
）
の
雨
の
日
が
だ
ん
だ
ん
多
く
な
り
、

台
風
に
も
た
び

た
び
襲お

そ

わ
れ
ま

す
。
昭
和
五
十

年
十
月
の
台
風

十
三
号
で
は
、

大お
お

賀が

郷ご
う

小
学
校

の
校こ

う

舎し
ゃ

が
こ
わ

れ
る
な
ど
、
と

て
も
大
き
な
被ひ

害が
い

が
出
ま
し
た
。

　

平へ
い

成せ
い

七
年
九

月
の
台
風
十
二
号
に
よ
っ
て
、
港

み
な
と
の
堤て

い

防ぼ
う

が
こ
わ
さ
れ
た
り
、
漁ぎ

ょ

船せ
ん

が
流な

が

さ
れ
た
り

し
ま
し
た
。

　

ま
た
、

十
二
月
ご

ろ
か
ら
ふ

き
始
め
る

西
風
は
、

一
月
・
二

月
ご
ろ
が

と
く
に
強

く
、

四
、

五
月
ご
ろ

ま
で
続
き

ま
す
。

　

風
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強
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い
と
、船
や
飛ひ

行こ
う

機き

が
欠け

っ

航こ
う

し
た
り
、漁

り
ょ
う

に

出
ら
れ
な
か
っ
た
り
、
農の

う

作さ
く

物ぶ
つ

が
塩え

ん

害が
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け
た
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。
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動ど
う

物ぶ
つ　

島
は
植

物
が
繁し

げ

っ
て
い
る

の
で
、
ア
カ
コ
ッ

コ
・
ヒ
ヨ
ド
リ
・

メ
ジ
ロ
・
キ
ジ
バ

ト
・
ウ
グ
イ
ス
な

ど
の
い
ろ
い
ろ
な

鳥
が
い
ま
す
。
し
か
し
、
農の

う

薬や
く

や
ネ
ズ
ミ

た
い
じ
に
は
な
さ
れ
た
イ
タ
チ
の
た
め
、

鳥
・
マ
ム
シ
・
ト
カ
ゲ
の
数
が
と
て
も
少

な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
�

　

ま
た
、
昭

し
ょ
う

和わ

三
十
五
年
に
キ
ジ
も
は
な

さ
れ
ま
し
た
が
、
今
で
は
増
え
す
ぎ
て
、

農の
う

作さ
く

物も
つ

の
被
害
も
で
て
い
ま
す
。

　

昔
は
田
畑
を
耕

た
が
や
し
た
り
、
荷に

物も
つ

の
運う

ん

搬ぱ
ん

に
牛
が
使つ

か

わ
れ
、
明め

い

治じ

に
な
っ
て
乳

に
ゅ
う

牛ぎ
ゅ
うも

養や
し
なわ
れ
ま
し
た
。

　

島
に
も
い
ろ
い
ろ
な
虫
が
い
ま
す
が
、

特
に
シ
ロ
ア
リ
の
被
害
に
は
、
昔
か
ら
と

て
も
悩な

や

ま
さ
れ
て
い
ま
す
。
�

　

島
の
ま
わ
り
に
は
黒く

ろ

潮し
お

が
流な

が

れ
て
い
る

の
で
、
魚

さ
か
な
の
種し

ゅ

類る
い

が
多
く
、
春
か
ら
夏
の

ト
ビ
ウ
オ
、夏
か
ら
秋
の
ク
サ
ヤ
モ
ロ（
ム

ロ
ア
ジ
）は
有ゆ

う

名め
い

で
す
。ま
た
、カ
ツ
オ
・
カ

ン
パ
チ
・
シ
マ
ア
ジ
・
イ
ズ
ス
ミ
・
メ
ジ
ナ

な
ど
も
多
く
、
本
土
か
ら
も
た
く
さ
ん
の

釣つ

り
客

き
ゃ
く

が
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
�

　

島
の
く
ら
し
に
役
立
っ
て
い
た
フ
ク
ト

コ
ブ
シ
・
ギ
ン
タ
カ
ハ
マ
（
め
っ
と
う
）・

テ
ン
グ
サ
な
ど
は
、平
成
七
年（
一
九
九
五

年
）
ご
ろ
か
ら
磯い

そ

の
状

じ
ょ
う

態た
い

が
悪
く
な
り
、

ほ
と
ん
ど
取
れ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

㈣
　
島
の
生い

き
も
の

　

植
し
ょ
く

物ぶ
つ　

気き

候こ
う

が
暖

あ
た
た
か
く
、
湿し

っ
気け

も
多

い
の
で
、
昔
か
ら
、
シ
イ
・
タ
ブ
ノ
キ
・

ヤ
ブ
ツ
バ
キ
な
ど
が
生お

い

茂し
げ

り
、
一
年
中

緑み
ど
りに
覆お

お

わ
れ
て
い
ま
す
。
シ
ダ
類る

い

な
ど
も

多
く
は
え
て
い
ま
す
。
�
�
�

　

ま
た
、
最
近
で
は
、
ヤ
コ
ウ
タ
ケ
な
ど
の

光
る
キ
ノ
コ
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
�
�

　

ま
た
、
風
よ
け
な
ど
の
た
め
、
家
の
ま

わ
り
に
は
シ
イ
・
ヤ
ブ
ツ
バ
キ
・
タ
ブ
ノ

キ
が
、
山
や
畑

は
た
け

に
は
、
ヒ
サ
カ
キ
・
ハ
チ

ジ
ョ
ウ
ス
ス
キ
（
ま
ぐ
さ
）・
グ
ミ
・
オ

オ
バ
ヤ
シ
ャ
ブ
シ
（
へ
い
の
き
）・
ク
ワ

な
ど
が
植う

え
ら
れ
ま
し
た
。
�
～
�
　

　

今
で
は
フ
リ
ー
ジ
ア
や
フ
ェ
ニ
ッ
ク

ス
・
ロ
ベ
レ
ニ
ー
・
ス
ト
レ
チ
ア
な
ど
の

花か

き
園え

ん

芸げ
い

植
物
も
た
く
さ
ん
植
え
ら
れ
て

ま
す
。
㉞
�
�

石
いし

垣
がき

の上のヤブツバキ

スダジイの古
こ

木
ぼく
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の
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は
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に
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が
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で
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か
な
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類る
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が
多
く
、
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ビ
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の
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モ
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ム
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ア
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で
す
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た
、カ
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オ
・
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パ
チ
・
シ
マ
ア
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・
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ズ
ス
ミ
・
メ
ジ
ナ

な
ど
も
多
く
、
本
土
か
ら
も
た
く
さ
ん
の

釣つ

り
客

き
ゃ
く

が
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
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島
の
く
ら
し
に
役
立
っ
て
い
た
フ
ク
ト

コ
ブ
シ
・
ギ
ン
タ
カ
ハ
マ
（
め
っ
と
う
）・

テ
ン
グ
サ
な
ど
は
、平
成
七
年（
一
九
九
五

年
）
ご
ろ
か
ら
磯い

そ

の
状

じ
ょ
う

態た
い

が
悪
く
な
り
、

ほ
と
ん
ど
取
れ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
風
よ
け
な
ど
の
た
め
、
家
の
ま

わ
り
に
は
シ
イ
・
ヤ
ブ
ツ
バ
キ
・
タ
ブ
ノ

キ
が
、
山
や
畑

は
た
け
に
は
、
ヒ
サ
カ
キ
・
ハ
チ

ジ
ョ
ウ
ス
ス
キ
（
ま
ぐ
さ
）・
グ
ミ
・
オ

オ
バ
ヤ
シ
ャ
ブ
シ
（
へ
い
の
き
）・
ク
ワ

な
ど
が
植う

え
ら
れ
ま
し
た
。
�
～
�
　

　

今
で
は
フ
リ
ー
ジ
ア
や
フ
ェ
ニ
ッ
ク

ス
・
ロ
ベ
レ
ニ
ー
・
ス
ト
レ
チ
ア
な
ど
の

花か

き
園え

ん

芸げ
い

植
物
も
た
く
さ
ん
植
え
ら
れ
て

ま
す
。
㉞
�
�

石
いし

垣
がき

の上のヤブツバキ

ツバキとメジロ
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㈠
　
島
の
働

は
た
ら
く
人
々

　

島
の
人
々
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
を
し

て
い
ま
す
。

　

昔
と
今
を
比く

ら

べ
る
と
、
仕
事
別べ

つ

人じ
ん

口こ
う

の

よ
う
す
が
か
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

三
　
島
の
人
々
の
仕し

事ご
と

　

み
な
さ
ん
の
お
家
の
人
た
ち
は
、
ど
ん

な
仕
事
を
し
て
い
ま
す
か
。

　

ま
わ
り
を
海
に
か
こ
ま
れ
、
温お

ん

暖だ
ん

で
豊ゆ

た

か
な
自し

然ぜ
ん

に
恵め

ぐ

ま
れ
た
八
丈
島
で
は
、
そ

れ
を
生い

か
し
た
次つ

ぎ

の
よ
う
な
仕
事
が
さ
か

ん
で
す
。

　

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
・
ロ
ベ
レ
ニ
ー
の
切
り

葉
な
ど
の
花か

き
園え

ん

芸げ
い

業
、
キ
ン
メ
ダ
イ
漁

り
ょ
う

な
ど
の
漁ぎ

ょ

業ぎ
ょ
う、

自
然
を
求も

と

め
て
や
っ
て
来

る
人
々
を
む
か
え
る
観か

ん

光こ
う

業ぎ
ょ
う。

　

そ
の
ほ
か
に
も
、
港

み
な
と

を
つ
く
っ
た
り
す

る
建け

ん

設せ
つ

の
仕
事
や
お
店み

せ

な
ど
の
仕
事
が
あ

り
ま
す
。

　

ま
た
、
昔
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
る
島し

ま

酒ざ
け

づ
く
り
や
黄き

八は
ち

丈じ
ょ
うお
り
も
大た

い

切せ
つ

な
仕
事
で

す
。

はち物
もの

の出
しゅ

荷
っか

キンメダイ漁
りょう
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キンメダイ漁
りょう

５地域のはたらく人々のようす

仕事別
べつ

人
じん

口
こう

のうつりかわり

2073人 （『平成 22 年国勢調査、東京都区市町村丁別報告』より）

み
つ

　ね

三
根

大
賀
郷

樫
立

中
之
郷

末
吉

合
計

お
お

　か

　ご
う

か
し

　

た
て

な
か

　の

　ご
う

す
え

　

よ
し

ご
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も
多
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
が
、
新
た
に

農の
う

業ぎ
ょ
うを

や
る
人
が
出
て
き
て
い
ま
す
。

　

さ
か
ん
な
ロ
ベ
作
り　

八は
ち

丈
じ
ょ
う

島じ
ま

で
は

い
ろ
い
ろ
な
花か

き
園え

ん

芸げ
い

作さ
く

物も
つ

が
作
ら
れ
て

い
ま
す
が
、ロ
ベ（
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
・
ロ
ベ

レ
ニ
ー
）
は
、
島
の
気き

候こ
う

に
合
い
、
日
本

の
ロ
ベ
の
ほ
と
ん
ど
が
八は

ち

丈
じ
ょ
う

島じ
ま

産さ
ん

で
す
。

　

島
の
花
き
園
芸
作
物
を
売
っ
た
十
五
億お

く

円え
ん

の
う
ち
、
ロ
ベ
の
切
り
葉ば

や
鉢は

ち

物も
の

を

売
っ
た
金き

ん

額が
く

は
十
一
億
円
と
、
最

も
っ
と

も
多お

お

く

な
っ
て
い
ま
す
（
平
成
二
十
七
年
）。

　

花
き
園
芸
を
さ
か
ん
に
す
る
努ど

力り
ょ
く
　

　

花
き
園
芸
作
物
は
、
高
い
値ね

段だ
ん

で
売
れ

る
と
き
と
、
安や

す

い
と
き
の
ち
が
い
が
大
き

㈡
　
島
の
農

の
う

業
ぎ
ょ
う

　

　

八は
ち

丈
じ
ょ
う

島じ
ま

で
は
、
稲い

ね

や
い
も
な
ど
の
作さ

く

物も
つ

を
た
く
さ
ん
育そ

だ

て
る
た
め
に
、
力
を
合
わ

せ
て
、
山
を
け
ず
り
、
谷
を
埋う

め
、
池
を

つ
く
り
、
田
や
畑

は
た
け
を
広
げ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
ほ
と
ん
ど
の
農の

う

家か

が
、
牛
を

飼か

い
、
こ
や
し
を
作
り
、
土
に
混ま

ぜ
て
よ

い
田
や
畑
を
つ
く
っ
て
き
ま
し
た
。

　

よ
り
よ
い
作
物
を
育
て
た
い
と
い
う
農

家
の
願ね

が

い
は
、
ど
ん
な
小
さ
い
土
地
に
も

こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

昭
和
三
十
五
年
ほ
ど
ま
で
は
、
水
田
で

お
米
を
作
り
、
畜ち

く

産さ
ん

（
乳

に
ゅ
う

牛
ぎ
ゅ
う

養や
し
ない
）
や
林り

ん

業
ぎ
ょ
う

（
炭す

み

焼や

き
）
の
仕し

事ご
と

も
し
て
い
ま
し
た
が
、

こ
れ
ら
の
仕
事
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
、

今
で
は
水
田
は
ロ
ベ
畑
に
変
わ
り
、そ
し
て
、

ア
シ
タ
バ
畑
な
ど
が
増
え
て
き
ま
し
た
。

　

最さ
い

近き
ん

で
は
、
高こ

う

齢れ
い

化か

が
進す

す

み
農
業
を
で

き
な
く
な
る
人
が
増
え
、
使つ

か

わ
れ
な
い
畑

八丈島の産物の売り上げ高のうつりかわり

八丈島と日本全国の農業生産高比べ

（八丈支庁産業課調べ）

（八丈支庁産業課調べ）

（農林省資料、『農業総産出額』より）
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15億2600万円

2億6100万円

おく

花き園芸作物と農作物（野菜など）の生産金額
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や
す
い
よ
う
に
農の

う

道ど
う

の
工こ

う

事じ

な
ど
も
進す

す

め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

共
き
ょ
う

同ど
う

出
し
ゅ
っ

荷か

は
、ロ
ベ
や
レ
ザ
ー
フ
ァ
ン
、

ル
ス
カ
ス
、
サ
ン
ダ
ー
ソ
ニ
ア
に
加く

わ

え
て
、

平
成
十
八
年
度
か
ら
全す

べ

て
の
切
り
葉ば

や
切

り
花
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

野や

菜さ
い　

八は
ち

丈
じ
ょ
う

島じ
ま

で
は
、
自じ

分ぶ
ん

た
ち
が
食た

べ
る
た
め
の
野
菜
を
作
っ
て
い
る
人
た
ち

や
、
売
る
た
め
に
作
っ
て
い
る
農
家
の
人

た
ち
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

　

農の
う

協き
ょ
うの

せ
り
市い

ち

を
通と

お

し
て
、
島と

う

内な
い

の
お

店
で
売
ら
れ
て
い
る
の
は
、
サ
ツ
マ
イ
モ
、

サ
ト
イ
モ
、
ト
マ
ト
、
キ
ュ
ウ
リ
、
ス
イ

カ
、
パ
ッ
シ
ョ
ン
・
フ
ル
ー
ツ
な
ど
で
、

百
種し

ゅ

類る
い

ぐ
ら
い
あ
り
ま
す
。

　

八は
ち

丈
じ
ょ
う

島じ
ま

の
野
菜
で
、
注

ち
ゅ
う

目も
く

さ
れ
て
い
る

の
は
ア
シ
タ
バ
で
す
。

健け
ん

康こ
う

食
し
ょ
く

品ひ
ん

と
し
て
、
作つ

く

る
量

り
ょ
う

が
増ふ

え
て
い
ま
す

（
平
成
二
十
五
年
七
〇�

一
ト
ン
生せ

い

産さ
ん

）。
八
丈

島
で
は
、
大お

お

島し
ま

や
三み

宅や
け

島じ
ま

の
よ
う
な
生な

ま

食
し
ょ
く

用よ
う

が
少
な
く
、
粉ふ

ん

末ま
つ

な
ど
の
加か

工こ
う

用よ
う

が
多
く

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
生
食
用
が
安や

す

く
、
八
丈
島
が
東
京
か
ら
遠と

お

い
か
ら
で
す
。

　

ら
く
農の

う　

ら
く
農
は
、
乳

に
ゅ
う

牛ぎ
ゅ
うを

育そ
だ

て
て
、

牛ぎ
ゅ
う

乳に
ゅ
うや

バ
タ
ー
な
ど
を
作
る
仕し

事ご
と

で
す
。

八
丈
島
は
、
一
年
中
青あ

お

草く
さ

が
し
げ
り
、
牛

を
飼か

う
の
に
は
と
て
も
よ
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

島
で
は
、
六
百
年
よ
り
も
も
っ
と
前
か

ら
、
牛
を
養

や
し
な

っ
て
き
ま
し
た
が
、
乳

に
ゅ
う

牛ぎ
ゅ
うで

い
作
物
で
す
。
そ
の
た
め
園
芸
作
物
を

作
っ
て
い
る
人
々
は
、

・ 
よ
い
作さ

く

物も
つ

を
育そ

だ

て
る

・ 

安あ
ん

定て
い

供
き
ょ
う

給き
ゅ
うを
す
る

・ 

共
き
ょ
う

同ど
う

出
し
ゅ
っ

荷か

を
す
る

・ 

新あ
た
らし
い
品ひ

ん

種し
ゅ

の
物も

の

を
、
取と

り
入
れ
る

・ 

品ひ
ん

種し
ゅ

改か
い

良り
ょ
うを
行
う

な
ど
の
努ど

力り
ょ
くを

し
て
い
ま
す
。

　

最さ
い

近き
ん

で
は
、
地ち

熱ね
つ

発は
つ

電で
ん

所し
ょ

の
温お

ん

水す
い

を
利り

用よ
う

し
た
温お

ん

室し
つ

や
、
国
や
都と

の

補ほ

助じ
ょ

金き
ん

を
使つ

か

っ
て
、
風か

ぜ

に
強つ

よ

い
鉄て

っ

骨こ
つ

ハ
ウ
ス
や
ス
ト
ロ
ン

グ
ハ
ウ
ス
、
ラ
ス
ハ
ウ
ス
な

ど
が
建た

て
ら
れ
、
畑
に
行
き

ロベの作
さ

業
ぎょう

 

共
きょう

撰
せん

共
きょう

販
はん

出
しゅっ

荷
か

所
じょ

  

かんれい遮
しゃ

（�寒さや風などから守

るための網
あみ

）
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や
す
い
よ
う
に
農の

う

道ど
う

の
工こ

う

事じ

な
ど
も
進す

す

め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

共
き
ょ
う

同ど
う

出
し
ゅ
っ

荷か

は
、ロ
ベ
や
レ
ザ
ー
フ
ァ
ン
、

ル
ス
カ
ス
、
サ
ン
ダ
ー
ソ
ニ
ア
に
加く

わ

え
て
、

平
成
十
八
年
度
か
ら
全す

べ

て
の
切
り
葉ば

や
切

り
花
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

野や

菜さ
い　

八は
ち

丈
じ
ょ
う

島じ
ま

で
は
、
自じ

分ぶ
ん

た
ち
が
食た

べ
る
た
め
の
野
菜
を
作
っ
て
い
る
人
た
ち

や
、
売
る
た
め
に
作
っ
て
い
る
農
家
の
人

た
ち
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

　

農の
う

協き
ょ
うの

せ
り
市い

ち

を
通と

お

し
て
、
島と

う

内な
い

の
お

店
で
売
ら
れ
て
い
る
の
は
、
サ
ツ
マ
イ
モ
、

サ
ト
イ
モ
、
ト
マ
ト
、
キ
ュ
ウ
リ
、
ス
イ

カ
、
パ
ッ
シ
ョ
ン
・
フ
ル
ー
ツ
な
ど
で
、

百
種し

ゅ

類る
い

ぐ
ら
い
あ
り
ま
す
。

　

八は
ち

丈
じ
ょ
う

島じ
ま

の
野
菜
で
、
注

ち
ゅ
う

目も
く

さ
れ
て
い
る

の
は
ア
シ
タ
バ
で
す
。

健け
ん

康こ
う

食
し
ょ
く

品ひ
ん

と
し
て
、
作つ

く

る
量

り
ょ
う

が
増ふ

え
て
い
ま
す

（
平
成
二
十
五
年
七
〇�

一
ト
ン
生せ

い

産さ
ん

）。
八
丈

島
で
は
、
大お

お

島し
ま

や
三み

宅や
け

島じ
ま

の
よ
う
な
生な

ま

食
し
ょ
く

用よ
う

が
少
な
く
、
粉ふ

ん

末ま
つ

な
ど
の
加か

工こ
う

用よ
う

が
多
く

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
生
食
用
が
安や

す

く
、
八
丈
島
が
東
京
か
ら
遠と

お

い
か
ら
で
す
。

　

ら
く
農の

う　

ら
く
農
は
、
乳

に
ゅ
う

牛ぎ
ゅ
うを

育そ
だ

て
て
、

牛ぎ
ゅ
う

乳に
ゅ
うや

バ
タ
ー
な
ど
を
作
る
仕し

事ご
と

で
す
。

八
丈
島
は
、
一
年
中
青あ

お

草く
さ

が
し
げ
り
、
牛

を
飼か

う
の
に
は
と
て
も
よ
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

島
で
は
、
六
百
年
よ
り
も
も
っ
と
前
か

ら
、
牛
を
養

や
し
な

っ
て
き
ま
し
た
が
、
乳

に
ゅ
う

牛ぎ
ゅ
うで

ロベの作
さ

業
ぎょう

 

共
きょう

撰
せん

共
きょう

販
はん

出
しゅっ

荷
か

所
じょ

  

かんれい遮
しゃ

（�寒さや風などから守

るための網
あみ

）
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あしたばのお茶
ちゃ

や石
せっ

鹸
けん
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㈢
　
島
の
漁ぎ

ょ

業
ぎ
ょ
う

　

黒く
ろ

潮し
お

と
漁
業　

八は
ち

丈
じ
ょ
う

島じ
ま

の
近
く
の
海

は
、
よ
い
漁ぎ

ょ

場じ
ょ
うと

し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
島
の
近
く
を
黒
潮
と
い
う
暖

あ
た
た

か

い
海か

い

流り
ゅ
うが

流な
が

れ
て
い
る
こ
と
と
、
島
の
近

く
の
海
が
浅あ

さ

か
っ
た
り
、
瀬せ

と
い
わ
れ
る

場ば

所し
ょ

が
あ
る
か
ら
で
す
。
八
丈
島
の
北
に

は
、
黒く

ろ

瀬せ

や
新
黒
瀬
と
い
わ
れ
る
有ゆ

う

名め
い

な

漁
場
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
は
、
深ふ

か

さ
が
百

～
二
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
す
が
、
ま
わ
り

は
千
メ
ー
ト
ル
以
上
も
あ
る
深
い
海
で
す
。

瀬
で
は
、
海
流
の
力
で
海
の
底そ

こ

に
あ
る
魚

の
え
さ
に
な
る
栄え

い

養よ
う

が
わ
き
上
が
っ
て
プ

ラ
ン
ク
ト
ン
が
増
え
、
そ
れ
を
食
べ
る
た

め
に
多
く
の
魚
が
集あ

つ

ま
っ
て
き
ま
す
。

　

黒
潮
は
上
の
図
の
よ
う
に
蛇だ

行こ
う

し
て
流

れ
、
そ
の
内う

ち

側が
わ

に
冷れ

い

水す
い

塊か
い

と
い
わ
れ
る
冷つ

め

た
い
水
の
塊

か
た
ま
りを
伴

と
も
な
う
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま

す
。
黒
潮
が
八
丈
島
の
近
く
を
流
れ
る
年

は
、
カ
ツ
オ
や
ハ
マ
ト
ビ
ウ
オ
の
よ
い
漁

場
が
、
島
の
周ま

わ

り
に
で
き
ま
す
。
八
丈
島

が
冷
水
塊
に
囲か

こ

ま
れ
た
時
は
、
流
れ
が
ゆ

る
く
な
り
、
水
温
や
流
路
が
変
わ
り
、
と

れ
る
魚
の
種
類
が
変
わ
り
ま
す
。

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
牛
を
食

べ
る
こ
と
は
禁き

ん

止し

さ
れ
て
い
て
、
畑

は
た
け
や
田

ん
ぼ
を
耕

た
が
や
し
た
り
、
た
い
肥ひ

を
作
っ
た
り
、

荷に

物も
つ

を
運は

こ

ん
だ
り
し
な
が
ら
、
家か

族ぞ
く

の
一い

ち

員い
ん

の
よ
う
に
育そ

だ

て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

八は
ち

丈
じ
ょ
う

島じ
ま

の
ら
く
農の

う

は
、
明
治
十
三
年
に

外が
い

国こ
く

か
ら
来
た
乳

に
ゅ
う

牛ぎ
ゅ
うを
飼か

っ
た
の
が
始は

じ

ま

り
で
す
。
第だ

い

二に

次じ

大た
い

戦せ
ん

前
は
、
出
る
乳ち

ち

の

量り
ょ
うが

世せ

界か
い

一い
ち

の
牛
が
い
る
ほ
ど
さ
か
ん
で

し
た
。
し
か
し
、
現げ

ん

在ざ
い

で
は
、
乳
牛
の
数

は
す
ご
く
減へ

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

農の
う

業
ぎ
ょ
う

協
き
ょ
う

同ど
う

組く
み

合あ
い

の
仕し

事ご
と　

平
成
十
三
年
、

八
丈
島
農
業
協
同
組
合
が
、
ほ
か
の
伊い

豆ず

諸し
ょ

島と
う

の
農の

う

協き
ょ
うと

一
し
ょ
に
な
っ
て
、
東
京

都
島と

う

し
ょ
農
業
協
同
組
合
が
で
き
ま
し
た
。

　

農
協
の
仕
事
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
す
。

ぎゅうにゅうこうじょう

牛乳工場・パッション工場

はんせんきょう きょう

共撰共販

お金をあつかう仕事 せり市を

開く

いち

けん

けん かい

ひ ざい

ひんようにち

はんばい

りょう

きゅう

ほ

べん し いきょう

なえ ぎ

ひら

苗木などを売る

仕入れて売る仕事農業の勉強

保険やちょ金，お金

のかしつけ。

作物の作り方の研究会，

「農協だより」を出す。 日用品の買い入れと販売。

肥料やビニールハウスの材料

などの買い入れと販売。
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㈢
　
島
の
漁ぎ

ょ

業
ぎ
ょ
う

　

黒く
ろ

潮し
お

と
漁
業　

八は
ち

丈
じ
ょ
う

島じ
ま

の
近
く
の
海

は
、
よ
い
漁ぎ

ょ

場じ
ょ
うと
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
島
の
近
く
を
黒
潮
と
い
う
暖

あ
た
た
か

い
海か

い

流り
ゅ
うが
流な

が

れ
て
い
る
こ
と
と
、
島
の
近

く
の
海
が
浅あ

さ

か
っ
た
り
、
瀬せ

と
い
わ
れ
る

場ば

所し
ょ

が
あ
る
か
ら
で
す
。
八
丈
島
の
北
に

は
、
黒く

ろ

瀬せ

や
新
黒
瀬
と
い
わ
れ
る
有ゆ

う

名め
い

な

漁
場
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
は
、
深ふ

か

さ
が
百

～
二
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
す
が
、
ま
わ
り

は
千
メ
ー
ト
ル
以
上
も
あ
る
深
い
海
で
す
。

瀬
で
は
、
海
流
の
力
で
海
の
底そ

こ

に
あ
る
魚

の
え
さ
に
な
る
栄え

い

養よ
う

が
わ
き
上
が
っ
て
プ

ラ
ン
ク
ト
ン
が
増
え
、
そ
れ
を
食
べ
る
た

め
に
多
く
の
魚
が
集あ

つ

ま
っ
て
き
ま
す
。

　

黒
潮
は
上
の
図
の
よ
う
に
蛇だ

行こ
う

し
て
流

れ
、
そ
の
内う

ち

側が
わ

に
冷れ

い

水す
い

塊か
い

と
い
わ
れ
る
冷つ

め

た
い
水
の
塊

か
た
ま
りを

伴
と
も
な

う
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま

す
。
黒
潮
が
八
丈
島
の
近
く
を
流
れ
る
年

は
、
カ
ツ
オ
や
ハ
マ
ト
ビ
ウ
オ
の
よ
い
漁

場
が
、
島
の
周ま

わ

り
に
で
き
ま
す
。
八
丈
島

が
冷
水
塊
に
囲か

こ

ま
れ
た
時
は
、
流
れ
が
ゆ

る
く
な
り
、
水
温
や
流
路
が
変
わ
り
、
と

れ
る
魚
の
種
類
が
変
わ
り
ま
す
。

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
牛
を
食

べ
る
こ
と
は
禁き

ん

止し

さ
れ
て
い
て
、
畑

は
た
け
や
田

ん
ぼ
を
耕

た
が
や

し
た
り
、
た
い
肥ひ

を
作
っ
た
り
、

荷に

物も
つ

を
運は

こ

ん
だ
り
し
な
が
ら
、
家か

族ぞ
く

の
一い

ち

員い
ん

の
よ
う
に
育そ

だ

て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

八は
ち

丈
じ
ょ
う

島じ
ま

の
ら
く
農の

う

は
、
明
治
十
三
年
に

外が
い

国こ
く

か
ら
来
た
乳

に
ゅ
う

牛ぎ
ゅ
うを

飼か

っ
た
の
が
始は

じ

ま

り
で
す
。
第だ

い

二に

次じ

大た
い

戦せ
ん

前
は
、
出
る
乳ち

ち

の

量り
ょ
うが
世せ

界か
い

一い
ち

の
牛
が
い
る
ほ
ど
さ
か
ん
で

し
た
。
し
か
し
、
現げ

ん

在ざ
い

で
は
、
乳
牛
の
数

は
す
ご
く
減へ

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

農の
う

業
ぎ
ょ
う

協
き
ょ
う

同ど
う

組く
み

合あ
い

の
仕し

事ご
と　

平
成
十
三
年
、

八
丈
島
農
業
協
同
組
合
が
、
ほ
か
の
伊い

豆ず

諸し
ょ

島と
う

の
農の

う

協き
ょ
うと
一
し
ょ
に
な
っ
て
、
東
京

都
島と

う

し
ょ
農
業
協
同
組
合
が
で
き
ま
し
た
。

　

農
協
の
仕
事
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
す
。

黒潮の流れのパターン

　黒潮は、幅
はば

がほぼ50㎞（八丈島と御蔵島の

間が約100㎞）、時速５㎞ほどで流れる。Ｎは、

冷水塊がない時の流れ。Ａ～Ｄは、冷水塊が

ある時の流れ。

N

A

B C
D
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さ
か
ん
な
キ
ン
メ
ダ
イ
漁　

十
年
ほ
ど

前
ま
で
の
漁
業
は
、
金
額が

く

の
高
い
カ
ツ
オ

漁
が
さ
か
ん
で
し
た
が
、
最
近
は
漁ぎ

ょ

獲か
く

量り
ょ
うが

と
て
も
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
原
因
は
、
く
わ
し
く
は
わ
か
ら
な
い

の
で
す
が
、
最
近
は
キ
ン
メ
ダ
イ
を
中
心

に
と
っ
て
い
ま
す
。
�

　

八
丈
島
近
海
は
キ
ン
メ
ダ
イ
の
良
い
漁

場
に
め
ぐ
ま
れ
て
い
て
漁ぎ

ょ

獲か
く

高
も
伸
び
て

い
ま
す
。
多
く
の
漁
師
さ
ん
が
、
他ほ

か

の
地ち

域い
き

よ
り
漁
場
が
大
き
く
、
値ね

段だ
ん

の
安
定
し

て
い
る
キ
ン
メ
ダ
イ
を
ね
ら
っ
て
漁
に
出

て
い
ま
す
。
漁
法
は
底
魚
一
本
釣
り
漁
法

で
海
の
深
い
所
（
水
深
４
０
０
ｍ
か
ら

８
０
０
ｍ
）
に
し
か
け
を
お
ろ
し
て
釣
り

ま
す
。
え
さ
は
、
以
前
は
イ
カ
が
多
か
っ

　

魚
の
種し

ゅ

類る
い

と
漁

り
ょ
う

期き　

八
丈
島
周

し
ゅ
う

辺へ
ん

の

漁ぎ
ょ

場じ
ょ
うで
と
れ
る
代だ

い

表
ひ
ょ
う

的て
き

な
魚
・
漁ぎ

ょ

法ほ
う

・
漁

期
を
写
真
や
図
で
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
魚

に
よ
っ
て
と
り
方
や
漁
期
が
ち
が
い
ま
す
。

漁
師
さ
ん
は
目
的
の
魚
を
ね
ら
っ
て
出
漁

し
ま
す
。
主
な
と
り
方
は
・
底そ

こ

魚
一
本
釣づ

り
漁
業
（
キ
ン
メ
ダ
イ
・
メ
ダ
イ
な
ど
）・

流
し
さ
し
網あ

み

漁
業
（
ト
ビ
ウ
オ
類
）・
ひ

き
縄な

わ

漁
業
（
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
類
）・
棒ぼ

う

受う

け
網
漁
業
（
ア
オ
ム
ロ
ア
ジ
）
な
ど
で

す
。
魚
の
漁
期
が
違ち

が

う
の
は
、
黒
潮し

お

の
流

れ
に
の
っ
て
く
る
魚
と
毎
年
同
じ
場
所
に

棲す

ん
で
い
る
魚
が
い
る
た
め
で
す
。

　

漁
師
さ
ん
た
ち
は
、
魚
の
資し

源げ
ん

を
確か

く

保ほ

す
る
た
め
に
、
と
る
数
を
決
め
た
り
、
禁き

ん

漁
期
間
を
設せ

っ

定て
い

し
た
り
し
て
い
ま
す
。

八丈島周辺漁場で漁
ぎょ

獲
かく

される代表的な魚

資料　八丈支庁産業課

：操業期　　　　　　：最
さい

盛
せい

期

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

底
そこ

魚
うお

一本釣
づ

り漁業

流し刺
さ

し網
あみ

漁業

ひ き 縄 漁 業

棒
ぼう

受
う

け 網
あみ

漁 業

キンメダイ
とれる時期：周年� 大きさ：50㎝

トビウオ（写真：ハマトビウオ）
とれる時期：２月~５月頃� 大きさ：40㎝

カ ツ オ
とれる時期：３月~５月頃� 大きさ：50㎝

メ ダ イ
とれる時期：周年� 大きさ：90㎝

マグロ（写真：キハダ）
とれる時期：２月~５月頃� 大きさ：１ｍ

ムロアジ（写真：クサヤモロ）
とれる時期：８月~12月頃� 大きさ：30㎝
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さ
か
ん
な
キ
ン
メ
ダ
イ
漁　

十
年
ほ
ど

前
ま
で
の
漁
業
は
、
金
額が

く

の
高
い
カ
ツ
オ

漁
が
さ
か
ん
で
し
た
が
、
最
近
は
漁ぎ

ょ

獲か
く

量り
ょ
うが
と
て
も
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
原
因
は
、
く
わ
し
く
は
わ
か
ら
な
い

の
で
す
が
、
最
近
は
キ
ン
メ
ダ
イ
を
中
心

に
と
っ
て
い
ま
す
。
�

　

八
丈
島
近
海
は
キ
ン
メ
ダ
イ
の
良
い
漁

場
に
め
ぐ
ま
れ
て
い
て
漁ぎ

ょ

獲か
く

高
も
伸
び
て

い
ま
す
。
多
く
の
漁
師
さ
ん
が
、
他ほ

か

の
地ち

域い
き

よ
り
漁
場
が
大
き
く
、
値ね

段だ
ん

の
安
定
し

て
い
る
キ
ン
メ
ダ
イ
を
ね
ら
っ
て
漁
に
出

て
い
ま
す
。
漁
法
は
底
魚
一
本
釣
り
漁
法

で
海
の
深
い
所
（
水
深
４
０
０
ｍ
か
ら

８
０
０
ｍ
）
に
し
か
け
を
お
ろ
し
て
釣
り

ま
す
。
え
さ
は
、
以
前
は
イ
カ
が
多
か
っ

　

魚
の
種し

ゅ

類る
い

と
漁

り
ょ
う

期き　

八
丈
島
周

し
ゅ
う

辺へ
ん

の

漁ぎ
ょ

場じ
ょ
うで
と
れ
る
代だ

い

表
ひ
ょ
う

的て
き

な
魚
・
漁ぎ

ょ

法ほ
う

・
漁

期
を
写
真
や
図
で
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
魚

に
よ
っ
て
と
り
方
や
漁
期
が
ち
が
い
ま
す
。

漁
師
さ
ん
は
目
的
の
魚
を
ね
ら
っ
て
出
漁

し
ま
す
。
主
な
と
り
方
は
・
底そ

こ

魚
一
本
釣づ

り
漁
業
（
キ
ン
メ
ダ
イ
・
メ
ダ
イ
な
ど
）・

流
し
さ
し
網あ

み

漁
業
（
ト
ビ
ウ
オ
類
）・
ひ

き
縄な

わ

漁
業
（
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
類
）・
棒ぼ

う

受う

け
網
漁
業
（
ア
オ
ム
ロ
ア
ジ
）
な
ど
で

す
。
魚
の
漁
期
が
違ち

が

う
の
は
、
黒
潮し

お

の
流

れ
に
の
っ
て
く
る
魚
と
毎
年
同
じ
場
所
に

棲す

ん
で
い
る
魚
が
い
る
た
め
で
す
。

　

漁
師
さ
ん
た
ち
は
、
魚
の
資し

源げ
ん

を
確か

く

保ほ

す
る
た
め
に
、
と
る
数
を
決
め
た
り
、
禁き

ん

漁
期
間
を
設せ

っ

定て
い

し
た
り
し
て
い
ま
す
。

：操業期　　　　　　：最
さい

盛
せい

期

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

底
そこ

魚
うお

一本釣
づ

り漁業

流し刺
さ

し網
あみ

漁業

ひ き 縄 漁 業

棒
ぼう

受
う

け 網
あみ

漁 業

八丈島における漁業操
そうぎょうじょうきょう

業状況　

資料　八丈支庁産業課

きんめだい底魚一本釣り漁業 とびうお流し刺し網漁業 かつお・まぐろ等ひき縄漁業 むろあじ棒受け網漁業
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伝で
ん

統と
う

あ
る
く
さ
や
づ
く
り　

ク
サ
ヤ
ム

ロ
や
ト
ビ
ウ
オ
な
ど
は
、
あ
る
時じ

期き

に
ま

と
ま
っ
て
た
く
さ
ん
と
れ
ま
す
。
�
�

　

そ
の
た
め
、
江
戸
時
代
の
終
わ
り
頃
か

ら
生
で
食
べ
る
だ
け
で
な
く
、
長
く
と
っ

て
お
け
る
よ
う
、
く
さ
や
や
塩し

お

干ぼ

し
、
く

ん
せ
い
な
ど
に
し
て
い
ま
す
。
特
に
、
く

さ
や
づ
く
り
に
は
、
く
さ
や
液
に
魚
を
つ

け
る
の
で
、
独ど

く

特と
く

の
香か

お

り
が
し
ま
す
。
こ

れ
ら
の
多
く
は
神か

み
な
と湊
港
の
近
く
の
工
場
で

た
く
さ
ん
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
島
の
人
だ

け
で
な
く
観

光
客
も
お
み

や
げ
で
買
っ

て
い
き
ま
す
。

　

変か

わ
っ
て
い
く
漁
業　

漁
業
は
と
れ
る

魚
の
種
類
や
値
段
に
よ
っ
て
大
き
く
変

わ
っ
て
き
ま
す
。
左
の
図
は
平
成
十
二
年

と
二
六
年
の
水
揚
げ
魚
種
の
ち
が
い
で
す
。

こ
れ
を
見
る
と
た
く
さ
ん
と
れ
る
魚
が
、
カ

ツ
オ
か
ら
キ
ン
メ
ダ
イ
に
変
わ
っ
て
い
る
の

が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
昔
は
と
っ
て
い
た
テ

ン
グ
サ
や
ト
コ
ブ
シ

な
ど
も
温お

ん

暖だ
ん

化
の
影え

い

響き
ょ
うな
ど
で
と
れ
な
く

な
り
ま
し
た
。
漁
師

の
後
を
引
き
継つ

ぐ
人

は
年
々
少
な
く
な
っ

て
い
ま
す
が
、
最
近

は
島
外
か
ら
漁
師
に

な
る
人
も
い
ま
す
。

た
の
で
す
が
、
最
近
は
工
夫
し
て
、
疑ぎ

似じ

餌え

と
呼
ば
れ
る
物
を
使
っ
て
い
ま
す
。

　

日ひ

帰が
え

り
や
二
～
三
日
で
帰
れ
る
漁
場
で

と
る
こ
と
が
多
く
、
船
が
も
ど
っ
て
く
る

夕
方
の
港
は
水
揚あ

げ
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま

す
。
そ
こ
で
は
、
魚
の
サ
イ
ズ
に
よ
っ
て

大
・
中
・
小
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
水
揚
げ

さ
れ
た
多
く
は
橘

た
ち
ば
な

丸
で
東
京
に
出
荷
さ

れ
て
い
て
、
築つ

き

地ぢ

の
市
場
で
は
高た

か

値ね

（
1

キ
ロ
１
２
０
０
円
～
２
５
０
０
円
）
で
取

引
き
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

漁
師
の
お
じ
さ
ん
の
話

　

数
年
前
ま
で
は
、
カ
ツ
オ
が
た
く
さ
ん
と
れ
て

い
た
け
れ
ど
、
最
近
は
あ
ん
ま
り
と
れ
な
く
な
っ

た
。こ
の
頃ご

ろ

は
、キ
ン
メ
ダ
イ
と
ト
ビ
ウ
オ
を
と
っ

て
い
る
よ
。
特
に
、
キ
ン
メ
ダ
イ
は
大
き
さ
も
他

の
も
の
よ
り
大
き
く
、
値ね

段だ
ん

も
高
い
の
で
、
多
く

の
漁
師
が
と
っ
て
い
る
よ
。
心
配
な
の
は
、
今
は

た
く
さ
ん
と
れ
る
け
れ
ど
、
こ
れ
か
ら
先
ど
う
な

る
か
わ
か
ら
な
い
の
で
不
安
だ
よ
。

　

漁
師
を
や
っ
て
い
て
幸
せ
と
感
じ
る
時
は
、
し

か
け
に
た
く
さ
ん
魚
が
か
か
っ
て
豊ほ

う

漁り
ょ
うの
時
だ

な
。
五
十
の
し
か
け
に
四
十
ぐ
ら
い
魚
が
か
か
っ

て
い
る
と
う
れ
し
い
な
、
反
対
に
し
け
で
何
日
も

漁
に
出
ら
れ
な
い
と
困こ

ま

る
な
。
ま
た
、
イ
ル
カ
が

魚
を
ね
ら
っ
て
食
い
つ
い
て
し
ま
う
の
は
困こ

ま

っ
た

も
ん
だ
よ
。
ま
た
、
潮し

お

の
流
れ
を
よ
く
見
て
、
し

か
け
を
お
ろ
す
の
が
大
変
だ
よ
。
魚
の
値
段
は
、

需じ
ゅ

要よ
う

と
供
き
ょ
う

給き
ゅ
うの

バ
ラ
ン
ス
で
決き

ま
る
の
で
む
ず
か

し
い
な
。

海底30㎝

鉄筋棒

赤
い
布

釣針は
50 個

400ｍ

～

800ｍ

キンメダイ漁　最近のしかけ
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こ
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見
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と
た
く
さ
ん
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る
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が
、
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ツ
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か
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に
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の

が
わ
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ま
す
。
ま
た
昔
は
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化
の
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い

響き
ょ
うな
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で
と
れ
な
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な
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し
た
。
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の
後
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な
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て
い
ま
す
が
、
最
近

は
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か
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漁
師
に

な
る
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も
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ま
す
。

八丈島漁協　水揚げ魚種構成
資料　八丈支庁産業課

平成12年
2,254トン

平成26年
1,060トン

キンメダイ 6％

トビウオ類
25％

トビウオ類
7％

キンメダイ
40％

ムロアジ
12％

ムロアジ
15％

メダイ
8％

メダイ
4％

その他

8％

その他

7％

マグロ類
3％

マグロ類 1％

カツオ類
4％

カツオ類
60％

海底30㎝

鉄筋棒

赤
い
布

釣針は
50 個

400ｍ

～

800ｍ

キンメダイ漁　最近のしかけ



39 38

　

新
し
い
漁
業
を
め
ざ
し
て　

八
丈
島
の

魚
な
ど
の
と
れ
高
や
金き

ん

額が
く

は
全
体
的
に

減へ

っ
て
き
て
い
ま
す
。
金
額
は
約
十
億お

く

円

ほ
ど
で
す
。

　

そ
こ
で
、
漁
業
協

き
ょ
う

同ど
う

組
合
と
都と

と
町
と

協
力
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
し
て

い
ま
す
。魚
が
集
ま
る
浮う

き
魚ぎ

ょ

し
ょ
う（
パ

ヤ
オ
）
を
設せ

っ

置ち

し
た
り
、
カ
ツ
オ
の
移い

動ど
う

中
の
水
温
、
水
深し

ん

な
ど
を
記
録
で
き
る
標

ひ
ょ
う

識し
き

を
使
っ
て
生せ

い

態た
い

調
ち
ょ
う

査さ

な
ど
を
始
め
て
い

ま
す
。
漁
協
の
女
性
部
は
、
島
の
魚
を
食

べ
て
も
ら
う
た
め
に
、
魚
を
加
工
し
て
、

島
の
給
食
な
ど
で
使
っ
て
い
る
だ
け
で
な

く
、
都
内
の
学
校
で
も
島
の
魚
を
宣せ

ん

伝で
ん

す

る
出
前
授じ

ゅ

業ぎ
ょ
うを
し
た
り
、
給
食
に
使
っ
て

も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　

漁
業
協
同
組
合
の
仕し

事ご
と

漁業協同組合のはたらき

組合員のとった

水産物を売る。

漁の期間，場所を決める。

ほかの漁協と漁場を決める。
お金をあずか

ったり，貸し

たりする窓口

になる。

保険を扱う。

とこぶしの稚貝放流

まとめて物を買って売る。

無線局を通して，船と連絡をとる。

漁業協同組合

氷を作った

りれいとう

したりする。

すい

かんき

か

りょう

さんぶつ

む せん れんらくきょく

まどぐち

ほ けん

八丈島の漁業のうつりかわり（種類別とれ高と売り上げ高）
しゅるい

300万
(kg)

120万
(kg)

90万

60万

30万

200万

100万

（「東京都の水産」による）

（「東京の水産」より）

25億円

20億円

15億円

10億円

魚の種類別とれ高のうつりかわり

昭和45
しょう　わ

50 55 60 平成2
へいせい

7 10 15 20 26

昭和45
しょう　わ

50 55 60 平成2
へいせい

7 10 15 20 26

魚類

売上額

天草など

イカ・エビ・貝など

棒受網
（ムロアジ）

棒受網
（ムロアジ）

流しさし網

（トビウオ）

流しさし網

（トビウオ）

ひきなわ

（カツオ類・マグロ類・カジキ類）

ひきなわ

（カツオ・マグロ）

底釣
（キンメダイ・メダイ他）

底釣

106万㎏

163万円

0 円

９億4064
千万円
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都内での出前授業 浮
う

き魚
ぎょ

しょう（パヤオ）
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し
か
し
、

年
々
、
来
る

人

の

数

が

減
っ
て
い
ま

す
。

　

そ
こ
で
、

町
で
は
、
観か

ん

光こ
う

客き
ゃ
くを
増
や

す
た
め
、
春

の
フ
リ
ー
ジ

ア
祭
り
や
夏

祭
り
、
パ
ブ

リ
ッ
ク
ロ
ー

ド
レ
ー
ス
な

ど
、
い
ろ
い

ろ
な
行
事
を

行
っ
た
り
、
空
港
や
海か

い

岸が
ん

を
整せ

い

備び

し
た
り

し
て
い
ま
す
。

　

最
近
で
は
、
人
気
の
ダ
イ
ビ
ン
グ
や
釣

り
の
観
光
客
も
増
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、

ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
へ
の
参
加
の
呼
び
か

け
、
歴
史
や
自
然
に
興
味
の
あ
る
人
の
た

め
の
ツ
ア
ー
な
ど
、要
望
に
合
わ
せ
た
様
々

な
形
の
受
け
入
れ
を
す
す
め
て
い
ま
す
。

　

観
光
の
仕
事
を
し
て
い
る
人　

八
丈
島

に
観
光
に
来
る
人
の
多
く
は
、
ホ
テ
ル
や

旅
館
・
民
宿
に
泊と

ま
り
ま
す
。

　

観
光
の
仕
事
を
し
て
い
る
人
は
、
観
光

客
に
よ
ろ
こ
ん
で
も
ら
う
よ
う
に
、
い
ろ

い
ろ
な
工
夫
を
し
て
い
ま
す
。

　

あ
る
ホ
テ
ル
の
支し

配は
い

人に
ん

の
お
じ
さ
ん
の

話
を
聞
い
て
み
ま
し
た
。

㈣
　
観か

ん

光こ
う

の
仕
事

　

八
丈
島
に
来
る
観
光
客き

ゃ
く
　

八
丈
島
は
、

富ふ

士じ

箱は
こ

根ね

伊い

豆ず

国
立
公
園
の
中
に
入
っ
て

い
ま
す
。
南
の
島
の
き
れ
い
な
海
や
美
し

い
自
然
、
心
安や

す

ら
ぐ
温お

ん

泉せ
ん

を
も
と
め
て
、

一
年
中
観
光
客
が
来
ま
す
。�

③
⑤
⑥
⑯
㉔

　

と
く
に
夏
に
は
、
海
水
浴よ

く

を
楽
し
む
家

飛行機で来た人数
船で来た人数
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島に来た人の数（平成28年）

到
とう

着
ちゃく

した飛行機

底
そこ

土
ど

港
こう

についた観光客

みやげもの店
てん

族
連づ

れ
な

ど
で
も
っ

と
も
に
ぎ

わ
い
ま
す
。
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７
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５
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就
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４
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合計
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㈤
　
店
の
仕し

事ご
と

　

い
ろ
い
ろ
な
お
店　

み
な
さ
ん
の
家
で

は
、
く
ら
し
に
必ひ

つ

要よ
う

な
品し

な

物も
の

を
、
ど
ん
な

お
店
で
買
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
買
い

物
調
べ
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

島
の
中
に
は
、
電
気
製せ

い

品ひ
ん

や
衣い

料
り
ょ
う

品ひ
ん

な

ど
を
専せ

ん

門も
ん

に
売
る
店
、
昔
か
ら
あ
る
「
い

ろ
い
ろ
な
物
を
売
っ
て
い
る
店
」、
ス
ー

パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

ホ
テ
ル
の
お
じ
さ
ん
の
話

　

町
で
お
こ
な
っ
て
い
る
イ
ベ
ン
ト
に
は
、
ホ
テ
ル
の
人
た
ち
も

い
ろ
い
ろ
な
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ダ
イ
ビ
ン
グ
や

サ
ー
フ
ィ
ン
、
釣つ

り
の
お
客
さ
ん
の
た
め
の
施し

設せ
つ

を
つ
く
っ
た
り
、

船
で
来
た
お
客
さ
ん
の
た
め
に
午
前
中
か
ら
部
屋
を
用
意
し
た
り

す
る
な
ど
の
工
夫
を
し
て
い
ま
す
。「
八
丈
の
方
は
、
み
な
優や

さ

し
い

で
す
ね
。」と
お
客
さ
ん
に
言
わ
れ
る
の
が
と
て
も
う
れ
し
い
で
す
。

　

ま
た
、
光
る
き
の
こ
を
見
る
た
め
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
、
八
丈
島

の
自し

然ぜ
ん

を
よ
り
感
じ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

釣りをする観光客

ダイビング 東
とう

京
きょう

で島の宣
せん

伝
でん
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な
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専せ

ん

門も
ん

に
売
る
店
、
昔
か
ら
あ
る
「
い

ろ
い
ろ
な
物
を
売
っ
て
い
る
店
」、
ス
ー

パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

ダイビング

スーパーマーケットの中

いろいろな物を売っている店

電
でん

気
き

店
てん

時
と

計
けい

店
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買
い
物も

の

の
工く

ふ
う夫　

家
の
人
は
、
毎
日
の

よ
う
に
島
の
お
店
で
買
い
物
を
し
ま
す
。

良
い
品
物
を
安
い
値
段
で
買
う
な
ど
の
い

ろ
い
ろ
な
工
夫
を
し
て
い
ま
す
。

○�

日
づ
け
を
よ
く
見
た
り
す
る
な
ど
品
物

の
新
し
さ
や
産
地
に
気
を
付
け
て
買
う
。

○�

チ
ラ
シ
な
ど
に
よ
り
、
特
売
日
な
ど
に

気
を
付
け
て
、
ほ
し
い
物
を
安
く
買
う
。

○
カ
ー
ド
で
買
っ
て
ポ
イ
ン
ト
を
た
め
る
。

○�

台
風
な
ど
で
品
物
が
入
荷
し
な
い
と
予

想
さ
れ
る
時
は
、
買
い
だ
め
を
し
て
お
く
。

　

他
に
は
ど
ん
な
工
夫
を
し
て
い
る
か
家

の
人
に
聞
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

島
で
は
、
多
く
の
人
が
車
を
利
用
し
て

買
い
物
を
し
て
い
ま
す
。

　

離り

島
で
あ
る
八は

ち

丈
じ
ょ
う

島じ
ま

ま
で
商

し
ょ
う

品ひ
ん

を
運は

こ

ぶ

に
は
、
船ふ

ね

や
飛ひ

行こ
う

機き

を
使つ

か

っ
て
島
ま
で
運

び
、
そ
れ
か
ら
自じ

動ど
う

車し
ゃ

で
お
店
ま
で
運
び

ま
す
。
そ
の
た
め
、
品
物
が
お
店
に
届と

ど

く

ま
で
、
日
数
が
か
か
り
ま
す
。
ま
た
、
運

ぶ
た
め
の
費ひ

用よ
う

や
、
品
物
を
傷い

た

め
な
い
た

め
の
費
用
が
、
品
物
の
値ね

段だ
ん

に
含
ま
れ
た

り
も
し
ま
す
。

　

こ
の
頃ご

ろ

は
、
テ
レ
ビ
や
カ
タ
ロ
グ
な
ど

に
よ
っ
て
注

ち
ゅ
う

文も
ん

す
る
通つ

う

信し
ん

販は
ん

売ば
い

（
通つ

う

販は
ん

）

や
パ
ソ
コ
ン
に
よ
る
買
い
物
（
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
）
を
利り

用よ
う

す
る
家か

庭て
い

が
増ふ

え
て
い
ま
す
。
中
に
は
、
外
国
に

注
ち
ゅ
う

文も
ん

す
る
人
も
い
る
そ
う
で
す
。

　

店
に
来
る
品し

な

物も
の　

店
に
は
い
ろ
い
ろ
な

品
物
が
な
ら
べ
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の

品
物
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
で
し
ょ
う
。

あ
る
お
店
の
人
の
話

　

う
ち
で
は
野や

菜さ
い

・
果く

だ

物も
の

・
お
菓か

子し

な
ど
、
大だ

い

部ぶ

分ぶ
ん

は
都と

内な
い

か
ら
送お

く

っ

て
も
ら
い
ま
す
。

　

問と
ん

屋や

さ
ん
と
オ
ン
ラ

イ
ン
で
結む

す

ん
で
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
で
注

ち
ゅ
う

文も
ん

し
て
い

ま
す
。ま
た
直

ち
ょ
く

接せ
つ

、送
っ

て
も
ら
う
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

　

島と
う

内な
い

か
ら
の
仕し

入い

れ

は
、
パ
ン
、
と
う
ふ
な

ど
で
す
。

品物はどこから来るか

外国から来るもの

北海道

青
森

山梨

静岡

八丈島

京都

愛媛
佐賀

熊本

東
京やまなし

しずおかきょうと

 え ひめ

くまもと

さ　が

タイワン
フィリピン

ニュージーランド

オースト
ラリア

アメリカ
（オレンジ）

（牛肉）

（キウイ）

（バナナ）
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㈥
　
建け

ん

設せ
つ

の
仕し

事ご
と

　

左
の
写し

ゃ

真し
ん

は
横よ

こ

間ま

道ど
う

路ろ

の
写
真
で
す
。

こ
の
道
路
は
、
坂さ

か

下し
た

地
域
と
坂さ

か

上う
え

地
域
を

結む
す

ぶ
と
て
も
大だ

い

事じ

な
道
路
で
す
。

　

ま
た
、
横
間
の
展て

ん

望ぼ
う

台だ
い

か
ら
見
え
る
八

丈
富ふ

士じ

や
八
丈
小
島
は
、
す
ば
ら
し
い
景け

色し
き

で
観か

ん

光こ
う

の
名め

い

所し
ょ

に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　

東と
う

京
き
ょ
う

都と

で
は
、
こ
の
道
路
を
よ
り
安あ

ん

全ぜ
ん

に
安
心
し
て
通
れ

る
よ
う
に
す
る
た

め
に
、
六
十
一
億お

く

円
も
の
お
金
と
、

十
年
以
上
の
期き

間か
ん

を
か
け
て
工
事
を

お
こ
な
い
、
完か

ん

成せ
い

さ
せ
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な

仕
事
を
建
設
の

仕
事
と
い
い
ま

す
。

　

こ
の
ほ
か
、

港み
な
とを
つ
く
り
か

え
た
り
、
道
路

を
広
げ
た
り
す

る
た
め
の
工
事

や
、
学
校
や
役や

く

所し
ょ

な
ど
を
た
て

た
り
、
み
な
さ

ん
の
家
を
た
て

る
の
も
建
設
の
仕
事
で
す
。

　

八
丈
島
に
は
建
設
の
仕
事
を
し
て
い
る

人
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

　

商
し
ょ
う

店て
ん

の
工
夫　

お
店
で
は
ど
ん
な
工
夫

や
努ど

力り
ょ
くを
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
ス
ー

パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
お
じ
さ
ん
に
話
を
聞

き
ま
し
た
。

　

遠
く
か
ら
で
も
来
ら
れ
る
よ
う
に
、
駐

ち
ゅ
う

車し
ゃ

場じ
ょ
うを

つ
く
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
交こ

う

通つ
う

の
不ふ

便べ
ん

な
八
丈
島
で
は
と
て
も
大
事
な
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、
地ち

域い
き

の
み
な
さ
ん
に
よ
ろ
こ
ん
で
も

ら
う
た
め
に
高こ

う

価か

な
品
物
や
専せ

ん

門も
ん

店
で
あ
つ
か

う
よ
う
な
商

し
ょ
う

品ひ
ん

で
も
特と

く

別べ
つ

に
そ
れ
だ
け
東と

う

京
き
ょ
う

な
ど
か
ら
と
り
よ
せ
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
に
、
安
売
り
の

日
を
つ
く
っ
た
り
、
よ

い
品
物
を
い
つ
で
も
そ

ろ
え
て
お
く
た
め
の
工

夫
な
ど
も
し
て
い
ま
す
。

　

台
風
な
ど
の
時
は
欠

航
に
な
り
、
困こ

ま

り
ま
す
。

　

商
し
ょ
う

店て
ん

は
商

し
ょ
う

工こ
う

会
に
入
っ
て
、
力
を
合
わ

せ
て
い
ま
す
。

　

商
工
会
は
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
売
り

上
げ
が
増
え
る
か
、
お
店
で
働

は
た
ら
く
人
た
ち

が
気き

持も

ち
よ
く
働
け
る
よ
う
に
す
る
に
は

ど
う
す
る
か
、
な
ど
の
講こ

う

習
し
ゅ
う

会
を
開ひ

ら

い
た

り
し
て
い
ま
す
。

　

夏
に
な
る
と
八
丈
島
夏
祭ま

つ

り
、
十
二
月

に
は
福ふ

く

引び

き
大
売
り
出
し
な
ど
を
し
て
、

お
客

き
ゃ
く

さ
ん
を
集あ

つ

め
る
こ
と
も
し
て
い
ま
す
。

お金を支払う機械

夏祭り

大売り出しの福引き
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㈥
　
建け

ん

設せ
つ

の
仕し

事ご
と

　

左
の
写し

ゃ

真し
ん

は
横よ

こ

間ま

道ど
う

路ろ

の
写
真
で
す
。

こ
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道
路
は
、
坂さ

か

下し
た

地
域
と
坂さ

か

上う
え

地
域
を

結む
す

ぶ
と
て
も
大だ

い

事じ

な
道
路
で
す
。

　

ま
た
、
横
間
の
展て

ん

望ぼ
う

台だ
い

か
ら
見
え
る
八

丈
富ふ

士じ

や
八
丈
小
島
は
、
す
ば
ら
し
い
景け

色し
き

で
観か

ん

光こ
う

の
名め

い

所し
ょ

に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　

東と
う

京
き
ょ
う

都と

で
は
、
こ
の
道
路
を
よ
り
安あ

ん

全ぜ
ん

に
安
心
し
て
通
れ

る
よ
う
に
す
る
た

め
に
、
六
十
一
億お

く

円
も
の
お
金
と
、

十
年
以
上
の
期き

間か
ん

を
か
け
て
工
事
を

お
こ
な
い
、
完か

ん

成せ
い

さ
せ
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な

仕
事
を
建
設
の

仕
事
と
い
い
ま

す
。

　

こ
の
ほ
か
、

港み
な
とを
つ
く
り
か

え
た
り
、
道
路

を
広
げ
た
り
す

る
た
め
の
工
事

や
、
学
校
や
役や

く

所し
ょ

な
ど
を
た
て

た
り
、
み
な
さ

ん
の
家
を
た
て

る
の
も
建
設
の
仕
事
で
す
。

　

八
丈
島
に
は
建
設
の
仕
事
を
し
て
い
る

人
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

横間道路（平成６年４月に完成）

道路を広げる工事

お金を支払う機械

夏祭り

大売り出しの福引き
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黄
八
丈
の
仕
事
を
し
て
い
る
お
ば
さ
ん

は
、
次つ

ぎ

の
よ
う
に
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

島し
ま

酒ざ
け　

八
丈
島
に
は
、
酒
を
つ
く
る
工

場
が
四
つ
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
主
に

さ
つ
ま
い
も
や
麦む

ぎ

を
使つ

か

っ
て
、
焼
酎
（
島

酒
）
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

　

つ
く
ら
れ
た
島
酒
は
、
島
内
を
は
じ
め
、

島
外
に
も
送お

く

ら
れ
て
い
ま

す
。
今
で
は

観か
ん

光こ
う

み
や
げ

に
も
な
っ
て

い
ま
す
。

㈦
　
古
く
か
ら
島
に
伝
わ
る
仕し

事ご
と

　

黄き

八は
ち

丈じ
ょ
うは
、
八
丈
島
に
昔
か
ら
伝
わ
る

大だ
い

事じ

な
仕
事
で
伝で

ん

統と
う

的て
き

工こ
う

芸げ
い

品ひ
ん

と
し
て
国

か
ら
も
指し

定て
い

を
受う

け
て
い
ま
す
。�

㊷

座
ざ

繰
ぐ

 り機
き

で糸をひく（今は、糸を島
とう

外
がい

からとりよせている）。

かんそうしたカリヤス

はたおり

ふ
し
づ
け

沼ぬ
ま

づ
け

1
　 

た
て
糸
に
の
り
づ
け

を
す
る
。

2
　
糸
く
り

　
　（
わ
く
に
と
る
）

3
　
せ
い
け
い

　
　（�

た
て
糸
千
五
百
本

ぐ
ら
い
）

4
　
せ
い
し
ょ
く

　
　 

た
て
糸
を
か
け
て
、

お
り
始
め
る
。

はたおりまで

ま
ゆ

糸
ひ
き

そ
め
る

は
た
お
り

黄

か
ば

黒

カ
リ
ヤ
ス
（
コ
ブ
ナ
グ
サ
）

●
か
ん
そ
う
し
た
カ
リ
ヤ
ス
を
せ

　ん
じ
る
。

●
ふ
し
づ
け
（
し
る
に
つ
け
る
）
。

●
あ
く
づ
け
（
ツ
バ
キ
・
サ
カ
キ

　
　
　
　
　
　の
は
い
）
。

●
か
ん
そ
う
さ
せ
る
。

ま
だ
み
（
タ
ブ
ノ
キ
）

●
三
十
年
以
上
た
っ
た
木

●
生
皮
を
せ
ん
じ
て
、
そ
の
中
に

　や
き
ば
い
を
入
れ
て
、
ふ
し
づ

　け
（
何
回
も
く
り
か
え
す
）
。

●
あ
く
づ
け
。

い
　じ
ょ
う

な
ま
か
わ

シ
イ
（
ス
ダ
ジ
イ
）

●
か
ん
そ
う
し
た
シ
イ
の
皮
を
七
、

　八
時
間
ぐ
ら
い
せ
ん
じ
る
。

●
ふ
し
づ
け
は
黄
・
か
ば
と
同
じ
。

●
沼
づ
け
（
鉄
分
の
多
い
ど
ろ
田
）
。

ぬ
ま

て
つ
ぶ
ん

お
お

（
五
十
日
）

（
四
十
日
）

（
三
十
日
）

黄八丈が作られるまで
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黄
八
丈
の
仕
事
を
し
て
い
る
お
ば
さ
ん

は
、
次つ

ぎ

の
よ
う
に
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

カ
リ
ヤ
ス
を
干ほ

し
て
い
る
と
き
、
急

き
ゅ
う

に
雨

が
降ふ

っ
て
く
る
と
、
家
中
の
人
が
総そ

う

出で

で
取と

り
込こ

ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
れ

は
、
少
し
で
も
雨
に
ぬ
れ
る
と
、
色
が
落
ち

て
、
染そ

め
る
と
き
に
い
い
色
に
染
ま
ら
な
い

か
ら
で
す
。

　

ま
た
、
の
り
づ
け
に
よ
っ
て
、
う
ま
く
織お

れ
る
か
ど
う
か
が
き
ま
る
の
で
、
す
ご
く
神

経
を
使
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
は
、
黄
八
丈
を
守ま

も

り
続
け
て
い

く
た
め
に
、
若
い
人
の
手
が
必
要
で
す
。

　

島し
ま

酒ざ
け　

八
丈
島
に
は
、
酒
を
つ
く
る
工

場
が
四
つ
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
主
に

さ
つ
ま
い
も
や
麦む

ぎ

を
使つ

か

っ
て
、
焼
酎
（
島

酒
）
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

　

つ
く
ら
れ
た
島
酒
は
、
島
内
を
は
じ
め
、

島
外
に
も
送お

く

ら
れ
て
い
ま

す
。
今
で
は

観か
ん

光こ
う

み
や
げ

に
も
な
っ
て

い
ま
す
。

座
ざ

繰
ぐ

 り機
き

で糸をひく（今は、糸を島
とう

外
がい

からとりよせている）。

かんそうしたカリヤス

島酒をつくっているようす
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ほ
か
に
は
、
昔
の
人
々
が
生
活
し
て
い

た
所

と
こ
ろ

を
掘
っ
て
み
る
方ほ

う

法ほ
う

（
発は

っ

掘く
つ

）、
言い

い
伝つ

た

え
や
昔
話
を
調
べ
る
方
法
、
昔
書
か

れ
た
も
の
（
古こ

文も
ん

書じ
ょ

）
を
読
む
方
法
な
ど

が
あ
り
ま
す
。

　

年
表
を
み
て　

こ
れ
か
ら
、
八
丈
島
の

移
り
変
わ
り
を
、
次つ

ぎ

の
八
つ
に
分
け
て
学が

く

習し
ゅ
うし

て
い
き
ま
す
。

　

㈠　

大お
お

昔む
か
しの
八
丈
島

　

㈡　

室む
ろ

町ま
ち

時じ

代だ
い

の
八
丈
島

　

㈢　

江え

戸ど

時
代
の
八
丈
島

　

㈣　

戦せ
ん

争そ
う

前
ま
で
の
八
丈
島

　

㈤　

戦
争
中
の
八
丈
島

　

㈥　

戦
争
後
の
八
丈
島

　

㈦　

八
丈
町
の
誕た

ん

生じ
ょ
う

　

　

㈧　

昔
か
ら
伝
わ
る
も
の

　

こ
の
本
の
う
し
ろ
に
八
丈
島
の
で
き
ご

と
の
年
表
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
も
利り

用よ
う

し

な
が
ら
学
習
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

四
　
八
丈
島
の
移
り
変
わ
り

　

わ
た
し
た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
、
今
の
八

丈
島
の
よ
う
す
や
島
の
人
た
ち
の
仕し

事ご
と

、

く
ら
し
の
工
夫
な
ど
を
調し

ら

べ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
今
の
よ
う
に
な
る
ま
で
に
は
、

い
ろ
い
ろ
な
で
き
ご
と
や
人
々
の
苦く

労ろ
う

な

ど
が
あ
り
ま
し
た
。

　

昔
を
訪た

ず

ね
て　

上
の　

の
写し

ゃ

真し
ん

は
、
太た

い

平へ
い

洋よ
う

戦せ
ん

争そ
う

の
と
き
、
八
丈
島
の
人
を
乗の

せ

た
疎そ

開か
い

船せ
ん

「
東と

う

光こ
う

丸ま
る

」
が
沈し

ず

め
ら
れ
、
多お

お

く
の
人
が
命

い
の
ち

を
な
く
し
た
悲か

な

し
い
で
き
ご

と
を
し
る
し
た
石せ

き

碑ひ

で
す
。　

・　

・　

の
写
真
は
、
昔
の
八
丈
島
の
人
々
が
使つ

か

っ

た
道ど

う

具ぐ

で
す
。
⑭

　

昔
の
よ
う
す
を
知
る
に
は
、
こ
の
よ
う

に
、
残の

こ

っ
て
い
る
昔
の
物
を
調し

ら

べ
る
や
り

方
が
あ
り
ま
す
。

①

②

③

④

①東光丸の碑
ひ

（末吉、台
だい

ケ
が

原
ら

）③水がめ④自
じ

在
ざい

かぎ

②ランプ
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ほ
か
に
は
、
昔
の
人
々
が
生
活
し
て
い

た
所

と
こ
ろ

を
掘
っ
て
み
る
方ほ

う

法ほ
う

（
発は

っ

掘く
つ

）、
言い

い
伝つ

た

え
や
昔
話
を
調
べ
る
方
法
、
昔
書
か

れ
た
も
の
（
古こ

文も
ん
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ょ
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を
読
む
方
法
な
ど

が
あ
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ま
す
。
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、
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の
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変
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を
、
次つ

ぎ

の
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に
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す
。
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代だ
い

の
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時
代
の
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戦せ
ん
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う

前
ま
で
の
八
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戦
争
中
の
八
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島

　

㈥　

戦
争
後
の
八
丈
島

　

㈦　

八
丈
町
の
誕た

ん

生じ
ょ
う
　

　

㈧　

昔
か
ら
伝
わ
る
も
の

　

こ
の
本
の
う
し
ろ
に
八
丈
島
の
で
き
ご

と
の
年
表
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
も
利り

用よ
う

し

な
が
ら
学
習
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

わ
た
し
た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
、
今
の
八

丈
島
の
よ
う
す
や
島
の
人
た
ち
の
仕し

事ご
と

、

く
ら
し
の
工
夫
な
ど
を
調し

ら

べ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
今
の
よ
う
に
な
る
ま
で
に
は
、

い
ろ
い
ろ
な
で
き
ご
と
や
人
々
の
苦く

労ろ
う

な

ど
が
あ
り
ま
し
た
。

　

昔
を
訪た

ず

ね
て　

上
の　

の
写し

ゃ

真し
ん

は
、
太た

い

平へ
い

洋よ
う

戦せ
ん

争そ
う

の
と
き
、
八
丈
島
の
人
を
乗の

せ

た
疎そ

開か
い

船せ
ん

「
東と

う

光こ
う

丸ま
る

」
が
沈し

ず

め
ら
れ
、
多お

お

く
の
人
が
命

い
の
ち

を
な
く
し
た
悲か

な

し
い
で
き
ご

と
を
し
る
し
た
石せ

き

碑ひ

で
す
。　

・　

・　

の
写
真
は
、
昔
の
八
丈
島
の
人
々
が
使つ

か

っ

た
道ど

う

具ぐ

で
す
。
⑭

　

昔
の
よ
う
す
を
知
る
に
は
、
こ
の
よ
う

に
、
残の

こ

っ
て
い
る
昔
の
物
を
調し

ら

べ
る
や
り

方
が
あ
り
ま
す
。

①

②

③

④

各
かく

地
ち

区
く

の昔をさがす手がかり

裏
うら

見
み

ヶ
が

滝
たき

の用水（中
なか

之
の

郷
ごう

）

水
の
碑
（
末す

え

吉よ
し

）

「
数す

う

術
じ
ゅ
つ

初し
ょ

入に
ゅ
う」（

歴れ
き

史し

民み
ん

俗ぞ
く

資し

料
り
ょ
う

館か
ん

）

ほ
う
そ
う
の
碑
（
三み

つ

根ね

）

いぶりやの池（樫
かし

立
たて

）
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う
な
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

①�

八
丈
に
は
、
七
千
年
ほ
ど
前
か
ら
人
が

住
ん
で
い
た
こ
と
。
し
か
し
、
ず
っ
と

住
み
続つ

づ

け
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
。

こ
れ
は
、
人
の
住
ん
で
い
た
あ
と
や
出

た
炭す

み

を
調し

ら

べ
て
わ
か
り
ま
し
た
。

②�

人
々
は
、
島
伝づ

た

い
に
移
っ
て
来
て
、
ま

た
移
っ
て
行
っ
た
、
あ
る
い
は
死し

に
絶た

え
た
こ
と
。
そ
れ
は
、
遺
跡
の
規き

模ぼ

、

神こ
う

津ず

島し
ま

産さ
ん

の
黒こ

く

曜よ
う

石せ
き

の
矢や

じ
り
や
本
土

か
ら
持も

ち
込こ

ん
だ
土ど

器き

、
丸
木
舟
を

作
っ
た
と
思
わ
れ
る
石せ

っ

器き

が
出
て
い
る

こ
と
か
ら
わ
か
り
ま
し
た
。

③�

水
が
近
く
に
あ
り
、
木
の
実み

や
山
い
も
、

魚
・
貝
・
鳥
な
ど
が
手
に
入
り
や
す
い

場
所
に
住
ん
で
い
た
こ
と
。
倉
輪
遺
跡

時じ

代だ
い

に
、
犬
や
イ
ノ
シ
シ
の
骨
が
た
く

さ
ん
出
て
い
る
こ
と
か
ら
、
以い

前ぜ
ん

に
持

ち
込
ん
で
増
え
た
イ
ノ
シ
シ
を
狩か

り
し

た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

生
活
は
、
自し

然ぜ
ん

の
き
び
し
さ
や
食
べ
物

が
限か

ぎ

ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
か
な

り
た
い
へ
ん
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

㈠
　
大
昔
の
八
丈
島

　

八
丈
島
に
は
数
千
年
前
か
ら
人
が
住す

ん

で
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

人
た
ち
は
、
丸ま

る

太た

を
石
の
道ど

う

具ぐ

で
彫ほ

っ
て

船
を
つ
く
り
、
黒く

ろ

潮し
お

を
渡わ

た

っ
て
来
た
の
で

し
た
。
そ
の
こ
ろ
の
よ
う
す
は
、
次
の
遺

跡
の
発は

っ

掘く
つ

の
結け

っ

果か

か
ら
、
わ
か
っ
た
も
の

で
す
。

　

湯ゆ

浜ば
ま

遺い

跡せ
き

・
倉く

ら

輪わ

遺
跡　

両
方
の
遺
跡

と
も
、
樫か

し

立た
て

の
元
温
泉せ

ん

ホ
テ
ル
の
敷し

き

地ち

内

で
発は

っ

見け
ん

さ
れ
ま
し
た
。

　

湯
浜
遺
跡
は
、
昭

し
ょ
う

和わ

三
十
七
年
の
夏
に
、

三
原
中
学
校
の
生
徒と

が
磨み

が

か
れ
た
石
お
の

を
発
見
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
、

調
ち
ょ
う

査さ

が
始は

じ

め
ら
れ
ま
し
た
。
㊻

　

倉
輪
遺
跡
は
、
昭
和
五
十
二
年
に
発
見

さ
れ
、
人じ

ん

骨こ
つ

や
耳
か
ざ
り
、
ペ
ン
ダ
ン
ト
、

犬
や
た
く
さ
ん
の
イ
ノ
シ
シ
の
骨ほ

ね

な
ど
が

み
つ
か
り
ま
し
た
。
㊼

　

こ
れ
ら
の
遺
跡
の
調
査
か
ら
、
次
の
よ

石
せっ

器
き

・土器（湯浜遺跡）

竪
たて

穴
あな

住居跡の断面（白く細長い物は竹

串
くし

で、炭
すみ

粒
つぶ

を表す）（湯浜遺跡）
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う
な
こ
と
が
わ
か
っ
て
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ま
し
た
。

①�
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②�
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㈡
　
室む

ろ

町ま
ち

時
代
の
八
丈
島

　

室
町
時
代
の
末
の
八
丈
島　

八
丈
島
は
、

鎌
倉
時
代
に
は
幕ば

く

府ふ

に
よ
っ
て
直

ち
ょ
く

接せ
つ

治お
さ

め

ら
れ
、
ま
た
室
町
時
代
に
は
、
関か

ん

東と
う

管か
ん

領れ
い

で
あ
る
上う

え

杉す
ぎ

氏し

の
家け

来ら
い

で
あ
っ
た
、
神か

奈な

川が
わ

の
奥お

く

山や
ま

氏
に
よ
っ
て
支し

配は
い

さ
れ
ま
し
た
。

支
配
と
い
っ
て
も
、
三
年
に
一
度
ほ
ど
船

で
絹き

ぬ

織お
り

物も
の

を
運は

こ

ぶ
程て

い

度ど

で
し
た
。

　

室
町
時
代
の
末
に
な
る
と
、
神
奈
川
の

奥
山
氏
、
三み

浦う
ら

の
三
浦
氏
、
小お

田だ

原わ
ら

の
北ほ

う

条
じ
ょ
う

氏
の
争

あ
ら
そ

い
の
場
と
な
り
、
最さ

い

後ご

は
北
条

氏
が
勝

し
ょ
う

利り

し
ま
し
た
。

　

こ
の
争
い
の
原げ

ん

因い
ん

も
、「
丹た

ん

後ご

（
絹
織

物
）」
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

上
杉
氏
の
支
配
の
こ
ろ
か
ら「
丹
後
」に
つ

け
る
印

し
る
し
が
決き

ま
っ
て
い
て
、
北
条
氏
の
支

　

八や

重え

根ね

遺
跡　

八
重
根
漁ぎ

ょ

港こ
う

を
広
げ
る

工
事
を
行
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
地ち

層そ
う

の
中

に
三
つ
の
層そ

う

に
な
っ
て
含
ま
れ
る
、
弥や

よ
い生

時
代
か
ら
江え

戸ど

時
代
こ
ろ
の
遺
跡
が
発は

っ

見け
ん

さ
れ
ま
し
た
。

　

魚
や
海か

い

草そ
う

な
ど
を
煮
た
た
く
さ
ん
の
独ど

く

特と
く

な
土ど

器き

や
炉ろ

の
あ
と
、
糸い

と

を
つ
む
ぐ
道ど

う

具ぐ

、
鎌か

ま

倉く
ら

時
代
こ
ろ
に
本
土
で
使
わ
れ
た

中
国
の
お
金
、
ふ
い
ご
の
破は

片へ
ん

な
ど
も
出

し
ゅ
つ

土ど

し
て
い
ま
す
。
農の

う

業ぎ
ょ
うに

つ
い
て
は
、
稲い

ね

も
み
の
あ
と
が
つ
い
た
奈な

良ら

時
代
の
土
器

が
出
て
お
り
、
鎌
倉
・
室む

ろ

町ま
ち

時
代
の
イ
ネ
・

ア
ワ
・
オ
オ
ム
ギ
も
あ
り
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
の
地じ

震し
ん

の
時
に
、
で
き

た
地じ

割わ

れ
に
津つ

波な
み

の
海う

み

砂ず
な

が
入
り
込こ

ん
だ
も
の
も
見
つ

か
っ
て
い
ま
す
。

地割れの海砂

八重根遺跡から出たもの
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㈡
　
室む

ろ

町ま
ち

時
代
の
八
丈
島
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㈢
　
江え

戸ど

時じ

代だ
い

の
八
丈
島

　

流る

人に
ん

と
八
丈
島　

お
よ
そ
四
百
年
前
、

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
八
丈
島
は
幕ば

く

府ふ

に

直ち
ょ
く

接せ
つ

治お
さ

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、

多
く
の
流
人
が
送
ら
れ
て
く
る
所
に
な
り

ま
し
た
。
⑫

　

流
人
は
、
二
百
六
十
五
年
間
に
千
九
百

人
ほ
ど
に
な
っ
て
い
ま
す
。
流る

罪ざ
い

の
理り

由ゆ
う

に
は
そ
の
時
代
を
特と

く

徴ち
ょ
うづ
け
る
も
の
も
あ

り
、
現げ

ん

代だ
い

で
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
も

配
の
こ
ろ
に
は
、
年ね

ん

貢ぐ

が
「
鬼お

に

丸ま
る

」・「
蛇へ

び

丸
」
と
い
う
船
で
運は

こ

ば
れ
た
と
言
わ
れ
る

ほ
ど
で
、
八
丈
は
絹き

ぬ

の
産さ

ん

地ち

と
し
て
重

じ
ゅ
う

要よ
う

だ
っ
た
の
で
す
。

　

現げ
ん

在ざ
い

の
八
丈
島
に
は
、
奥お

く

山や
ま

・
菊き

く

池ち

・

浅あ
さ

沼ぬ
ま

（
長な

が

戸と

路ろ

）
な
ど
の
姓せ

い

が
多
く
あ
り

ま
す
。
こ
れ
ら
の
姓
は
、
代だ

い

官か
ん

と
し
て
八

丈
島
に
や
っ
て
来
て
、
そ
の
後
も
地じ

役や
く

人に
ん

や
神か

ん

主ぬ
し

な
ど
と
し
て
島
の
支し

配は
い

層そ
う

と
な
っ

た
家い

え

柄が
ら

に
関か

ん

係け
い

の
あ
る
姓
で
す
。

　

生
活
の
よ
う
す
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま

せ
ん
が
、
少
な
い
記き

録ろ
く

の
中
に
残の

こ

っ
て
い

る
も
の
を
見
る
と
、

噴ふ
ん

火か

や
飢き

饉き
ん

な
ど

で
苦
し
ん
だ
よ
う

す
が
わ
か
り
ま
す
。

龍り
ゅ
う

泉せ
ん

美び

記き

の
印

東と
う

壁へ
き

謹き
ん

封ぷ
う

の
印

古こ

文も
ん

書じ
ょ
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東京都公文書館蔵

「八丈島古文書類」より

小田原北条氏が使わ

せた丹後に付けた印

※日本では、けものの肉を食べることは、奈良時代から江戸時代まで許されていなかった。

　八丈島では、明治時代の初めでも牛を食べて処
しょ

罰
ばつ

されている。

『八丈実記』より

流罪理由が特徴的な八丈流人 （『八丈島流人銘々伝』より）

名　　前 流された期間 流罪になったできごとの内容など

宇
う

喜
き

多
た

秀
ひで

家
いえ

1606 ～ 1655 関ヶ原の戦いの西軍の総大将。家族や家来など 13人で流された。

　　　　 宗
そう

寿
じゅ

1683 ～ 1701 町人流人の初め。不
ふ

受
じゅ

不
ふ

施
せ

の罪で流された。

山
やま

本
もと

兵
ひょう

助
すけ

1687 ～ 1697 知人が吹き矢でツバメを射ているのを見ていたということで、生
しょう

類
るい

憐
あわ

れみの令
れい

で流された。

天
あま

野
の

五
ご

郎
ろう

太
だ

夫
ゆう

1687 ～ 1693 江戸城で井戸に蓋
ふた

をしておかなかったため、猫
ねこ

が落ちて死んだので、流された。（生類憐れみの令）

　　 伊
い

左
ざ

衛
え

門
もん

1687 ～ 1693 病気の馬を捨
す

てたというので流された。（生類憐れみの令）

　　三
さぶ

郎
ろう

左
ざ

衛
え

門
もん

1775 ～ 1816 飛
ひ

騨
だ

（岐阜県）の有名な百姓一
いっ

揆
き

のリーダーであった。

折
おり

田
た

与
よ

右衛
え

門
もん

1792 ～ 1807 藩
はん

主
しゅ

（鹿
か

児
ご

島
しま

藩
はん

）が、幕府が禁止していたツルをとったため、身代わりで流罪。

近
こん

藤
どう

富
とみ

蔵
ぞう

1827～ (1880) 探検家近藤重蔵の長男。隣
となり

の家の７人を殺
さっ

傷
しょう

して流罪になった。

佐
さ

々
さ

木
き

卯
う

之
の

助
すけ

1836 ～ 1868
飢
き

饉
きん

のため、農民に幕府の鉄砲場の開
かい

墾
こん

を勝手に許可したというので、青ヶ島に流され

た。赦免されたが、青ヶ島に残った。

梅
うめ

辻
つじ

則
のり

清
きよ

1847 ～ 1861 京都上
かみ

賀
か

茂
も

神
じん

社
じゃ

の神主。神道を広め、その影響が大きくなったため、流された。

丹
たん

宗
そう

庄
しょう

右衛
え

門
もん

1853 ～ 1868
回船業で鹿児島島津家の御用を勤めていたが、藩財政立て直しのために行った密

みつ

貿
ぼう

易
えき

の

罪で流された。

八
はち

郎
ろう

（ 八 老 ） 1860 ～ 1862 庄屋の息子だったが、水戸一揆に関係したというので流された。

鹿
か

島
しま

則
のり

文
ぶみ

1860 ～ 1868 鹿島神宮の宮司の長男。勤
きん

皇
のう

の志
し

士
し

であった。
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㈢
　
江え

戸ど

時じ

代だ
い

の
八
丈
島

　

流る

人に
ん

と
八
丈
島　

お
よ
そ
四
百
年
前
、

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
八
丈
島
は
幕ば

く

府ふ

に

直ち
ょ
く

接せ
つ

治お
さ

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、

多
く
の
流
人
が
送
ら
れ
て
く
る
所
に
な
り

ま
し
た
。
⑫

　

流
人
は
、
二
百
六
十
五
年
間
に
千
九
百

人
ほ
ど
に
な
っ
て
い
ま
す
。
流る

罪ざ
い

の
理り

由ゆ
う

に
は
そ
の
時
代
を
特と

く

徴ち
ょ
うづ

け
る
も
の
も
あ

り
、
現げ

ん

代だ
い

で
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
も

配
の
こ
ろ
に
は
、
年ね

ん

貢ぐ

が
「
鬼お

に

丸ま
る

」・「
蛇へ

び

丸
」
と
い
う
船
で
運は

こ

ば
れ
た
と
言
わ
れ
る

ほ
ど
で
、
八
丈
は
絹き

ぬ

の
産さ

ん

地ち

と
し
て
重

じ
ゅ
う

要よ
う

だ
っ
た
の
で
す
。

　

現げ
ん

在ざ
い

の
八
丈
島
に
は
、
奥お

く

山や
ま

・
菊き

く

池ち

・

浅あ
さ

沼ぬ
ま

（
長な

が

戸と

路ろ

）
な
ど
の
姓せ

い

が
多
く
あ
り

ま
す
。
こ
れ
ら
の
姓
は
、
代だ

い

官か
ん

と
し
て
八

丈
島
に
や
っ
て
来
て
、
そ
の
後
も
地じ

役や
く

人に
ん

や
神か

ん

主ぬ
し

な
ど
と
し
て
島
の
支し

配は
い

層そ
う

と
な
っ

た
家い

え

柄が
ら

に
関か

ん

係け
い

の
あ
る
姓
で
す
。

　

生
活
の
よ
う
す
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま

せ
ん
が
、
少
な
い
記き

録ろ
く

の
中
に
残の

こ

っ
て
い

る
も
の
を
見
る
と
、

噴ふ
ん

火か

や
飢き

饉き
ん

な
ど

で
苦
し
ん
だ
よ
う

す
が
わ
か
り
ま
す
。
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流人の墓
はか

梅
うめ

辻
つじ

規
のり

清
きよ

（中
なか

之
の

郷
ごう

）

宇
う

喜
き

多
た

秀
ひで

家
いえ

（大
おお

賀
が

郷
ごう

）

流罪理由が特徴的な八丈流人 （『八丈島流人銘々伝』より）

名　　前 流された期間 流罪になったできごとの内容など

宇
う

喜
き

多
た

秀
ひで

家
いえ

1606 ～ 1655 関ヶ原の戦いの西軍の総大将。家族や家来など 13人で流された。

　　　　 宗
そう

寿
じゅ

1683 ～ 1701 町人流人の初め。不
ふ

受
じゅ

不
ふ

施
せ

の罪で流された。

山
やま

本
もと

兵
ひょう

助
すけ

1687 ～ 1697 知人が吹き矢でツバメを射ているのを見ていたということで、生
しょう

類
るい

憐
あわ

れみの令
れい

で流された。

天
あま

野
の

五
ご

郎
ろう

太
だ

夫
ゆう

1687 ～ 1693 江戸城で井戸に蓋
ふた

をしておかなかったため、猫
ねこ

が落ちて死んだので、流された。（生類憐れみの令）

　　 伊
い

左
ざ

衛
え

門
もん

1687 ～ 1693 病気の馬を捨
す

てたというので流された。（生類憐れみの令）

　　三
さぶ

郎
ろう

左
ざ

衛
え

門
もん

1775 ～ 1816 飛
ひ

騨
だ

（岐阜県）の有名な百姓一
いっ

揆
き

のリーダーであった。

折
おり

田
た

与
よ

右衛
え

門
もん

1792 ～ 1807 藩
はん

主
しゅ

（鹿
か

児
ご

島
しま

藩
はん

）が、幕府が禁止していたツルをとったため、身代わりで流罪。

近
こん

藤
どう

富
とみ

蔵
ぞう

1827～ (1880) 探検家近藤重蔵の長男。隣
となり

の家の７人を殺
さっ

傷
しょう

して流罪になった。

佐
さ

々
さ

木
き

卯
う

之
の

助
すけ

1836 ～ 1868
飢
き

饉
きん

のため、農民に幕府の鉄砲場の開
かい

墾
こん

を勝手に許可したというので、青ヶ島に流され

た。赦免されたが、青ヶ島に残った。

梅
うめ

辻
つじ

則
のり

清
きよ

1847 ～ 1861 京都上
かみ

賀
か

茂
も

神
じん

社
じゃ

の神主。神道を広め、その影響が大きくなったため、流された。

丹
たん

宗
そう

庄
しょう

右衛
え

門
もん

1853 ～ 1868
回船業で鹿児島島津家の御用を勤めていたが、藩財政立て直しのために行った密

みつ

貿
ぼう

易
えき

の

罪で流された。

八
はち

郎
ろう

（ 八 老 ） 1860 ～ 1862 庄屋の息子だったが、水戸一揆に関係したというので流された。

鹿
か

島
しま

則
のり

文
ぶみ

1860 ～ 1868 鹿島神宮の宮司の長男。勤
きん

皇
のう

の志
し

士
し

であった。
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飢き

饉き
ん

と
さ
つ
ま
い
も　

八
丈
島
は
台
風

な
ど
に
よ
る
大
風
・
潮し

お

の
吹ふ

き
上
げ
が
多

く
、
虫
や
ネ
ズ
ミ
の
被ひ

害が
い

も
あ
り
、
は
や

り
病

や
ま
い

の
た
め
作
づ
け
が
で
き
な
い
な
ど
、

よ
く
飢
饉
に
襲お

そ

わ
れ
ま
し
た
。
離り

島と
う

で
あ

る
こ
と
や
流
人
が
多
か
っ
た
こ
と
も
、
そ

の
被
害
を
大
き
く
し
て
い
ま
し
た
。

　

流
人
の
抜
け
船
や
暴
動
も
飢
饉
に
関か

ん

係け
い

が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
明め

い

治じ

維い

新し
ん

の
と
き
に
、
人じ

ん

口こ
う

八
千
人
に
対た

い

し
て
、

三
百
五
十
人
が
罪
を
許ゆ

る

さ
れ
ま
し
た
。
そ

れ
ほ
ど
、
流
人
が
た
く
さ
ん
い
た
の
で
す
。

し
か
も
、
八
丈
島
で
は
結け

っ

婚こ
ん

し
て
子
供
の

い
る
流
人
も
い
ま
し
た
。

　

飢
饉
に
つ
い
て
は
、
中な

か

之の

郷ご
う

の
「
冥め

い

福ふ
く

之の

碑ひ

」、
民み

ん

話わ

の「
こ
ん
き
ゅ
う
坂ざ

か

」、「
と

の
も
あ
り
ま
す
。

　

流
人
の
中
に
は
、
武ぶ

士し

や
お
坊ぼ

う

さ
ん
、

大だ
い

工く

さ
ん
の
よ
う
な
学が

く

問も
ん

や
技ぎ

術じ
ゅ
つを
身
に

付
け
た
人
も
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
人
た

ち
は
、
村
の
書し

ょ

記き

を
や
っ
た
り
、
教

き
ょ
う

育い
く

を

し
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
技
術
を
伝つ

た

え
た
り

し
て
、
島
に
と
っ
て
大た

い

切せ
つ

な
人
々
と
な
り

ま
し
た
。

　

特と
く

に
江え

戸ど

時
代
の
初は

じ

め
百
年
く
ら
い
は
、

武
士
や
お
坊
さ
ん
が
多
く
、
し
か
も
人
数

も
少
な
か
っ
た
の
で
、
島
の
人
々
も
流る

人に
ん

を
大
切
に
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
は
、
毎
年
た
く
さ
ん

の
流
人
が
送
り
こ
ま
れ
、し
か
も
、罪つ

み

の
内な

い

容よ
う

も
け
ん
か
や
か
け
ご
と
な
ど
が
増
え
て

き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、島
で
抜ぬ

け
舟（
島

抜
け
）
や
暴ぼ

う

動ど
う

な
ど
が
起
こ
る
よ
う
に
な

り
、
尊
敬
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

島に来てから特徴的なことがあった流人たち （『八丈島流人銘々伝』より）

名前 流された期間 特徴的な内容

和
わ

田
だ

藤
とう

左
ざ

衛
え

門
もん

1728 ～ 1769 サツマイモを切って干
ほ

した「きんぼし」を作った。

　　 勘
かん

兵
べ

衛
え

1768 ～ 1783 豆
とう

腐
ふ

の作り方を伝えた。

下
した

枝
えだ

采
うね

女
め

1769 ～ 1782 お多
た

福
ふく

豆
まめ

１粒を植えたことから、八丈島・小島に伝わった。

加
か

藤
とう

又
また

兵
べ

衛
え

1788 ～ 1793 樫立のいぶりやの池を造る指導をした。

辻
つじ

　　彦
ひこ

之
の

丞
じょう

1781 ～ 1838
島で初めて商売をした。

伊
い

辺
べ

定
じょう

左
ざ

衛
え

門
もん

1792 ～ 1838

近
こん

藤
どう

富
とみ

蔵
ぞう

1827～ (1880)

島のことを調べたりして『八丈実記』を書き残した。家系図・木や石の彫刻を残す。

公立学校ができる前の、末吉や三根の学校の教員を勤めた。明治13年に赦免さ

れ東京に出たが、島に戻
もど

って死んだ。

（石
いし

工
く

）仙
せん

次
じ

郎
ろう

1834 ～ 1856 石を切りだして石
せき

碑
ひ

を作り、文字を刻むことを教えた。

（佐
さはらの

原）喜
き

三
さぶ

郎
ろう

1836 ～ 1838 博
ばく

打
ち

の罪で流されたが、２年後に仲間７人と抜け船し、本土にたどり着いた。

　　利
り

右衛
え

門
もん

1843 ～ 1860
1860（万延元）年におきた、流人30人ほどによる「利右衛門騒

そう

動
どう

」のリーダー。

騒動は失敗し、皆無
む

残
ざん

な最期を遂
と

げた。

石
いし

山
やま

留
とめ

五
ご

郎
ろう

1844 ～不明 島一の大工。末吉長
なが

戸
と

路
ろ

家
け

再建の棟
とう

梁
りょう

。

梅
うめ

辻
つじ

則
のり

清
きよ

1847 ～ 1861 学者で、中之郷の子どもたちに読み・書き・ソロバンを教えた。

丹
たん

宗
そう

庄
しょう

右衛
え

門
もん

1853 ～ 1868 サツマイモから「しょうちゅう」を造ることを教えた。

八
はち

郎
ろう

（八老） 1860 ～ 1862 末吉に蚕の飼い方を教え、そのため末吉地域は潤
うるお

った。

鹿
か

島
しま

則
のり

文
ぶみ

1860 ～ 1868
八丈島詩会を始めて、八丈八景を選んだ。明治維新よって赦免され、伊勢神宮

や鹿島神宮の神主になった。

平
ひら

川
かわ

親
ちか

義
よし

1869 ～ 1873 末吉の長戸路敦
あつ

行
ゆき

と島で最初の学校、末吉夕学黌をつくる。
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飢き

饉き
ん

と
さ
つ
ま
い
も　

八
丈
島
は
台
風

な
ど
に
よ
る
大
風
・
潮し

お

の
吹ふ

き
上
げ
が
多

く
、
虫
や
ネ
ズ
ミ
の
被ひ

害が
い

も
あ
り
、
は
や

り
病

や
ま
い

の
た
め
作
づ
け
が
で
き
な
い
な
ど
、

よ
く
飢
饉
に
襲お

そ

わ
れ
ま
し
た
。
離り

島と
う

で
あ

る
こ
と
や
流
人
が
多
か
っ
た
こ
と
も
、
そ

の
被
害
を
大
き
く
し
て
い
ま
し
た
。

　

流
人
の
抜
け
船
や
暴
動
も
飢
饉
に
関か

ん

係け
い

が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
明め

い

治じ

維い

新し
ん

の
と
き
に
、
人じ

ん

口こ
う

八
千
人
に
対た

い

し
て
、

三
百
五
十
人
が
罪
を
許ゆ

る

さ
れ
ま
し
た
。
そ

れ
ほ
ど
、
流
人
が
た
く
さ
ん
い
た
の
で
す
。

し
か
も
、
八
丈
島
で
は
結け

っ

婚こ
ん

し
て
子
供
の

い
る
流
人
も
い
ま
し
た
。

　

飢
饉
に
つ
い
て
は
、
中な

か

之の

郷ご
う

の
「
冥め

い

福ふ
く

之の

碑ひ

」、
民み

ん

話わ

の「
こ
ん
き
ゅ
う
坂ざ

か

」、「
と

の
も
あ
り
ま
す
。

　

流
人
の
中
に
は
、
武ぶ

士し

や
お
坊ぼ

う

さ
ん
、

大だ
い

工く

さ
ん
の
よ
う
な
学が

く

問も
ん

や
技ぎ

術じ
ゅ
つを

身
に

付
け
た
人
も
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
人
た

ち
は
、
村
の
書し

ょ

記き

を
や
っ
た
り
、
教

き
ょ
う

育い
く

を

し
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
技
術
を
伝つ

た

え
た
り

し
て
、
島
に
と
っ
て
大た

い

切せ
つ

な
人
々
と
な
り

ま
し
た
。

　

特と
く

に
江え

戸ど

時
代
の
初は

じ

め
百
年
く
ら
い
は
、

武
士
や
お
坊
さ
ん
が
多
く
、
し
か
も
人
数

も
少
な
か
っ
た
の
で
、
島
の
人
々
も
流る

人に
ん

を
大
切
に
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
は
、
毎
年
た
く
さ
ん

の
流
人
が
送
り
こ
ま
れ
、し
か
も
、罪つ

み

の
内な

い

容よ
う

も
け
ん
か
や
か
け
ご
と
な
ど
が
増
え
て

き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、島
で
抜ぬ

け
舟（
島
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島に来てから特徴的なことがあった流人たち （『八丈島流人銘々伝』より）

名前 流された期間 特徴的な内容

和
わ

田
だ

藤
とう

左
ざ

衛
え

門
もん

1728 ～ 1769 サツマイモを切って干
ほ

した「きんぼし」を作った。

　　 勘
かん

兵
べ

衛
え

1768 ～ 1783 豆
とう

腐
ふ

の作り方を伝えた。

下
した

枝
えだ

采
うね

女
め

1769 ～ 1782 お多
た

福
ふく

豆
まめ

１粒を植えたことから、八丈島・小島に伝わった。

加
か

藤
とう

又
また

兵
べ

衛
え

1788 ～ 1793 樫立のいぶりやの池を造る指導をした。

辻
つじ

　　彦
ひこ

之
の

丞
じょう

1781 ～ 1838
島で初めて商売をした。

伊
い

辺
べ

定
じょう

左
ざ

衛
え

門
もん

1792 ～ 1838

近
こん

藤
どう

富
とみ

蔵
ぞう

1827～ (1880)

島のことを調べたりして『八丈実記』を書き残した。家系図・木や石の彫刻を残す。

公立学校ができる前の、末吉や三根の学校の教員を勤めた。明治13年に赦免さ

れ東京に出たが、島に戻
もど

って死んだ。

（石
いし

工
く

）仙
せん

次
じ

郎
ろう

1834 ～ 1856 石を切りだして石
せき

碑
ひ
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（佐
さはらの

原）喜
き

三
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1843 ～ 1860
1860（万延元）年におきた、流人30人ほどによる「利右衛門騒
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った。

鹿
か

島
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則
のり

文
ぶみ

1860 ～ 1868
八丈島詩会を始めて、八丈八景を選んだ。明治維新よって赦免され、伊勢神宮

や鹿島神宮の神主になった。

平
ひら

川
かわ

親
ちか

義
よし

1869 ～ 1873 末吉の長戸路敦
あつ

行
ゆき

と島で最初の学校、末吉夕学黌をつくる。
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こ
の
こ
ろ
の
ふ
つ
う
の
人
た
ち
の
食
事

は
、
夏
は
麦
、
冬
場
は
サ
ト
イ
モ
を
中
心

に
、
ア
ワ
や
ア
シ
タ
バ
な
ど
を
入
れ
た
ぞ

う
す
い
な
ど
を
食
べ
て
い
ま
し
た
。
サ
ツ

マ
イ
モ
が
広
ま
る
と
、
サ
ツ
マ
イ
モ
が
中

心
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
（
夏
は

『
切き

ん

干ぼ
し

』
を
食
べ
ま
し
た
）。

　

飢
饉
の
と
き
は
、
へ
ん
ご
・
ア
ザ
ミ
・

サ
ル
ト
リ
イ
バ
ラ
の
根ね

・
リ
ュ
ウ
ビ
ン
タ

イ
の
根
な
ど
も
食
べ
て
い
ま
し
た
。
�

　

流る

人に
ん

の
近こ

ん

藤ど
う

富と
み

蔵ぞ
う

が
、
飢
饉
の
と
き
に
、

末す
え

吉よ
し

の
長な

が

戸と

路ろ

家
に
頼た

の

ん
で
、
ア
ザ
ミ
の

根
を
掘
ら
せ
て
も
ら
い
、
う
れ
し
泣な

き
し

て
帰
っ
た
と
い
う
話
が
残の

こ

っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
八
丈
島
で
し
た
が
、
サ
ツ
マ

イ
モ
が
広
ま
る
と
、
飢
饉
は
少
な
く
な
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
サ
ツ
マ
イ
モ
は
、

八
丈
島
の
人
々
の
命

い
の
ち
を
救す

く

っ
た
食
べ
物
で

し
た
。

こ
ら
」、「
人
捨す

て
ヤ
ァ
」
な
ど
が
残の

こ

っ
て

い
ま
す
。

　

八
丈
島
で
は
、
サ
ツ
マ
イ
モ
が
広
ま
る

ま
で
は
毎
年
の
よ
う
に
飢き

饉き
ん

に
あ
っ
て
い

ま
し
た
。
幕ば

く

府ふ

も
、
食
べ
物
を
与あ

た

え
た
り
、

お
金
を
貸か

し
た
り
、
囲か

こ

い
倉く

ら

（
非
常
の
時
に

そ
な
え
て
こ
く
物
を
た
く
わ
え
る
倉
庫
）
を
作
ら

せ
た
り
、※
出で

百
び
ゃ
く

姓し
ょ
うを
さ
せ
る
な
ど
の
対た

い

策さ
く

を
と
り
ま
し
た
が
、
飢
饉
は
な
か
な
か

な
く
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

※
出
百
姓
は
、
よ
そ
の
土
地
に
出
て
行
っ
て
農
業
な
ど
を
す
る
こ
と

　
明め

い

和わ

三
年
（
１
７
６
６
）
か
ら
明
和
六
年
（
１
７
６
９
）
ま
で
の
四
年
間
、

作
物
が
ひ
ど
く
と
れ
な
か
っ
た
。
飢う

え

死じ

に
し
た
人
は
中
之
郷
村
で
七
百
三
十
三

人
、
生
き
残の

こ

っ
た
人
は
四
百
人
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

　
子し

孫そ
ん

で
あ
る
我わ

れ

々わ
れ

は
、そ
れ
を
思
う
と
悲か

な

し
く
て
し
か
た
が
な
い
。
そ
こ
で
、

み
ん
な
で
相そ

う

談だ
ん

し
て
、
こ
の
こ
と
を
石
に
彫ほ

っ
て
、
死
ん
だ
人
の
幸
せ
を
祈い

の

り
、

こ
の
こ
と
を
後
の
世
に
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。

�

明め
い

治じ

二
十
三
年
（
１
８
９
０
）
十
月

　
妻つ

ま

は
、
五
歳さ

い

の
女
の
子
と
二
歳
の
男
の
子
と
、
そ
し
て
、
自
分
三
人
が
飢う

え

死じ

に
し
な
い
よ
う
に
と
、
山
に
登
っ
た
り
、
野
原
に
行
っ
た
り
、
浜は

ま

を
歩
い
た
り

し
て
、
食
べ
物
を
探さ

が

し
た
が
、
ほ
か
の
人
も
同
じ
よ
う
に
探
し
て
い
る
の
で
何

も
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。

　
や
っ
と
、
二
里
（
８
㎞
）
ほ
ど
も
離は

な

れ
た
山
に
登
っ
て
マ
ダ
ミ
と
い
う
木
の

実
を
二
、三
合
ご
う
（
コ
ッ
プ
４
、５
は
い
位
）
ひ
ろ
っ
て
家
に
持
ち
帰
り
、
つ

ぶ
し
て
粉こ

な

に
し
て
餅も

ち

を
作
り
、
自
分
も
食
べ
、
む
す
め
に
も
食
べ
さ
せ
た
。
乳ち

ち

に
お
で
き
が
で
き
て
い
て
、
乳
が
出
な
か
っ
た
の
で
、
二
歳
の
子
に
も
、
ひ
ど

く
え
が
ら
っ
ぽ
い
こ
の
餅
を
食
べ
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
の
子
は
、
見
る
こ
と

は
見
た
が
、な
み
だ
を
い
っ
ぱ
い
に
し
て
、口
の
中
に
入
れ
よ
う
と
は
し
な
か
っ

た
。
で
も
、
お
な
か
が
空
い
て
が
ま
ん
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
ど
う
し
よ
う
も

な
く
、
後
で
は
食
べ
た
。
苦
し
い
様
子
の
そ
の
子
よ
り
、
そ
ば
で
見
て
い
る
母

の
悲か

な

し
さ
は
、
何
に
も
た
と
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
毎
日
が
続
い
た
の
で
、
食
べ
物
の
見
つ
か
り
そ
う
な
山
も
な
く

体
が
疲つ

か

れ
て
、
と
う
と
う
寝ね

こ
ん
で
し
ま
っ
た
。
女
の
子
は
ど
う
し
よ
う
も
な

く
枕

ま
く
ら

元も
と

で
泣な

き
、
懐

ふ
と
こ
ろに

い
る
子
ど
も
は
乳
が
出
な
い
の
で
泣
き
叫さ

け

ん
で
い
る
。

母
の
心
は
生
き
た
気
持
ち
も
し
な
い
が
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
生
き
て
い
る

け
れ
ど
も
、
食
べ
物
が
何
も
な
い
と
い
う
苦
し
み
を
味
わ
っ
て
、
た
だ
、
死
を

待
っ
て
い
る
。
あ
る
夜
、私
が
、た
っ
た
二
寸
（
６
㎝
）
よ
り
短
い
ト
コ
ロ
（
つ

る
草
の
根
。
苦
い
）
を
二
つ
持
っ
て
帰
っ
た
。
妻
に
渡わ

た

し
て
、
そ
の
晩ば

ん

は
、
二ふ

た

人り

で
ず
っ
と
泣
き
続
け
て
い
た
。（
以
下
略
）�

（『
八
丈
実
記
』
よ
り
）

冥め
い

福ふ
く

之の

碑ひ

＝
中な

か

之の

郷ご
う

・
大お

お

御み

堂ど
う

に
あ
る
碑
の
内な

い

容よ
う

天て
ん

保ぽ
う

七
年
（
１
８
３
６
）、
流る

人に
ん

の
近こ

ん

藤ど
う

富と
み

蔵ぞ
う

の
飢
饉
体た

い

験け
ん

冥福之碑
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こ
の
よ
う
な
毎
日
が
続
い
た
の
で
、
食
べ
物
の
見
つ
か
り
そ
う
な
山
も
な
く

体
が
疲つ

か

れ
て
、
と
う
と
う
寝ね

こ
ん
で
し
ま
っ
た
。
女
の
子
は
ど
う
し
よ
う
も
な

く
枕

ま
く
ら

元も
と

で
泣な

き
、
懐

ふ
と
こ
ろに

い
る
子
ど
も
は
乳
が
出
な
い
の
で
泣
き
叫さ

け

ん
で
い
る
。

母
の
心
は
生
き
た
気
持
ち
も
し
な
い
が
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
生
き
て
い
る

け
れ
ど
も
、
食
べ
物
が
何
も
な
い
と
い
う
苦
し
み
を
味
わ
っ
て
、
た
だ
、
死
を

待
っ
て
い
る
。
あ
る
夜
、私
が
、た
っ
た
二
寸
（
６
㎝
）
よ
り
短
い
ト
コ
ロ
（
つ

る
草
の
根
。
苦
い
）
を
二
つ
持
っ
て
帰
っ
た
。
妻
に
渡わ

た

し
て
、
そ
の
晩ば

ん

は
、
二ふ

た

人り

で
ず
っ
と
泣
き
続
け
て
い
た
。（
以
下
略
）�

（『
八
丈
実
記
』
よ
り
）
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サツマイモ伝
でん

来
らい

の碑
ひ

（大
おお

賀
か

郷
ごう

馬
うま

路
じ

）
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海
上
交
通
と
小お

笠が
さ

原わ
ら

開か
い

拓た
く　

島と
う

外が
い

と
の

交
通
は
、
船
に
た
よ
る
だ
け
で
し
た
。
今

と
違ち

が

い
、
帆ほ

掛か

け
船
で
し
た
か
ら
、
風
ま

か
せ
な
の
で
、
よ
く
遭そ

う

難な
ん

も
し
ま
し
た
。

　

幕
府
は
、
七
百
石こ

く

の
船
（
長
さ
約

二
十
三
ｍ
、
幅
約
六
ｍ
、
重
さ
約
七
〇
ｔ
）

を
二
隻せ

き

造つ
く

り
（
後
に
一
隻
を
三
百
五
十
石

船
二
隻
、
合
計
三
隻
に
し
た
）、
そ
れ
ぞ
れ
、

春
と
秋
に
八
丈
と
江
戸
を
往お

う

復ふ
く

さ
せ
て
い

ま
し
た
。

　

ま
た
、
廻か

い

船せ
ん

と
言
わ
れ
る
個こ

人じ
ん

の
船
も

あ
り
ま
し
た
が
、
記
録
が
あ
ま
り
残の

こ

っ
て

い
な
い
の
で
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

幕ば
く

末ま
つ

に
な
る
と
、
外が

い

国こ
く

の
船
が
開か

い

国こ
く

を

求も
と

め
て
や
っ
て
き
ま
し
た
。幕
府
は
、国
を

守
る
た
め
、
島
の
人
に
武ぶ

器き

を
渡わ

た

し
た
り
、

海
岸
に
石い

し

積づ
み

を
築き

ず

か
せ
た
り
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
一
八
六
一
（
文
久
元
）
年
に
は
、

領り
ょ
う

土ど

が
確か

く

定て
い

し
て
い
な
か
っ
た
小
笠
原

の
調

ち
ょ
う

査さ

に
咸か

ん

臨り
ん

丸ま
る

が
行
き
、
中な

か

之の

郷ご
う

の
菊き

く

　

年ね
ん

貢ぐ

と
し
て
の
黄き

八は
ち

丈じ
ょ
う
　

八
丈
島
で
作

ら
れ
て
い
た
絹き

ぬ

織お
り

物も
の

は
、
八
丈
絹
と
か
丹た

ん

後ご

と
か
言
わ
れ
、
貴
重
な
も
の
で
し
た
。

　

江
戸
時
代
に
は
、
検け

ん

地ち

と
い
っ
て
田
や

畑
の
広
さ
を
測は

か

り
、
年
貢
（
税ぜ

い

）
を
決
め

て
い
ま
し
た
が
、
八
丈
島
の
年
貢
は
米
で

は
な
く
こ
の
丹
後
で
し
た
。
納
め
る
反た

ん

物も
の

の
数
も
多
く
、
幕ば

く

府ふ

な
ど
が
使
う
た
め
役

人
の
検け

ん

査さ

も
厳き

び

し
か
っ
た
の
で
、
優す

ぐ

れ
た

物
が
作
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
色
も
黄
・

樺か
ば

・
黒
の
三
色
に
決
ま
っ
て
い
き
、
特
に

黄
色
は
目
立
っ
た
た
め
、
一
般
の
人
々
に

も
売
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
江
戸
時
代
後

期
か
ら
は
、
島
外
で
は
総そ

う

称し
ょ
うし

て
黄
八
丈

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
八
丈
島
の
重

要
な
産
業
と
な
り
ま
し
た
。

　

あ
る
家

の
記き

録ろ
く

で

は
、「
嫁よ

め

に

来
る
と
き
、

丹
後
を
織お�

っ
て
得え

た

二
百
両
ほ
ど
の
お
金
を
持じ

参さ
ん

し
、
田
畑
を

買
っ
た
」
と
あ
り
、
機は

た

織お

り
の
で
き
る
女

の
人
は
大た

い

切せ
つ

に
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

男
の
人
は
畑
・
田
・
海
・
山
の
仕し

事ご
と

、

桑く
わ

の
葉は

と
り
な
ど
を
し
ま
し
た
が
、
女
の

人
は
力
仕
事
は
せ
ず
、
機
織
り
中
心
の
生

活
で
し
た
。
手
が
荒あ

れ
て
い
る
と
、
機
織

り
で
糸
を
扱

あ
つ
か

う
時
に
困こ

ま

る
た
め
、
外
で
の

仕
事
を
し
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
の
で
し

た
。

黄八丈の織り物
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海
上
交
通
と
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の
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通
は
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る
だ
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で
し
た
。
今

と
違ち

が

い
、
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で
し
た
か
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風
ま
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の
で
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よ
く
遭そ
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も
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し
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の
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を
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後
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く

の
船
が
開か

い

国こ
く

を

求も
と

め
て
や
っ
て
き
ま
し
た
。幕
府
は
、国
を
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、
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に
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を
渡わ
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し
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、

海
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に
石い

し
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み

を
築き

ず
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せ
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し
ま
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ま
た
、
一
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（
文
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元
）
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に
は
、
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う
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が
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く

定て
い

し
て
い
な
か
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た
小
笠
原

の
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ち
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に
咸か

ん

臨り
ん

丸ま
る

が
行
き
、
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之の

郷ご
う

の
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く

　

年ね
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と
し
て
の
黄き

八は
ち

丈じ
ょ
う
　

八
丈
島
で
作

ら
れ
て
い
た
絹き

ぬ

織お
り

物も
の

は
、
八
丈
絹
と
か
丹た

ん

後ご

と
か
言
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れ
、
貴
重
な
も
の
で
し
た
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江
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時
代
に
は
、
検け

ん

地ち

と
い
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て
田
や
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の
広
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を
測は

か
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、
年
貢
（
税ぜ

い

）
を
決
め

て
い
ま
し
た
が
、
八
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島
の
年
貢
は
米
で

は
な
く
こ
の
丹
後
で
し
た
。
納
め
る
反た

ん

物も
の

の
数
も
多
く
、
幕ば

く

府ふ

な
ど
が
使
う
た
め
役

人
の
検け

ん

査さ

も
厳き

び

し
か
っ
た
の
で
、
優す

ぐ

れ
た

物
が
作
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
色
も
黄
・

樺か
ば

・
黒
の
三
色
に
決
ま
っ
て
い
き
、
特
に

黄
色
は
目
立
っ
た
た
め
、
一
般
の
人
々
に

も
売
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
江
戸
時
代
後

期
か
ら
は
、
島
外
で
は
総そ

う

称し
ょ
うし
て
黄
八
丈

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
八
丈
島
の
重

要
な
産
業
と
な
り
ま
し
た
。

　

あ
る
家

の
記き

録ろ
く

で

は
、「
嫁よ

め

に

来
る
と
き
、

丹
後
を
織お�

っ
て
得え

た

二
百
両
ほ
ど
の
お
金
を
持じ

参さ
ん

し
、
田
畑
を

買
っ
た
」
と
あ
り
、
機は

た

織お

り
の
で
き
る
女

の
人
は
大た

い

切せ
つ

に
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

男
の
人
は
畑
・
田
・
海
・
山
の
仕し

事ご
と

、

桑く
わ

の
葉は

と
り
な
ど
を
し
ま
し
た
が
、
女
の

人
は
力
仕
事
は
せ
ず
、
機
織
り
中
心
の
生

活
で
し
た
。
手
が
荒あ

れ
て
い
る
と
、
機
織

り
で
糸
を
扱

あ
つ
か
う
時
に
困こ

ま

る
た
め
、
外
で
の

仕
事
を
し
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
の
で
し

た
。
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池ち

作さ
く

次じ

郎ろ
う

が
お

供
を
さ
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。
そ

の
翌
年
、
八
丈

島
の
男
女
十
五

組
が
開
拓
に
送

り
出
さ
れ
ま
し

た
が
一
八
六
三

年
生な

ま

麦む
ぎ

事
件
の

た
め
引
き
揚あ

げ

て
い
ま
す
。
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は
便べ

ん

利り

に
な
り
ま
し
た
が
、
今
の
よ
う
に

自
動
車
や
バ
ス
は
な
く
、
荷に

車ぐ
る
まで

物
を
運は

こ

び
、
人
は
歩
い
て
い
ま
し
た
。

　

昭
和
に
な
っ
て
、
水す

い

力
り
ょ
く

発は
つ

電で
ん

で
電で

ん

燈と
う

が

つ
き
、
定て

い

期き

バ
ス
も
通
る
よ
う
に
な
り
、

電
話
も
ひ
か
れ
て
、
く
ら
し
は
、
少
し
ず

つ
便
利
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

移い

民み
ん　

小
さ
い
島
に
大お

お

勢ぜ
い

の
人
が
住
ん

で
い
る
と
、
食
べ
物
な
ど
に
こ
ま
る
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
江え

戸ど

時
代
に

は
次じ

男な
ん

や
三さ

ん

男な
ん

が
、
出で

百
び
ゃ
く

姓し
ょ
うと

い
っ
て

ほ
か
の
土
地
へ
移
り
住
む
こ
と
が
た
び
た

び
あ
り
ま
し
た
。

　

明
治
に
入
っ
て
か
ら
、
小お

笠が
さ

原わ
ら

諸し
ょ

島と
う

・

鳥と
り

島し
ま

・
大だ

い

東と
う

島じ
ま

・
南な

ん

洋よ
う

諸し
ょ

島と
う

な
ど
へ
の
移

民
が
行
わ
れ
、
開か

い

拓
の
中
心
に
な
り
ま
し

た
。

　

そ
の
こ
ろ
の
生
活
の
よ
う
す　

島
の
人

の
主し

ゅ

食し
ょ
くは

、
江
戸
時
代
と
あ
ま
り
か
わ
ら

ず
、
サ
ツ
マ
イ
モ
・
サ
ト
イ
モ
・
麦
・
ア

シ
タ
バ
な
ど
で
し
た
。

　

人
々
は
炭
を
焼
い
た
後
、
焼
き
畑は

た

に
し

て
、
マ
グ
サ
や
サ
ト
イ
モ
な
ど
を
植う

え
ま

し
た
。
ま
た
、
牛
や
ニ
ワ
ト
リ
、
ブ
タ
な

ど
の
家か

畜ち
く

を
飼
い
、
な
ぎ
の
日
は
海
へ
出

て
、
魚
や
海か

い

草そ
う

を
と
る
な
ど
し
て
く
ら
し

て
い
ま
し
た
。

　

大
正
か
ら
昭
和
を
へ
て
、
船
の
便び

ん

数す
う

が

増
え
た
り
、
人
々
の
生
活
に
ゆ
と
り
が
出

て
く
る
よ
う
に
な
る
と
、
今
ま
で
と
ち

が
っ
て
、
朝
と
夕
に
ご
は
ん
を
食
べ
ら
れ

る
家
も
増
え
て
き
ま
し
た
。

㈣
　
戦せ

ん

争そ
う

前
ま
で
の
八
丈
島

　

小
学
校
が
で
き
た
こ
ろ　

江え

戸ど

幕ば
く

府ふ

が

ほ
ろ
び
、
明め

い

治じ

五
年
に
は
、
だ
れ
で
も
学

校
に
入
れ
る
き
ま
り
が
で
き
ま
し
た
。

　

八
丈
島
で
も
、
い
ち
は
や
く
、
末す

え

吉よ
し

に

小
学
校
が
作
ら
れ
た
の
を
初は

じ

め
、
ど
の
村

に
も
、
間
も
な
く
公こ

う

立り
つ

の
小
学
校
が
で
き

ま
し
た
。
八
丈
島
の
人
た
ち
が
教

き
ょ
う

育い
く

に
熱ね

っ

心し
ん

だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
�

　

店
が
で
き
て　

八
丈
島
で
初
め
て
の
店

が
、
一
八
八
二
年
（
明
治
十
五
年
）
ご
ろ

に
で
き
ま
し
た
が
、
そ
の
こ
ろ
は
、
ま
だ
、

物
と
物
と
の
交こ

う

換か
ん

を
し
て
い
ま
し
た
。

　

や
が
て
、
一
八
九
〇
年
（
明
治
二
十
三

年
）
ご
ろ
か
ら
、
お
金
で
売
り
買
い
す
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
島
の
人

た
ち
は
、
春
は
カ
イ
コ
を
養

や
し
な

い
、
夏
は
テ

ン
グ
サ
を
と
り
、
秋
か
ら
冬
に
は
炭す

み

を
焼

く
な
ど
し
て
お
金
を
稼
ぎ
ま
し
た
。

　

大た
い

正
し
ょ
う

時じ

代だ
い

か
ら
昭

し
ょ
う

和わ

時
代
に
か
け
て
、

木も
く

炭た
ん

や
乳

に
ゅ
う

製せ
い

品ひ
ん

の
生せ

い

産さ
ん

が
と
て
も
さ
か
ん

に
な
り
、
東と

う

京き
ょ
うを
は
じ
め
、
本
土
各か

く

地ち

に

売
ら
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。

　

大お
お

坂さ
か

ト
ン
ネ
ル　

一
九
〇
七
年
に
ト
ン

ネ
ル
が
完か

ん

成せ
い

し
て
坂
上
と
坂
下
の
行
き
来
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は
便べ

ん

利り

に
な
り
ま
し
た
が
、
今
の
よ
う
に

自
動
車
や
バ
ス
は
な
く
、
荷に

車ぐ
る
まで
物
を
運は

こ

び
、
人
は
歩
い
て
い
ま
し
た
。

　

昭
和
に
な
っ
て
、
水す

い

力
り
ょ
く

発は
つ

電で
ん

で
電で

ん

燈と
う

が

つ
き
、
定て

い

期き

バ
ス
も
通
る
よ
う
に
な
り
、

電
話
も
ひ
か
れ
て
、
く
ら
し
は
、
少
し
ず

つ
便
利
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

移い

民み
ん　

小
さ
い
島
に
大お

お

勢ぜ
い

の
人
が
住
ん

で
い
る
と
、
食
べ
物
な
ど
に
こ
ま
る
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
江え

戸ど

時
代
に

は
次じ

男な
ん

や
三さ

ん

男な
ん

が
、
出で

百
び
ゃ
く

姓し
ょ
うと

い
っ
て

ほ
か
の
土
地
へ
移
り
住
む
こ
と
が
た
び
た

び
あ
り
ま
し
た
。

　

明
治
に
入
っ
て
か
ら
、
小お

笠が
さ

原わ
ら

諸し
ょ

島と
う

・

鳥と
り

島し
ま

・
大だ

い

東と
う

島じ
ま

・
南な

ん

洋よ
う

諸し
ょ

島と
う

な
ど
へ
の
移

民
が
行
わ
れ
、
開か

い

拓
の
中
心
に
な
り
ま
し

た
。

　

そ
の
こ
ろ
の
生
活
の
よ
う
す　

島
の
人

の
主し

ゅ

食し
ょ
くは
、
江
戸
時
代
と
あ
ま
り
か
わ
ら

ず
、
サ
ツ
マ
イ
モ
・
サ
ト
イ
モ
・
麦
・
ア

シ
タ
バ
な
ど
で
し
た
。

　

人
々
は
炭
を
焼
い
た
後
、
焼
き
畑は

た

に
し

て
、
マ
グ
サ
や
サ
ト
イ
モ
な
ど
を
植う

え
ま

し
た
。
ま
た
、
牛
や
ニ
ワ
ト
リ
、
ブ
タ
な

ど
の
家か

畜ち
く

を
飼
い
、
な
ぎ
の
日
は
海
へ
出

て
、
魚
や
海か

い

草そ
う

を
と
る
な
ど
し
て
く
ら
し

て
い
ま
し
た
。

　

大
正
か
ら
昭
和
を
へ
て
、
船
の
便び

ん

数す
う

が

増
え
た
り
、
人
々
の
生
活
に
ゆ
と
り
が
出

て
く
る
よ
う
に
な
る
と
、
今
ま
で
と
ち

が
っ
て
、
朝
と
夕
に
ご
は
ん
を
食
べ
ら
れ

る
家
も
増
え
て
き
ま
し
た
。

　

店
が
で
き
て　

八
丈
島
で
初
め
て
の
店

が
、
一
八
八
二
年
（
明
治
十
五
年
）
ご
ろ

に
で
き
ま
し
た
が
、
そ
の
こ
ろ
は
、
ま
だ
、

物
と
物
と
の
交こ

う

換か
ん

を
し
て
い
ま
し
た
。

　

や
が
て
、
一
八
九
〇
年
（
明
治
二
十
三

年
）
ご
ろ
か
ら
、
お
金
で
売
り
買
い
す
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
島
の
人

た
ち
は
、
春
は
カ
イ
コ
を
養

や
し
な

い
、
夏
は
テ

ン
グ
サ
を
と
り
、
秋
か
ら
冬
に
は
炭す

み

を
焼

く
な
ど
し
て
お
金
を
稼
ぎ
ま
し
た
。

　

大た
い

正
し
ょ
う

時じ

代だ
い

か
ら
昭

し
ょ
う

和わ

時
代
に
か
け
て
、

木も
く

炭た
ん

や
乳

に
ゅ
う

製せ
い

品ひ
ん

の
生せ

い

産さ
ん

が
と
て
も
さ
か
ん

に
な
り
、
東と

う

京き
ょ
うを
は
じ
め
、
本
土
各か

く

地ち

に

売
ら
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。

　

大お
お

坂さ
か

ト
ン
ネ
ル　

一
九
〇
七
年
に
ト
ン

ネ
ル
が
完か

ん

成せ
い

し
て
坂
上
と
坂
下
の
行
き
来
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学
校
行
事
に
は
、
左
の
表
の
よ
う
に
、

兵
隊
の
見
送
り
や
戦
死
し
た
兵
隊
の
出で

迎む
か

え
、
勝
利
を
祈い

の

る
た
め
の
神
社
へ
の
お
参

り
、防
空
訓
練
、働
き
手
が
足
り
な
く
な
っ

た
農
家
の
手
伝
い
や
軍
の
作
業
な
ど
が
多

く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。　

㈤
　
戦せ

ん

争そ
う

中
の
八
丈
島

　

戦
争
中
の
学
校　

日
本
は
中
国
（
昭し

ょ
う
わ和

六
年
～
二
十
年
）
や
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ

ス
・
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
（
昭
和
十
六
～
二
十

年
）
と
長
い
戦
争
を
し
て
い
ま
し
た
。

　

八
丈
島
で
も
大
勢
の
人
が
、
兵へ

い

隊た
い

に
と

ら
れ
た
り
、※
軍ぐ

ん

属ぞ
く

と
し
て
働
き
、
五
百

人
以
上
の
人
が
亡な

く
な
り
ま
し
た
。

　

国
全
体

が
戦
争
一

色
で
、
働

き
手
で
あ

る
若
い
人

た
ち
は
軍

隊
に
行
き
、

食
料
や
衣い

類る
い

、
生
活
必ひ

つ

需じ
ゅ

品ひ
ん

な
ど
も

配は
い

給き
ゅ
うに
な
っ

て
、
国
民
生

活
は
困
難
に

な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
こ
ろ

の
学
校
の
勉

強
は
、
天
皇

の
た
め
、
国

の
た
め
に
つ
く
す
こ
と
が
大
切
と
い
う
考

え
が
中
心
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

戦
争
が
激
し
く
な
っ
た
昭
和
十
八
年
ご

ろ
の
学
校
で
は
、
武
道
・
体た

い

錬れ
ん

な
ど
と
い

わ
れ
る
、
体
を
き
た
え
る
学
習
が
ふ
え
て

き
ま
し
た
。

※
軍
属
と
は
、
軍
の
仕
事
を
し
た
民み
ん

間か
ん

人じ
ん

の
こ
と
。

兵隊の見送り（大賀郷小学校）

さかんだった武道会（三根小学校）
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学
校
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軍
隊
が
入
る　

昭
和
十
九
年
六
月
、
サ

イ
パ
ン
島
が
ア
メ
リ
カ
軍
に
占せ

ん

領り
ょ
うさ

れ
る

と
、
次
は
八
丈
島
に
上
陸
す
る
だ
ろ
う
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
軍
隊
一
万
六
千
人

ほ
ど
が
入
っ
て
き
て
、
洞ど

う

窟く
つ

陣じ
ん

地ち

な
ど
を

つ
く
り
始
め
ま
し
た
。
新
飛
行
場
（
朝
鮮

の
人
も
働
き
ま
し
た
）・
特と

っ

攻こ
う

兵へ
い

器き

の
「
回

天
」
や
「
震し

ん

洋よ
う

」、
サ
イ
パ
ン
な
ど
か
ら

㈤
　
戦せ

ん

争そ
う

中
の
八
丈
島

　

戦
争
中
の
学
校　

日
本
は
中
国
（
昭し

ょ
う
わ和

六
年
～
二
十
年
）
や
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ

ス
・
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
（
昭
和
十
六
～
二
十

年
）
と
長
い
戦
争
を
し
て
い
ま
し
た
。

　

八
丈
島
で
も
大
勢
の
人
が
、
兵へ

い

隊た
い

に
と

ら
れ
た
り
、※
軍ぐ

ん

属ぞ
く

と
し
て
働
き
、
五
百

人
以
上
の
人
が
亡な

く
な
り
ま
し
た
。

　

国
全
体

が
戦
争
一

色
で
、
働

き
手
で
あ

る
若
い
人

た
ち
は
軍

隊
に
行
き
、

食
料
や
衣い

類る
い

、
生
活
必ひ

つ

需じ
ゅ

品ひ
ん

な
ど
も

配は
い

給き
ゅ
うに

な
っ

て
、
国
民
生

活
は
困
難
に

な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
こ
ろ

の
学
校
の
勉

強
は
、
天
皇

の
た
め
、
国

の
た
め
に
つ
く
す
こ
と
が
大
切
と
い
う
考

え
が
中
心
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

戦
争
が
激
し
く
な
っ
た
昭
和
十
八
年
ご

ろ
の
学
校
で
は
、
武
道
・
体た

い

錬れ
ん

な
ど
と
い

わ
れ
る
、
体
を
き
た
え
る
学
習
が
ふ
え
て

き
ま
し
た
。
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兵隊の見送り（大賀郷小学校）

陣
じん

地
ち

のあと（鉄
てっ

壁
ぺき

山
ざん

）
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戦
の
時
に
本
格
的
な
空く

う

襲し
ゅ
うが
あ
り
、
き

じ
ゅ
う
し
ゃ
げ
き
を
受
け
、
死
ん
だ
り
け

が
を
し
た
り
す
る
人
が
出
た
の
で
、
そ
れ

ま
で
消
極
的
だ
っ
た
人
た
ち
も
危
険
を
感

じ
て
疎そ

開か
い

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ

こ
で
、
千
三
百
人
ほ
ど
が
長な

が

野の

県け
ん

の
軽か

る

井い

沢ざ
わ

に
「
集
団
疎
開
」
し
ま
し
た
。
そ
の
中

に
は
、
小
学
生
が
ニ

百
三
十
人
も
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
食
べ
物
が

足
り
ず
、
だ
れ
も
が
お

な
か
を
す
か
し
て
い
て
、

勉
強
ど
こ
ろ
で
は
な
く

作
物
を
作
る
こ
と
を
第

一
に
し
て
い
ま
し
た
。

北
上
し
て
来
る
Ｂ
29
を
と
ら
え
る
レ
ー

ダ
ー
基
地
な
ど
も
作
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
た
め
、
学
校
や
大
き
な
家
が
軍
隊

の
宿
舎
や
病
院
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
建
物
が
使
え
な
く
な
っ
た

学
校
は
、
お
寺
や
大
き
な
家
を
借
り
て
、

出
る
よ
う
に
な
り
、
勉
強
は
だ
ん
だ
ん
で

き
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

昭
和
十
九
年
の
終
わ
り
ご
ろ
は
、
勉
強

も
ほ
と
ん
ど
し
な
い
で
、
食
料
に
す
る
た

め
の
ツ
ワ
ブ
キ
や
ア
ザ
ミ
を
と
っ
て
軍
に

出
し
た
り
、
上
級
生
は
大
人
に
ま
じ
っ
て
、

石
あ
げ
作
業
や
木
炭
運
び
、
陣じ

ん

地ち

づ
く
り

な
ど
の
軍
の
手
伝
い
を
し
ま
し
た
。

　

島
の
人
の
疎そ

開か
い　

戦
争
が
ま
す
ま
す
激

し
く
な
る
と
、
島
の
女
・
子
ど
も
・
お
年

寄
り
は
、
軍
の
命
令
で
、
内
地
の
親し

ん

戚せ
き

や

知
人
を
た
よ
っ
て
、
島
か
ら
出
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
を
疎
開
と
い
い
ま
し
た
。
八
丈

島
で
は
、
お
よ
そ
六
千
五
百
人
が
疎
開
し

ま
し
た
。

　

特
に
、
昭
和
二
十
年
二
月
の
硫い

黄お
う

島と
う

作

悲
し
い
東
光
丸
の
事
件

分
か
れ
て

勉
強
し
ま

し
た
。
ま

た
、
若
い

男
の
先
生

は
次
つ
ぎ

と
兵
隊
に

行
き
、
警け

い

戒か
い

警け
い

報ほ
う

も

た
び
た
び

校
こう

舎
しゃ

がとりこわされて、校舎をバックにしてとれなかった卒
そつ

業
ぎょう

記
き

念
ねん

写
しゃ

真
しん

（昭和19年度、樫立国民学校（高等科）卒業生。昭和22年３月根影）
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だ
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な
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。
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ど
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軍
の
手
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ま
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。

　

島
の
人
の
疎そ

開か
い　

戦
争
が
ま
す
ま
す
激

し
く
な
る
と
、
島
の
女
・
子
ど
も
・
お
年

寄
り
は
、
軍
の
命
令
で
、
内
地
の
親し

ん

戚せ
き

や

知
人
を
た
よ
っ
て
、
島
か
ら
出
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
を
疎
開
と
い
い
ま
し
た
。
八
丈

島
で
は
、
お
よ
そ
六
千
五
百
人
が
疎
開
し

ま
し
た
。

　

特
に
、
昭
和
二
十
年
二
月
の
硫い

黄お
う

島と
う

作

　

昭
和
二
十
年
二
月
十
五
日
、
八
丈
島
は
お
そ

ろ
し
い
空く

う

襲し
ゅ
うを

受
け
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
残
っ

て
い
た
島
の
人
た
ち
に
あ
ら
た
め
て
「
疎
開
」

命め
い

令れ
い

が
出
さ
れ
、
多
く
の
子
供
・
女じ

ょ

性せ
い

・
年
よ

り
が
、
島
を
出
ま
し
た
。

　

四
月
十
六
日
、
島
の
人
た
ち
や
傷

し
ょ
う

病
び
ょ
う

兵へ
い

・

船せ
ん

員い
ん

な
ど
あ
わ
せ
て
百
六
十
人
ほ
ど
を
乗
せ
た

疎
開
船
「
東
光
丸
」
は
、
昼
の
十
二
時
過す

ぎ
神か

湊み
な
と

港
を
出

し
ゅ
っ

港こ
う

し
ま
し
た
。
こ
れ
が
最
後
の
疎

開
船
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
の
で
、
島

の
学
校
の
大た

い

切せ
つ

な
書し

ょ

類る
い

を
持
っ
た
先
生
た
ち
も

乗
り
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
御み

蔵く
ら

島
の
南
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
付ふ

近き
ん

で
、
突と

つ

然ぜ
ん

ア
メ
リ
カ
軍
の
潜せ

ん

水す
い

艦か
ん

の
魚ぎ

ょ

雷ら
い

攻こ
う

撃げ
き

を
受
け
、
船
は
沈し

ず

み
、
百
五
十
人
ほ
ど

の
命

い
の
ち
（
島
の
人
五
十
五
人
）
が
奪う

ば

わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
悲
し
い
事
件
の
こ
と
を
伝
え
る
「
東
光

丸
の
碑ひ

」
が
末
吉
の
台だ

い

ヶが

原ら

に
あ
り
ま
す
。

�

（
Ｐ
50
①
）

悲
し
い
東
光
丸
の
事
件

分
か
れ
て

勉
強
し
ま

し
た
。
ま

た
、
若
い

男
の
先
生

は
次
つ
ぎ

と
兵
隊
に

行
き
、
警け

い

戒か
い

警け
い

報ほ
う

も

た
び
た
び

校
こう

舎
しゃ

がとりこわされて、校舎をバックにしてとれなかった卒
そつ

業
ぎょう

記
き

念
ねん

写
しゃ

真
しん

（昭和19年度、樫立国民学校（高等科）卒業生。昭和22年３月根影）

東光丸
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㈦
　
八
丈
町
の
た
ん
生

じ
ょ
う

　

八
丈
島
は
、
そ
れ
ま
で
、
三み

つ

根ね

村
、
大お

お

賀か

郷ご
う

村
、
樫か

し

立た
て

村
、
中な

か

之の

郷ご
う

村
、
末す

え

吉よ
し

村
、

八
丈
小
島
の
宇う

津つ

木き

村
、
鳥と

り

打う
ち

村
に
分
か

れ
て
い
ま
し
た
が
、
昭
和
三
十
年
四
月
に

一
つ
の
町
に
ま
と
ま
り
、
八
丈
町
が
誕た

ん

生
じ
ょ
う

し
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
で
、
今
ま
で
、
村

ご
と
に
別べ

つ

々
に
や
っ
て
い
た
、
道ど

う

路ろ

や
バ

ス
、
水
道
・

消し
ょ
う

防ぼ
う

・
学

校
の
こ
と
な

ど
を
、
町
全

体
と
し
て
、

進す
す

め
ら
れ
る

よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

㈥
　
戦せ

ん

争そ
う

後
の
八
丈
島

　

そ
の
こ
ろ
の
学
校　

戦
争
が
終
わ
っ
て
、

疎そ

開か
い

し
た
人
々
や
戦
争
に
行
っ
て
い
た

人
々
、
小お

笠が
さ

原わ
ら

や
南な

ん

洋よ
う

の
島
々
に
い
た

人
々
も
帰か

え

っ
て
き
ま
し
た
。

　

十
八
ペ
ー
ジ
の
グ
ラ
フ
を
見
て
も
わ
か

る
よ
う
に
、
急
に
人じ

ん

口こ
う

が
増
え
、
学
校
の

子
供
た
ち
も
多
く
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
島
で
は
、
食
べ
る
物
も
着
る

物
も
足た

り
な
い
苦く

る

し
い
く
ら
し
が
し
ば
ら

く
続
き
、
み
ん
な
が
困
り
ま
し
た
。

　

学
校
は
、
校こ

う

舎し
ゃ

が
取
り
壊こ

わ

さ
れ
て
い
た

り
、
ま
だ
軍ぐ

ん

に
使
わ
れ
て
い
た
り
し
た
の

で
、
し
ば
ら
く
の
間
は
役や

く

場ば

や
倉そ

う

庫こ

な
ど

を
借
り
て
勉
強
し
ま
し
た
。

　

教
き
ょ
う

科か

書し
ょ

は
、※
進し

ん

駐
ち
ゅ
う

軍ぐ
ん

の
命め

い

令れ
い

で
、す
み

で
黒
く
消け

さ
れ

た
と
こ
ろ
の
あ

る
物
を
使
い
ま

し
た
。

　

学が
く

用よ
う

品ひ
ん

や
紙

も
足
り
な
く
な

り
、
時と

き

々ど
き

ノ
ー

ト
が
配は

い

給き
ゅ
うさ

れ
ま
し
た
。
楽が

っ

器き

は
、
オ
ル

ガ
ン
が
あ
る
だ
け
で
し
た
。

　

わ
ら
ぞ
う
り
を
は
い
て
登と

う

校こ
う

す
る
子
供

が
多
く
、
ま
た
、
た
い
て
い
は
お
弁べ

ん

当と
う

を

持
っ
て
来
な
い
で
、
お
昼
に
な
る
と
、
家

に
食
べ
に
帰
り
ま
し
た
。

　

昭
和
二
十
二
年
、
新
し
い
中
学
校
が
で

き
ま
し
た
が
、
校
舎
は
、
し
ば
ら
く
は
小

学
校
の
高
等
科
の
建
物
な
ど
を
使
っ
た
後
、

すみぬりされた国語の教科書

（「兵タイゴッコ」のところ）

※�

進
駐
軍
と
は
、
日
本
を
占せ
ん

領り
ょ
うし
て
い
た
ア
メ

リ
カ
な
ど
の
軍ぐ
ん

隊た
い

の
こ
と
。
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新
し
く
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

　

や
が
て
、
人
々
の
努ど

力り
ょ
くで

、
し
だ
い
に

島
の
く
ら
し
も
よ
く
な
り
、
お
ち
つ
い
て

き
ま
し
た
。
ど
の
学
校
も
校
舎
が
整

と
と
の

え
ら

れ
、
ピ
ア
ノ
も
備そ

な

え
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。

昭
し
ょ
う

和わ

二
十
九
年
に
は
、
島
で
初は

じ

め
て
の
ブ

ロ
ッ
ク
建け

ん

築ち
く

の
富ふ

士じ

中
学
校
が
建た

て
ら
れ

ま
し
た
。

㈦
　
八
丈
町
の
た
ん
生

じ
ょ
う

　

八
丈
島
は
、
そ
れ
ま
で
、
三み

つ

根ね

村
、
大お

お

賀か

郷ご
う

村
、
樫か

し

立た
て

村
、
中な

か

之の

郷ご
う

村
、
末す

え

吉よ
し

村
、

八
丈
小
島
の
宇う

津つ

木き

村
、
鳥と

り

打う
ち

村
に
分
か

れ
て
い
ま
し
た
が
、
昭
和
三
十
年
四
月
に

一
つ
の
町
に
ま
と
ま
り
、
八
丈
町
が
誕た

ん

生
じ
ょ
う

し
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
で
、
今
ま
で
、
村

ご
と
に
別べ

つ

々
に
や
っ
て
い
た
、
道ど

う

路ろ

や
バ

ス
、
水
道
・

消し
ょ
う

防ぼ
う

・
学

校
の
こ
と
な

ど
を
、
町
全

体
と
し
て
、

進す
す

め
ら
れ
る

よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

㈥
　
戦せ

ん

争そ
う

後
の
八
丈
島

　

そ
の
こ
ろ
の
学
校　

戦
争
が
終
わ
っ
て
、

疎そ

開か
い

し
た
人
々
や
戦
争
に
行
っ
て
い
た

人
々
、
小お

笠が
さ

原わ
ら

や
南な

ん

洋よ
う

の
島
々
に
い
た

人
々
も
帰か

え

っ
て
き
ま
し
た
。

　

十
八
ペ
ー
ジ
の
グ
ラ
フ
を
見
て
も
わ
か

る
よ
う
に
、
急
に
人じ

ん

口こ
う

が
増
え
、
学
校
の

子
供
た
ち
も
多
く
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
島
で
は
、
食
べ
る
物
も
着
る

物
も
足た

り
な
い
苦く

る

し
い
く
ら
し
が
し
ば
ら

く
続
き
、
み
ん
な
が
困
り
ま
し
た
。

　

学
校
は
、
校こ

う

舎し
ゃ

が
取
り
壊こ

わ

さ
れ
て
い
た

り
、
ま
だ
軍ぐ

ん

に
使
わ
れ
て
い
た
り
し
た
の

で
、
し
ば
ら
く
の
間
は
役や

く

場ば

や
倉そ

う

庫こ

な
ど

を
借
り
て
勉
強
し
ま
し
た
。

　

教
き
ょ
う

科か

書し
ょ

は
、※
進し

ん

駐
ち
ゅ
う

軍ぐ
ん

の
命め

い

令れ
い

で
、す
み

で
黒
く
消け

さ
れ

た
と
こ
ろ
の
あ

る
物
を
使
い
ま

し
た
。

　

学が
く

用よ
う

品ひ
ん

や
紙

も
足
り
な
く
な

り
、
時と

き

々ど
き

ノ
ー

ト
が
配は

い

給き
ゅ
うさ

れ
ま
し
た
。
楽が

っ

器き

は
、
オ
ル

ガ
ン
が
あ
る
だ
け
で
し
た
。

　

わ
ら
ぞ
う
り
を
は
い
て
登と

う

校こ
う

す
る
子
供

が
多
く
、
ま
た
、
た
い
て
い
は
お
弁べ

ん

当と
う

を

持
っ
て
来
な
い
で
、
お
昼
に
な
る
と
、
家

に
食
べ
に
帰
り
ま
し
た
。

　

昭
和
二
十
二
年
、
新
し
い
中
学
校
が
で

き
ま
し
た
が
、
校
舎
は
、
し
ば
ら
く
は
小

学
校
の
高
等
科
の
建
物
な
ど
を
使
っ
た
後
、

まえの富士中学校

（島で初めてのブロック建
けん

築
ちく

）

旧八丈町役場（昭和33年10月完
かん

成
せい

記
き

念
ねん

写
しゃ

真
しん

）
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㈧
　
昔
か
ら
伝つ

た

わ
る
も
の

　

島
に
は
、
昔
か
ら
伝
わ
る
大
切
な
文
化

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　

節せ
つ

分ぶ
ん

の
行
事　

島
の
節
分
の
行
事
に
は

豆
ま
き
、
厄や

く

落
と
し
、
フ
ン
ク
サ
な
ど
が

あ
り
ま
す
。
豆
ま
き
は
、
夕
方
「
鬼お

に

は
外
、

福
は
内
」
と
叫さ

け

び
な
が
ら
豆
を
ま
く
も
の

で
す
。
厄
落
と
し
は
、
厄
年
の
男
女
が
い

る
家
で
行
わ
れ
る
も
の
で
す
。
フ
ン
ク
サ

は
、
竹
の
棒ぼ

う

に
イ
ワ
シ
の
頭
な
ど
生な

ま

臭ぐ
さ

い

物
を
は
さ
み
、
火
に
あ
ぶ
っ
て
は
、
そ
の

に
お
い
を
嗅か

い
で
、
人
々
の
願
い
を
込
め

て
次
の
よ
う
に
唱と

な

え
ま
す
。

　

か
わ
っ
て
き
た
生
活　

八
丈
町
が
誕
生

し
て
か
ら
、
人
々
の
く
ら
し
の
よ
う
す
が
、

年
々
大
き
く
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

　

道
路
も
交
通
の
便べ

ん

も
よ
く
な
り
、
観か

ん

光こ
う

客き
ゃ
くも
増
え
、
民み

ん

宿し
ゅ
くや
ホ
テ
ル
が
、
次
々
に

で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
火か

力
り
ょ
く

発は
つ

電で
ん

所し
ょ

も

で
き
、
昭

し
ょ
う

和わ

三
十
三
年
か
ら
は
二
十
四
時

間
電で

ん

気き

が
使
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

や
が
て
、
電
気
こ
た
つ
・
電
気
洗せ

ん

濯た
く

機き

・

電
気
掃そ

う

除じ

機
・
電
気
冷れ

い

蔵ぞ
う

庫こ

な
ど
も
使
わ

れ
だ
し
、
昭
和
三
十
六
年
に
は
、
三み

つ

根ね

・

大お
お

賀か

郷ご
う

地ち

区く

で
は
テ
レ
ビ
も
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　

人じ
ん

口こ
う

が
、
一
万
二
千
人
位
だ
っ
た
頃こ

ろ

、

島と
う

内な
い

の
お
店
の
数
は
今
よ
り
多
く
て
、
お

風ふ

呂ろ

屋や

さ
ん
も
あ
り
ま
し
た
。

　

最さ
い

近き
ん

で
は
、
徐じ

ょ

々じ
ょ

に
人
口
も
減へ

っ
て
い

き
、
今
で
は
七
六
〇
〇
人
ほ
ど
に
な
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
平
成
二
十
三
年

に
は
、
六
十
五
歳さ

い

以
上
の
お
年
寄よ

り
の
人

口
が
、三
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
越こ

え
、
農の

う

業
ぎ
ょ
う

な
ど
の
仕
事
で
は
、
後あ

と

を
継つ

い
で
く
れ
る

若わ
か

い
人
が
い
な
く
て
、
困こ

ま

っ
て
い
ま
す
。

　

お
年
寄よ

り
の
世せ

話わ

を
す
る
な
ど
、
福ふ

く

祉し

の
問も

ん

題だ
い

も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
生
活
が
便べ

ん

利り

に
な
る
に
つ
れ
て
、

交
通
事じ

故こ

や
増
え
る
ご
み
の
こ
と
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
と
困
る
問
題
も
出
て
き
ま
し
た
。

　

み
ん
な
の
知ち

恵え

と
力
を
集
め
て
、
問
題

を
解か

い

決け
つ

し
、
よ
り
住
み
よ
い
八
丈
島
を
つ

く
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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㈧
　
昔
か
ら
伝つ

た

わ
る
も
の

　

島
に
は
、
昔
か
ら
伝
わ
る
大
切
な
文
化

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　

節せ
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分ぶ
ん

の
行
事　

島
の
節
分
の
行
事
に
は

豆
ま
き
、
厄や

く

落
と
し
、
フ
ン
ク
サ
な
ど
が

あ
り
ま
す
。
豆
ま
き
は
、
夕
方
「
鬼お

に

は
外
、

福
は
内
」
と
叫さ

け

び
な
が
ら
豆
を
ま
く
も
の

で
す
。
厄
落
と
し
は
、
厄
年
の
男
女
が
い

る
家
で
行
わ
れ
る
も
の
で
す
。
フ
ン
ク
サ

は
、
竹
の
棒ぼ

う

に
イ
ワ
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の
頭
な
ど
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ま
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い

物
を
は
さ
み
、
火
に
あ
ぶ
っ
て
は
、
そ
の

に
お
い
を
嗅か

い
で
、
人
々
の
願
い
を
込
め

て
次
の
よ
う
に
唱と

な

え
ま
す
。

　

こ
の
他
に
も
、
盆ぼ

ん

踊お
ど

り
や
月
見
踊
り
、

神
社
の
お
祭
り
、
サ
ン
チ
（
二
十
三
日
）、

六ろ
く

夜や

様さ
ま

、
為た

め

朝と
も

凧た
こ

揚あ

げ
、
カ
ル
タ
、
羽
根

つ
き
な
ど
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

昔
か
ら
伝
わ
る
太た

い

鼓こ

や
民み

ん

謡よ
う　

八
丈
太

鼓
は
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有
名
で
独
特
な
も
の
で
す
。
ま
た
、

春は
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山や
ま

節ぶ
し

や
シ
ョ
メ
節
な
ど
も
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東
京
都
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文ぶ
ん

化か
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い
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っ
て
い
て
、
盆
踊
り
や
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ん
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歌
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が
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。
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・

大お
お

賀か

郷ご
う

地ち

区く

で
は
テ
レ
ビ
も
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　

人じ
ん

口こ
う

が
、
一
万
二
千
人
位
だ
っ
た
頃こ

ろ

、

島と
う

内な
い

の
お
店
の
数
は
今
よ
り
多
く
て
、
お

風ふ

呂ろ

屋や

さ
ん
も
あ
り
ま
し
た
。

　

最さ
い

近き
ん

で
は
、
徐じ

ょ

々じ
ょ

に
人
口
も
減へ

っ
て
い

き
、
今
で
は
七
六
〇
〇
人
ほ
ど
に
な
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
平
成
二
十
三
年

に
は
、
六
十
五
歳さ

い

以
上
の
お
年
寄よ

り
の
人

口
が
、三
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
越こ

え
、
農の

う

業
ぎ
ょ
う

な
ど
の
仕
事
で
は
、
後あ

と

を
継つ

い
で
く
れ
る

若わ
か

い
人
が
い
な
く
て
、
困こ

ま

っ
て
い
ま
す
。

　

お
年
寄よ

り
の
世せ

話わ

を
す
る
な
ど
、
福ふ

く

祉し

の
問も

ん

題だ
い

も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
生
活
が
便べ

ん

利り

に
な
る
に
つ
れ
て
、

交
通
事じ

故こ

や
増
え
る
ご
み
の
こ
と
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
と
困
る
問
題
も
出
て
き
ま
し
た
。

　

み
ん
な
の
知ち

恵え

と
力
を
集
め
て
、
問
題

を
解か

い

決け
つ

し
、
よ
り
住
み
よ
い
八
丈
島
を
つ

く
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

フ
ン
ク
サ
フ
ン
ク
サ　

カ
マ
ッ
テ
ソ
ー
ロ
ー

鶴つ
る

は
千
年
亀か
め

は
万
年　

浦う
ら

島し
ま

太た

郎ろ
う

は
百
八
つ

こ
の
や
の
あ
る
じ
は
百
八
代

フ
ン
ク
サ
フ
ン
ク
サ　

カ
マ
ッ
テ
ソ
ー
ロ
ー

米
の
千せ
ん

貫が
ん

の
い
き
と
カ
マ
ッ
テ
ソ
ー
ロ
ー

ま
ゆ
が
千
貫　

い
き
と
カ
マ
ッ
テ
ソ
ー
ロ
ー

む
ろ
が
千
貫　

上
が
っ
た
い
き
と

カ
マ
ッ
テ
ソ
ー
ロ
ー

（
注
）
か
ま
る
…
…�

島
こ
と
ば
で
「
に
お
う
」

と
い
う
意
味
で
す
。
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五
　
島
の
人
々
の
く
ら
し
と
交
通

　

幅は
ば

の
広
い
舗ほ

装そ
う

さ
れ
た
道
路
が
、
島
内

を
一
周し

ゅ
うし

て
い
ま
す
。
ま
た
、
坂さ

か

上う
え

と
坂さ

か

下し
た

を
結
ぶ
横よ

こ

間ま

道
路
に
は
、
大お

お

坂さ
か

ト
ン
ネ

ル
が
あ
り
、
坂
上
の
人
は
坂
下
へ
、
坂
下

の
人
は
坂
上
へ
と
、
い
つ
で
も
行
き
来
が

で
き
ま
す
。

　

そ
し
て
、
大お

お

型が
た

化か

さ
れ
た
船
や
飛ひ

行こ
う

機き

が
、
毎
日
、
東と

う

京き
ょ
うと
八
丈
島
を
行
き
来
し

て
い
る
の
で
、
わ
た
し
た
ち
の
く
ら
し
は

た
い
へ
ん
便べ

ん

利り

で
豊ゆ

た

か
で
す
。

　

で
は
、
昔
か
ら
こ
の
よ
う
に
便
利
な
生

活
を
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
れ
か
ら
、
昔
と
今
の
八
丈
島
の
島と

う

内な
い

や
、
本
土
と
の
交
通
に
つ
い
て
、
み
ん
な

で
調
べ
な
が
ら
、
学
習
し
て
い
き
ま
し
ょ

う
。

　

伝
え
て
い
き
た
い
島
の
言
葉　

次
の
言

葉
の
意
味
が
わ
か
り
ま
す
か
。

　

ど
れ
も
「
島
こ
と
ば
」
で
す
。
今
、
み

な
さ
ん
は
共
通
語
を
話
し
て
い
ま
す
が
、

昔
は
「
島
こ
と
ば
」
で
話
す
人
が
ほ
と
ん

ど
で
し
た
。
し
か
し
、
今
で
は
「
島
こ
と

ば
」
を
話
す
人
が
少
な
く
な
り
、
こ
の
ま

ま
で
は
、
近
い
将
来
、
話
せ
る
人
が
い
な

く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い

ま
す
。
原
因
は
テ
レ
ビ
の
影え

い

響き
ょ
うな
ど
い
ろ

い
ろ
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

世
界
の
言
語
に
つ
い
て
、
国
連
教
育
科

学
文
化
機
関
（
ユ
ネ
ス
コ
）
が
調
査
を
し

た
結
果
、
将
来
失
わ
れ
て
し
ま
う
可か

能の
う

性せ
い

が
あ
る
言
葉
の
一
つ
に
「
八
丈
語
」
が
選

ば
れ
ま
し
た
。「
八
丈
語
」
は
日
本
語
の

中
で
も
、
最
も
古
い
言
葉
の
流
れ
を
く
み
、

大
変
貴
重
な
も
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
八
丈
語
は

な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
八
丈
町
は
今

八
丈
語
を
残
す
取
組
を
し
て
い
ま
す
。
み

な
さ
ん
も
、
そ
の
取
組
の
重
要
な
一
員
に

な
っ
て
い
る
の
で
す
。

・
沖
で
見
た
と
き
ゃ　

鬼お
に

島し
ま

と
見
た
が

　

来
て
み
り
ゃ　

八
丈
は
情
け
島じ
ま

・
南
み
な
み

風か
ぜ

だ
よ　

み
な
出
て
お
じ
ゃ
れ

　

む
か
え
ぞ
う
り
の　

紅べ
に

ば
な
お

・
や
ま
と
お
の
こ
の　

度ど

胸き
ょ
うが

あ
ら
ば

　

こ
え
て
お
じ
ゃ
れ
よ　

黒く
ろ

瀬せ

川
（
黒く
ろ

潮し
お

）

・
で
え
じ
け　
　

・
あ
っ
ぱ
め　
　

・
あ
び

・
ひ
っ
か
す
る　

・
ど
ん
ご　
　
　

・
か
む

・
ま
じ
け
る　
　

・
お
じ
ゃ
り
ゃ
れ
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は
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で
も
、
最
も
古
い
言
葉
の
流
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を
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み
、

大
変
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重
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も
の
だ
と
言
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い
ま
す
。

　

こ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
八
丈
語
は

な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
八
丈
町
は
今

八
丈
語
を
残
す
取
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を
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て
い
ま
す
。
み

な
さ
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も
、
そ
の
取
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の
重
要
な
一
員
に

な
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て
い
る
の
で
す
。

横間の旧
きゅう

道
どう

（点線は旧道）
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は
、
曲
が
り
く
ね
っ
た
旧
道
の
跡
が
残
っ

て
い
て
、
昔
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

ま
た
、
坂
道
も
多
く
、
人
々
は
背し

ょ

負い

子こ

に
荷に

物も
つ

を
つ
け
て
、
こ
の
急
な
坂
道
を
歩

い
て
運は

こ

び
ま
し
た
。
女
の
人
は
、
背し

ょ

負い

籠か
ご

を
背せ

負お

っ
た
り
、
頭
の
上
に
荷
物
を
の
せ

て
運
ん
だ
り
し
て
い
ま
し
た
。
大
き
な
荷

物
は
牛
の
背
に
乗の

せ
て
運
び
ま
し
た
。

　

昔
の
人
々
は
、
自
分
た
ち
の
地
域
で
生

活
す
る
こ
と
が
多
く
、
あ
ま
り
よ
そ
の
地

域
へ
行
っ
た
り
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
よ

う
で
す
。

㈠
　
島と

う

内な
い

の
交
通

　

旧
き
ゅ
う

道ど
う

を
訪た

ず

ね
て　

下
の
図
は
、
大お

お

賀か

郷ご
う

の
歴れ

き

史し

民み
ん

俗ぞ
く

資し

料
り
ょ
う

館か
ん

の
横
か
ら
為た

め

朝と
も

神じ
ん

社じ
ゃ

ま
で
の
、
新
し
い
道
と
古
い
道
の
図
で

す
。
玉
石
垣
に
囲か

こ

ま
れ
た
家
の
ま
わ
り
の

曲
が
り
く
ね
っ
た
道
は
旧
道
で
、
水
源
や

海
、
畑
へ
と
続
い
て
い
ま
す
。

　

歴
史
民
俗
資
料
館
の
横
か
ら
入
っ
て
行

く
と
、
地
蔵
様
や
、
古
い
墓は

か

石
が
あ
り
ま

す
。
大
木
に
覆お

お

わ
れ
、
落お

ち
葉ば

を
踏
ん
で

歩
く
、
こ
の
あ
た
り
は
、
馬う

ま

路じ

と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

馬
路
に
続
く
大お

お

里ざ
と

は
、
昔
は
、
島
の
中

心
地
で
し
た
。
宗そ

う

福ふ
く

寺じ

や
陣じ

ん

屋や

の
あ
と
、

玉
石
垣
な
ど
が
残の

こ

っ
て
い
ま
す
。

　

為
朝
神
社
近
く
の
、
都と

道ど
う

沿ぞ

い
の
畑
に

歴
史
民
俗

資
料
館

かんもの碑
ひ

じ　ぞう

地蔵

ぼ　　ち

青ヶ島墓地

宗福寺跡
そう　ふく　じ　あとこうくち

河口

地役人屋敷跡
じ　やく にん　や　しき　あと

宝
明
神
社

ほ
う
め
い

優
婆
夷

う

　

 

ば 

　い

長
楽
寺
跡

ち
ょ
う 

ら
く

　じ

　あ
と

そ
う
な
ん
し
ゃ

は
か

船
の
遭
難
者
の
墓

前
崎
へ

八
重
根

漁
港

伊
郷
名
へ

い

　ご
う

　な

水源
す い げ ん

ふるさと村

し ま や く し ょ

島役所あと

旧道

新道
た
め
と
も

為
朝
神
社

横間海岸
よこ　ま　かい がん

大 里 林
道

お お ざ と
り ん

ど う

大賀郷、大
おお

里
ざと

の旧道と新道の略図
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。
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社
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く
の
、
都と
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う

沿ぞ

い
の
畑
に

背負籠をせおう―昭和の中ごろ

頭の上にのせて運ぶ（潮
しお

汲
く

み）―昭和の始め
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大
坂
峠
ま
で
の
広
い
道
を
つ
く
り
、
長
さ

百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
ト
ン
ネ
ル
を
掘
る
、

と
い
う
も
の
で
し
た
。

　

そ
の
こ
ろ
、
島
で
は
「
そ
ん
な
こ
と
が

で
き
る
わ
け
な
い
」、
と
考
え
て
い
た
人

が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
阿
坂
島
司
は
計

画
を
か
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
工
事
に
は
、
島
の
人
た
ち
は
夫ぶ

役え
き

（
割わ

り
あ
て
ら
れ
て
、
た
だ
で
は
た
ら
く

こ
と
）
で
参さ

ん

加か

し
、
夜
も
道
づ
く
り
や
ト

ン
ネ
ル
掘
り
に
協

き
ょ
う

カり
ょ
くし

ま
し
た
。
し
か
し
、

地ち

質し
つ

が
弱
く
、
何
回
も
く
ず
れ
て
、
何
人

か
の
人
が
犠ぎ

牲せ
い

に
な
り
ま
し
た
。

　

ト
ン
ネ
ル
は
、
樫
立
側
と
、
大お

お

賀か

郷ご
う

側

か
ら
掘
ら
れ
、
ニ
年
間
か
か
っ
て
、
一
九�

〇
七
年
に
つ
い
に
完か

ん

成せ
い

し
ま
し
た
。

　

こ
の
ト
ン
ネ
ル
に
よ
っ
て
、
坂
上
と
坂

下
の
行
き
来
が
、
と
て
も
便べ

ん

利り

に
な
り
ま

し
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
ト
ン
ネ
ル
は
、
今
の
と

は
ち
が
い
、
せ
ま
く
て
、
荷に

馬
車
が
一
台

通
れ
る
だ
け
の
も
の
で
し
た
。
ま
た
、
電で

ん

燈と
う

も
な
か
っ
た
の
で
、
ま
っ
暗
で
し
た
。

　

大お
お

坂さ
か

ト
ン
ネ
ル
と
道
路　

坂さ
か

上う
え

と
坂さ

か

下し
た

を
結
ぶ
大
坂
ト
ン
ネ
ル
は
、
島
の
交
通
に

と
っ
て
、
と
て
も
大た

い

切せ
つ

な
所
で
す
。

　

で
は
、
大
坂
ト
ン
ネ
ル
が
で
き
る
前
の

坂
上
と
坂
下
の
行
き
来
は
、
ど
う
し
て
い

た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

樫か
し

立た
て

側が
わ

に
は
大
坂
峠
、
末す

え

吉よ
し

側
に
は
登の

ぼ

龍
り
ょ
う

峠
の
急
な
坂
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の

坂
に
は
細ほ

そ

い
道
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
し
た

が
、
登の

ぼ

り
下く

だ

り
が
急
な
の
で
島
の
人
々
は

一
日
が
か
り
で
行
き
来
を
し
て
い
ま
し
た
。

　

『
八
丈
島と

う

誌し

』
に
、
次
の
よ
う
な
樫
立

の
八は

ち

助す
け

お
じ
い
さ
ん
の
話
が
の
っ
て
い
ま

す
。

　

大
坂
峠
の
道
は
、
と
て
も
険け

わ

し
く
、
こ
ま
っ

た
な
。
坂
の
と
中
に
は
、
と
が
っ
た
石
も
あ

り
、
登
る
の
は
ど
う
に
か
な
っ
た
け
ど
、
坂

下
へ
下
る
の
が
こ
わ
か
っ
た
よ
。
背し

ょ

負い

子こ

に

荷
物
を
つ
け
て
下
る
と
き
、
背
負
子
が
石
の

は
し
に
あ
た
ろ
う
も
の
な
ら
、
ぶ
っ
こ
ち
そ

う
に
な
っ
て
、
お
っ
か
な
か
っ
た
ぞ
。

　

樫
立
・
中な

か

之の

郷ご
う

の
人
た
ち
も
、
わ
ざ
わ
ざ

末
吉
ま
わ
り
で
、
坂
下
に
下
っ
た
も
の
だ
よ
。

　

そ
こ
で
、
大
坂
峠
に
ト
ン
ネ
ル
を
つ
く

る
と
い
う
計け

い

画か
く

が
考
え
ら
れ
、
一
九
〇
五

年
（
明め

い

治じ

三
十
八
年
）、
島と

う

司し

（
今
の
支し

庁
ち
ょ
う

長
）
で
あ
っ
た
阿あ

坂さ
か

多た

一い
ち

郎ろ
う

と
い
う
人

や
各か

く

村
長
が
中
心
に
な
り
、
日に

ち

露ろ

戦せ
ん

争そ
う

に

勝か

っ
た
記き

念ね
ん

と
し
て
つ
く
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

　

道
は
そ
れ
ま
で
の
横よ

こ

間ま

が
原
の
小
道
を

広
げ
る
の
で
は
な
く
、
新
し
く
大お

お

里ざ
と

か
ら
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大
坂
峠
ま
で
の
広
い
道
を
つ
く
り
、
長
さ

百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
ト
ン
ネ
ル
を
掘
る
、

と
い
う
も
の
で
し
た
。

　

そ
の
こ
ろ
、
島
で
は
「
そ
ん
な
こ
と
が

で
き
る
わ
け
な
い
」、
と
考
え
て
い
た
人

が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
阿
坂
島
司
は
計

画
を
か
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
工
事
に
は
、
島
の
人
た
ち
は
夫ぶ

役え
き

（
割わ

り
あ
て
ら
れ
て
、
た
だ
で
は
た
ら
く

こ
と
）
で
参さ

ん

加か

し
、
夜
も
道
づ
く
り
や
ト

ン
ネ
ル
掘
り
に
協

き
ょ
う

カり
ょ
くし

ま
し
た
。
し
か
し
、

地ち

質し
つ

が
弱
く
、
何
回
も
く
ず
れ
て
、
何
人

か
の
人
が
犠ぎ

牲せ
い

に
な
り
ま
し
た
。
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ン
ネ
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樫
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大お

お
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側
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。
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。
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台
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。
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も
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の
で
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で
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。
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、
と
て
も
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な
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で
す
。

　

で
は
、
大
坂
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が
で
き
る
前
の

坂
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下
の
行
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来
は
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ど
う
し
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た
の
で
し
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う
か
。
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て

側が
わ

に
は
大
坂
峠
、
末す

え

吉よ
し

側
に
は
登の

ぼ

龍
り
ょ
う

峠
の
急
な
坂
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の

坂
に
は
細ほ

そ

い
道
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
し
た

が
、
登の

ぼ

り
下く

だ

り
が
急
な
の
で
島
の
人
々
は

一
日
が
か
り
で
行
き
来
を
し
て
い
ま
し
た
。

　

『
八
丈
島と

う

誌し

』
に
、
次
の
よ
う
な
樫
立

の
八は

ち

助す
け

お
じ
い
さ
ん
の
話
が
の
っ
て
い
ま

す
。

　

大
坂
峠
の
道
は
、
と
て
も
険け

わ

し
く
、
こ
ま
っ

た
な
。
坂
の
と
中
に
は
、
と
が
っ
た
石
も
あ

り
、
登
る
の
は
ど
う
に
か
な
っ
た
け
ど
、
坂

下
へ
下
る
の
が
こ
わ
か
っ
た
よ
。
背し

ょ

負い

子こ

に

荷
物
を
つ
け
て
下
る
と
き
、
背
負
子
が
石
の

は
し
に
あ
た
ろ
う
も
の
な
ら
、
ぶ
っ
こ
ち
そ

う
に
な
っ
て
、
お
っ
か
な
か
っ
た
ぞ
。

　

樫
立
・
中な

か

之の

郷ご
う

の
人
た
ち
も
、
わ
ざ
わ
ざ

末
吉
ま
わ
り
で
、
坂
下
に
下
っ
た
も
の
だ
よ
。

　

そ
こ
で
、
大
坂
峠
に
ト
ン
ネ
ル
を
つ
く

る
と
い
う
計け

い

画か
く

が
考
え
ら
れ
、
一
九
〇
五

年
（
明め

い

治じ

三
十
八
年
）、
島と

う

司し

（
今
の
支し

庁
ち
ょ
う

長
）
で
あ
っ
た
阿あ

坂さ
か

多た

一い
ち

郎ろ
う

と
い
う
人

や
各か

く

村
長
が
中
心
に
な
り
、
日に

ち

露ろ

戦せ
ん

争そ
う

に

勝か

っ
た
記き

念ね
ん

と
し
て
つ
く
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

　

道
は
そ
れ
ま
で
の
横よ

こ

間ま

が
原
の
小
道
を

広
げ
る
の
で
は
な
く
、
新
し
く
大お

お

里ざ
と

か
ら

昔のトンネル

今の大坂のトンネル
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う
は
と
な
り
の
地
域
に
行
く
こ
と
も
少
な

く
、
行
く
と
き
が
あ
っ
て
も
、
自
動
車
に

乗
ら
ず
に
歩
い
て
行
く
の
が
ほ
と
ん
ど
で

し
た
。

　

戦せ
ん

争そ
う

が
始
ま
る
と
、
ガ
ソ
リ
ン
や
車
の

部ぶ

品ひ
ん

も
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
自
動
車
の

仕し

事ご
と

も
で
き
な
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

戦
争
が
終
わ
っ
て
、
ふ
た
た
び
自
動
車

が
使つ

か

わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
昭
和
二
十
三

年
か
ら
は
、
島
で
「
運う

ん

転て
ん

免め
ん

許き
ょ

試し

験け
ん

」
も

始
ま
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
昭
和
三
十
年
ご
ろ
か
ら
道み

ち

幅は
ば

を
広
げ
る
工
事
が
始
ま
り
、
八
丈
一

周
し
ゅ
う

道
路
づ
く
り
や
道
路
の
舗
装
も
進
め
ら
れ
、

大
坂
ト
ン
ネ
ル
も
今
の
よ
う
に
つ
く
り
な

お
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
中
で
、
自
動
車
は
昭
和

三
十
五
年
ご
ろ
か
ら
台
数
が
ど
ん
ど
ん
増

え
、
今
で
は
ほ
と
ん
ど
の
家
で
乗

じ
ょ
う

用よ
う

車し
ゃ

を

持
つ
よ
う
に
な
り
、
近
い
所
で
も
車
で
行

く
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。

　

か
わ
っ
て
き
た
交
通　

大た
い

正
し
ょ
う

時
代
に

な
る
と
、
七
六
ペ
ー
ジ
の
図
の
よ
う
に
、

旧き
ゅ
う

道ど
う

と
別
に
広
い
新
し
い
道
（
新し

ん

道ど
う

）

が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
大お

お

坂さ
か

ト
ン
ネ
ル
が
で
き
た
り
、

新
道
が
つ
く
ら
れ
て
も
、
物
を
運は

こ

ぶ
の
は

人
や
牛
の
力
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

一
九
一
〇
年
に

大だ
い

八は
ち

車ぐ
る
まが

島
に

入
り
、
そ
の
後

は
馬ば

力り
き

と
い
わ

れ
た
牛
車
が
使

わ
れ
ま
し
た
。

　

一
九
二
五
年

に
な
る
と
、
初は

じ

め
て
貨か

物も
つ

自
動

車
が
牛

ぎ
ゅ
う

乳に
ゅ
うや
船
の

荷に

物も
つ

、
炭す

み

な
ど
を

運
ぶ
よ
う
に
な
り
、

昭
し
ょ
う

和わ

四
年
か
ら
は
、

「
乗の

り

合あ
い

自
動
車
」

も
走
り
始
め
ま
し

た
。

　

貨
物
自
動
車
も

乗
合
自
動
車
も
初

め
は
坂さ

か

下し
た

だ
け
を

走
っ
て
い
ま
し
た

が
、
そ
の
後
は
中な

か

之の

郷ご
う

・
末す

え

吉よ
し

に
ま

で
行
く
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
ふ
つ

南海タイムス（昭和９年）

八丈島で運
うん

ぱんに使われた牛車（昭和28年ごろ）
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う
は
と
な
り
の
地
域
に
行
く
こ
と
も
少
な

く
、
行
く
と
き
が
あ
っ
て
も
、
自
動
車
に

乗
ら
ず
に
歩
い
て
行
く
の
が
ほ
と
ん
ど
で

し
た
。

　

戦せ
ん

争そ
う

が
始
ま
る
と
、
ガ
ソ
リ
ン
や
車
の

部ぶ

品ひ
ん

も
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
自
動
車
の

仕し

事ご
と

も
で
き
な
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

戦
争
が
終
わ
っ
て
、
ふ
た
た
び
自
動
車

が
使つ

か

わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
昭
和
二
十
三

年
か
ら
は
、
島
で
「
運う

ん

転て
ん

免め
ん

許き
ょ

試し

験け
ん

」
も

始
ま
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
昭
和
三
十
年
ご
ろ
か
ら
道み

ち

幅は
ば

を
広
げ
る
工
事
が
始
ま
り
、
八
丈
一

周
し
ゅ
う

道
路
づ
く
り
や
道
路
の
舗
装
も
進
め
ら
れ
、

大
坂
ト
ン
ネ
ル
も
今
の
よ
う
に
つ
く
り
な

お
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
中
で
、
自
動
車
は
昭
和

三
十
五
年
ご
ろ
か
ら
台
数
が
ど
ん
ど
ん
増

え
、
今
で
は
ほ
と
ん
ど
の
家
で
乗

じ
ょ
う

用よ
う

車し
ゃ

を

持
つ
よ
う
に
な
り
、
近
い
所
で
も
車
で
行

く
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。

　

か
わ
っ
て
き
た
交
通　

大た
い

正
し
ょ
う

時
代
に

な
る
と
、
七
六
ペ
ー
ジ
の
図
の
よ
う
に
、

旧き
ゅ
う

道ど
う

と
別
に
広
い
新
し
い
道
（
新し

ん

道ど
う

）

が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
大お

お

坂さ
か

ト
ン
ネ
ル
が
で
き
た
り
、

新
道
が
つ
く
ら
れ
て
も
、
物
を
運は

こ

ぶ
の
は

人
や
牛
の
力
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

一
九
一
〇
年
に

大だ
い

八は
ち

車ぐ
る
まが
島
に

入
り
、
そ
の
後

は
馬ば

力り
き

と
い
わ

れ
た
牛
車
が
使

わ
れ
ま
し
た
。

　

一
九
二
五
年

に
な
る
と
、
初は

じ

め
て
貨か

物も
つ

自
動

車
が
牛

ぎ
ゅ
う

乳に
ゅ
うや
船
の

荷に

物も
つ

、
炭す

み

な
ど
を

運
ぶ
よ
う
に
な
り
、

昭
し
ょ
う

和わ

四
年
か
ら
は
、

「
乗の

り

合あ
い

自
動
車
」

も
走
り
始
め
ま
し

た
。

　

貨
物
自
動
車
も

乗
合
自
動
車
も
初

め
は
坂さ

か

下し
た

だ
け
を

走
っ
て
い
ま
し
た

が
、
そ
の
後
は
中な

か

之の

郷ご
う

・
末す

え

吉よ
し

に
ま

で
行
く
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
ふ
つ
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八丈島で運
うん

ぱんに使われた牛車（昭和28年ごろ）
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大
き
く
て

速は
や

い
船
が
横

づ
け
で
き
る

港み
な
とが

ほ
し
い

と
い
う
こ
と

は
、
島
の
人

た
ち
の
大
き

な
願
い
で
し

た
。

　

や
が
て
昭

和
四
十
年
に

底そ
こ

土ど

港こ
う

に
二�

千
ト
ン
級
の

船
が
横
づ
け

で
き
る
桟
橋
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
⑯

　

こ
う
し
て
今
で
は
、
船
は
大お

お

型が
た

に
な
り
、

㈡
　
島
と
本
土
と
の
交
通

　

毎
日
来
る
よ
う
に
な
っ
た
船　

わ
た
し

た
ち
の
島
は
、
長
い
間
、
よ
そ
の
土
地
と

の
行
き
来
を
船
に
頼
っ
て
き
ま
し
た
。
島

の
く
ら
し
に
必
要
な
物
は
、
今
で
も
ほ
と

ん
ど
が
船
で
運は

こ

ば
れ
て
き
ま
す
。
海
の
交

通
は
、
人
々
の
く
ら
し
に
大
き
な
つ
な
が

り
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

江え

戸ど

時
代
は
、
幕ば

く

府ふ

の
船
は
年
に
二
回

来
る
だ
け
で
し
た
。
明め

い

治じ

時
代
に
な
っ
て

も
、
小お

笠が
さ

原わ
ら

へ
行
き
来
す
る
船
が
年
に
四

回
ほ
ど
寄よ

る
だ
け
で
し
た
。
明
治
の
終
わ

り
に
な
っ
て
、
や
っ
と
毎
月
一
回
来
る
よ

う
に
な
り
、
し
だ
い
に
船ふ

な

便び
ん

が
増
え
、
昭

し
ょ
う

和わ

十
年
こ
ろ
に
な
る
と
、
定て

い

期き

船せ
ん

は
毎
月

六
回
行
き
来
し
、
小
笠
原
航こ

う

路ろ

の
船
も
年

に
行
き
は
二
十�

六
回
、
帰
り
は

十
六
回
も
寄
り

ま
し
た
。

　

や
が
て
太た

い

平へ
い

洋よ
う

戦せ
ん

争そ
う

が
終
わ

り
、
黒く

ろ

潮し
お

丸ま
る

が

月
六
回
、
十
八
時
間
ぐ
ら
い
で
来
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
こ
ろ
は
、
ま
だ
大
き
な

桟さ
ん

橋ば
し

が
な
か
っ
た
の
で
、
本ほ

ん

船せ
ん

は
沖
に
と

ま
っ
て
、
は
し
け
と
よ
ば
れ
る
小
さ
な
船

で
、
人
や
荷に

物も
つ

を

何
回
に
も
分
け
て
、

港み
な
とや
本
船
ま
で
運

び
ま
し
た
。

は
し
け
を
使
っ
て
い
た
こ
ろ
の

�

お
じ
さ
ん
の
話

昭和22年より

黒潮丸（496トン、全長50ｍ）

はしけ
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本
船
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か
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が
、
の
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た
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へ
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っ
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黒
潮
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り
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し
尿

に
ょ
う

は
た
れ
流な

が

さ
れ
て
い
た
の
で
く
さ
く
て
こ

ま
っ
た
。
そ
の
う
え
、
天て

ん

候
が
悪
い
と
二
十
時
間

ほ
ど
か
か
り
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
酔
っ
て
し
ま
い
、

た
い
へ
ん
苦く

労ろ
う

の
多
い
船
旅
だ
っ
た
な
あ
。

　

大
き
く
て

速は
や

い
船
が
横

づ
け
で
き
る

港み
な
とが
ほ
し
い

と
い
う
こ
と

は
、
島
の
人

た
ち
の
大
き

な
願
い
で
し

た
。

　

や
が
て
昭

和
四
十
年
に

底そ
こ

土ど

港こ
う

に
二�

千
ト
ン
級
の

船
が
横
づ
け

で
き
る
桟
橋
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
⑯

　

こ
う
し
て
今
で
は
、
船
は
大お

お

型が
た

に
な
り
、

㈡
　
島
と
本
土
と
の
交
通

　

毎
日
来
る
よ
う
に
な
っ
た
船　

わ
た
し

た
ち
の
島
は
、
長
い
間
、
よ
そ
の
土
地
と

の
行
き
来
を
船
に
頼
っ
て
き
ま
し
た
。
島

の
く
ら
し
に
必
要
な
物
は
、
今
で
も
ほ
と

ん
ど
が
船
で
運は

こ

ば
れ
て
き
ま
す
。
海
の
交

通
は
、
人
々
の
く
ら
し
に
大
き
な
つ
な
が

り
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

江え
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時
代
は
、
幕ば

く

府ふ

の
船
は
年
に
二
回

来
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だ
け
で
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た
。
明め

い

治じ

時
代
に
な
っ
て

も
、
小お

笠が
さ

原わ
ら

へ
行
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来
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四
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わ
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よ
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、
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十
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と
、
定て
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船せ
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は
毎
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六
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、
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年

に
行
き
は
二
十�
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、
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十
六
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も
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り
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。
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、
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。
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で
、
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ま
っ
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は
し
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よ
ば
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船

で
、
人
や
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港み
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船
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は
し
け
を
使
っ
て
い
た
こ
ろ
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�

お
じ
さ
ん
の
話

平成14年より

昭和46年より

さるびあ丸
（4965トン、全長121ｍ）

かめりあ丸
（3837トン、全長103ｍ）

ふりいじあ丸
（2361トン、全長84ｍ）

すとれちあ丸
（3700トン、全長111ｍ）

はしけ

昭和53年より
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ス
ピ
ー
ド
も
増
し
、
十
時
間
ほ
ど
で
来
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
回
数
も
増

え
て
、
今
で
は
毎
日
一
往
復
来
て
い
ま
す
。

　

客
き
ゃ
く

船せ
ん

だ
け
で
な
く
貨か

物も
つ

船せ
ん

も
週
に
二
回

来
ま
す
。
多
く
の
荷に

物も
つ

は
コ
ン
テ
ナ
に
入

れ
て
運は

こ

び
ま
す
。
⑥

　

コ
ン
テ
ナ
の
お
か
げ
で
荷
づ
く
り
や
船

の
積つ

み

降お

ろ
し

が
楽
に
な
り
、

荷
物
の
い
た

み
も
少
な
く

な
っ
て
、
た

い
へ
ん
便べ

ん

利り

に
な
り
ま
し

た
。

　

し
か
し
、

強
い
北ほ

く

東と
う

の
風
が
ふ

く
と
、
底そ

こ

土ど

港こ
う

は
荒あ

れ
て
、
船

は
横
づ
け

で
き
な
く

な
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
反は

ん

対た
い

側が
わ

の
八や

重え

根ね

港こ
う

に
も
大

き
な
桟
橋
を
つ
く
る
工
事
が
行
わ
れ
、
昭

し
ょ
う

和わ

六
十
一
年
に
、
船
が
着つ

け
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
桟
橋
は
、
一
年
間

に
お
よ
そ
十
回
ほ
ど
利り

用よ
う

さ
れ
、
利り

用よ
う

数す
う

は
減げ

ん

少
し
ょ
う

傾け
い

向こ
う

で
す
。
㉔

　

そ
れ
で
も
全
世
界
的
な
異
常
気
象
の
せ

い
か
、
欠
航
回
数
は
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
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コンテナをつみおろす貨物船

港についたコンテナ
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便べ
ん

利り

な
空
の
交
通　

長
い
間
、
本
土
と

の
交
通
は
船
だ
け
だ
っ
た
の
で
、
急
ぎ
の

用
や
急

き
ゅ
う

病び
ょ
うの
と
き
な
ど
に
は
、
と
て
も
こ

ま
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

　

昭
和
二
十
九
年
、
戦せ

ん

争そ
う

中
に
つ
く
ら
れ

た
飛ひ

行こ
う

場じ
ょ
うを
も
と
に
し
て
、
七
人
乗
り
の

小
さ
な
飛
行
機
が
来
る
よ
う
に
な
り
、
空

の
交
通
が
始
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、

八
丈
島
か
ら
一
時
間
ぐ
ら
い
で
東と

う

京き
ょ
うへ

行

け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
大
変
料

り
ょ
う

金き
ん

の
高
い
乗
り
物
で
し
た
。
③

　

や
が
て
、
利り

用よ
う

す
る
人
が
増
え
る
に
つ

れ
、
飛
行
機
は
徐じ

ょ

々じ
ょ

に
大お

お

型が
た

に
な
り
、
便び

ん

数す
う

も
し
だ
い
に
増
え
ま
し
た
。

　

そ
の
後
も
空
の
便
は
便
利
に
な
っ
て
い

き
、
新
聞
も
飛
行
機
で
運
ぶ
の
で
、
そ
の

日
の
う
ち
に
届と

ど

く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
悪あ

く

天て
ん

候こ
う

に
よ
る
欠け

っ

航こ
う

、
満ま

ん

席せ
き

で

乗
れ
な
い
時
期
が
あ
る
、
な
ど
の
問
題
が

起
き
て
い
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
空く

う

港こ
う

が
広
げ
ら
れ
、
い
ろ
い

ろ
な
設
備
が
整

と
と
の
え
ら
れ
て
、
昭
和
五
十
七

年
か
ら
、
ジ
ェ
ッ
ト
機
が
飛と

ぶ
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　

そ
の
た
め
に
、
近ち

か

く
の
家
約や

く

百
軒け

ん

と
富ふ

　

平
成
元
年
か
ら
実じ

っ

験け
ん

運う
ん

航こ
う

を
し
た
後
、

平
成
五
年
八
月
か
ら
、
伊
豆
諸し

ょ

島と
う

の
島
々

が
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
結
ば
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
特
に
、
青
ヶ
島
や
御み

蔵く
ら

島じ
ま

の

人
々
に
は
、
こ
の
愛あ

い

ら
ん
ど
シ
ャ
ト
ル
と

呼よ

ば
れ
る
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
は
、
大
切
な
交

通
機き

関か
ん

と
な
っ
て
い
ま
す
。
④

　

平
成
十
二
年
か
ら
は
、
東
京
と
八
丈
島
を

む
す
ぶ
飛ひ

行こ
う

機き

も
Ｙ
Ｓ
11
型が

た

の
プ
ロ
ペ
ラ
機

か
ら
一
七
〇
人
乗
り
の
ジ
ェ
ッ
ト
機き

が
運う

ん

航こ
う

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な

飛
行
機
の
ジ
ェ
ッ
ト
化か

や
安あ

ん

定て
い

し
た
運
行
の

た
め
に
、
平
成
十
六
年
九
月
に
は
、
滑か

っ

走そ
う

路ろ

も
二
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
な
り
ま
し
た
。
現

在
は
、
Ａ
―
三
二
〇
、七
三
七
―
八
〇
〇
も

運
航
さ
れ
て
い
ま
す
。

士じ

中
学
校
や

保ほ

育い
く

園え
ん

が
移い

転て
ん

し
、
三み

つ

根ね

小
学
校
の
校こ

う

舎し
ゃ

の
位い

置ち

も

変
わ
り
ま
し

た
。
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て
、
七
人
乗
り
の

小
さ
な
飛
行
機
が
来
る
よ
う
に
な
り
、
空

の
交
通
が
始
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、

八
丈
島
か
ら
一
時
間
ぐ
ら
い
で
東と

う

京き
ょ
うへ
行

け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
大
変
料

り
ょ
う

金き
ん

の
高
い
乗
り
物
で
し
た
。
③

　

や
が
て
、
利り

用よ
う

す
る
人
が
増
え
る
に
つ

れ
、
飛
行
機
は
徐じ

ょ

々じ
ょ

に
大お

お

型が
た

に
な
り
、
便び

ん

数す
う

も
し
だ
い
に
増
え
ま
し
た
。

　

そ
の
後
も
空
の
便
は
便
利
に
な
っ
て
い

き
、
新
聞
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飛
行
機
で
運
ぶ
の
で
、
そ
の

　

平
成
元
年
か
ら
実じ

っ
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ん

運う
ん

航こ
う
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し
た
後
、
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伊
豆
諸し

ょ
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う
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島
々
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な
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〇
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六
　
住す

み
よ
い
八
丈
島
に

　

上
の
写し

ゃ

真し
ん

は
江え

戸ど

時
代
に
書
か
れ
た
八

丈
島
の
水
く
み
の
よ
う
す
で
す
。

　

こ
の
お
け
一
ぱ
い
の
水
（
十
八
リ
ッ
ト

ル
）
を
、
一
軒
の
家
ぞ
く
が
料

り
ょ
う

理り

や
飲の

み

水
と
し
て
大
切
に
使つ

か

っ
て
い
ま
し
た
。
も

ち
ろ
ん
、
洗せ

ん

濯た
く

や
風
呂
に
は
使
え
ま
せ
ん

で
し
た
。
一
方
、
現げ

ん

代だ
い

の
わ
た
し
た
ち
は

昔
と
は
比く

ら

べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
水
を

使
っ
て
い
ま
す
。（
一
日
に
一
人
あ
た
り
、

お
よ
そ
五
百
リ
ッ
ト
ル
）

　

わ
た
し
た
ち
の
く
ら
し
は
、
水
だ
け
で

は
な
く
、
多
く
の
場
面
で
便べ

ん

利り

に
な
っ
て

き
て
い
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
が
住
み
よ
い

島し
ま

に
す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
努ど

力り
ょ
くや

工
夫
が
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

調
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

㈠
　
く
ら
し
と
水

　

水
道
が
で
き
る
ま
で　

左
の
写
真
は
、

昔
の
水
く
み
場
あ
と
の
よ
う
す
で
す
。

「
庭ニ

ワ

ニ
井イ

戸ド

ナ
ク
、
近
ク
ノ
谷
ヤ
小
川
ノ

水
ヲ
朝
夕
、
女
ノ
人
ガ
汲ク

ミ
来ク

ル
ナ
リ
」

と
、
近こ

ん

藤ど
う

富と
み

蔵ぞ
う

が
『
八
丈
実じ

っ

記き

』
に
書
い

た
よ
う
に
、
昔
は
東
山
か
ら
流な

が

れ
出
る
わ

き
水
や
川

の
水
を
、

飲の

み
水
、

洗
濯
、
牛

養や
し
ない

な
ど

に
使
っ
て

い
ま
し
た
。

　

水
く
み
は
、
女
の
人
の
大た

い

切せ
つ

な
仕し

事ご
と

で

し
た
が
、
水
く
み
場
が
遠
か
っ
た
り
、
水

が
少
な
か
っ
た
り
し
た
の
で
、
夏
は
朝
の

三
時
ご
ろ
起
き
て
、
日
の
出
前
か
ら
順

じ
ゅ
ん

番ば
ん

を
待ま

ち
ま
し
た
。

　

八
丈
島
に
初は

じ

め
て
水
道
が
で
き
た
の
は
、

末す
え

吉よ
し

で
、
一
八
五
九
年
（
安あ

ん

政せ
い

六
年
）
の

こ
と
で
し
た
。
そ
の
と
き
の
地じ

役や
く

人に
ん

長な
が

戸と

路ろ

収
し
ゅ
う

蔵ぞ
う

は
、
工
事
の
費ひ

用よ
う

を
全す

べ

て
出
し

て
、
こ
の
仕
事
を
始は

じ

め
ま
し
た
。

　

木
を
く
り
ぬ
い
て
作
っ
た
と
い
で
、
二

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
は
な
れ
た
水
源
と
村
を
つ

な
ぐ
工
事
は
、
千
六
百
六
十
人
の
人
手
と

六
年
の
月
日
を
か
け
た
大
工
事
で
し
た
。

　

続
い
て
中な

か

之の

郷ご
う

・
樫か

し

立た
て

に
も
、
と
い
を

使
っ
た
水
道
が
で
き
ま
し
た
。
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坂さ
か

下し
た

で
も
、
だ
い
ぶ
遅お

く

れ
ま
し
た
が
、

村
の
あ
ち
こ
ち
に
水す

い

槽そ
う

を
作
り
、
川
上
か

ら
土ど

管か
ん

で
水
を
送お

く

る
よ
う
に
し
た
の
で
、

水
く
み
は
と
て
も
楽
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
の
上

じ
ょ
う

水す
い

道ど
う

は
、
昭

し
ょ
う

和わ

三
十
年
ご
ろ
に

で
き
て
、
消

し
ょ
う

毒ど
く

さ
れ
た
安
全
な
水
に
な
り

ま
し
た
。
消

し
ょ
う

火か

栓
も
取
り
付
け
ら
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
土ど

管か
ん

も
鉄て

っ

管か
ん

や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

管
に
か
わ
り
、
水
も
れ
も
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
園え

ん

芸げ
い

・
観か

ん

光こ
う

・
家か

庭て
い

用
に
水

が
た
く
さ
ん
使つ

か

わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
断だ

ん

水す
い

や
時
間
給

き
ゅ
う

水す
い

が
た
び
た
び
起
き
ま
し
た
。

町ま
ち

で
は
水
源
を
増
や
し
、大
賀
郷
の
八
戸
・

大
里
や
三
根
の
片
根
山
に
井
戸
を
次
々
に

掘
る
な
ど
し
た
の
で
、
水
不ぶ

足そ
く

は
な
く
な

り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
昭
和
四
十
年
ご
ろ
に
は
、
そ
れ

ま
で
雨
水
な
ど
を
溜た

め
て
使
っ
て
い
た
大

賀
郷
の
西
見
・
甚じ

ん

太だ

や
永
郷
、
そ
し
て
樫か

し

立た
て

の
伊
郷
名
に
も
、
水
が
送
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　

水
が
届と

ど

く
ま
で　

今
で
は
、
家か

庭て
い

や
学

校
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
の
場ば

所し
ょ

に
水
道
が
あ

り
、
わ
た
し
た
ち
は
自
由
に
飲の

ん
だ
り

使
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

使
っ
た
水
や
し
尿

に
ょ
う
の
ゆ
く
え　

八
丈
島

で
は
、
昔
は
し
尿

に
ょ
う

（
お
し
っ
こ
や
う
ん
ち
）

を
、
畑
の
肥ひ

料り
ょ
うと

し
て
使
っ
て
い
ま
し
た
。

使
っ
た
水
も
地じ

面め
ん

に
し
み
こ
ま
せ
て
い
ま

し
た
が
、
洗せ

ん

剤ざ
い

や
シ
ャ
ン
プ
ー
が
、
地ち

下か

水す
い

を
よ
ご
す
と
い
う
お
そ
れ
か
ら
、
浄

じ
ょ
う

化か

槽そ
う

式し
き

の
家か

庭て
い

が
増
え
て
い
ま
す
。
平
成

二
十
四
年
、
汚お

泥で
い

再さ
い

生せ
い

処し
ょ

理り

セ

ン
タ
ー
が
完か

ん

成せ
い

し
ま
し
た
。
セ

ン
タ
ー
で
は
清

潔
な
島
を
目
指

し
、
し
尿
等
を

処
理
し
て
肥
料

に
し
て
い
ま
す
。

杉・しいをたてにわり、

くりぬいて作ったとい

必要なとき

は、ここの

せんをとっ

て水を流し

た。

ひつよう

谷をわたす

ときの木組

み。

大
おお

川
かわ

の取
しゅ

水
すい

せき

八戸の井戸
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を
よ
ご
す
と
い
う
お
そ
れ
か
ら
、
浄

じ
ょ
う

化か

槽そ
う

式し
き

の
家か

庭て
い

が
増
え
て
い
ま
す
。
平
成

二
十
四
年
、
汚お

泥で
い

再さ
い

生せ
い

処し
ょ

理り

セ

ン
タ
ー
が
完か

ん

成せ
い

し
ま
し
た
。
セ

ン
タ
ー
で
は
清

潔
な
島
を
目
指

し
、
し
尿
等
を

処
理
し
て
肥
料

に
し
て
い
ま
す
。

取水口から水道のじゃ口まで

①井戸…ポンプを使っ

　て地下水をくみあげ

　ます。

③配水池…さらに水を

　消毒し、いろいろ

　な所へ配ります。

はい すい ち みず

ところ くば
じょうすいじょう

ぶつじゅんふ

しょうそえん

取水口…きれいな水をパ

　イプに取りこみます。

②浄水場…送られた

　水の中の不純物を

　取りのぞいたり、ば

　いきんを沈めたり、

　塩素で消毒したりし

　て、さらに水をきれ

　いにします。

大
おお

川
かわ

の取
しゅ

水
すい

せき

八戸の井戸
汚
お

泥
でい

再
さい

生
せい

処
しょ

理
り

センターでの作業
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㈡
　
く
ら
し
と
ご
み

　

わ
た
し
た
ち
は
、
毎
日
た

く
さ
ん
の
ご
み
を
出
し
て
い

ま
す
が
、
こ
の
ご
み
処し

ょ

理り

は
、

町
の
大
切
な
仕
事
の
一
つ
で
す
。

　

昔
の
ご
み
は
、
量

り
ょ
う
も
少
な

く
、
生
ゴ
ミ
な
ど
が
中
心
で
、

家か

畜ち
く

の
え
さ
に
し
た
り
、
燃も

や
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

最さ
い

近き
ん

の
ご
み
は
、
下
の
よ
う

に
種し

ゅ

類る
い

が
多
く
、
腐く

さ

ら
な
い

も
の
や
、
燃
や
す
と
ダ
イ
オ

キ
シ
ン
の
よ
う
な
害が

い

の
出
る

も
の
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

ゴ
ミ
は
、
リ
サ
イ
ク
ル
で
き

る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

増
え
る
ご
み

　

増
え
る
ご
み
に
つ
い
て
町ま

ち

役や
く

場ば

の
住

じ
ゅ
う

民み
ん

課か

長ち
ょ
うさ

ん
か
ら
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。
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以
前
、
八
丈
島
で
は
、
デ
ポ
ジ
ッ
ト
方
式
に
よ

る
空
き
缶
や
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
リ
サ
イ
ク
ル
に
取

り
組
ん
だ
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
。
町
で
は
ク
リ
ー
ン

ア
イ
ラ
ン
ド
を
目
指
し
て

資し

源げ
ん

の
再さ

い

利
用
や
自
分
た

ち
の
ゴ
ミ
は
自
分
で
処し

ょ

理り

す
る
よ
う
な
施し

設せ
つ

の
整せ

い

備び

に
取
り
組
み
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
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く
ら
し
と
ご
み

　

わ
た
し
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は
、
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く
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ん
の
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を
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し
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い
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す
が
、
こ
の
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み
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ょ
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は
、
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の
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の
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で
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。
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の
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は
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も
少
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生
ゴ
ミ
な
ど
が
中
心
で
、
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く
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に
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、
燃も

や
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近き
ん

の
ご
み
は
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下
の
よ
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に
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出
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で
き

る
も
の
も
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ま
す
。
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燃も

え
る
ゴ
ミ
に
乾か

ん

電で
ん

池ち

が
混ま

ざ
っ
て
い
た
り
、
空あ

き

缶
の
中
に
、
乾か

ん

電で
ん

池ち

、
ガ
ラ
ス
、
た
ば
こ
が
入
っ
て
い

た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
毛も

う

布ふ

な
ど
は
小
さ
く

切
っ
て
い
た
だ
か
な
い
と
、
ク
レ
ー
ン
に
か
ら
ん
で
し

ま
い
ま
す
。
ゴ
ミ
分ぶ

ん

別べ
つ

の
ル
ー
ル
を
守
っ
て
く
だ
さ
い

ね
。

　

ま
た
、
空
き
缶
は
、
つ
ぶ
さ
ず
に
出
し
て
く
だ
さ
る

と
、
セ
ン
タ
ー
で
プ
レ
ス
し
や
す
い
で
す
。

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
の

�

作さ

業
ぎ
ょ
う

員い
ん

の
方か

た

の
お
話

は
な
し

　

以
前
、
八
丈
島
で
は
、
デ
ポ
ジ
ッ
ト
方
式
に
よ

る
空
き
缶
や
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
リ
サ
イ
ク
ル
に
取

り
組
ん
だ
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
。
町
で
は
ク
リ
ー
ン

ア
イ
ラ
ン
ド
を
目
指
し
て

資し

源げ
ん

の
再さ

い

利
用
や
自
分
た

ち
の
ゴ
ミ
は
自
分
で
処し

ょ

理り

す
る
よ
う
な
施し

設せ
つ

の
整せ

い

備び

に
取
り
組
み
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

クリーンセンターでの作業

　

燃も

え
る
ご
み
は
平
成
九
年
度
に
で
き
た
ご
み
焼

し
ょ
う

却き
ゃ
く

場じ
ょ
う（
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
）
で
燃
や
し
て
処し

ょ

理り

し
て
い
ま
す
。
こ
の
焼
却
場
は
、
ダ
イ
オ
キ
シ

ン
な
ど
の
有ゆ

う

害が
い

物ぶ
っ

質し
つ

の
処
理
に
も
対た

い

応お
う

で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
伐
栽
し
た
木
や
草
、
木も

く

材ざ
い

な
ど
は
中な

か

之の

郷ご
う

の
埋う

め
立
て
処し

ょ

分ぶ
ん

場じ
ょ
うで

、
残ざ

ん

土ど

や

石
な
ど
は
登の

ぼ

龍
り
ょ
う

峠
と
う
げ

の
処し

ょ

分ぶ
ん

場じ
ょ
うで
そ
れ
ぞ
れ
処し

ょ

理り

し

て
い
ま
す
。
金き

ん

属ぞ
く

ご
み
（
自じ

動ど
う

車し
ゃ

、
洗せ

ん

濯た
く

機き

、
冷れ

い

蔵ぞ
う

庫こ

な
ど
）
は
、
東
京
へ
運
び
リ
サ
イ
ク
ル
し
て

い
ま
す
。

　

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
で
は
年
間
三
千
ト
ン
の
ご

み
を
十
分
の
一
の
分
量
の
三
百
ト
ン
の
灰は

い

に
し
、

水み
ず

海み

山や
ま

の
最さ

い

終
し
ゅ
う

処し
ょ

分ぶ
ん

場じ
ょ
うに
埋う

め
て
い
ま
す
。
㉒
�
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㈢
　
く
ら
し
を
守ま

も

る

　

災さ
い

害が
い

に
備そ

な

え
て　

左
の
写し

ゃ

真し
ん

は
「
防ぼ

う

災さ
い

行
ぎ
ょ
う

政せ
い

無む

線せ
ん

」
の
受じ

ゅ

信し
ん

機き

で
す
。
こ
の
機き

械か
い

は
、
台
風
や
地じ

震し
ん

な
ど
の
緊き

ん

急
き
ゅ
う

放ほ
う

送そ
う

に

使つ
か

わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
ふ
だ
ん
の
お
知
ら

せ
な
ど
に
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

命
い
の
ち
や
財ざ

い

産さ
ん

を
守
る　

火か

事じ

や
事じ

故こ

、
病

び
ょ
う

気き

の
人ひ

と

た
ち
の
救

き
ゅ
う

助じ
ょ

に
備
え
て
い
る
の
が

消し
ょ
う

防ぼ
う

本ほ
ん

部ぶ

で
す
。

　

消
防
本
部
は
、
一
日
中
い
つ
で
も
出

し
ゅ
つ

動ど
う

で
き
る
よ
う
に
、
救

き
ゅ
う

急
き
ゅ
う

車し
ゃ

や
消
防
車
を

準
備
し
て
待た

い

機き

し
て
い
ま
す
。

　

各か
く

地ち

区く

に
は
消

防
団だ

ん

が
あ
り
ま
す
。

消
防
団
の
人
た
ち

は
、
い
ざ
と
い
う

と
き
に
は
消
防
本

部
と
協

き
ょ
う

力り
ょ
くし

て
は
た
ら
き

ま
す
。

　

各
地
区
の

消
防
団
の
人

た
ち
は
、
い

つ
も
は
自
分

の
仕し

事ご
と

を
し

て
い
ま
す
。

み
な
さ
ん
の
お
父
さ
ん
で
、
消
防
団
に

入
っ
て
い
る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。

　

消
防
本
部
や
消
防
団
は
、
毎
年
十
月
五

日
に
「
八
丈
町
防ぼ

う

災さ
い

訓く
ん

練れ
ん

」
を
町
や
支し

庁ち
ょ
う、

警
察
と
協
力
し
て
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
日
は
、
昭
和
五
十
年
に
台
風
十
三

号
で
大
き
な
被
害
が
あ
っ
た
日
な
の
で
す
。

㈣
　
く
ら
し
を
さ
さ
え
る

　

住
じ
ゅ
う

民み
ん

総そ
う

会か
い

　

わ
た
し
た
ち
は
、
も
っ
と
豊ゆ

た

か
で
、
楽

し
い
く
ら
し
を
し
た
い
と
い
う
願
い
を

も
っ
て
い
ま
す
。

　

坂
上
三
地
区
に
は
「
住
民
総
会
」
と
い

う
、
話
し
合
い
の
た
め
の
集あ

つ

ま
り
が
あ
り

ま
す
。

　

わ
た
し
た
ち
の
願ね

が

い
が
、
住
民
総
会
を

通
し
て
、
ど
の
よ
う
に
か
な
え
ら
れ
て
い

く
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
ち
ら
は
、
防
災
八

丈
で
す
…
…
。

町
役や

く

場ば

か
ら
お
知し

ら

せ
し
ま
す
…
…
。

防
災
行
政
無
線
の
鉄て

っ

塔と
う

防ぼ
う

火か

水す
い

そ
う

防災無
む

線
せん

機
き

消防本部と消防車など
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部
と
協

き
ょ
う

力り
ょ
くし

て
は
た
ら
き

ま
す
。

　

各
地
区
の

消
防
団
の
人

た
ち
は
、
い

つ
も
は
自
分

の
仕し

事ご
と

を
し

て
い
ま
す
。

み
な
さ
ん
の
お
父
さ
ん
で
、
消
防
団
に

入
っ
て
い
る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。

　

消
防
本
部
や
消
防
団
は
、
毎
年
十
月
五

日
に
「
八
丈
町
防ぼ

う

災さ
い

訓く
ん

練れ
ん

」
を
町
や
支し

庁ち
ょ
う、

警
察
と
協
力
し
て
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
日
は
、
昭
和
五
十
年
に
台
風
十
三

号
で
大
き
な
被
害
が
あ
っ
た
日
な
の
で
す
。

㈣
　
く
ら
し
を
さ
さ
え
る

　

住
じ
ゅ
う

民み
ん

総そ
う

会か
い

　

わ
た
し
た
ち
は
、
も
っ
と
豊ゆ

た

か
で
、
楽

し
い
く
ら
し
を
し
た
い
と
い
う
願
い
を

も
っ
て
い
ま
す
。

　

坂
上
三
地
区
に
は
「
住
民
総
会
」
と
い

う
、
話
し
合
い
の
た
め
の
集あ

つ

ま
り
が
あ
り

ま
す
。

　

わ
た
し
た
ち
の
願ね

が

い
が
、
住
民
総
会
を

通
し
て
、
ど
の
よ
う
に
か
な
え
ら
れ
て
い

く
の
で
し
ょ
う
か
。

　

中
之
郷
で
は
、
住
ん
で
い
る
人
た
ち
か
ら

会か
い

費ひ

を
集
め
明
る
い
ま
ち
づ
く
り
を
す
す
め

て
い
ま
す
。こ
の
会
費
を
も
と
に
、裏う

ら

見み

ヶが

滝た
き

遊ゆ
う

歩ほ

道ど
う

の
清せ

い

掃そ
う

、
盆ぼ

ん

踊お
ど

り
や
体
育
大
会
の
実じ

っ

施し

、
敬け

い

老ろ
う

の
集つ

ど

い
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

中な
か

之の

郷ご
う

自じ

治ち

会か
い

長ち
ょ
うさ
ん
の
話

防
災
行
政
無
線
の
鉄て

っ

塔と
う

防ぼ
う

火か

水す
い

そ
う

消防本部と消防車など

八丈町防災訓練
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八
丈
町
役や

く

場ば　

町
役
場
は
、
わ
た
し
た

ち
の
く
ら
し
を
支さ

さ

え
る
大
事
な
仕し

事ご
と

を
し

て
い
ま
す
。
町
役
場
で
は
、
町

ち
ょ
う

民み
ん

の
選せ

ん

挙き
ょ

で
選え

ら

ば
れ
た
町
長
を
中
心
に
、
い
ろ
い
ろ

な
課か

や
係

か
か
り
に
分
か
れ
て
仕
事
を
し
て
い
ま

す
。
こ
の
章

し
ょ
う

で
学
習
し
た
水
道
の
仕
事
、

ご
み
の
処し

ょ

理り

、
災
害
か
ら
く
ら
し
を
守ま

も

る

仕
事
も
そ
う
で
す
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
わ

た
し
た
ち
の
戸こ

籍せ
き

を
作
る
仕
事
、
税ぜ

い

金き
ん

の

仕
事
、
町
民
の
健け

ん

康こ
う

を
守
る
病

び
ょ
う

院い
ん

の
仕
事

も
あ
り
ま
す
。
⑱
～
㉒

　

教
き
ょ
う

育い
く

委い

員い
ん

会か
い　

町
役
場
の
中
に
は
、
教

育
委
員
会
が
あ
っ
て
、
学
校
に
関か

ん

係け
い

す
る

仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
が
勉べ

ん

強き
ょ
うし
や
す
い
よ
う
に
校
舎
な
ど
を
修

し
ゅ
う

理り

し

た
り
、
学
校
で
使
う
道ど

う

具ぐ

を
そ
ろ
え
て
く

れ
た
り
し
ま
す
。

　

ま
た
、
公こ

う

民み
ん

館か
ん

や
図
書
館
、
ス
ポ
ー
ツ

公
園
な
ど
、
町

ち
ょ
う

民み
ん

が
勉
強
や
ス
ポ
ー
ツ
を

す
る
た
め
の
世せ

話わ

を
し
た
り
す
る
仕
事
も

し
て
い
ま
す
。
⑭
㊳
～
㊵

ま
た
、
美
し
い
街ま

ち

に
す
る
た
め
に
枝え

だ

や
雑ざ

っ

草そ
う

を
切
り
取
る
里
道
づ
く
り
や
道
に
季き

節せ
つ

の
花

を
植
え
る
仕
事
も
し
て
い
ま
す
。

　

催
も
よ
お

し
に
し
て
も
草
刈か

り
に
し
て
も
多
く
の

人
た
ち
の
協

き
よ
う

力り
ょ
くは
か
か
せ
ま
せ
ん
。

　

み
ん
な
か
ら
集
め
た
お
金
で
す
る
仕
事
に

も
限か

ぎ

り
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
曲
が
り

角
の
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
の
設せ

っ

置ち

や
暗
い
と
こ
ろ

の
明
か
り
の
取
り
付つ

け
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、
各
地
区
の
振し

ん

興こ
う

委い

員い
ん

が
三
か
月

に
一
回
（
年
に
四
回
）
集
ま
り
、
自
分
た
ち

だ
け
で
は
で
き
な
い
こ

と
を
出
し
あ
い
八
丈
町

役
場
に
お
願ね

が

い
し
て
い

ま
す
。
地
区
の
こ
と
に

つ
い
て
相そ

う

談だ
ん

し
て
い
く

た
め
に
、
年
に
一
回

住じ
ゅ
う

民み
ん

総そ
う

会か
い

が
開ひ

ら

か
れ
、

年
間
の
予よ

定て
い

や
役や

く

員い
ん

を

決き

め
て
い
ま
す
。

　　　 花いっぱい作業ごよみ 　　　

　　（しごと）� 　（月）

ハイビスカスの剪
せん

定
てい

� ２月中
ちゅう

旬
じゅん

くすりまき� ５月中旬

スベリヒユ植え、除草など� ７月上旬

パンジー植え、除草など� 12月上旬
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八
丈
町
役や

く

場ば　

町
役
場
は
、
わ
た
し
た

ち
の
く
ら
し
を
支さ

さ

え
る
大
事
な
仕し

事ご
と

を
し

て
い
ま
す
。
町
役
場
で
は
、
町

ち
ょ
う

民み
ん

の
選せ

ん

挙き
ょ

で
選え

ら

ば
れ
た
町
長
を
中
心
に
、
い
ろ
い
ろ

な
課か

や
係

か
か
り
に
分
か
れ
て
仕
事
を
し
て
い
ま

す
。
こ
の
章

し
ょ
う

で
学
習
し
た
水
道
の
仕
事
、

ご
み
の
処し

ょ

理り

、
災
害
か
ら
く
ら
し
を
守ま

も

る

仕
事
も
そ
う
で
す
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
わ

た
し
た
ち
の
戸こ

籍せ
き

を
作
る
仕
事
、
税ぜ

い

金き
ん

の

仕
事
、
町
民
の
健け

ん

康こ
う

を
守
る
病

び
ょ
う

院い
ん

の
仕
事

も
あ
り
ま
す
。
⑱
～
㉒

　

教
き
ょ
う

育い
く

委い

員い
ん

会か
い　

町
役
場
の
中
に
は
、
教

育
委
員
会
が
あ
っ
て
、
学
校
に
関か

ん

係け
い

す
る

仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
が
勉べ

ん

強き
ょ
うし

や
す
い
よ
う
に
校
舎
な
ど
を
修

し
ゅ
う

理り

し

た
り
、
学
校
で
使
う
道ど

う

具ぐ

を
そ
ろ
え
て
く

れ
た
り
し
ま
す
。

　

ま
た
、
公こ

う

民み
ん

館か
ん

や
図
書
館
、
ス
ポ
ー
ツ

公
園
な
ど
、
町

ち
ょ
う

民み
ん

が
勉
強
や
ス
ポ
ー
ツ
を

す
る
た
め
の
世せ

話わ

を
し
た
り
す
る
仕
事
も

し
て
い
ま
す
。
⑭
㊳
～
㊵

三原小学校の工事

図
と

書
しょ

館
かん

保
ほ

育
いく

園
えん

英会話教室

町立病院の受
うけ

付
つけ

給
きゅう

食
しょく

センター

ラッピングバス
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八
丈
町
議ぎ

会か
い　

町
議
会
は
、
町

ち
ょ
う

民み
ん

の
選せ

ん

挙き
ょ

で
え
ら
ば
れ
た
十
四
人
の
町
議
会
議ぎ

員い
ん

に
よ
っ
て
す
す
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

人
た
ち
が
、
わ
た
し
た
ち
の
願ね

が

い
や
、
こ

れ
か
ら
の
八
丈
島
の
発は

っ

展て
ん

を
考
え
た
町
の

仕し

事ご
と

の
た
め
の

予よ

算さ
ん

や
、
町
の

大た
い

切せ
つ

な
き
ま
り

な
ど
に
つ
い
て

話
し
合
い
ま
す
。

　

特と
く

に
大だ

い

事じ

な

問も
ん

題だ
い

に
は
、
特と

く

別べ
つ

委い

員い
ん

会か
い

を
お

い
て
取と

り
組
ん

で
い
ま
す
。

　

八
丈
支し

庁ち
ょ
う
　

八
丈
島

は
、
東
京
都
に
含
ま
れ

て
い
て
、
わ
た
し
た
ち

の
く
ら
し
を
よ
く
す
る

た
め
に
、
い
ろ
い
ろ
な
仕
事
を
中
心
に

な
っ
て
進
め
る
の
が
八
丈
支
庁
で
す
。
そ

の
他
に
東
京
都
は
写
真
の
よ
う
な
場
所
で
、

仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
⑩
㉖
～
㉘
㉚

町役
やく

場
ば

のしくみ

八丈町議会の様
よう

子
す

地
ち

点
てん

標
ひょう
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八
丈
町
議ぎ

会か
い　

町
議
会
は
、
町

ち
ょ
う

民み
ん

の
選せ

ん

挙き
ょ

で
え
ら
ば
れ
た
十
四
人
の
町
議
会
議ぎ

員い
ん

に
よ
っ
て
す
す
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

人
た
ち
が
、
わ
た
し
た
ち
の
願ね

が

い
や
、
こ

れ
か
ら
の
八
丈
島
の
発は

っ

展て
ん

を
考
え
た
町
の

仕し

事ご
と

の
た
め
の

予よ

算さ
ん

や
、
町
の

大た
い

切せ
つ

な
き
ま
り

な
ど
に
つ
い
て

話
し
合
い
ま
す
。

　

特と
く

に
大だ

い

事じ

な

問も
ん

題だ
い

に
は
、
特と

く

別べ
つ

委い

員い
ん

会か
い

を
お

い
て
取と

り
組
ん

で
い
ま
す
。

　

八
丈
支し

庁ち
ょ
う
　

八
丈
島

は
、
東
京
都
に
含
ま
れ

て
い
て
、
わ
た
し
た
ち

の
く
ら
し
を
よ
く
す
る

た
め
に
、
い
ろ
い
ろ
な
仕
事
を
中
心
に

な
っ
て
進
め
る
の
が
八
丈
支
庁
で
す
。
そ

の
他
に
東
京
都
は
写
真
の
よ
う
な
場
所
で
、

仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
⑩
㉖
～
㉘
㉚

あ
の
数
字
の
つ

い
た
石
の
板い

た

は

何
か
し
ら
？

八丈支
し

庁
ちょう

㉖

地
ち

点
てん

標
ひょう

都島しょ農林水産総合センター㉘

都八丈島園芸技術センター㉗

八丈ビジターセンター⑩

保
ほ

健
けん

所
じょ

㉚
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㈤
　
こ
れ
か
ら
の
島
の
く
ら
し

　

こ
れ
か
ら
の
島
の
仕
事　

八
丈
島
は
、

暖あ
た
たか

い
気き

候こ
う

と
美

う
つ
く

し
い
自し

然ぜ
ん

と
海
の
幸さ

ち

に

恵め
ぐ

ま
れ
た
島
で
す
。

　

島
の
人
た
ち
は
、
昔
か
ら
こ
の
自
然
を

利り

用よ
う

し
て
、
仕
事
を
し
て
き
ま
し
た
。
こ

れ
か
ら
の
八
丈
島
の
仕
事
で
も
、
こ
の
自

然
を
利
用
し
た
地じ

元も
と

の
仕
事
を
さ
か
ん
に

し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が

考
え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
他
の
官か

ん

公こ
う

庁ち
ょ
うの
仕
事

そ
の
他
の
大た

い

切せ
つ

な
仕
事

魚
を
守
っ
た
り
増
や
し
た
り
す
る
取
組
を

広
げ
て
い
く
。

三�　

昔
か
ら
伝つ

た

わ
る
黄き

八
丈
な
ど
の
仕
事
を

大
切
に
育そ

だ

て
る
。

四�　

観か
ん

光こ
う

業ぎ
ょ
うで

は
、
観
光
客き

ゃ
くが

八
丈
島
に
み

力り
ょ
くを

感
じ
る
よ
う
に
取と

り
組
み
、
農
業
や

漁
業
な
ど
と
の
結む

す

び
つ
き
を
深ふ

か

め
る
よ
う

に
考
え
る
。

測
そっ

候
こう

所
じょ

のゾンデ打ち上げ

水
みず

海
み

山
やま

最
さいしゅうしょぶんじょう

終処分場での作業�

八丈島空
くう

港
こう

③

東
とう

海
かい

汽
き

船
せん

八丈高等学校

警
けい

察
さつ

官
かん

日
に

本
ほん

郵
ゆう

便
びん

株
かぶ

式
しき

会
がい

社
しゃ

社
しゃ

員
いん

東京電
でん

力
りょく

　

Ｎ
Ｔ
Ｔ
・
Ｍ
Ｅ
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㈤
　
こ
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か
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く
ら
し
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。
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の
仕
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を
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に
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て
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が
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切
で
す
。
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の
た
め
に
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が

考
え
ら
れ
ま
す
。

一�　

八
丈
島
に
あ
っ
た
農の

う

業ぎ
ょ
うの

し
か
た
を
工

夫
し
て
、
花か

き
園え

ん

芸げ
い

を
も
っ
と
さ
か
ん
に

す
る
。

二�　

漁ぎ
ょ

業ぎ
ょ
うで

は
漁ぎ

ょ

港こ
う

を
も
っ
と
整

と
と
の

え
た
り
、

　

島
の
仕
事
は
、
こ
の
四
つ
の
仕
事
が
関か

ん

係け
い

し
合
っ
て
、
の
び
て
い
く
こ
と
が
大
切

で
す
。

　

そ
の
た
め
に
、
東
京
都
や
八
丈
町
と
協

力
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
研
究
を
深
め
エ
夫

を
重
ね
た
り
、
後
つ
ぎ
を
育
て
た
り
す
る

こ
と
が
必
要
で
す
。

魚
を
守
っ
た
り
増
や
し
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す
る
取
組
を
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げ
て
い
く
。

三�　

昔
か
ら
伝つ

た

わ
る
黄き

八
丈
な
ど
の
仕
事
を

大
切
に
育そ

だ

て
る
。

四�　

観か
ん

光こ
う

業ぎ
ょ
うで
は
、
観
光
客き

ゃ
くが
八
丈
島
に
み

力り
ょ
くを
感
じ
る
よ
う
に
取と

り
組
み
、
農
業
や

漁
業
な
ど
と
の
結む

す

び
つ
き
を
深ふ

か

め
る
よ
う

に
考
え
る
。

測
そっ

候
こう

所
じょ

のゾンデ打ち上げ

水
みず

海
み

山
やま

最
さいしゅうしょぶんじょう

終処分場での作業�

八丈島空
くう
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③
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汽
き

船
せん
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豊
か
な
生せ

い

活か
つ

を
め
ざ
し
て　

右
の
写し

ゃ

真し
ん

は
、
老ろ

う

人じ
ん

ホ
ー
ム
の
写
真
で
す
。
日
本
は
、

長
生
き
で
き
る
国
に
な
り
ま
し
た
。

　

八
丈
島
に
も
お
年と

し

寄よ

り
が
増
え
て
き
ま

し
た
。
年
を
と
る
と
、
体
が
弱
く
な
っ
た

り
、
病

び
ょ
う

気き

に
か
か
り
や
す
く
な
り
ま
す
。

そ
う
い
う
人
た
ち
を
守ま

も

る
た
め
に
つ
く
ら

れ
た
の
が
老
人
ホ
ー
ム
で
す
。
ま
た
、
心

や
体
に
障

し
ょ
う

害が
い

が
あ
る
人
の
た
め
に
活か

つ

動ど
う

も

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
の
ま
わ
り

に
も
、
お
手て

伝
い
し
て
い
る
人
が
い
ま
す
。

㉓
㉝
㊷

　

こ
の
よ
う
に
島
に
住
む
人
た
ち
す
べ
て

が
、
幸

し
あ
わ
せ
に
く
ら
せ
る
よ
う
に
、
み
ん
な

で
知ち

恵え

を
出
し
あ
い
、
力
を
合
わ
せ
て
き

て
い
る
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
わ
た
し
た
ち
の
八
丈
島
を

も
っ
と
す
み
よ
い
島
に
す
る
た
め
に
は
、

や
る
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
の
八
丈
島
や
日
本
、
世せ

界か
い

が
、

よ
く
な
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
は
、

み
な
さ
ん
の
今
と
、
こ
れ
か
ら
の
勉べ

ん

強き
ょ
うや

努ど

カり
ょ
くに

か
か
っ
て
い
ま
す
。

○　

人
口
を
増
や
す
努
力
を
す
る
。

○　

道ど
う

路ろ

や
港

み
な
と
を
よ
く
し
て
い
く
。

　

水す
い

道ど
う

や
ご
み
処し

ょ

理り

場じ
ょ
うを
整せ

い

備び

す
る
。

○�　

台た
い

風ふ
う

や
地
震
、
津
波
、
噴
火
、
火
事
な

ど
に
備
え
る
。

○�　

健け
ん

康こ
う

な
く
ら
し
が
で
き
る
よ
う
に
、
病

気
を
予
防
し
た
り
、
よ
り
良
い
病

び
ょ
う

院い
ん

に
し

た
り
す
る
。

○�　

お
年と

し

寄よ

り
や
障

し
ょ
う

害が
い

の
あ
る
人
の
く
ら
し

を
よ
く
し
て
い
く
。

○�　

美
う
つ
く

し
い
自し

然ぜ
ん

を
守
り
、
昔
か
ら
伝つ

た

わ
る

も
の
を
大た

い

切せ
つ

に
す
る
。

　

豊
か
な
く
ら
し
が
で
き
る
よ
う
な
土
地

の
使
い
か
た
を
考
え
る
。

八丈老人ホーム
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豊
か
な
生せ

い

活か
つ

を
め
ざ
し
て　

右
の
写し

ゃ

真し
ん

は
、
老ろ

う

人じ
ん

ホ
ー
ム
の
写
真
で
す
。
日
本
は
、

長
生
き
で
き
る
国
に
な
り
ま
し
た
。

　

八
丈
島
に
も
お
年と

し

寄よ

り
が
増
え
て
き
ま

し
た
。
年
を
と
る
と
、
体
が
弱
く
な
っ
た

り
、
病

び
ょ
う

気き

に
か
か
り
や
す
く
な
り
ま
す
。

そ
う
い
う
人
た
ち
を
守ま

も

る
た
め
に
つ
く
ら

れ
た
の
が
老
人
ホ
ー
ム
で
す
。
ま
た
、
心

や
体
に
障

し
ょ
う

害が
い

が
あ
る
人
の
た
め
に
活か

つ

動ど
う

も

　

こ
れ
か
ら
の
八
丈
島
や
日
本
、
世せ

界か
い

が
、

よ
く
な
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
は
、

み
な
さ
ん
の
今
と
、
こ
れ
か
ら
の
勉べ

ん

強き
ょ
うや

努ど

カり
ょ
くに
か
か
っ
て
い
ま
す
。

○　

人
口
を
増
や
す
努
力
を
す
る
。

○　

道ど
う

路ろ

や
港

み
な
と

を
よ
く
し
て
い
く
。

　

水す
い

道ど
う

や
ご
み
処し

ょ

理り

場じ
ょ
うを

整せ
い

備び

す
る
。

○�　

台た
い

風ふ
う

や
地
震
、
津
波
、
噴
火
、
火
事
な

ど
に
備
え
る
。

○�　

健け
ん

康こ
う

な
く
ら
し
が
で
き
る
よ
う
に
、
病

気
を
予
防
し
た
り
、
よ
り
良
い
病

び
ょ
う

院い
ん

に
し

た
り
す
る
。

○�　

お
年と

し

寄よ

り
や
障

し
ょ
う

害が
い

の
あ
る
人
の
く
ら
し

を
よ
く
し
て
い
く
。

○�　

美
う
つ
く

し
い
自し

然ぜ
ん

を
守
り
、
昔
か
ら
伝つ

た

わ
る

も
の
を
大た

い

切せ
つ

に
す
る
。

　

豊
か
な
く
ら
し
が
で
き
る
よ
う
な
土
地

の
使
い
か
た
を
考
え
る
。

八丈太
だい

鼓
こ

樫
かし

立
たて

おどり

為
ため

朝
とも

だこ

高
たか

倉
くら

（茅
かや

ぶきでねずみ返しがある）
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ふ
る
さ
と
を
知
る

�

八
丈
町
教
育
長　

佐

藤　

誠

　

私
た
ち
は
、
素
晴
ら
し
い
自
然
と
心
温
か
な

人
々
、
安
心
・
安
全
な
環
境
の
中
で
毎
日
を
過
ご

し
て
い
ま
す
。
お
い
し
い
空
気
、
新
鮮
な
食
べ
物

に
も
恵
ま
れ
と
っ
て
も
幸
せ
な
こ
と
で
す
。

　

三
・
四
年
生
の
社
会
科
で
は
、
八
丈
島
の
様
子

や
人
々
の
仕
事
、
移
り
変
わ
り
、
人
々
の
く
ら
し

と
交
通
に
つ
い
て
学
習
し
ま
す
。

　

わ
た
し
た
ち
の
ふ
る
さ
と
八
丈
島
は
ど
ん
な
島

な
の
か
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の

か
、
こ
の
先
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
の
か
等
を

く
わ
し
く
知
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
今
の
生
活
に
つ
い
て
も
さ
ら
に
学
習

を
進
め
こ
れ
か
ら
の
島
の
よ
り
よ
い
く
ら
し
方
に

つ
い
て
も
考
え
を
深
め
て
い
っ
て
ほ
し
い
で
す
。

　

最
後
に
編
集
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
委
員
の
先

生
方
、
そ
し
て
資
料
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
関
係

諸
機
関
の
皆
さ
ま
に
は
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

［
第
十
次
作
成
最
終
委
員
］

（
委

員

長
）　

三
原
小
学
校　

高
城　

栄
則

（
副
委
員
長
）　

三
根
小
学
校　

近
藤　

重
善

（
委　
　

員
）　

教
育
委
員
会　

林　
　
　

薫

茂
手
木　

清

三
根
小
学
校　

植
村　

覚
太

大
賀
郷
小
学
校　

坂
井
ゆ
り
か

三
原
小
学
校　

室
園　

奈
央

大
賀
郷
中
学
校　

佐
々
木　

究

［
第
一
～
十
次
（
平
成
二
十
八
年
度
ま
で
の
）
作
成
委
員
］

鎗
田　

嘉
夫　
　

林　
　
　

薫　
　

茂
手
木　

清　
　

上
野　
　

脩

浅
沼
ア
イ
子　
　

長
谷
山
和
夫　
　

菊
池　

文
香　
　

笹
本　

展
壮

瀬
谷　

利
夫　
　

金
城　

雅
子　
　

安
藤　

駿
英　
　

菊
池　
　

淨

江
守　
　

広　
　

鈴
木
智
代
子　
　

石
崎
理
恵
子　
　

金
川　

孝
子

浮
田
ヨ
シ
ミ　
　

奥
山　

英
虎　
　

増
田　
　

満　
　

豊
泉　

京
子

高
橋　

喜
久　
　

黒
田
美
智
子　
　

土
田　
　

昇　
　

井
出　

隆
安

花
輪　
　

信　
　

宮
城
い
づ
み　
　

松
代　

美
紀　
　

石
井　

和
夫

浅
沼
敬
多
郎　
　

岸
波　
　

勇　
　

古
川
恵
一
郎　
　

望
月　

義
郎

木
部　

直
美　
　

池
田　

晋
一　
　

松
田　
　

隆　
　

土
田　

芳
実

淺
沼　

桂
子　
　

笹
本　
　

薫　
　

森
下　

計
二　
　

濱
口
八
重
子

永
吉　

直
文　
　

丸
山
美
智
子　
　

北
川　

雅
一　
　

石
村　

正
太

三
上
満
智
子　
　

小
久
保　

進　
　

會
田　

洋
子　
　

近
藤　

重
善

下
川　

幸
雄　
　

半
田　
　

勝　
　

雄
城　

泰
子　
　

山
口　

雄
司

小
林　

省
三　
　

菊
池　

清
子　
　

秋
田
ま
り
子　
　

中
丸　

俊
晴

岡
墻　

克
純　
　

梅
田
み
ど
り　
　

飯
村　

信
夫　
　

永
井　

直
子

小
笠
原
康
夫　
　

照
井　

由
夏　
　

中
島　

博
美　
　

角
田　

恒
一

佐
藤　
　

誠　
　

永
井　

勝
巳　
　

髙
橋　

德
光　
　

向
井
隆
一
郎

萩
原　
　

聖　
　

向
山　

典
宏　
　

彌
永　

英
俊　
　

小
澤　

幸
雄

柴
崎　

大
輔　
　

森
川　

直
子　
　

植
村　

覚
太　
　

栗
原　
　

伸

高
遠　

厚
隆　
　

岡
田　

伸
一　
　

井
上　

俊
介　
　

有
川　

進
也

市
川　

遼
馬　
　

佐
々
木　

究　
　

高
城　

栄
則　
　

伊
藤　

正
年

三
浦
み
づ
ほ



三原中学校

えこ・あぐりまーと

三原小学校

藍ヶ江漁港

小岩戸ヶ鼻

乙千代ヶ浜

黒砂

地熱発電所
洞輪沢漁港

八丈島一般廃棄物
管理型最終処分場

石積ヶ鼻

東山(三原山)
700.9m

大坂
トンネル

今根ヶ鼻

御正体根

登龍峠

底土港

大平潟

三根小学校

富士中学校

都島しょ農林水産総合センター

神湊漁港
垂戸湾

いでさり鼻

横間ヶ浦

前崎浦

八重根漁港

八重根港

玉石垣

歴史民俗資料館

八丈
プラザ公園

大賀郷
小学校

八丈町
役場

大賀郷中学校

ビジターセンター

都立八丈高校 八丈支庁

八丈島空港

駐
在

大潟浦

千畳敷

南原

東京都八丈農林

合同庁舎

クリーンセンター

ふれあい
牧場

なずまど

854.3m
700.9m

大越ヶ鼻
アロエ園

月夜

ヶ鼻

西山(八丈富士)

出鼻
およぎどノ鼻

854.3m

800
700
600

500

400

300

200

100

中之郷

末吉

樫立

三根

大賀郷

北

0 500 1000m

NTT

郵便局

保健所

駐在所

警察署

測候所

町役場

発電所

小・中学校

高等学校

史跡など

灯　台

電波塔

煙　突

寺　院

神　社

病　院

温　泉

地方港

漁　港

A
A

B
B

汚泥再生
処理センター

こ いわ  ど

あい が え

なか  の  ごうおっ ち  ょ  が はま

くろすな

おおさか
かし たて

よこ ま  が うら

おおかたうら や  え  ね

や  え  ね

おお   か   ごう

し ちょう
と りつ

せんじょうじき

なんばら

のうりん

ぎょこう

のうりんすいさんそうごう

ごうどうちょうしゃ

みつ  ね

ふ  じ

と とう

ぼら わ ざわ

いしづみ

すえ よし

いま ね

そこ ど

おおひらがた

か みなとぎょこう

たれ ど わん

で ばな

おおこし が

やく ば びょう いん

そっこうしょ じん じゃ

けいさつしょ じ いん

ちゅうざいしょ えん とつ

 ほ けんじょ でん ぱ とう

ゆうびんきょく とう

し せき

だい

はつでんしょ おん せん

こうほうち

こうぎょのぼりょうとうげ

みしょうたい ね

が

肢 八丈富士中腹より

脂 八丈町の花「ストレリチア」

紫 八丈町の木

「フェニックス・ロベレニー」

肢 八丈町の鳥「アカコッコ」（天然記念物）肢 八丈町の魚「ハルトビ」
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