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三
原
山
の
噴
火
や
台
風
の
被
害
、

そ
し
て
コ
ロ
ナ
禍
。
幾
多
の
困
難
か
ら

立
ち
上
が
り
、
未
来
を
見
つ
め
る
。

東
京
か
ら
一
番
近
い
離
島
、

伊
豆
大
島
の
東
京
都
大
島
町
で
は
、

地
元
を
思
う
人
々
の
活
動
が
、

そ
の
根
を
広
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。

写
真 

野
瀬
勝
一

取
材
・
文 

山
内
史
子

地域の底力  東京都大島町

東京都大島町の要である三原山。長い歳月のうちには、
噴火により住民の平穏な暮らしを脅かすこともあった
一方で、一帯がジオパークの認定を受けるほど、地球
の活動をリアルに感じさせるすばらしい景観と生態系
を育み、大島に恵みをもたらしてきた。

三
原
山
と
と
も
に
生
き

あ
ら
た
な
前
進
を
図
る

東
京
都
大
島
町

三
原
山
と
と
も
に
生
き

あ
ら
た
な
前
進
を
図
る

東
京
都
大
島
町
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噴
火
や
台
風
、
コ
ロ
ナ
禍
の

打
撃
か
ら
立
ち
上
が
り
、 

そ
の
先
を
目
指
す

　

東
京
・
竹
芝
客
船
タ
ー
ミ
ナ
ル
か
ら
、

最
速
で
一
時
間
四
五
分
。
伊
豆
諸
島
内

で
最
大
の
伊
豆
大
島
全
域
を
町
域
と
す

る
東
京
都
大
島
町
は
、
東
京
か
ら
も
っ

と
も
近
く
に
位
置
す
る
離
島
だ
。
人
口

約
七
三
○
○
人
が
暮
ら
す
島
の
周
囲

は
、
五
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
。
そ
の

中
心
部
に
そ
び
え
る
の
は
標
高
七
五
八

メ
ー
ト
ル
の
三
原
山
だ
。
伊
豆
大
島
は
、

全
町
民
が
島
外
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
昭
和
六
十
一
年
（
一
九
八
六
）
を
は

じ
め
幾
度
と
な
く
噴
火
を
繰
り
返
し
、

人
々
は
そ
の
火
柱
や
噴
き
上
が
る
様
子

を
「
御ご

神じ
ん

火か

様
」
と
尊
び
、
あ
が
め
て

き
た
。

　

死
者
・
行
方
不
明
者
三
九
名
、
被
災

家
屋
四
〇
〇
戸
と
い
う
甚
大
な
被
害
を

も
た
ら
し
た
平
成
二
十
五
年
（
二
○

一
三
）
の
台
風
二
六
号
な
ど
、
風
水
害

の
被
害
に
も
た
び
た
び
み
ま
わ
れ
た
と

話
す
の
は
、
町
長
の
三み

辻つ
じ

利
弘
氏
だ
。

　
「
大
島
の
暮
ら
し
は
噴
火
や
台
風
と

い
っ
た
自
然
災
害
と
隣
り
合
わ
せ
だ
と

い
う
こ
と
を
、
島
民
の
皆
さ
ん
は
分

か
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
過
去
の
経
験

を
忘
れ
な
い
よ
う
、
全
島
民
が
避
難
し

た
十
一
月
二
十
一
日
を
町
の
防
災
の
日

と
し
て
条
例
を
定
め
、
防
災
訓
練
や
講

演
会
な
ど
を
通
し
て
防
災
意
識
の
普

及
・
高
揚
に
努
め
て
い
ま
す
。
台
風

二
六
号
の
記
憶
も
ま
た
先
々
に
伝
え
て

い
く
た
め
、
令
和
三
年
（
二
〇
二
一
）

五
月
に
、
土
砂
災
害
の
現
場
に
『
大
島

町
メ
モ
リ
ア
ル
公
園
』
を
造
り
ま
し
た
」

　

島
の
主
力
産
業
で
あ
り
、
大
き
な
支

え
と
な
っ
て
い
る
の
が
観
光
業
。
定

期
航
路
が
開
設
さ
れ
た
明
治
末
期
以

降
、
与
謝
野
鉄
幹
・
晶
子
夫
妻
を
は
じ

め
多
く
の
文
人
墨
客
が
島
の
風
俗
や
そ

こ
に
流
れ
る
ひ
と
と
き
を
愛
し
て
こ
の

地
を
訪
れ
た
。
昭
和
初
期
に
は
『
波は

ぶ浮

の
港
』、
昭
和
四
十
年
代
に
は
『
ア
ン

コ
椿
は
恋
の
花
』
と
い
っ
た
流
行
歌
が

人
々
を
当
地
へ
と
誘
っ
た
。
折
か
ら
の

離
島
ブ
ー
ム
も
重
な
り
、
昭
和
四
十
八

年
（
一
九
七
三
）
の
ピ
ー
ク
時
に
は
約

八
三
万
人
の
来
島
者
を
数
え
た
が
、
そ

の
後
は
同
ブ
ー
ム
の
衰
退
や
レ
ジ
ャ
ー

の
多
様
化
に
よ
り
減
少
傾
向
を
た
ど
っ

て
い
た
中
、
コ
ロ
ナ
禍
が
追
い
打
ち
を

か
け
、
令
和
二
年
度
（
二
〇
二
〇
年
度
）

の
来
島
者
数
は
約
一
三
万
人
と
厳
し
い

状
況
が
続
い
て
い
る
。

　
「
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
ピ
ン
チ
を
チ
ャ

ン
ス
に
変
え
る
に
は
、
こ
の
島
が
『
東

京
に
一
番
近
い
島
』
そ
し
て
『
三
原
山

を
中
心
と
し
た
自
然
』
と
い
う
強
み
を

持
っ
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
思
い
起
こ

す
こ
と
が
大
事
で
す
。
そ
の
強
み
に
磨

き
を
か
け
る
べ
く
、
島
の
ブ
ラ
ン
ド

化
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
進
め
て
い
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。
平
成
二
十
二
年

（
二
〇
一
〇
）
の
伊
豆
大
島
ジ
オ
パ
ー

ク
（
注
）
認
定
は
ブ
ラ
ン
ド
化
の
中
核
。

ジ
オ
パ
ー
ク
認
定
を
最
大
限
に
生
か

し
、
地
域
の
経
済
活
動
と
結
び
つ
け
な

が
ら
島
の
魅
力
を
分
か
り
や
す
く
伝
え

つ
つ
、
観
光
面
の
環
境
の
整
備
を
進
め

る
。
そ
れ
に
よ
り
リ
ピ
ー
タ
ー
、
あ
る

「大地の成り立ちや特徴を知り、そこで育まれた景観や
動植物、人々の暮らしを守りながら持続的な地域の発
展に取り組むというジオパークの基本理念は、まちづ
くり全般に通じる」と話す町長の三辻利弘氏。

2013 年の台風 26 号で大きな被害を受けた元
もとまち

町神
かんだち

達地区に
は、2021 年 5 月に大島町メモリアル公園が開園。公園の高
台には慰霊碑が立つ。  （写真提供：大島町）

　大島町

三原山

大島空港

波浮港

岡田港

元町港

東京・竹芝桟橋
調布

熱海

羽田

大島
高速ジェット船

大型客船

航空機 は  ぶ みなと

おか た こう

東京都心の竹芝客船ターミナルと大島
間を片道約 2 時間で結ぶジェット船は、
静岡県の熱海や同じ伊豆諸島の利

と

島
しま

、
新
にいじま

島などとの間もつないでいる。

（注） ジオパークとは、「地球・大地（ジオ）」と「公園（パーク）」
とを組み合わせた言葉で、「大地の公園」を意味する。
2021 年 4 月現在、43 地域の日本ジオパークが日本
ジオパーク委員会によって認定されている。
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い
は
滞
在
型
の
来
島
者
を
増
や
す
と
い

う
『
数
か
ら
質
の
観
光
へ
の
転
換
』
へ

と
つ
な
げ
て
い
き
た
い
で
す
ね
。
今
後

の
大
島
が
生
き
残
っ
て
い
く
た
め
の
道

は
そ
れ
し
か
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

伊
豆
大
島
ジ
オ
パ
ー
ク
は 

生
き
て
い
る
地
球
を 

感
じ
ら
れ
る
場
所

　

伊
豆
大
島
ジ
オ
パ
ー
ク
の
見
ど
こ
ろ

は
島
内
に
広
く
点
在
す
る
が
、
そ
の
雄

大
な
景
色
に
も
っ
と
も
圧
倒
さ
れ
る
の

は
三
原
山
エ
リ
ア
だ
ろ
う
。
火
口
を
望

め
る
展
望
台
ま
で
は
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー

ス
が
整
備
さ
れ
、

散
策
を
楽
し
め

る
。
さ
ら
に
は

火
山
の
島
で
あ

る
大
島
の
成
り

立
ち
や
独
自
の

生
態
系
な
ど
を

分
か
り
や
す
く

語
る
ジ
オ
ガ
イ

ド
と
歩
け
ば
、

自
然
の
ダ
イ
ナ

ミ
ズ
ム
を
一
層
感
じ
る
こ
と
が
で
き

る
。
大
島
の
ジ
オ
ガ
イ
ド
の
一
人
、
グ

ロ
ー
バ
ル
ネ
イ
チ
ャ
ー
ク
ラ
ブ
の
西に

し

谷た
に

香
奈
氏
は
、
伊
豆
大
島
ジ
オ
パ
ー
ク
の

魅
力
を
こ
う
語
る
。

　
「
三
原
山
は
人
間
で
い
う
と

ま
だ
五
歳
く
ら
い
の
若
い
活
火

山
で
す
か
ら
、
活
発
に
噴
火
を

繰
り
返
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た

び
に
地
形
は
変
わ
り
ま
す
し
、

荒
れ
地
に
な
っ
た
場
所
で
植
物

な
ど
の
生
態
系
が
歳
月
を
か
け

て
再
生
し
て
い
く
過
程
が
見
ら

れ
る
ん
で
す
。
ま
さ
に
地
球
が

生
き
て
い
る
こ
と
を
実
感
で
き

る
の
が
大
島
の
魅
力
。
毎
回
の

ツ
ア
ー
が
新
し
い
発
見
の
連
続

で
す
。
山
の
あ
ち
こ
ち
か
ら
噴

気
が
上
が
り
、
年
々
変
わ
り
ゆ

く
一
期
一
会
と
も
い
う
べ
き
こ

の
景
色
を
、
私
自
身
が
歩
く
た
び
に
楽

し
ん
で
い
ま
す
」

　

西
谷
氏
は
、
ツ
ア
ー
で
の
新
し
い
発

見
、
島
の
自
然
の
魅
力
を
三
六
五
日
欠

か
さ
ず
ブ
ロ
グ
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

の
日
記
）
で
伝
え
続
け
る
（
本
年
三
月

末
時
点
）。
そ
う
し
た
ブ
ロ
グ
を
見
て

来
島
す
る
人
も
い
る
と
か
。
コ
ロ
ナ
禍

の
現
在
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
実
地

で
の
ツ
ア
ー
は
減
っ
て
い
る
が
、
オ
ン

ラ
イ
ン
の
ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
を
実
施
し
人

気
を
呼
ん
で
い
る
。

　

ま
た
、
ジ
オ
パ
ー
ク
に
な
っ
て
か
ら
、

地
元
の
子
ど
も
た
ち
が
火
山
の
魅
力

　大島町

三原山

大島空港

波浮港

岡田港

元町港

東京・竹芝客船ターミナル調布

熱海

大島

高速ジェット船

大型客船

航空機

久里浜

伊東

稲取

館山

（点線は季節航路）

横浜大さん橋

ジ
オ
ガ
イ
ド
と
し
て
伊
豆
大
島
ジ
オ
パ
ー
ク
の
奥
深
さ
を
説
く

西
谷
香
奈
氏
。
海
、
森
、
活
火
山
と
多
彩
な
自
然
環
境
が
コ
ン

パ
ク
ト
な
島
内
に
そ
ろ
う
大
島
は
、
ジ
オ
の
学
習
に
適
し
て
い

る
と
話
す
。

「アンコ椿は恋の花」で知られる「あんこ」とは地元の
言葉でお姉さんの意味。その昔は作業着だった絣

かすり

の着
物、前垂れ、手ぬぐい姿の女性たちが、現在は「あん
こさん」として観光の場などでもてなし役を担う。
  （写真提供：大島町）

かつて大島の玄関口としてにぎわった島南
部の波浮地区は、明治時代に建てられた

「旧
きゅうじん

甚の丸
まるてい

邸」（下）をはじめ当時の面影を
残す古い町並みが続く。

大島誕生以前に存在した、火山の一部だった筆
ふでしま

島。そ
の名は、筆先に似た形状に由来する。



椿の実の選別から圧搾作業まで 5 日間かか
ると話す、高田製油所の高田義土氏。パッ
ケージングまでを含めれば、1 瓶の椿油の
製造に約 2 週間の手間暇を要するという。
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を
学
ぶ
場
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
、
と
西
谷
氏
は
喜
ぶ
。

　
「
小
中
学
校
の
校
外
学
習
の
ほ
か
、

立
体
模
型
を
使
い
噴
火
や
防
災
を
学
ぶ

親
子
イ
ベ
ン
ト
、
地
元
料
理
を
作
り
な

が
ら
食
と
ジ
オ
の
つ

な
が
り
を
学
ぶ
イ
ベ
ン

ト
な
ど
、
幅
広
い
内
容

の
活
動
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。
大
人
も
子
ど
も

も
伊
豆
大
島
の
価
値
を

理
解
し
て
誇
り
を
も
っ

て
生
き
て
ほ
し
い
、
と

思
い
ま
す
ね
。
植
物
も

人
の
暮
ら
し
も
、
噴
火

の
た
び
に
毎
回
よ
み
が

え
っ
て
い
る
。
そ
の
島

の
営
み
こ
そ
が
大
島
の

一
番
の
魅
力
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
」

小
さ
く
も
さ
ま
ざ
ま
な 

可
能
性
を
秘
め
た 

椿
の
木
と
椿
油
へ
の
期
待

　

三
原
山
同
様
に
大
島
の
景
色
に
欠
か

せ
な
い
の
が
、
椿
の
存
在
。
島
内
に
育

つ
約
三
〇
〇
万
本
も
の
椿
の
実
か
ら
採

れ
る
椿
油
は
、
大
島
の
特
産
品
の
代
表

格
だ
。

　

昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
創
業
の
高

田
製
油
所
で
は
、
大
正
時
代
か
ら
受
け

継
が
れ
て
き
た
油
圧
ポ
ン
プ
を
使
い
、

今
や
希
少
な
玉
締
め
の
手
法
で
搾さ

く

油ゆ

し

て
い
る
。
同
製
油
所
の
四
代
目
・
高た

か

田た

義よ
し

土と

氏
は
こ
う
話
す
。

　
「
大
島
で
は
食
用
、
灯
用
、
薬
用
な

ど
生
活
の
中
で
椿
の
油
を
使
う
風
習
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
の
椿
の
木
を
、
年
中

島
に
吹
く
強
い
風
か
ら
農
作
物
な
ど
を

守
る
た
め
に
、
防
風
林
と
し
て
島
中
に

植
え
た
の
で
す
。
た
だ
椿
の
木
は
実
り

ま
で
最
低
で
も
一
五
年
か
か
る
な
ど
成

長
が
遅
い
た
め
、
生
業
と
し
て
の
椿
栽

培
は
成
り
立
た
な
い
。
そ
こ
で
島
民
が

副
業
と
し
て
、
秋
に
な
る
と
椿
の
実
を

拾
い
集
め
、
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
を
当

社
が
買
う
わ
け
で
す
。
持
ち
込
ま
れ
る

量
や
タ
イ
ミ
ン
グ
は
事
前
に
分
か
り
ま

せ
ん
」

　

こ
の
よ
う
に
高
田
製
油
所
が
仕
入
れ

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
こ
と
に

加
え
、
実
の
選
別
や
乾
燥
か
ら
搾
油
、

濾ろ

か過
、
充

じ
ゅ
う
て
ん填を

含
め
て
手
作
業
が
基
本

の
た
め
生
産
量
は
限
ら
れ
る
と
高
田
氏

は
言
う
。

　
「
当
社
は
、
大
島
産
の
椿
だ
け
を
使
っ

て
製
品
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
製

品
の
質
や
量
を
こ
れ
以
上
高
め
、
ビ
ジ

ネ
ス
と
し
て
、
あ
ら
た
な
展
開
を
し
て

い
く
こ
と
は
難
し
い
。
椿
油
づ
く
り
は
、

商
売
で
は
な
く
伝
統
文
化
の
継
承
と

思
っ
て
い
ま
す
」

　

高
田
氏
は
若
い
一
時
期
、
島
を
離
れ

て
暮
ら
し
て
い
た
が
、
諸
般
の
事
情
で

製
油
所
の
跡
を
継
ぐ
こ
と
に
。
継
い
で

一
五
年
の
歳
月
が
過
ぎ
た
今
、
ビ
ジ
ネ

ス
と
し
て
の
広
が
り
や
伝
統
文
化
と
し

て
の
継
承
に
難
し
さ
を
感
じ
つ
つ
も
、

昔
な
が
ら
の
手
法
で
ゆ
っ
く
り
と
搾
る

自
社
の
椿
油
の
評
価
の
高
さ
を
日
々
実

感
し
て
い
る
と
い
う
。

　

そ
う
し
た
中
、
高
田
氏
は
島
内
の
あ

ら
た
な
動
き
と
し
て
、
飲
食
店
に
よ
る

椿
油
の
使
用
が
広
が
り
を
見
せ
つ
つ
あ

る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
と
い
う
。

　
「
椿
油
の
美
容
効
果
は
知
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
島
で
は
昔
か
ら
家
庭
の
台
所

で
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
当
社
で
も
食

用
油
を
製
造
し
て
い
ま
す
が
、
糖
質
が

島内ではバウムクーヘンのよう
にきれいに層を成した地層があ
ちらこちらで見られ、大地の変
遷を間近で見ることができる。

1986 年の噴火の際は溶岩が住宅地近くまで
迫ったが、それ以降、現在まで三原山は静
かなたたずまいを見せている。噴火口周辺
には散策ルートが設けられ、天気に恵まれ
れば伊豆半島、三浦半島、富士山などを望
むことができる。 （写真提供〈上〉：大島町）
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高
田
製
油
所
の
椿
油
は
、
粉
砕
し
て
蒸
し

た
椿
の
実
を
、
油
圧
ポ
ン
プ
を
使
っ
た
圧

搾
機
で
ゆ
っ
く
り
圧
力
を
加
え
て
圧
搾
す

る
。
作
業
中
、
製
油
所
内
は
圧
搾
さ
れ
た

椿
油
の
甘
や
か
な
香
り
に
満
た
さ
れ
る
。

高
く
香
り
も
甘
や
か
で
、
味
わ
い
に
コ

ク
が
出
る
と
評
判
で
す
」

　

コ
ロ
ナ
禍
で
歩
み
が
不
透
明
な
部
分

は
あ
る
が
、
椿
の
炭
作
り
を
復
活
さ
せ

る
話
や
、
島
内
の
若
手
養
豚
家
が
椿
油

の
搾
り
か
す
を
飼
料
と
し
て
育
て
た
豚

の
商
品
化
を
目
指
し
て
い
る
と
い
う
話

も
あ
り
、
興
味
深
い
。

　
「
椿
の
木
は
硬
い
の
で
、
非
常
に
上

質
な
炭
が
焼
け
ま
す
。
大
島
へ
の
来
島

者
に
は
自
然
の
中
で
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
を

楽
し
む
方
が
多
い
の
で
、
椿
の
炭
作
り

が
復
活
す
れ
ば
、
大
島
の
自
然
と
椿
で

観
光
客
を
お
も
て
な
し
で
き
る
と
期
待

し
て
い
ま
す
。

　

椿
の
炭
で
椿
油
を
使
っ
た
料
理
を
作

る
。
そ
の
食
材
に
は
椿
油
の
搾
り
か
す

で
育
て
た
豚
を
使
う
。
大
島
の
代
名
詞

で
あ
り
、
島
と
と
も
に
生
き
て
き
た
椿

が
、
島
の
食
や
観
光
活
性
化
の
一
翼
を

担
え
る
と
し
た
ら
う
れ
し
い
で
す
ね
」

復
活
を
遂
げ
た 

畜
産
業
に
よ
り 

地
元
の
牛
乳
が 

子
ど
も
た
ち
を
育
む

　

さ
て
、
椿
油
と
並
び
人
気
の
高
い
大

島
の
土
産
物
に
、
牛
乳
を
た
っ
ぷ
り
使

う
「
牛
乳
煎
餅
」
が
あ
る
。
な
ぜ
大
島

で
牛
乳
か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
畜
産
業
も
ま
た
か
つ
て
は
島
の
伝

統
産
業
だ
っ
た
と
振
り
返
る
の
は
、 

株

式
会
社
大
島
牛
乳
代
表
取
締
役
の
白し

ら
井い

嘉よ
し

則の
り

氏
だ
。　

　

白
井
氏
に
よ
れ
ば
、
明
治
維
新
後
に

税
金
が
物
納
か
ら
貨
幣
納
付
へ
と
変

わ
っ
た
際
、
安
定
し
た
現
金
収
入
の
糧

と
し
て
注
目
さ
れ
た
の
が
畜
産
業
だ
っ

た
と
い
う
。

　
「
海
に
囲
ま
れ
た
大
島
は
一
年
中
、
潮

風
が
吹
き
ま
す
。
乳
牛
は
暑
さ
に
弱
い

の
で
す
が
、
そ
の
風
が
気
温
を
下
げ
て

く
れ
ま
す
し
、
潮
風
は
乳
牛
の
成
育
に

必
要
な
塩
分
も
含
ん
で
い
ま
す
。
加
え

て
大
島
に
は
乳
牛
が
好
む
草
が
通
年
茂

り
ま
す
。
ま
た
牛
の
糞
は
、
火
山
灰
で

で
き
た
大
地
を
豊
か
に
す
る
堆
肥
と
し

て
役
立
つ
な
ど
、
乳
牛
の
生
育
地
と
し

て
う
っ
て
つ
け
の
地
で
し
た
」

　

最
盛
期
の
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期

に
か
け
て
は
千
頭
以
上
も
の
牛
が
飼
わ

れ
て
牛
乳
や
バ
タ
ー
が
つ
く
ら
れ
、「
東

洋
の
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
島
」
と
も
呼
ば
れ

た
ほ
ど
畜
産
業
は
隆
盛
を
誇
る
。
し
か

し
第
二
次
世
界
大
戦
後
は
、
大
手
乳
業

メ
ー
カ
ー
と
の
価
格
競
争
が
激
化
し
、

次
第
に
衰
退
。

紆う

よ余
曲き

ょ
く
せ
つ

折
を
経
た

平
成
十
六
年
（
二

○
○
四
）
に
は
大

島
牛
乳
の
製
造
工

場
が
閉
鎖
に
追
い

込
ま
れ
る
。

　

そ
の
後
の
平
成

十
九
年
（
二
○
○

七
）、
畜
産
業
と

牛
乳
製
造
存
続
の

た
め
に
と
、
当
時

町
議
会
議
長
だ
っ

た
白
井
氏
が
立
ち

上
が
り
、
行
政
や

地
元
有
志
の
支
援
を
受
け
て
創
業
し
た

の
が
株
式
会
社
大
島
牛
乳
だ
。

　
「
島
の
特
産
品
で
あ
る
牛
乳
煎
餅
の

材
料
と
し
て
欠
か
せ
な
い
の
は
も
ち
ろ

ん
で
す
が
、
安
心
・
安
全
と
い
う
観
点
、

子
ど
も
た
ち
が
地
元
の
牛
乳
で
育
つ
食

育
の
面
で
も
、
将
来
に
わ
た
り
残
し
て

い
く
べ
き
町
の
大
事
な
資
産
だ
と
い
う

強
い
思
い
が
あ
り
ま
し
た
」

　

現
在
は
約
四
〇
頭
の
乳
牛
が
放
牧
さ

れ
、
そ
の
恵
み
で
あ
る
大
島
牛
乳
は
大

島
町
と
隣
の
利と

島し
ま

の
小
中
学
校
の
給
食

で
提
供
さ
れ
て
い
る
。
少
量
生
産
だ
け

に
価
格
は
少
々
高
め
だ
が
、
島
の
土
産

東京都大島町地域の底力

現在の大島牛乳の商品は牛
乳、バター、アイス。今後の
畜産業存続のためには、ヨー
グルトやチーズといったあ
らたな乳製品の開発が課題
だと、代表取締役の白井嘉
則氏は語る。白井氏の後ろ
に見えるのは、心地よい海
風が吹くなか、のんびり草
を食む牛たち。



2013 年の台風 26 号の土砂災害により
一部通行止めとなっていた全長約 6.5 キ
ロメートルの「御

ご

神
じん

火
か

スカイライン」は
2016 年に復旧。海岸線から三原山展望台
まで、約 522 メートルの標高差があり、
道中、随所で絶景を堪能できる。

今後は「あんこさん」をはじめ長い歴史の中で受け継がれてきた島の伝統文化を磨き、
地元の人々の理解を得ながら新しいスタイルでの発信をしていきたい、と話すトウ
オンデザインの千葉努氏とれみ氏。

2021 年 4 月にスタートした
ウェブサイト「東京都離島区
大島」では、飼料に椿油の搾
りかすを使う完全放牧の養豚
や空き家のリノベーション活
用といった大島の最新情報を
盛り込みつつ、島内外の人々
の思いをつなぐ。
 （写真提供：トウオンデザイン）
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店
で
も
販
売
さ
れ
、
来
島
し
た
ら
必
ず

飲
む
観
光
客
も
少
な
く
な
い
。

　

大
島
牛
乳
は
、
や
わ
ら
か
な
甘
味
が

ふ
く
ら
み
、
余
韻
は
軽
く
実
に
す
が
す

が
し
く
、
す
っ
き
り
し
た
や
さ
し
い
味

わ
い
だ
。

　
「
搾
乳
し
た
乳
を
隣
接
す
る
工
場
に

直
接
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
で
送
り
、
鮮
度
を

保
っ
た
ま
ま
牛
乳
に
で
き
る
の
が
お
い

し
さ
の
秘ひ

訣け
つ
で
す
。
大
島
で
育
ち
、
給

食
で
こ
の
牛
乳
に
慣
れ
親
し
ん
だ
島
の

子
ど
も
た
ち
は
、
島
を
離
れ
た
後
も
帰

省
の
際
に
必
ず
土
産
に
買
っ
て
い
く
ほ

ど
フ
ァ
ン
に
な
り
ま
す
」

　

と
、
白
井
氏
は
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
た
。

　

島
の
中
だ
け
で
は
な
く
、
都
心
の
ホ

テ
ル
で
は
、
大
島
牛
乳
と
大
島
バ
タ
ー

を
使
っ
た
ク
ロ
ワ
ッ
サ
ン
が
人
気
だ
と

い
う
。
復
活
し
た
大
島
の
乳
製
品
は
今

後
、
よ
り
注
目
を
浴
び
る
存
在
に
な
る

か
も
し
れ
な
い
。 

若
い
世
代
の
取
り
組
み
が

島
の
活
性
化
に 

つ
な
が
っ
て
い
く

　

島
の
自
然
や
伝
統
産
業
が
守
ら
れ
、

受
け
継
が
れ
る
中
、
あ
ら
た
な
視
点
で

島
の
魅
力
を
見
い
だ
そ
う
と
い
う
動
き

も
見
逃
せ
な
い
。
そ
の
先
駆
け
と
な
っ

た
の
は
、
平
成
二
十
二
年
（
二
〇
一
〇
）

に
本
土
か
ら
移
住
し
た
ト
ウ
オ
ン
デ
ザ

イ
ン
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
千
葉
努
氏
と
れ

み
氏
夫
妻
だ
。
移
住
を
強
く
希
望
し
た

の
は
、
神
奈
川
県
出
身
で
大
の
離
島
好

き
だ
っ
た
努
氏
。
大
島
出
身
の
れ
み
氏

は
、
当
時
の
思
い
を
こ
う
振
り
返
る
。

　
「
私
自
身
は
楽
し
み
が
多
い
都
会
で

の
生
活
が
魅
力
的
で
、
正
直
大
島
に
戻

る
こ
と
に
は
気
が
進
み
ま
せ
ん
で
し

た
。
で
も
島
で
生
活
す
る
う
ち
に
、
時

間
に
追
わ
れ
な
い
緩
や
か
な
島
の
時
間

の
流
れ
や
、
自
然
の
素
晴
ら
し
さ
な
ど
、

若
い
頃
に
は
気
付
か
な
か
っ
た
島
の
良

さ
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」

　

大
島
町
商
工
会
に
就
職
し
た
努
氏

は
、
れ
み
氏
と
、
自
分
た
ち
の
島
で
の

発
見
や
気
付
き
を
フ
リ
ー
ペ
ー
パ
ー
で

発
信
し
は
じ
め
、
そ
れ
が
き
っ
か
け
で
、

自
然
、
食
、
暮
ら
し
な
ど
多
彩
に
大
島

の
魅
力
を
伝
え
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
伊

豆
大
島
ナ
ビ
」
の
立
ち
上
げ
に
も
携
わ

る
こ
と
に
な
る
。

　

さ
ら
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ペ
ー

ス
「
ｋ
ｉ
ｃ
ｈ
ｉ
」
を
誕
生
さ
せ
、
イ

ベ
ン
ト
を
中
心
に
島
内
外
の
人
々
を
結

ぶ
場
を
提
供
。
学
生
か
ら
年
配
の
方
々

ま
で
幅
広
く
人
の
輪
が
広
が
る
中
、
大

島
に
魅
せ
ら
れ
て
移
住
し
た
い
と
い
う

相
談
も
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
以
降
は
コ

ロ
ナ
禍
で
イ
ベ
ン
ト
の
中
止
が
相
次
い

だ
が
、
活
動
範
囲
は
む
し
ろ
コ
ロ
ナ
前

よ
り
広
が
り
を
見
せ
つ
つ
あ
る
と
努
氏

は
力
を
込
め
て
語
る
。

　
「
観
光
客
の
減
少
で
影
響
を
受
け
た

土
産
店
や
漁
協
の
加
工
部
と
連
携
し
、

オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
特
産
品
販
売
や
イ
ベ

ン
ト
な
ど
あ
ら
た
な
取
り
組
み
が
重
ね

ら
れ
て
い
ま
す
。
フ
リ
ー
ペ
ー
パ
ー
や

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
取
材
を
は
じ
め
、
こ

の
一
〇
年
の
出
会
い
が
実
っ
て
い
ま

す
。
小
さ
な
島
だ
け
に
、
い
ろ
い
ろ
な

人
と
の
つ
な
が
り
が
大
切
だ
と
あ
ら
た

め
て
実
感
し
ま
し
た
」

　

移
住
、
あ
る
い
は
Ｕ
タ
ー
ン
し
た
若

い
世
代
が
空
き
家
を
活
用
し
た
飲
食
店
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島の東に位置する「都立大島公園」は、
園芸品種と自生を合わせて 9000 本近
い椿の木が育つ。公園内にはワオキツ
ネザルほか約 60 種の動物が展示、飼育
されている動物園があり、家族連れに
も人気の場にもなっている。
 （写真提供：都立大島公園）

北西部の「サンセットパームライン」と呼ばれる道を行
けば、文字通り圧倒されるほど美しい夕日が見られる。

写真の「再生の一本道」は、噴火の際の溶岩流で焼き尽くされた大
地が、長い歳月をかけ、生態系の営みの中で草原や森へと育つ、ま
さに生命の力がよみがえる過程を見ることができる貴重な場所だ。

や
一
棟
貸
し
の
宿
を
始
め
る
な
ど
、
あ

ら
た
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
が
島
内
の
各
所
で

進
ん
で
い
る
と
れ
み
氏
は
話
す
。

　
「
若
い
世
代
が
頑
張
っ
て
く
れ
て
い

る
お
か
げ
で
、
島
内
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら

で
多
彩
な
活
動
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
は
発
信
を
メ
イ

ン
に
し
て
き
ま
し
た
が
、
今
後
は
、
そ

う
し
た
島
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
性
化
の

取
り
組
み
を
支
え
る
べ
く
、
裏
方
と
し

て
人
を
つ
な
げ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
」

　

令
和
三
年
（
二
〇
二
一
）
四
月
に
は
、

努
氏
が
大
島
の
情
報
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

「
東
京
都
離
島
区
」を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。

　
「
大
島
は
離
島
で
あ
り
な
が
ら
、
東
京

に
近
い
。
再
開
発
が
進
む
竹
芝
エ
リ
ア

と
、
大
島
と
い
う
火
山
島
。
そ
の
つ
な

が
り
や
両
者
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
、
東
京
都

離
島
区
で
表
現
で
き
た
ら
と
思
っ
て
い

ま
す
。
将
来
的
に
は
、
伊
豆
諸
島
の
ほ

か
の
離
島
と
も
連
携
し
て
い
き
た
い
。

そ
れ
ぞ
れ
に
ま
っ
た
く
異
な
る
特
徴
や

風
俗
を
育
ん
で
い
る
島
を
巡
り
、
東
京

の
離
島
の
多
様
性
を
感
じ
て
も
ら
え
る

よ
う
な
ツ
ア
ー
が
で
き
た
ら
、
と
思
っ

て
い
ま
す
」

島
の
未
来
を
担
う
の
は 

人
口
減
少
対
策
と 

産
業
振
興
の
連
動

　

三
原
山
が
生
ん
だ
伊
豆
大
島
ジ
オ

パ
ー
ク
と
い
う
自
然
、
椿
油
や
畜
産
業

を
は
じ
め
と
す
る
伝
統
産
業
。
数
多
く

の
宝
物
が
あ
る
一
方
で
、
地
方
が
共
通

し
て
抱
え
る
人
口
減
少
へ
の
対
応
を
町

長
の
三
辻
氏
は
こ
う
話
す
。

　
「
現
在
開
発
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い

る
洋
上
風
力
発
電
は
町
の
活
性
化
と
い

う
点
で
期
待
を
か
け
て
い
ま
す
。
大
島

の
高
校
生
は
卒
業
後
、
多
く
が
島
外
に

出
て
し
ま
い
ま
す
が
、
就
職
先
が
あ
る

な
ら
島
に
残
り
た
い
と
い
う
声
を
よ
く

聞
く
。
町
に
と
っ
て
、
人
口
減
少
対
策

と
産
業
振
興
は
連
動
し
た
課
題
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
」

　

ま
た
、
三
辻
氏
に
よ
れ
ば
、
移
住
希

望
者
向
け
の
「
島
暮
ら
し
体
験
」
や
、

住
居
や
一
時
金
が
支
給
さ
れ
る
研
修
付

き
の
新
規
就
農
事
業
も
行
わ
れ
て
い
る

そ
う
だ
。
そ
の
ほ
か
、
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ

ン
や
自
転
車
レ
ー
ス
な
ど
ス
ポ
ー
ツ
イ

ベ
ン
ト
が
数
多
く
開
催
さ
れ
、
大
島
は

サ
イ
ク
リ
ス
ト
の
聖
地
と
も
い
え
る
場

所
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
さ
ま
ざ
ま

な
仕
掛
け
を
通
し
て
島
に
魅
せ
ら
れ
た

人
の
行
き
来
が
増
え
、
交
流
が
深
ま
っ

て
い
け
ば
、
住
む
人
も
島
の
魅
力
を
再

認
識
す
る
き
っ
か
け
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

噴
火
の
際
、
た
と
え
溶
岩
に
覆
わ
れ

て
一
面
真
っ
黒
に
焼
け
て
も
、
大
地
は

歳
月
を
か
け
て
再
び
緑
色
に
再
生
す

る
。
島
の
営
み
や
人
々
の
思
い
も
ま
た
、

静
か
に
、
そ
し
て
ゆ
っ
く
り
で
は
あ
る

が
前
進
を
続
け
、
未
来
が
少
し
ず
つ
切

り
拓ひ
ら
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。 

東京都大島町地域の底力




