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色
港
か
ら
市
営
渡
船
に
揺
ら
れ
て
約

２０
分
。
島
内
に
２
か
所
あ
る
渡
船
場

の
う
ち
、
最
初
に
到
着
す
る
の
が
佐
久
島

西
港
で
す
。
少
し
歩
く
と
見
え
て
く
る
の

は
、
見
事
な
石
垣
の
上
に
立
つ
崇
運
寺
。

か
つ
て
徳
川
家
康
が
滞
在
し
た
と
伝
わ
る

大
き
な
寺
で
す
。
さ
ら
に
奥
に
進
ん
だ
と

こ
ろ
に
は
、
瓦
ぶ
き
の
家
々
が
密
集
し
て

い
ま
す
。
く
ね
く
ね
と
曲
が
っ
た
細
い
路

地
が
続
く
集
落
内
は
、
ま
る
で
迷
路
の
よ

う
。
古
く
か
ら
残
る
民
家
の
多
く
は
、
壁

が
黒
く
塗
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
潮

風
に
よ
る
木
材
の
劣
化
を
防
ぐ
た
め
、
島

民
が
船
底
に
塗
る
コ
ー
ル
タ
ー
ル
を
壁
に

も
塗
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。
明
治

か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
全
国
の
漁
村
で

当
た
り
前
の
光
景
で
し
た
が
、
今
も
な
お

残
る
地
域
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
日

本
の
原
風
景
と
も
い
え
る
美
し
い
黒
壁
の

集
落
は
、
世
界
有
数
の
観
光
地
で
あ
る
ギ

リ
シ
ャ
の
ミ
コ
ノ
ス
島
が
「
エ
ー
ゲ
海
に

浮
か
ぶ
白
い
宝
石
」
と
呼
ば
れ
る
の
に
対

し
て「
三
河
湾
の
黒
真
珠
」と
称
さ
れ
、
佐

久
島
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い
ま
す
。

壁
の
町
並
み
を
保
全
・
修
復
す
る
取

り
組
み
「
黒
壁
運
動
」
は
、
平
成
１６

年
に
始
ま
り
ま
し
た
。
島
民
で
構
成
す
る

「
島
を
美
し
く
つ
く
る
会
」が
主
体
と
な
っ

て
毎
年
行
い
、
今
年
は
２
月
３
日
に
開
催
。

朝
早
く
集
ま
っ
た
島
民
と
島
外
か
ら
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
約
２
０
０
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の

持
ち
場
に
分
か
れ
、
色
が
落
ち
て
き
た
民

家
の
壁
や
ア
ー
ト
作
品
を
黒
く
塗
り
直
し

て
い
き
ま
す
。

エ
ー
ゲ
海
の
白
い
ま
ち
と

佐
久
島
の
黒
壁

佐
久
島
が
、ま
っ
て
る
。

こ
こ
に
し
か
な
い
景
色
・ア
ー
ト
・文
化

「
黒
壁
運
動
」の
き
っ
か
け
は

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
一
言

佐
久
島
が
、ま
っ
て
る
。

こ
こ
に
し
か
な
い
景
色
・ア
ー
ト
・文
化

特集

佐
久
島
が
、ま
っ
て
る
。

こ
こ
に
し
か
な
い
景
色
・ア
ー
ト
・文
化

一

黒

「
ピ
ー
ヒ
ュ
ロ
ロ
ロ
ロ
ー
」。
大
空
を
ゆ
っ
く
り
旋
回
す
る
ト
ン
ビ

の
鳴
き
声
。
一
緒
に
聞
こ
え
て
く
る
の
は
、
風
に
揺
れ
る
木
々
の
さ

ざ
め
き
と
、
か
す
か
な
波
の
音
だ
け
で
す
。
黒
壁
の
集
落
の
細
い
路

地
に
立
て
ば
、
ど
こ
か
懐
か
し
い
雰
囲
気
に
包
ま
れ
ま
す
。
季
節
の

花
が
咲
く
道
の
先
に
は
、
思
わ
ず
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
り
た
く
な
る
不

思
議
な
ア
ー
ト
た
ち
。
佐
久
島
に
し
か
な
い
景
色
と
特
別
な
時
間
が
、

あ
な
た
を
待
っ
て
い
ま
す
。

取
材
／
金
原
拓
矢
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特集 佐久島が、まってる。
ここにしかない景色・アート・文化

「
以
前
は
家
を
塗
り
直
し
た
い
島
民
に

ペ
ン
キ
を
配
り
、
自
分
た
ち
で
塗
っ
て
も

ら
っ
て
い
た
。
だ
け
ど
あ
る
時
、
一
人
の

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
『
う
ち
も
塗
り
た
い
け

ど
体
が
動
か
な
く
て
自
分
で
塗
れ
な
い
』

と
言
わ
れ
た
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
で
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
り
、
一
緒
に
塗
っ
て
も

ら
う
黒
壁
運
動
を
始
め
た
」。そ
う
教
え
て

く
れ
た
の
は
、
島
を
美
し
く
つ
く
る
会
の

会
長
を
務
め
る
鈴
木
喜
代
司
さ
ん
で
す
。

つ
く
る
会
の
中
心
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
長

年
に
わ
た
っ
て
島
の
活
性
化
の
た
め
に
尽

力
し
て
い
ま
す
。「
最
初
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

を
３０
人
募
集
し
た
ら
５０
人
集
ま
っ
た
。
次

の
年
か
ら
９０
人
、
１
０
０
人
と
徐
々
に
参

加
者
が
増
え
、
今
で
は
２
０
０
人
の
募
集

枠
が
す
ぐ
に
埋
ま
っ
て
し
ま
う
」。佐
久
島

の
良
さ
に
魅
了
さ
れ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が

島
外
で
宣
伝
し
て
く
れ
る
た
め
、
さ
ら
に

参
加
者
が
増
え
て
い
る
そ
う
で
す
。

約
２
時
間
の
作
業
が
終
わ
る
と
、
島
の

女
性
た
ち
が
作
っ
た
温
か
い
お
で
ん
や
味

噌
汁
が
振
る
舞
わ
れ
、
参
加
者
は
充

実
感
に
満
ち
た
笑
顔
で
味
わ
い
ま

す
。
鈴
木
さ
ん
は
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
人
た
ち
が
喜
ん
で
食
べ
て
く

れ
る
か
ら
、
島
の
女
性
た
ち
も
や

り
が
い
を
持
っ
て
協
力
し
て
く
れ
て

い
る
。
島
外
の
方
が
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て

く
れ
る
こ
と
で
、
島
の
人
た
ち
も
黒
壁
を

誇
り
に
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
」
と
、

活
動
の
効
果
を
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

黒
壁
、太
鼓
、海

島
の
宝
を
い
つ
ま
で
も

自
の
打
ち
方
と
重
厚
な
音
色
が
特
徴

の「
佐
久
島
太
鼓
」。「
ブ
チ
」と
呼
ば

れ
る
バ
チ
は
途
中
で
緩
く
カ
ー
ブ
し
、
野

球
の
バ
ッ
ト
の
よ
う
な
グ
リ
ッ
プ
が
付
い

て
い
ま
す
。
島
で
祭
り
が
あ
る
時
に
は
必

ず
演
奏
さ
れ
る
、
大
切
な
文
化
の
一
つ
で

す
。
一
時
は
演
奏
の
担
い
手
不
足
に
悩
み

ま
し
た
が
、
貴
重
な
伝
統
を
次
世
代
に
残

そ
う
と
、
島
の
長
老
た
ち
が
若
者
た
ち
を

指
導
。
現
在
は
佐
久
島
太
鼓
保
存
会
や
佐

久
島
小
・
中
学
校
が
中
心
と
な
っ
て
継
承

に
取
り
組
み
、
祭
り
や
イ
ベ
ン
ト
で
そ
の

音
色
を
披
露
し
て
い
ま
す
。

佐
久
島
太
鼓
で
島
を
盛
り
上
げ
よ
う
と
、

平
成
２１
年
か
ら
毎
年
開
催
さ
れ
て
い
る
の

が「
佐
久
島
太
鼓
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」で
す
。

島
内
外
か
ら
和
太
鼓
グ
ル
ー
プ
が
多
数
参

加
し
、
大
勢
の
観
客
を
前
に
熱
い
パ
フ
ォ

ー
マ
ン
ス
を
繰
り
広
げ
ま
す
。
昨
年
は
節

目
と
な
る
第
１０
回
を
迎
え
、
秋
の
恒
例
イ

ベ
ン
ト
と
し
て
定
着
し
て
い
ま
す
。

島
の
祭
り
に
欠
か
せ
な
い

佐
久
島
太
鼓

独

鈴木喜代司さん

佐久島の海をもっと豊かにしたい――中学生のそ
んな思いから始まったのが、海に自生するアマモを
守り、水質の浄化に重要な藻場を再生する活動です。
佐久島中学校では、平成１２年から総合学習で調査や
保全活動を継続。毎年６月に行う「アマモ移植ボラ
ンティア」や、海岸清掃などを行っています。これ
らの取り組みが高く評価され、昨年４月に「みどり
の日」自然環境功労者環境大臣賞を受賞しました。

中学生が始めた藻場再生活動
環境大臣賞を受賞

２００人以上が参加する
「アマモ移植ボランティア」
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い
箱
の
よ
う
な
建
物
が
２
つ
つ
な
が

る
姿
が
印
象
的
な
『
イ
ー
ス
ト
ハ
ウ

ス
』。観
光
シ
ー
ズ
ン
の
週
末
に
は
、
写
真

を
撮
る
人
で
長
い
行
列
が
で
き
る
人
気
の

ア
ー
ト
で
す
。
他
に
も
島
に
は
ち
ょ
っ
と

不
思
議
な
ア
ー
ト
が
点
在
。
ア
ー
ト
を
目

当
て
に
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
て
い
ま
す
。

平
成
１３
年
か
ら
現
在
ま
で
佐
久
島
ア
ー

ト
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
て
い
る
の
は
、
芸

術
・
文
化
関
連
の
企
画
会
社
、
有
限
会
社

オ
フ
ィ
ス
・
マ
ッ
チ
ン
グ
・
モ
ウ
ル
（
岡

崎
市
）
で
す
。「
ア
ー
ト
が
好
き
な
人
は
楽

し
み
を
積
極
的
に
見
つ
け
ら
れ
る
人
。
そ

う
い
う
人
は
絶
対
に
島
の
こ
と
も
好
き
に

な
っ
て
く
れ
る
。
都
会
の
お
し
ゃ
れ
な
若

い
女
性
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
ア

ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
進
め

れ
ば
、
観
光
客
が
増
え
る
と

思
っ
た
」
と
話
し
て
く
れ
た

の
は
、
代
表
を
務
め
る

内
藤
美
和
さ
ん
で
す
。

「
島
の
ア
ー
ト
を
巡

っ
て
も
ら
う
こ
と
で
、

自
然
の
良
さ
に
も
気

付
い
て
も
ら
え
る
。
そ

の
た
め
に
は
ア
ー
ト
の
ク
オ

リ
テ
ィ
ー
が
高
く
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」。ア
ー
ト
の
製
作
は
基
本
的
に

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
任
せ
ま
す
が
、
製
作
の

意
図
に
疑
問
が
あ
れ
ば
、
納
得
で
き
る
ま

で
企
画
の
練
り
直
し
を
求
め
る
そ
う
で
す
。

特
に「
忘
れ
が
た
い
」と
完
成
ま
で
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
を
語
っ
て
く
れ
た
の
は
、
石し

が
け垣

海
岸
に
あ
る『
お
ひ
る
ね
ハ
ウ
ス
』。
製
作

の
ゴ
ー
サ
イ
ン
を
出
す
ま
で
に
、
作
者
で

あ
る
南
川
祐
輝
さ
ん
の
提
案
を
２
度
は
ね

の
け
た
そ
う
で
す
。「
そ
れ
ま
で
の
提
案
は

全
然
ダ
メ
。
南
川
さ
ん
に
こ
の
場
所
で
何

が
し
た
い
の
、
と
聞
い
た
ら
昼
寝
が
し
た

い
と
返
っ
て
き
た
。
だ
っ
た
ら
昼
寝
す
れ

ば
い
い
じ
ゃ
な
い
っ
て
」。こ
の
や
り
と
り

の
末
、
３
度
目
の
提
案
を
基
に
完
成
し
た

『
お
ひ
る
ね
ハ
ウ
ス
』は
、
内
藤
さ
ん
い
わ

く
「
完
璧
な
作
品
」。周
囲
の
景
色
と
調
和

し
て
美
し
く
佇
む
、
佐
久
島
ア
ー
ト
を
代

表
す
る
作
品
と
な
り
ま
し
た
。

若
い
女
性
を
惹ひ

き
付
け
る

洗
練
さ
れ
た
ア
ー
ト

観
光
客
は
年
間
１０
万
人

個
性
豊
か
な
ア
ー
ト
が
人
を
呼
ぶ

1『星を想う場所』荒木由香里
2『佐久島の秘密基地／アポロ』
POINT（長岡勉＋田中正洋）

3『おひるねハウス』南川祐輝
4『海神さま』松岡徹
5『北のリボン』TAB

作品名と作者（敬称略）

イーストハウスイーストハウスイーストハウス

白

内藤美和さん

１

２

３５

４
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特集 佐久島が、まってる。
ここにしかない景色・アート・文化

レ
ビ
や
雑
誌
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
で
佐

久
島
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
年
間

約
１
０
０
件
。
か
つ
て
３
万
人
台
に
落
ち

込
ん
で
い
た
年
間
の
観
光
客
数
は
、
１０
万

人
を
突
破
す
る
ま
で
に
な
っ
て
い
ま
す
。

島
お
こ
し
の
鍵
と
な
っ
た
ア
ー
ト
が
島
に

や
っ
て
き
た
の
は
、
過
疎
の
危
機
感
が
島

中
に
蔓ま

ん

延え
ん

し
て
い
た
こ
ろ
の
こ
と
で
す
。

平
成
７
年
、
開
発
が
進
ま
ず
人
が
減
り

続
け
て
い
た
島
に
、
国
土
庁（
当
時
）の
調

査
委
員
会
が
視
察
に
訪
れ
ま
し
た
。
ア
ー

ト
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
や
作
家
、
旅
館
の
女
将

な
ど
、
東
京
都
で
活
動
す
る
女
性
だ
け
で

構
成
す
る
委
員
会
は
、
黒
壁
の
集
落
や
豊

か
な
自
然
を
他
に
は
な
い
島
の
魅
力
だ
と

高
く
評
価
し
ま
し
た
。
島
民
が
「
当
た
り

前
」
だ
と
思
っ
て
い
た
風
景
が
観
光
資
源

と
し
て
見
直
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、

全
国
で
も
例
が
な
い
ア
ー
ト
に
よ
る
島
お

こ
し
が
始
動
。
翌
年
に
は
島
お
こ
し
の
担

い
手
と
し
て「
島
を
美
し
く
つ
く
る
会
」が

設
立
さ
れ
、
取
り
組
み
が
始
ま
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
イ
ベ
ン
ト
開
催
に
よ
る
一
時

的
な
集
客
以
外
に
効
果
が
表
れ
ず
、
次
第

に
島
民
の
間
で
不
満
が
募
り
ま
す
。「
自
分

は
つ
く
る
会
に
入
っ
て
い
る
、
と
は
と
て

も
言
い
た
く
な
い
状
況
だ
っ
た
」
と
会
長

の
鈴
木
さ
ん
。
真
剣
な
議
論
の
末
、
ア
ー

ト
事
業
の
パ
ー
ト
ナ
ー
を
現
在
の
オ
フ
ィ

ス
・
マ
ッ
チ
ン
グ
・
モ
ウ
ル
に
変
更
。
平

成
１３
年
に
「
三
河
・
佐
久
島
ア
ー
ト
プ
ラ

ン
２１
」
が
始
ま
り
ま
し
た
。
模
様
替
え
し

た
取
り
組
み
は
「
祭
り
と
ア
ー
ト
に
出
会

う
島
」
が
テ
ー
マ
。
ア
ー
ト
と
島
の
祭
り

や
自
然
、
景
観
を
一
緒
に
楽
し
ん
で
も
ら

う
こ
と
で
、
訪
れ
た
人
に
島
の
魅
力
を
体

感
し
て
も
ら
お
う
と
い
う
も
の
で
す
。
祭

り
と
同
時
に
ア
ー
ト
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
、

景
観
を
生
か
し
た
ア
ー
ト
作
品
が
増
え
て

い
っ
た
結
果
、
佐
久
島
な
ら
で
は
の
風
景

と
ア
ー
ト
を
楽
し
も
う
と
、
多
く
の
人
が

島
を
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

で
は
、
島
民
の
生
活
や
観
光
を
含
む

島
お
こ
し
、
渡
船
な
ど
、
島
の
ほ
ぼ

全
て
の
こ
と
を
佐
久
島
振
興
課
と
い
う
部

署
が
担
当
し
て
い
ま
す
。
島
民
と
職
員
が

常
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
こ
と

で
信
頼
関
係
を
築
き
、
問
題
が
起
き
た
場

合
は
迅
速
に
対
応
し
て
い
ま
す
。

愛
知
県
で
は
、
佐
久
島
と
日
間
賀
島
、

篠
島（
い
ず
れ
も
南
知
多
町
）の
生
活
環
境

の
整
備
や
産
業
振
興
な
ど
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
観
光
面
で
は
、
３
島
を
ま
と
め

て
「
あ
い
ち
の
離
島
」
と
銘
打
ち
、
離
島

の
特
色
を
生
か
し
た
Ｐ
Ｒ
を
全
国
に
向
け

て
展
開
。
平
成
２３
年
に
は
、
公
募
で
選
ば

れ
た
ス
タ
ッ
フ
が
島
で
暮
ら
し
な
が
ら
離

島
の
魅
力
を
発
信
す
る
「
あ
い
ち
の
離
島

８０
日
間
チ
ャ
レ
ン
ジ
」
を
実
施
し
ま
し
た
。

佐
久
島
は
東
京
都
出
身
の
新
里
碧
さ
ん
が

担
当
。
島
で
の
暮
ら
し
の
中
で
あ
っ
た
出

来
事
を
漫
画
に
し
て
発
信
し
ま
し
た
。
ま

た
、
新
た
な
島
の
名
物
と
し
て
開
発
し
た

「
弁
天
島
の
願
い
石
」は
、
今
年
１
月
に
有

名
タ
レ
ン
ト
が
登
場
す
る
テ
レ
ビ
番
組
で

紹
介
さ
れ
、
大
き
な
話
題
を
呼
び
ま
し
た
。

島
と
と
も
に
歩
む
行
政

～～

１０

３．８

（万人）

６

0 １４ １８ ２２ ２６１２ １６ ２０ ２４ ２８１５ １９ ２３ ２７１３ １７ ２１ ２５ ２９

４．２ ３．９ ３．６ ３．８ ３．８
４．１
４．９
５．９
６．９ ７．５

７．５ ７．７

７．９

１０．３１０．６１０．３

「三河・佐久島アートプラン２１」
がスタート

佐久島振興室（旧一色町役場）
が発足

佐久島行き渡船場が
一色港に移転

初の１０万人突破

市営渡船の年間利用者数（観光客のみ）

３年連続で１０万人突破
島民や通勤・通学などの利用を除く
２９年度の市営渡船の利用者数は、１０万
３,６６８人。３年連続で１０万人を突破しま
した。渡船場の移転による利便性の向
上や、メディアへの登場による注目度
の高まりが影響しています。

東
京
か
ら
吹
い
て
き
た

ア
ー
ト
の
風

テ

島を美しくつくる会は、島民の自主的な活動を通
して島を活性化しようと設立されました。

島民全員が会員となり、里山の保全や海岸清掃な
どを行う「ひと里分科会」、島の食材を生かした名物
料理の開発などを行う「美食分科会」、アサリの漁場
再生やアマモの移植を行う「漁師分科会」、伝統文化
の継承や文化財の整備を行う「いにしえ分科会」の

４つの分科会に分かれて活動。自然や風土、祭り、
産業といった佐久島の魅力をさらに磨き上げるため、
さまざまなことに取り組んでいます。また、アート
プロジェクトへの支援や定住希望者への空き家の紹
介なども行っています。

平成１５年には、全国の地域づくりの模範として全
国地域づくり推進協議会会長賞を受賞。また、アマ
モによる藻場再生活動への積極的な支援が評価され、
昨年１０月の「全国豊かな海づくり大会」で環境大臣賞
を受賞しました。この他にも数多くの賞が贈られて
います。

島を美しくつくる会
島民全員で島おこし

（年度）

８

４

市

３．９
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6広報平成31年３月１日号

ア
サ
リ
、
タ
コ
、
フ
グ
、
エ
ビ
、
カ

キ
、
地
魚
…
。
佐
久
島
を
訪
れ
れ
ば
、

新
鮮
な
海
の
幸
を
存
分
に
味
わ
え
ま
す
。

島
の
食
堂
で
は
、
タ
コ
の
冷
し
ゃ
ぶ
や
カ

キ
の
浜
焼
き
、
刺
身
、
大
人
気
の
大
ア
サ

リ
丼
な
ど
を
提
供
。
季
節
ご
と
の
旬
の
魚

を
フ
ラ
イ
に
し
て
サ
ン
ド
し
た「
さ
く
バ

ー
ガ
ー
」と
い
う
、
ユ
ニ
ー
ク
な
メ
ニ
ュ

ー
も
あ
り
ま
す
。
舌
も
お
腹
も
満
た
さ
れ

る
、
豊
か
な
三
河
湾
の
海
の
幸
を
味
わ
っ

て
み
て
く
だ
さ
い
。

冬
の
時
期
に
お
薦
め
な
の
が
、
ナ
マ
コ

の
内
臓
を
塩
辛
に
し
た
珍
味
、
コ
ノ
ワ
タ
。

江
戸
時
代
に
は
千
石
船
で
幕
府
に
献
上
さ

れ
た
極
上
の
一
品
で
、
当
時
か
ら
の
独
自

の
製
法
を
今
に
受
け
継
い
で
い
ま
す
。
ご

飯
の
お
か
ず
や
酒
の
肴さ

か
なに
最
適
で
す
。
冬

に
な
っ
た
ら
、
ぜ
ひ
一
度
ご
賞
味
あ
れ
。

内
に
は
若
い
移
住
者
が
出
店
す
る
お

し
ゃ
れ
な
カ
フ
ェ
が
点
在
。「
小
腹
が

す
い
た
」「
お
茶
と
一
緒
に
」「
そ
ろ
そ
ろ
ラ

ン
チ
に
し
よ
う
か
」
な
ど
、
気
分
に
合
わ

せ
て
気
軽
に
立
ち
寄
れ
ま
す
。

ど
の
店
に
も
必
ず
、
島
の
素
材
を
使
っ

た
こ
だ
わ
り
の
名
物
メ
ニ
ュ
ー
が
用
意
さ

れ
て
い
ま
す
。
島
野
菜
で
作
っ
た
和
菓
子

や
、
手
作
り
の
シ
フ
ォ
ン
ケ
ー
キ
な
ど
が

人
気
。
自
家
焙ば

い

煎せ
ん

の
コ
ー
ヒ
ー
や
カ
ク
テ

ル
が
楽
し
め
る
店
も
あ
り
ま
す
。
店
の
場

所
や
外
観
も
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
的
で
、
目
の

前
に
海
が
広
が
る
開
放
感
あ
ふ
れ
る
店
も

あ
れ
ば
、
緑
に
囲
ま
れ
た
秘
密
基
地
の
よ

う
な
店
も
。
個
性
的
な
カ
フ
ェ
を
巡
っ
て
、

お
気
に
入
り
の
場
所
で
ゆ
っ
た
り
と
島
を

楽
し
ん
で
く
だ
さ
い
。

歩いて、食べて、時々ねこ
四季折々の島を楽しむ

新
鮮
な
海
の
幸
を
生
か
し
た

佐
久
島
グ
ル
メ

大

ラ
ン
チ
も
、
お
や
つ
も

お
し
ゃ
れ
な
カ
フ
ェ
で
一
息

島

タコの冷しゃぶ

さくバーガー

コノワタ
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特集 佐久島が、まってる。
ここにしかない景色・アート・文化

は
仕
事
を
し
な
が
ら
で
も
常
に
３９
の

市
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
少
し
づ

つ
佐
久
島
の
地
元
色
が
出
て
き
た
し
、
西

尾
市
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
定
着
し
て
い
っ

た
ら
い
い
な
」。「C

afe O

オ

レ

ガ

レ

LEG
A

LE

」
の

オ
ー
ナ
ー
加
藤
麻
紀
さ
ん
は
、
島
出
身
で

素
潜
り
漁
師
の
旦
那
さ
ん
と
の
結
婚
を
機

に
、
佐
久
島
に
移
住
し
て
き
ま
し
た
。
カ

フ
ェ
を
営
む
傍
ら
、
島
の
手
作
り
マ
ル
シ

ェ「
３９
の
市
」の
主
催
団
体「m

ade in sa
kushim

a

」
の
代
表
を
務
め
て
い
ま
す
。

平
成
２８
年
に
始
ま
っ
た
３９
の
市
は
、
年

２
回
の
ペ
ー
ス
で
島
の
イ
ベ
ン
ト
に
併
せ

て
開
催
。
島
内
外
か
ら
出
店
者
を
募
り
、

島
の
旬
な
食
材
や
手
作
り
の
品
を
販
売
し

て
い
ま
す
。
島
の
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
イ
ベ
ン

ト
「
歩
け
歩
け
海
原
三
里
」
が
行
わ
れ
る

３
月
３
日
㈰
に
は
、
第
６
回
を
佐
久
島
西

港
広
場
で
開
催
し
ま
す
。

「
西
港
で
や
る
の
は
初
め
て
。
佐
久
島

に
来
た
人
は
必
ず
通
る
場
所
だ
し
、
た
く

さ
ん
の
人
に
来
て
ほ
し
い
」
と
加
藤
さ
ん
。

今
回
は
こ
れ
ま
で
も
好

評
だ
っ
た
島
の
野

菜
や
干
物
、
タ
コ
飯
、
島
内
外
の
出
店
者

の
手
作
り
小
物
の
販
売
な
ど
に
加
え
、
新

企
画
が
盛
り
だ
く
さ
ん
。
島
の
春
の
風
物

詩
、
わ
か
め
し
ゃ
ぶ
し
ゃ
ぶ
の
販
売
や
、

漁
船
で
島
を
一
周
す
る
ク
ル
ー
ジ
ン
グ
な

ど
が
行
わ
れ
ま
す
。「
茶
褐
色
の
生
ワ
カ
メ

を
湯
に
く
ぐ
ら
せ
る
と
、
き
れ
い
な
緑
色

に
な
る
。
い
つ
も
食
べ
て
い
る
島
の
人
は

当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
る
け
ど
、
ま
ち

に
住
ん
で
い
る
人
は
知
ら
な
い
と
思
う
。

今
の
時
期
一
番
お
い
し
い
新

鮮
な
も
の
を
驚
き
と
一
緒

に
味
わ
っ
て
ほ
し
い
」
と

笑
顔
で
話
し
て
く
れ
ま
し

た
。「
メ
ン
バ
ー
も
そ
ろ
っ

て
き
た
し
、
島
の
人
た
ち

も
す
ご
く
協
力
し
て
く
れ

る
。
い
ろ
ん
な
人
の
存
在

な
し
に
は
開
催
で
き
な
い
。

３９
の
市
を
き
っ
か
け
に
島

に
来
て
く
だ
さ
い
」。

久
島
で
は
、
２
つ
の
ス
タ
ン
プ
ラ
リ

ー
を
一
年
中
体
験
で
き
ま
す
。
島
内

外
の
常
設
ア
ー
ト
作
品
２４
点
を
巡
る
「
佐

久
島
ア
ー
ト
ピ
ク
ニ
ッ
ク
」と
、黒
壁
集
落

や
森
の
中
に
点
在
す
る
祠ほ

こ
らを
た
ど
る
「
佐

久
島
弘
法
巡
り
」
で
す
。
ス
タ
ン
プ
シ
ー

ト
は
渡
船
場
や
弁
天
サ
ロ
ン
、
さ
く
ナ
ビ

な
ど
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
春
・
夏
・
秋
の
年
３
回
行
わ
れ

る「
歩
け
歩
け
海
原
三
里
」や
、
弘
法
の
日

に
行
わ
れ
る
「
弘
法
道
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
大

会
」
な
ど
の
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
を

開
催
。
同
時
開
催
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や

祭
り
を
一
緒
に
楽
し
め
る
と
好
評
で
す
。

い
つ
来
て
も
共
通
す
る
の
は
、
島
の
四

季
折
々
の
風
景
を
楽
し
め
る
と
い
う
こ
と
。

ハ
マ
ダ
イ
コ
ン
や
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
、
サ
ザ
ン

カ
、
ス
イ
セ
ン
、
梅
な
ど
、
季
節
の
花
が

一
年
中
あ
な
た
を
待
っ
て
い
ま
す
。

若
い
店
主
が
中
心
と
な
っ
て
開
催

島
と
ま
ち
を
つ
な
ぐ

さ
く３９
の
市

季
節
の
花
に
囲
ま
れ
て

い
つ
で
も
楽
し
め
る
島
巡
り

今
「

弘法道ウオーキング大会弘法道ウオーキング大会弘法道ウオーキング大会

島を美しくつくる会は、佐久島産のサツマイモを
名産品にする「サクのいもプロジェクト」に取り組ん
でいます。西尾市とＪＡ西三河の支援を受けて平成
２９年に始動。島で昔から作られているサツマイモを
新たな島の名物として販売することで島民の収入の
増加につなげ、定住者の確保も目指しています。

「去年の秋は１トンほど収穫できた。猛暑の影響
で目標の２トンの半分だったけど、今年は土作りか

ら工夫したい。相生ユニビ
オ株式会社（下町）さんから
提案があり、今は芋焼酎の
開発を進めている」と、つくる会会長の鈴木さん。
芋焼酎は試飲会を行い、使う品種を決定。芋焼酎の
ネーミングやラベルの作成などは、島の若手や、プ
ロジェクトに協力している愛知淑徳大学の学生と連
携して行い、４月に発売する予定です。

サクのいもプロジェクト
島の新たな名物に サツマイモを収穫する

愛知淑徳大学の学生

加藤麻紀さん

佐
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8広報平成31年３月１日号

ち
ょっ
と
気
に
な
る

佐
久
島
の
数
字

「どうもビリーです」

佐久島への行き方
一色港の佐久島行船のりばから、市営渡船を一日７往復運行して
います。乗船時間は約２５分。船のりばまでは、西尾駅発着の名鉄バ
スが運行しています。
●市営渡船
渡船料金（片道）　▶中学生以上…８２０円　▶小学生…４１０円
※小学生未満のお子さんは大人１人につき１人まで無料

問▶渡船全般に関すること…佐久島振興課渡船担当（☎７２・９６０７／
さくナビ内）
▶渡船の運行状況に関すること…佐久島行船のりば（☎７２・８２８４）

一色港発
 ６：３０
 ７：４０
 ９：３０
１１：３０
１３：４０
１５：５０
１７：５０

佐久島東港発 佐久島西港発
 ７：００  ７：０７
 ８：３０  ８：３７
１０：１０ １０：１７
１２：３０ １２：３７
１４：５０ １４：５７
１７：１５ １７：２２
１８：２０ １８：２７

佐久島行き 一色行き

市営渡船の時刻表（通常ダイヤ）

フラワーロードでのんび
り過ごしている「ノン」と
「ビリー」。週末に行くと１００
円で餌をあげられるかも。

ヤギ
２頭

大浦海水浴場にある木村
崇人さんの作品『カモメの
駐車場』。さて、カモメは何
羽？　答えは自分の目で確
かめてください。

カモメ
？

島に信号機はありません。で
も車は道路を走っています。道
を歩いたり自転車で走ったりす
るときは、安全に十分注意して
ください。

信号機
０基

正確な数は分かりません
が、詳しい方によるとこの
くらいいるのではとのこと。
佐久島で撮影された映画
「ねことじいちゃん」（岩合
光昭監督作品）が公開中

猫
約 １００ 匹

8広報平成31年３月１日号

カモメの数の正解者にプレゼント！
オリジナルポストカード付き乗船券　
４月１日㈪までに、はがきに郵便番号・住所・氏名

・『カモメの駐車場』のカモメの数を記入の上、秘書課
「乗船券プレゼント」係（〒４４５－８５０１住所不要）へ応募し
てください。正解者の中から１０人に版画家「猫野ぺす
か」デザインのオリジナルポストカード付き乗船券を
プレゼント。その他の方にはもれなく佐久島オリジナ
ルクリアファイルをプレゼントします。当選の発表は
プレゼントの発送をもって代えさせていただきます。

問秘書課広報広聴担当（☎６５・２１５９）

かつては１,６００人以上の
人が住んでいました。観光
客や移住者は近年増加傾向
ですが、定住者をさらに増
やすことが今後の課題です。

人口
２２５ 人
（３１年２月１日現在）
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特集 佐久島が、まってる。
ここにしかない景色・アート・文化

佐久島の
こ
こ
が
い
い

1鈴木喜代司さん
2弁天サロンの管理人
相川光江さん

3佐久島中学校２年
千田健士郎さん

4佐久島中学校３年
鈴木元久さん

5加藤麻紀さん
6早田亜樹さん（左／東京都）、
小嶋皐月さん（右／神奈川県）

7筒井文彦さん
8佐久島中学校３年
勢力暖さん

１ ２ ３

５４ ６

８７

１２月から３月ごろまで、島のそこかしこで白いスイセンの花が咲いています。
かつては山あいでひっそりと咲いていたスイセンを、島の人たちが人の目にふれる場所に植え替え、
大切に育ててきたのです。洗練されたアートは多くの人を呼び寄せましたが、島の人たちはアートに

頼るのではなく、アートを引き立てるための自然や文化を磨き続けてきました。
信号機もコンビニもない佐久島には、島の人たちや島に関わる人たちが大切に守ってきた、
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特集 佐久島が、まってる。
ここにしかない景色・アート・文化
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