
                             

                             

                            

■
瀬
戸
常
蔵
と

い
う
人
物 

 

瀬
戸
常
蔵
は
明
治
四
十
二
年

に
東
利
尻
町
鴛
泊
字
本
泊
の
漁

村
に
生
ま
れ
、
若
く
し
て
漁
業

に
従
事
し
兄
と
共
に
父
の
船
に

乗
り
込
み
、
二
隻
の
動
力
船
で

タ
ラ
釣
り
や
底
曳
き
な
ど
を
し

て
い
ま
し
た
。 

昭
和
十
一
年
に
稚
内
に
渡
り
、

中
型
機
船
底
曳
網
漁
業
を
営
む

一
方
、
石
油
会
社
や
水
産
加
工

場
な
ど
次
々
と
事
業
を
起
こ
し
、

経
営
手
腕
を
発
揮
し
た
人
物
で

す
。 

 

常
蔵
は
宗
谷
機
船
組
合
長
、

道
機
船
連
会
長
な
ど
を
歴
任
し
、

稚
内
機
船
組
合
の
初
代
会
長
に

就
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
沖
合

底
曳
漁
船
の
北
洋
転
換
や
本
道

漁
業
者
の
遠
洋
へ
の
進
出
の
先

頭
に
立
ち
、
そ
の
発
展
に
も
輝

か
し
い
歴
史
を
刻
ん
だ
時
代
の

立
役
者
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

二
百
海
里
時
代
に
入
り
、
北

洋
漁
業
の
規
制
が
強
ま
る
中
、

日
ソ
漁
業
交
渉
に
も
政
府
顧
問

と
し
て
心
血
を
そ
そ
ぎ
ま
し
た
。

そ
れ
ら
数
々
の
功
績
を
称
え
ら

れ
、
稚
内
市
名
誉
市
民
、
勲
四

等
旭
日
小
綬
章
な
ど
数
多
く
の

称
号
を
得
て
い
ま
す
。 

■
底
曳
船
と 

水
産
業 

常
蔵
の
尽
力
も
あ
り
、
稚
内

の
水
産
業
は
昭
和
二
十
年
頃
か

ら
昭
和
四
十
年
代
に
か
け
て
、

沖
合
漁
業
、
沿
岸
漁
業
、
そ
れ

に
係
わ
る
水
産
加
工
業
と
、
地

域
発
展
に
大
き
く
寄
与
し
て
き

た
基
幹
産
業
の
一
つ
で
し
た
。 

そ
の
中
で
も
稚
内
は
底
曳
網
漁

の
前
線
基
地
と
し
て
、
国
内
各

地
か
ら
人
が
集
ま
り
、
活
気
に

満
ち
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

昭
和
五
十
二
年
、
日
本
の
遠
洋

漁
業
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
る

二
百
海
里
漁
業
専
管
水
域
が
設

定
さ
れ
ま
し
た
。 

こ
れ
が
原
因
と
な
り
、
沖
合

漁
業
が
北
方
の
ロ
シ
ア
海
域
の

漁
場
か
ら
締
め
出
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の

と
き
特
に
苦
労
し
た
の
は
、
沖

合
船
の
大
幅
な
減
船
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
こ
と
だ
っ
た
そ
う
で

す
。
昭
和
五
十
二
年
に
行
わ
れ

た
第
一
次
減
船
で
は
組
合
長
の

常
蔵
が
国
や
道
の
要
請
に
基
づ

い
て
行
い
ま
し
た
が
、
昭
和
六

十
一
年
の
第
二
次
減
船
時
に
は

常
蔵
が
体
調
を
崩
し
、
副
組
合

長
だ
っ
た
米
倉
弘
が
中
心
と
な

っ
て
行
い
ま
し
た
。 

稚
内
の
人
口
も
、
資
源
の
減

少
な
ど
が
原
因
と
な
り
、
昭
和

五
十
年
を
ピ
ー
ク
に
減
少
し
、

漁
業
に
携
わ
る
人
々
の
数
も

年
々
減
少
し
て
い
き
ま
す
。 

底
曳
網
漁
に
よ
り
昭
和
の
稚
内
を 

牽
引
し
た
瀬
戸
常
蔵
。
激
動
の
歴
史
を 

彼
の
残
し
た
財
産
と
と
も
に
振
り
返
る
。 

旧瀬戸邸 

筬島 義春さん 



                             

                             

                             

稚
内
の
第
一
次
産
業
は
、
昭

和
四
十
五
年
頃
漁
業
の
比
率
が

高
く
、
次
い
で
農
業
が
続
き
ま

す
。
そ
の
後
、
漁
業
・
農
業
と

と
も
に
年
々
減
り
続
け
、
農
業
、

林
業
、
漁
業
の
全
て
に
お
い
て
、

平
成
十
二
年
頃
に
は
三
分
の
一

程
度
ま
で
落
ち
込
ん
で
い
ま
す
。

三
十
年
間
の
推
移
を
見
る
と
、

第
一
次
産
業
は
全
体
的
に
ど
ん

ど
ん
減
っ
て
き
て
お
り
、
そ
の

後
も
、
輸
入
水
産
物
の
増
加
や

国
際
的
な
規
制
の
強
化
な
ど
産

地
価
格
の
低
迷
、
資
源
の
減
少
、

漁
業
者
の
高
齢
化
、
担
い
手
不

足
な
ど
現
在
も
厳
し
い
情
勢
が

続
い
て
い
ま
す
が
、
現
在
で
も

稚
内
の
第
一
次
産
業
の
中
心
は
、

依
然
と
し
て
漁
業
な
の
で
す
。 

■
瀬
戸
邸
が 

伝
え
る
こ
と 

旧
瀬
戸
邸
は
、
瀬
戸
常
蔵(

底

曳
の
親
方)

の
住
宅
と
し
て
戦

後
ま
も
な
い
昭
和
二
十
七
年
に

秋
田
の
大
工
・
佐
藤
東
作
の
設

計
・
施
工
に
よ
り
建
て
ら
れ
ま

し
た
。 

建
物
は
和
洋
折
衷
の
要
素
を

持
ち
合
わ
せ
た
近
代
和
風
の
建

築
で
あ
り
、
赤
い
レ
ン
ガ
の
大

き
な
二
本
の
煙
突
と
赤
い
ト
タ

ン
ぶ
き
の
切
妻
形
式
の
屋
根
が

特
徴
的
で
す
。 

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
一

日
に
稚
内
市
初
と
な
る
国
の
登

録
有
形
文
化
財
に
「
旧
瀬
戸
家

住
宅
主
屋
」
の
名
称
で
登
録
さ

れ
ま
し
た
。 

こ
の
建
物
や
展
示
物
か
ら
、

底
曳
船
時
代
に
稚
内
の
漁
業
が

に
ぎ
や
か
だ
っ
た
興
隆
の
歴
史

を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

当
時
は
、
財
界
や
政
界
、
と

き
に
は
角
界
の
来
客
を
一
の

善
・
二
の
善
で
招
い
た
と
伝
え

聞
き
ま
す
。
そ
の
た
め
か
、
建

物
の
柱
や
天
井
に
は
秋
田
杉
、

床
は
秋
田
檜
葉
、
階
段
は
欅
と

贅
沢
な
材
料
が
ふ
ん
だ
ん
に
使

用
さ
れ
、
造
り
に
も
随
所
に
匠

の
技
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
て

い
ま
す
。
特
に
、
そ
の
特
徴
が

格
天
井
、
目
透
し
天
井
、
数
寄

屋
風
天
井
、
網
代
天
井
、
竿
縁

天
井
な
ど
多
様
な
天
井
の
様
式

に
見
ら
れ
ま
す
が
、
竿
縁
天
井

の
竿
縁
だ
け
で
も
、
角
や
猿
棒

や
角
竹
の
竿
縁
、
竹
や
杉
に
漆

を
塗
っ
た
竿
縁
と
変
化
に
富
ん

で
い
ま
す
。 

ま
た
、
旧
瀬
戸
邸
に
は
、
と

て
も
広
い
お
茶
室
が
増
築
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
こ
は
、
相
撲
好

き
の
常
蔵
が
昭
和
三
十
九
年
の

大
相
撲
稚
内
準
場
所
の
折
り
、

横
綱
・
大
鵬
関
を
招
く
た
め
に

増
築
し
た
も
の
で
、
八
十
数
セ

ン
チ
も
あ
る
特
大
の
に
じ
り
口

が
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。 

こ
の
他
に
も
、
海
松
（
深
海

松
）
と
呼
ば
れ
る
北
海
道
の
日

本
海
側
の
水
深
三
百
～
一
千
メ

ー
ト
ル
に
生
息
す
る
珍
し
い
サ

ン
ゴ
が
数
多
く
展
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
サ
ン
ゴ
は
現
在
で

は
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
で
守
ら
れ

て
い
る
た
め
、
な
か
な
か
見
る

こ
と
が
で
き
な
い
貴
重
な
標
本

で
す
。 

こ
の
よ
う
に
、
見
ど
こ
ろ
が

た
く
さ
ん
あ
る
旧
瀬
戸
邸
や
、

漁
業
で
栄
え
た
稚
内
の
魅
力
を

伝
え
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
の
来
館
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 

稚内駅近くに佇む旧瀬戸邸。館内では稚内が漁業とともに歩んだ歴史が 

感じられる。 

昭和 40 年代の稚内副港前の様子。底引き網漁を行う沖合船が数多く行き交い、

現在の稚内副港市場のあたりは大変賑わいをみせた。 

旧瀬戸邸では、必要に応じて筬島氏ら案内人が、

より深い詳細や由縁、稚内の歴史などを丁寧に案

内してくれる。 

底曳船によるカニ漁の様子。漁業の繁栄は宗谷地域に大きな

繁栄をもたらした。 

旧瀬戸邸の茶室。中央に掛けられた自在鉤は、旭

川の職人が瀬戸氏のために製作したもの。 



                             

                             

                            

■
利
尻
島
の 

漁
業
の
軌
跡 

夏
に
な
る
と
日
本
百
名
山
で

あ
る
利
尻
山
の
登
山
や
ウ
ニ
な

ど
の
海
の
恵
み
を
楽
し
み
に
、

国
内
外
か
ら
多
く
の
観
光
客
が

訪
れ
る
利
尻
島
で
す
が
、
島
に

は
近
世
以
降
の
漁
業
と
人
々
が

移
り
住
ん
で
き
た
歴
史
を
物
語

る
漁
業
遺
産
群
が
静
か
に
た
た

ず
ん
で
い
ま
す
。 

近
世
に
は
、
松
前
藩
や
近
江

商
人
に
よ
る
交
易
場
所
が
島
内

に
置
か
れ
、
ア
イ
ヌ
が
そ
れ
を

支
え
ま
し
た
。
こ
の
交
易
の
拠

点
と
な
っ
た
の
が
「
リ
イ
シ
リ

運
上
屋
」
で
、
ア
イ
ヌ
と
和
人

の
交
易
拠
点
を
担
い
、
利
尻
島

の
玄
関
口
と
し
て
活
躍
し
た
の

で
す
。
今
で
も
石
階
段
が
残
り
、

当
時
の
記
憶
を
伝
え
て
い
ま
す
。 

豊
富
な
漁
場
を
求
め
て
、
幕

末
以
降
は
多
く
の
出
稼
ぎ
漁
民

が
松
前
（
北
海
道
）
や
津
軽
（
青

森
）、
男
鹿
（
秋
田
）
か
ら
利
尻

島
へ
と
渡
り
、
漁
場
を
ひ
ら
き

ま
し
た
。
秋
田
県
男
鹿
半
島
の

入
道
埼
に
あ
る
山
上
神
社
の
境

内
に
は
「
利
尻
山
」
の
石
碑
が

残
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
当
時

男
鹿
半
島
か
ら
利
尻
島
へ
と
出

稼
ぎ
に
行
き
、
ニ
シ
ン
建
網
漁

場
を
営
ん
で
い
た
漁
民
が
、
利

尻
島
か
ら
石
を
持
ち
帰
っ
て
建

て
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

さ
て
、
こ
の
時
代
に
獲
れ
た

海
の
恵
み
は
何
だ
っ
た
の
で
し

ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
ニ
シ
ン
、

昆
布
、
ナ
マ
コ
、
ア
ワ
ビ
な
ど

で
、
い
ず
れ
も
本
州
へ
と
運
ば

れ
て
い
ま
し
た
。
利
尻
が
本
州

の
食
を
支
え
て
い
た
の
で
す
。 

特
に
〆
粕
、
身
欠
き
と
し
て

の
ニ
シ
ン
や
昆
布
、
ナ
マ
コ
な

ど
は
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
は

利
尻
場
所
請
負
商
人
の
手
船
で

松
前
ま
で
運
ば
れ
、
松
前
か
ら

は
北
前
船
で
本
州
の
日
本
海
の

主
要
な
港
に
寄
港
し
な
が
ら
、

関
門
海
峡
、
瀬
戸
内
海
を
通
っ

て
大
阪
ま
で
運
ば
れ
ま
し
た
。

〆
粕
は
肥
料
と
し
て
、
西
日
本

を
中
心
に
我
が
国
の
近
世
、
近

代
の
農
業
を
支
え
、
数
の
子
や

昆
布
に
巻
か
れ
た
身
欠
き
ニ
シ

ン
は
正
月
の
お
せ
ち
料
理
と
し

て
重
宝
さ
れ
た
の
で
す
。
和
食

の
命
と
も
言
わ
れ
る
出
汁
を
支

え
る
最
高
峰
の
利
尻
昆
布
も
、

古
く
か
ら
本
州
へ
と
運
ば
れ
、

食
を
支
え
る
と
と
も
に
正
月
飾

り
と
し
て
も
使
わ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
ア
ワ
ビ
や
ナ
マ
コ
は
江

戸
時
代
、
長
崎
へ
と
運
ば
れ
、

中
国
へ
と
輸
出
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
利
尻
島
で
獲
れ
た
産
物
は

日
本
国
内
だ
け
で
な
く
世
界
で

重
宝
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。 

利
尻
島
を
行
き
来
す
る
「
海
の
道
」
は
、 

「
ヒ
ト
は
北
へ
、
モ
ノ
は
南
へ
」
と
い
う

交
易
史
を
つ
く
り
あ
げ
た
。 

郷土史家（元利尻町学芸員） 

西谷榮治さん 



                             

                    

■
今
も
残
る 

繁
栄
の
記
憶 

 

ニ
シ
ン
漁
の
記
憶
は
今
で
も

島
の
袋
澗
や
番
屋
に
残
っ
て
い

ま
す
。
袋
澗
と
は
、
ニ
シ
ン
が

水
揚
げ
さ
れ
た
際
、
一
時
保
存

の
た
め
に
石
垣
で
囲
っ
た
小
さ

な
港
の
こ
と
。
袋
澗
作
り
に
尽

力
し
た
秋
田
米
作
と
い
う
人
の

語
り
に
よ
る
と
、
大
正
時
代
に

は
三
十
な
い
し
三
十
五
カ
所
ほ

ど
の
袋
澗
が
利
尻
島
に
存
在
し

た
と
い
い
ま
す
。
現
在
面
影
を

残
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
う
ち

の
ご
く
一
部
で
は
あ
り
ま
す
が
、

当
時
袋
澗
が
あ
っ
た
場
所
は
、

現
在
で
も
港
と
し
て
す
が
た
を

変
え
な
が
ら
も
活
躍
し
て
い
る

の
で
す
。
フ
ェ
リ
ー
が
行
き
来

す
る
鴛
泊
港
や
沓
形
港
な
ど
も

そ
う
で
す
。
昭
和
三
十
年
代
に

は
、
当
時
の
中
学
校
の
水
泳
大

会
が
袋
澗
で
行
わ
れ
た
と
い
う

記
録
も
残
っ
て
お
り
、
漁
業
以

外
で
も
地
元
の
人
々
に
親
し
ま

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

 

ニ
シ
ン
を
語
る
上
で
欠
か
せ

な
い
の
が
番
屋
で
す
が
、
利
尻

島
に
も
鴛
泊
港
傍
ら
に
「
荒
田

の
番
屋
」
が
残
っ
て
お
り
、
出

稼
ぎ
に
や
っ
て
き
た
ヤ
ン
衆
が

寝
泊
ま
り
す
る
す
が
た
が
蘇
り

ま
す
。 

 

ま
た
、
現
在
の
利
尻
島
郷
土

資
料
館
は
大
正
二
年
に
建
造
さ

れ
た
旧
鬼
脇
村
役
場
で
す
が
、

ニ
シ
ン
漁
を
は
じ
め
近
代
の
資

料
が
展
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、

ぜ
ひ
足
を
運
ん
で
み
て
く
だ
さ

い
。 ■

漁
業
と
信
仰 

・
生
活
文
化 

 

島
に
は
豊
漁
や
航
海
安
全
の

祈
り
を
伝
え
る
も
の
が
多
く
あ

り
ま
す
。
利
尻
山
信
仰
の
拠
点

と
し
て
建
立
さ
れ
た
「
奥
の
院
」

に
は
、
場
所
請
負
人
に
よ
っ
て

奉
納
さ
れ
た
鳥
居
や
石
灯
籠
が

残
り
、
鴛
泊
港
、
ペ
シ
岬
の
麓

に
あ
る
厳
島
神
社
は
、
漁
場
請

負
人
に
よ
っ
て
漁
場
が
整
備
さ

れ
て
い
く
時
代
を
象
徴
し
て
い

ま
す
。 

 

ま
た
、
島
内
の
神
社
に
は
先

人
た
ち
の
想
い
が
詰
ま
っ
た
さ

ま
ざ
ま
な
奉
納
物
が
残
り
、
中

で
も
船
絵
馬
は
豊
漁
や
航
海
安

全
を
願
っ
た
も
の
と
し
て
大
変

貴
重
で
あ
り
、
近
世
か
ら
近
代

を
中
心
に
弁
財
船
や
武
者
絵
な

ど
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
富
ん

だ
絵
馬
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

利
尻
山
神
社
に
は
源
平
の
戦
い

を
描
い
た
絵
馬
が
残
さ
れ
て
い

た
り
も
し
ま
す
。 

 

生
活
文
化
の
名
残
は
島
内
一

円
に
存
在
す
る
石
碑
や
獅
子
舞

に
込
め
ら
れ
ま
し
た
。
島
内
に

は
二
つ
の
獅
子
舞
が
伝
え
ら
れ
、

一
つ
は
富
山
県
か
ら
伝
わ
っ
た

「
南
浜
獅
子
神
楽
」。
現
在
は
地

元
の
大
人
と
子
供
た
ち
が
舞
の

伝
承
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

も
う
一
つ
は
鳥
取
県
か
ら
伝
わ

っ
た
「
麒
麟
獅
子
舞
」
で
た
く

さ
ん
の
恵
み
を
も
た
ら
す
山
と

海
へ
の
感
謝
を
表
現
し
、
は
る

か
南
の
鳥
取
を
思
い
毎
年
六
月

に
は
島
内
の
長
浜
神
社
で
舞
っ

て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
明
治
時

代
に
移
住
者
の
故
郷
に
対
す
る

想
い
が
結
実
し
た
芸
能
で
す
。 

■
利
尻
の
歴
史

と
魅
力 

 

近
世
か
ら
続
い
た
漁
業
の
繁

栄
。
島
内
に
点
在
す
る
残
さ
れ

た
遺
産
を
め
ぐ
っ
て
み
る
と
、

当
時
の
世
界
を
感
じ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。 

 

こ
う
い
っ
た
魅
力
が
評
価
さ

れ
、
平
成
三
十
年
十
一
月
、
利

尻
島
の
漁
業
遺
産
群
と
生
活
文

化
は
、
北
海
道
遺
産
に
選
定
さ

れ
ま
し
た
。 

そ
し
て
、
島
の
歴
史
を
ひ
も

と
い
て
い
く
と
、
歴
史
の
中
で

変
遷
を
遂
げ
て
き
た
「
ヒ
ト
」

の
動
き
、「
モ
ノ
」
の
動
き
が
見

え
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
今
後
の

島
の
あ
り
方
を
考
え
る
ヒ
ン
ト

に
も
な
り
得
る
と
私
は
思
い
ま

す
。
近
世
か
ら
近
代
の
利
尻
島

を
取
り
巻
く
流
れ
を
見
る
と

「
ヒ
ト
は
北
へ
、
モ
ノ
は
南
へ
」

と
い
う
言
葉
が
浮
か
ん
で
く
る

の
で
す
。 

 

観
光
で
利
尻
島
を
訪
れ
た
皆

さ
ん
に
も
、
こ
う
し
た
島
の
歴

史
に
浸
り
、
利
尻
島
を
取
り
巻

く
環
境
、
時
代
の
流
れ
を
感
じ

て
も
ら
え
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

  

利尻山をバックにたたずむ「奥の院」は、海とは反対の方角を見ている。

（左） 

 

在りし日の袋澗の様子。荒波の中獲れたニシンが運ばれてくるのを多くの

人が待つ。（右上） 

 

 

鳥取から伝わった麒麟獅子。毎年 6 月 20 日、仙法志神社祭典の宵宮祭に

長浜神社境内で舞われている。（右下） 

 

 

利尻島郷土資料館は、旧鬼脇村役場を活用した趣ある佇まい。館内ではニ

シン漁をはじめとする貴重な資料を展示している。（左下） 

 



                             

                             

                            

■
猿
払
と
ホ
タ

テ
の
歴
史 

北
海
道
北
部
の
村
、
猿
払
。

オ
ホ
ー
ツ
ク
海
に
面
し
た
豊
富

な
漁
場
を
有
し
、
ホ
タ
テ
の
村

と
し
て
有
名
で
す
が
、
観
光
で

お
越
し
に
な
る
方
で
、
そ
の
激

動
の
歴
史
を
知
る
人
は
少
な
い

で
し
ょ
う
。 

猿
払
村
に
面
す
る
海
は
も
と

も
と
ホ
タ
テ
が
生
息
し
や
す
い

環
境
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
戦

後
ま
で
は
全
国
か
ら
出
稼
ぎ
で

漁
師
た
ち
が
集
ま
り
多
く
の
漁

獲
量
を
維
持
し
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
こ
の
頃
は
ニ
シ
ン
漁
も

豊
富
で
村
に
は
幾
つ
も
の
番
屋

が
立
ち
並
び
、
ま
さ
に
漁
業
が

村
の
産
業
の
中
心
と
し
て
栄
え

て
い
ま
し
た
。 

と
こ
ろ
が
、
乱
獲
に
よ
る
資

源
の
枯
渇
で
昭
和
二
十
年
代
か

ら
ホ
タ
テ
が
獲
れ
な
く
な
り
、

昭
和
三
十
年
代
に
差
し
か
か
る

と
ニ
シ
ン
と
と
も
に
ほ
ぼ
姿
を

消
し
て
し
ま
い
ま
す
。
漁
業
と

と
も
に
村
を
支
え
た
炭
鉱
業
や

林
業
の
縮
小
な
ど
も
相
ま
っ
て
、

「
日
本
一
貧
乏
な
村
」
に
な
っ

て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
の
頃
の

猿
払
村
は
「
貧
乏
見
た
き
ゃ
猿

払
行
き
な
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、

本
当
に
貧
し
い
状
況
で
し
た
。 

 

村
は
貧
乏
か
ら
の
脱
却
を
遂

げ
る
た
め
、
昔
よ
く
獲
れ
て
い

た
ホ
タ
テ
漁
に
望
み
を
託
し
ま

す
。
も
と
も
と
ホ
タ
テ
の
生
息

に
適
し
た
環
境
だ
っ
た
村
の
漁

場
で
、
ホ
タ
テ
の
稚
貝
放
流
に

よ
る
栽
培
形
漁
業
を
選
択
。
あ

る
程
度
育
っ
た
も
の
を
海
へ
と

放
し
成
熟
し
た
も
の
を
漁
獲
す

る
と
い
う
や
り
方
は
、
当
時
先

駆
的
な
事
例
だ
っ
た
た
め
、
デ

ー
タ
も
不
十
分
な
中
で
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。
ま
さ
に
村
の
復

活
を
か
け
た
一
か
八
か
の
賭
け

だ
っ
た
の
で
す
。 

 

そ
ん
な
貧
乏
だ
っ
た
時
代
の

村
を
支
え
た
の
は
酪
農
産
業
で

し
た
。
酪
農
が
あ
っ
た
か
ら
こ

そ
ホ
タ
テ
の
稚
貝
放
流
も
ス
タ

ー
ト
で
き
た
。
だ
か
ら
私
た
ち

漁
師
は
酪
農
家
へ
の
恩
は
決
し

て
忘
れ
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。 

 

ま
た
、
ホ
タ
テ
の
稚
貝
放
流

に
手
を
貸
し
て
く
れ
た
の
が
北

海
道
虻
田
町
の
漁
協
で
し
た
。

当
時
手
に
入
れ
る
こ
と
が
難
し

か
っ
た
ホ
タ
テ
の
種
を
分
け
て

く
れ
た
の
で
す
。
こ
の
協
力
が

な
け
れ
ば
猿
払
村
の
ホ
タ
テ
の

復
活
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
更
に
虻
田
町
の
協
力
は

最
初
の
時
だ
け
で
は
な
く
、
放

流
事
業
が
成
功
し
、
漁
獲
高
が 

「
獲
る
漁
業
」
か
ら
「
育
て
る
漁
業
」
へ 

日
本
一
貧
乏
な
村
と
言
わ
れ
た
猿
払
は
、

日
本
一
豊
か
な
村
へ
と
変
貌
を
遂
げ
た
。 

小松水産株式会社／さるふつまるごと館 

小松 孝喜さん 



                             

                             

安
定
し
て
き
て
か
ら
も
協
力
が

続
き
ま
し
た
。 

 

こ
う
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
方

の
協
力
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

今
の
猿
払
の
ホ
タ
テ
が
あ
り
ま

す
。 

 

猿
払
を
去
っ
て
行
っ
た
漁
師

の
多
く
も
戻
っ
て
き
て
、
村
は

以
前
の
活
気
を
取
り
戻
し
ま
す
。

「
日
本
一
貧
乏
な
村
」
は
「
日

本
一
豊
か
な
村
」
へ
と
変
貌
を

遂
げ
た
の
で
す
。 

■
極
上
の 

ホ
タ
テ 
 

猿
払
の
ホ
タ
テ
は
、
オ
ホ
ー

ツ
ク
海
の
広
大
な
海
を
活
用
し
、

漁
場
を
区
分
け
し
て
年
ご
と
に

放
流
や
漁
獲
場
所
を
替
え
て
い

く
輪
採
制
と
い
う
や
り
方
を
採

用
し
て
い
ま
す
。
ホ
タ
テ
の
養

殖
期
間
は
二
～
三
年
が
一
般
的

で
す
が
、
猿
払
で
は
放
流
に
よ

り
四
～
五
年
と
い
う
長
い
歳
月

を
か
け
て
じ
っ
く
り
育
て
ま
す
。

オ
ホ
ー
ツ
ク
海
が
生
み
出
す
多

く
の
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
、
豊
富
な

栄
養
分
、
潮
の
流
れ
が
速
く
水

温
が
低
い
海
流
が
交
差
す
る
環

境
に
よ
っ
て
、
他
で
は
味
わ
う

こ
と
の
で
き
な
い
、
身
が
大
き

く
引
き
締
ま
り
、
し
っ
か
り
と

し
た
柱
を
も
つ
極
上
の
ホ
タ
テ

が
育
ち
ま
す
。 

 

近
年
は
漁
獲
量
も
五
万
ト
ン

前
後
で
推
移
し
て
お
り
、
味
は

も
ち
ろ
ん
先
進
的
な
管
理
方
法

の
導
入
に
よ
り
安
全
性
に
も
自

信
の
あ
る
良
質
な
ホ
タ
テ
は
、

日
本
国
内
の
み
な
ら
ず
ア
ジ
ア

や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
も
輸
出
さ
れ
、

猿
払
村
は
日
本
を
代
表
す
る
ホ

タ
テ
産
地
と
し
て
世
界
中
か
ら

注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。 

■
猿
払
産
を 

地
元
で 

味
わ
う 

 

こ
の
よ
う
に
素
晴
ら
し
い
産

品
が
多
く
生
み
出
さ
れ
る
猿
払

で
す
が
、
そ
の
多
く
は
海
外
や

日
本
全
国
に
出
荷
さ
れ
る
た
め
、

地
元
で
味
わ
え
る
場
所
が
少
な

い
の
で
す
。 

地
元
の
人
に
地
元
の
食
材
を

食
べ
て
ほ
し
い
。
ま
た
、
猿
払

を
訪
れ
て
く
れ
た
観
光
客
の
皆

さ
ん
に
村
で
生
み
出
さ
れ
た
も

の
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

そ
う
い
う
思
い
が
あ
り
、
道
の

駅
さ
る
ふ
つ
公
園
に
、「
さ
る
ふ

つ
ま
る
ご
と
館
」
が
オ
ー
プ
ン

し
ま
し
た
。 

 

店
内
で
は
、
広
大
な
牧
場
で

育
っ
た
牛
か
ら
生
み
出
さ
れ
る

乳
脂
肪
分
の
多
い
「
さ
る
ふ
つ

牛
乳
」
や
濃
厚
な
バ
タ
ー
な
ど

の
乳
製
品
や
、
ホ
タ
テ
だ
け
で

な
く
身
の
引
き
締
ま
っ
た
サ
ケ

や
マ
ス
、
カ
ニ
、
タ
コ
な
ど
の

海
産
物
を
は
じ
め
、
猿
払
産
の

さ
ま
ざ
ま
な
特
産
品
を
購
入
で

き
る
ほ
か
、
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は

「
地
元
の
も
の
を
最
高
の
状
態

で
」
と
い
う
こ
だ
わ
り
を
も
っ

て
提
供
し
て
い
ま
す
。
カ
ニ
や

ホ
タ
テ
は
旬
の
季
節
に
は
冷
凍

で
は
な
く
生
の
も
の
を
味
わ
っ

て
ほ
し
い
。
そ
の
た
め
、
注
文

が
入
っ
て
か
ら
水
槽
か
ら
生
き

て
い
る
も
の
を
取
り
出
し
て
調

理
し
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
ま
で

生
き
て
い
た
生
の
ホ
タ
テ
を
使

っ
た
料
理
を
食
べ
る
こ
と
が
で

き
る
機
会
は
あ
ま
り
な
い
と
思

い
ま
す
。 

 

ま
た
、
さ
ば
き
方
に
も
こ
だ

わ
り
が
あ
る
の
で
す
。
ホ
タ
テ

の
刺
身
は
一
般
的
に
は
横
に
さ

ば
き
ま
す
が
、
う
ち
で
は
縦
に

さ
ば
い
て
提
供
し
て
い
ま
す
。

養
殖
の
も
の
と
は
比
べ
ら
れ
な

い
ほ
ど
柱
が
し
っ
か
り
と
し
て

い
る
猿
払
の
ホ
タ
テ
な
ら
で
は

の
切
り
方
で
す
ね
。
コ
リ
コ
リ

と
し
た
食
感
は
地
元
な
ら
で
は

の
楽
し
み
で
す
。 

 

私
は
漁
師
な
の
で
海
か
ら
揚

が
っ
た
ホ
タ
テ
を
海
水
で
洗
い
、

船
で
食
べ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
状
態
が
最
高
な
の
で
す
。

そ
ん
な
最
高
の
ぜ
い
た
く
を
お

客
様
に
も
味
わ
っ
て
ほ
し
い
。

そ
ん
な
思
い
を
胸
に
、
心
よ
り

皆
様
の
お
越
し
を
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。 

 

     

漁師によって徹底管理されているホタテ漁は年間５万トンほどの漁獲量を誇り、その

様子は圧巻の迫力。（右上） 

 

猿払村のホタテはじっくりと時間をかけて育った大粒の貝柱が特徴（右下） 

 

道の駅さるふつ公園内の「さるふつまるごと館」では村の特産品を販売するほか、  

レストランではホタテやカニなど新鮮な魚介類が楽しめる。（左上） 

中でも、注文を受けてから生のホタテをさばくホタテ丼は絶品。（左下） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■
ニ
シ
ン
と
歩

ん
だ
宗
谷
の

漁
業 

北
海
道
の
近
世
は
、
ニ
シ
ン

と
と
も
に
歩
ん
で
き
ま
し
た
。

江
戸
時
代
前
期
以
降
に
松
前
藩

が
宗
谷
場
所
（
漁
場
）
を
開
い

て
以
降
、
枝
幸
地
方
は
宗
谷
場

所
と
一
体
と
し
て
開
発
さ
れ
た

の
で
す
。 

当
時
の
宗
谷
場
所
の
主
な
産

物
は
「
ニ
シ
ン
」。
蝦
夷
地
で
獲

れ
た
大
量
の
ニ
シ
ン
は
釜
で
ゆ

で
上
げ
ら
れ
、
油
を
搾
り
取
っ

た
「
ニ
シ
ン
粕
」
と
し
て
北
前

船
に
よ
っ
て
出
荷
さ
れ
て
、
松

前
藩
と
商
人
た
ち
に
大
き
な
利

益
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。 

そ
の
一
方
で
、
現
地
の
ア
イ

ヌ
の
人
々
に
労
働
力
を
た
よ
る

経
営
は
次
第
に
立
ち
ゆ
か
な
く

な
っ
て
い
き
ま
す
。
安
政
三
年

（
一
八
五
四
年
）
に
枝
幸
を
訪

れ
た
松
浦
武
四
郎
に
よ
る
と
、

枝
幸
の
働
き
手
の
多
く
を
宗
谷

場
所
に
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

報
告
し
て
い
ま
す
。
枝
幸
が
本

格
的
な
漁
場
と
し
て
開
発
さ
れ

発
展
す
る
の
は
、
明
治
に
入
っ

て
か
ら
で
し
た
。 

■
鮭
か
ら
ニ
シ

ン
へ 

明
治
時
代
に
入
る
と
、
宗
谷

場
所
が
広
が
り
を
み
せ
る
中
、

枝
幸
場
所
も
本
格
的
に
開
発
が

は
じ
ま
り
ま
す
。 

古
く
か
ら
枝
幸
は
「
鮭
場
所
」

と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
、
鮭
漁
が
盛

ん
な
地
域
と
し
て
有
名
で
し
た

が
、
明
治
二
十
年
頃
か
ら
ニ
シ

ン
の
回
遊
路
が
だ
ん
だ
ん
と
北

の
方
に
移
り
は
じ
め
、
オ
ホ
ー

ツ
ク
海
で
も
た
く
さ
ん
の
ニ
シ

ン
が
獲
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、

ニ
シ
ン
漁
が
盛
り
上
が
り
を
み

せ
ま
し
た
。 

枝
幸
の
ニ
シ
ン
漁
は
全
道
的

に
ニ
シ
ン
が
不
漁
と
な
っ
た
大

正
時
代
に
な
っ
て
も
衰
え
ず
、

網
の
目
一
つ
ひ
と
つ
に
ニ
シ
ン

が
か
か
る
「
ヒ
ラ
ガ
カ
リ
」
と

呼
ば
れ
る
大
漁
も
珍
し
く
無
か

っ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、

漁
期
に
な
る
と
道
内
外
か
ら
千

人
を
越
す
漁
師
が
出
稼
ぎ
に
来

て
大
変
な
賑
わ
い
を
見
せ
た
と

伝
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
頃
に

枝
幸
に
定
住
す
る
人
が
増
え
て

き
た
そ
う
で
す
。 

■

マ

チ

の

顔 

と
な
っ
た

「
毛
ガ
ニ
」 

現
代
で
は
「
毛
ガ
ニ
の
町
枝

幸
」
と
し
て
全
国
的
に
も
有
名

で
す
が
、
そ
の
歴
史
は
そ
れ
ほ

ど
古
く
あ
り
ま
せ
ん
。 

大
火
や
禁
漁
な
ど
の
不
遇
を
越
え
た 

「
枝
幸
の
毛
ガ
ニ
」。
更
な
る
ブ
ラ
ン
ド
化

に
よ
り
「
産
業
の
観
光
化
」
を
目
指
す
。 

枝幸町観光協会事務局長 

高口二希さん 



                             

                             

 

北
海
道
に
お
い
て
、
漁
獲
が

減
少
し
て
き
た
タ
ラ
バ
ガ
ニ
の

代
替
品
と
し
て
、
缶
詰
向
け
加

工
原
料
と
し
て
毛
ガ
ニ
が
注
目

を
集
め
る
よ
う
に
な
り
、
枝
幸

で
は
太
平
洋
戦
争
直
前
の
昭
和

十
年
代
に
最
初
の
毛
ガ
ニ
籠
漁

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、

当
時
は
好
不
漁
が
激
し
く
、
ま

た
ニ
シ
ン
漁
が
全
盛
を
極
め
て

い
た
た
め
本
格
的
な
操
業
に
ま

で
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
さ

ら
に
、
昭
和
十
五
年
五
月
の
「
枝

幸
大
火
」
で
、
缶
詰
工
場
も
被

災
し
た
た
め
毛
ガ
ニ
漁
は
衰
退

し
て
い
き
ま
し
た
。 

 

終
戦
を
む
か
え
た
後
も
毛
ガ

ニ
漁
を
営
む
人
は
ほ
と
ん
ど
い

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
タ
ラ
バ
ガ

ニ
の
漁
獲
量
の
不
振
が
続
き
加

工
が
下
火
に
な
る
に
つ
れ
て
、

本
格
的
な
毛
ガ
ニ
加
工
の
時
代

が
来
ま
す
。
昭
和
三
十
年
代
半

ば
に
な
る
と
い
っ
そ
う
の
拍
車

が
か
か
り
、
毛
ガ
ニ
の
缶
詰
が

全
盛
期
を
む
か
え
ま
す
。
古
く

か
ら
資
源
量
で
は
他
地
区
を
し

の
い
で
い
た
枝
幸
前
浜
で
は
毛

ガ
ニ
漁
を
営
む
人
が
徐
々
に
増

え
、
最
盛
期
に
は
五
十
隻
を
超

え
る
ま
で
に
急
成
長
し
ま
し
た
。

全
道
的
に
も
昭
和
三
十
年
代
に

毛
ガ
ニ
漁
獲
の
ピ
ー
ク
を
む
か

え
、
枝
幸
漁
協
一
単
協
の
取
扱

だ
け
で
千
ト
ン
、
二
千
ト
ン
と

い
う
今
で
は
想
像
も
つ
か
な
い

よ
う
な
豊
漁
が
毎
年
続
き
ま
し

た
。 し

か
し
、
昭
和
三
十
年
代
後

半
に
な
る
と
漁
獲
量
が
年
々
減

少
し
、
昭
和
三
十
八
年
の
暮
れ
、

減
少
が
著
し
い
オ
ホ
ー
ツ
ク
海

の
毛
ガ
ニ
籠
漁
に
対
し
、
道
は

資
源
保
護
の
観
点
か
ら
禁
漁
措

置
の
方
針
を
固
め
ま
す
。
昭
和

三
十
九
年
か
ら
三
年
間
の
禁
漁

を
経
て
、
昭
和
四
十
二
年
に
試

験
操
業
の
形
で
、
全
盛
期
の
五

分
の
一
に
あ
た
る
十
隻
で
再
開
。

翌
年
三
隻
追
加
さ
れ
十
三
隻
で

の
操
業
と
な
り
、
こ
こ
か
ら
現

在
の
資
源
状
況
に
照
ら
し
合
わ

せ
た
漁
獲
許
容
量
に
沿
っ
た
操

業
体
制
と
な
っ
た
の
で
す
。 

 

ま
た
、
昭
和
三
十
年
代
の
毛

ガ
ニ
は
缶
詰
の
加
工
原
料
と
し

て
安
価
で
取
引
さ
れ
ま
し
た
が
、

昭
和
四
十
年
代
に
な
る
と
ボ
イ

ル
が
主
流
と
な
り
単
価
的
に
も

上
昇
、
昭
和
五
十
年
代
に
入
る

と
飛
躍
的
な
価
格
の
上
昇
を
み

せ
、
水
揚
げ
量
も
安
定
傾
向
に

入
っ
た
こ
と
に
よ
り
高
級
商
材

の
仲
間
入
り
を
果
た
し
、
真
の

柱
漁
業
へ
と
成
長
し
ま
し
た
。 

 

こ
の
よ
う
な
毛
ガ
ニ
籠
漁
の

歴
史
を
背
景
に
、
枝
幸
は
日
本

最
大
級
の
毛
ガ
ニ
生
産
地
と
な

り
、
輸
入
物
が
大
量
に
入
っ
て

く
る
中
で
も
価
格
維
持
を
続
け
、

プ
ラ
イ
ス
リ
ー
ダ
ー
の
地
位
を

守
り
続
け
て
い
ま
す
。 

■
産
業
を
生
か

し
た
観
光
へ 

枝
幸
町
で
は
、
毛
ガ
ニ
を
中

心
と
し
た
「
枝
幸
か
に
ま
つ
り
」

や
鮭
・
ホ
タ
テ
を
中
心
に
し
た

「
よ
く
ば
り
フ
ェ
ス
タ
」
な
ど

の
イ
ベ
ン
ト
を
と
お
し
て
、
観

光
客
が
町
に
訪
れ
る
き
っ
か
け

を
つ
く
り
、
町
の
「
風
土
」
、「
習

慣
」
、
「
住
民
と
の
ふ
れ
あ
い
」

を
知
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
、
努

め
て
い
ま
す
。 

イ
ベ
ン
ト
な
ど
を
通
じ
て
オ

ホ
ー
ツ
ク
海
の
恵
み
で
あ
る
海

の
幸
に
直
に
触
れ
て
も
ら
い
、

枝
幸
を
支
え
て
き
た
漁
業
の
歴

史
や
文
化
な
ど
を
伝
え
て
い
く

こ
と
と
、
一
部
の
水
産
加
工
場

施
設
で
「
食
の
安
全
・
安
心
」

に
重
点
を
置
い
た
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ

基
準
に
適
合
す
る
シ
ス
テ
ム
を

紹
介
す
る
こ
と
で
、
枝
幸
の
「
食

材
の
価
値
と
信
頼
」
を
高
め
て

い
ま
す
。 

ま
た
、「
オ
ホ
ー
ツ
ク
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
え
さ
し
」
な
ど
の
観
光

施
設
に
つ
な
げ
る
こ
と
で
、
太

古
か
ら
の
近
世
水
産
業
な
ど
の

歴
史
や
文
化
、
自
然
を
総
合
的

に
知
っ
て
も
ら
い
「
枝
幸
フ
ァ

ン
」
の
獲
得
を
図
る
こ
と
と
併

せ
て
、
観
光
ガ
イ
ド
の
育
成
な

ど
次
世
代
へ
つ
な
が
る
「
産
業

の
観
光
化
」
を
目
指
し
て
い
ま

す
。 こ

れ
か
ら
も
歴
史
を
感
じ
な

が
ら
町
民
や
訪
れ
る
人
に
愛
さ

れ
る
観
光
地
を
つ
く
っ
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。 

毛ガニ籠漁は、毎年３月中旬に漁が解禁となる。（上段右） 

 

かつて盛り上がりを見せていたニシン漁では「ヒラガカリ」と呼ばれる大漁も珍しく無かった

（上段左） 

 

毛ガニは加工用からボイルが主流となり、高級食材の仲間入りを果たした。（下段右） 

 

「枝幸かにまつり」の人気プログラム「毛ガニ早食い競争」には町内外からの参加者が集まり、

観光客と住民の「ふれあい」に一役買っている。（下段左） 

 

 


