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地
下
水
に
恵
ま
れ
た

火
山
島
「
新
島
」

「
く
さ
や
」
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。
魚
の

干
物
の
一
つ
で
、
身
を
開
い
た
魚
を
「
く

さ
や
液
」
と
呼
ば
れ
る
発
酵
液
に
浸
け
込

み
乾
燥
さ
せ
た
も
の
だ
。
く
さ
や
は
3 

0 

0 

年
以
上
前
の
江
戸
時
代
中
期
か
ら
つ
く

ら
れ
る
伊
豆
諸
島
の
特
産
品
だ
が
、
新
島

が
元
祖
と
さ
れ
る
。

　
新
島
の
く
さ
や
は
島
の
人
々
の
知
恵
と
、

地
形
や
気
候
、
自
然
環
境
な
ど
が
重
な
っ

た
こ
と
で
生
ま
れ
た
。

　
と
り
わ
け
新
島
の
よ
う
な
小
さ
な
離
島

で
、
生
活
用
水
の
確
保
は
極
め
て
困
難
だ
。

と
こ
ろ
が
火
山
島
で
あ
る
新
島
は
、
昔
か

ら
水
に
苦
労
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

　
新
島
は
火
山
岩
に
関
連
し
た
地
下
資
源

が
多
く
、
抗こ

う
か
せ
き

火
石
（
注
1
）
を
中
心
と
す

る
大
地
で
形
成
さ
れ
て
い
る
。
抗
火
石
は

ス
ポ
ン
ジ
状
の
構
造
を
も
つ
た
め
、
雨
水

が
地
層
に
滞
留
し
や
す
い
特
性
が
あ
る
。

し
か
も
新
島
は
温
暖
多
雨
な
気
候
の
た
め

水
と
風
土
が
織
り
な
す
食
文
化
の
今
を
訪
ね
る「
食
の
風
土
記
」。
今

回
は
東
京
都
新
島
村
の
「
く
さ
や
」
を
取
り
上
げ
ま
す
。
香
り
が
強

い
こ
と
で
知
ら
れ
る
く
さ
や
は
、
新
島
の
特
異
な
風
土
で
生
ま
れ
て
以

来
、3
0
0
年
も
の
間
、変
わ
ら
ず
あ
り
続
け
て
い
ま
す
。
く
さ
や
の

食
文
化
は
ど
の
よ
う
に
受
け
継
が
れ
、
守
ら
れ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

塩
の
節
約
と
島
の
自
然
が
生
ん
だ

「
く
さ
や
」

くさやを炭火で焼くと香ばし
い匂いが周囲に立ち込める

く
さ
や
（
東
京
都
新
島
村
）
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漁
で
獲
れ
た
ム
ロ
ア
ジ
（
注
2
）
な
ど

の
魚
を
塩
水
に
浸
し
天
日
干
し
に
す
る
こ

と
で
、
保
存
食
と
し
て
各
家
庭
で
食
べ
る

ほ
か
、
江
戸
に
も
出
荷
さ
れ
た
。
当
時
、

魚
の
保
存
性
を
高
め
る
工
夫
と
し
て
、
魚

に
じ
か
に
塩
を
す
り
込
む
方
法
も
あ
っ
た

が
、
新
島
で
は
塩
水
に
浸
す
や
り
方
を
と

っ
た
。
こ
れ
が
く
さ
や
に
つ
な
が
る
。

　

新
島
水
産
加
工
業
協
同
組
合
代
表
理

事
・
組
合
長
で
あ
り
、
く
さ
や
の
製
造
販

売
業
を
営
む
菊き

く
ま
ご孫

商
店
の
藤
井
栄
作
さ
ん

は
、「
稲
作
の
で
き
な
い
新
島
で
は
、
島
で

つ
く
っ
た
塩
を
年
貢
と
し
て
幕
府
に
上
納

し
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
貴
重
品
で
あ
る

塩
の
無
駄
使
い
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で

す
」
と
言
う
。

　

新
島
の
人
々
は
塩
の
倹
約
の
た
め
に
魚

を
浸
し
た
塩
水
を
捨
て
る
こ
と
な
く
、
水

と
塩
を
継
ぎ
足
し
な
が
ら
大
事
に
繰
り
返

し
使
っ
て
い
た
。

「
そ
の
間
に
長
い
年
月
を
か
け
て
魚
の
肉

質
（
た
ん
ぱ
く
質
）
が
溶
け
合
い
、
偶
発
的

に
菌
が
発
生
す
る
こ
と
で
液
が
熟
成
さ
れ
、

珍
味
で
あ
る
く
さ
や
が
偶
然
出
来
上
が
っ

た
の
で
す
」（
藤
井
さ
ん
）　

　

ま
た
、
地
下
水
が
豊
富
だ
っ
た
お
か
げ

で
、
魚
を
良
質
な
流
水
で
何
度
も
洗
う
こ

と
が
で
き
た
。
今
も
く
さ
や
の
加
工
に
使

わ
れ
る
水
は
、
す
べ
て
地
下
水
だ
。

　

加
え
て
、
天
日
干
し
の
際
の
白
砂
か
ら

の
照
り
返
し
、
海
か
ら
の
爽
や
か
な
風
も

く
さ
や
づ
く
り
に
好
都
合
だ
っ
た
。

切
り
身
を
入
れ
て

液
を
よ
い
状
態
に

　

く
さ
や
液
の
熟
成
法
は
、
秘
伝
と
し
て

代
々
そ
の
家
に
伝
え
ら
れ
た
。
昔
は
ぬ
か

床
と
同
じ
よ
う
に
各
家
に
く
さ
や
液
が
あ

り
、
嫁
入
り
道
具
の
一
つ
と
し
て
も
た
せ

た
と
い
う
。

「
今
で
こ
そ
魚
は
一
年
中
手
に
入
り
ま
す

が
、
昔
は
魚
の
獲
れ
な
い
時
期
も
あ
り
、

そ
の
と
き
は
く
さ
や
も
つ
く
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
し
か
し
液
は
使
わ
な
い
と
醗
酵
が

止
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
、
つ
く
ら
な
い
時

期
も
魚
の
切
り
身
を
入
れ
て
、
液
を
活
性

化
さ
せ
た
の
で
す
」
と
藤
井
さ
ん
。

　

く
さ
や
菌
の
学
名
は
「
コ
リ
ネ
・
バ
ク

テ
リ
ウ
ム
・
ク
サ
ヤ
」。
ま
だ
は
っ
き
り

と
特
定
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、
防
腐
・

抗
菌
作
用
が
あ
り
、
わ
ず
か
な
塩
分
で
長

く
保
存
で
き
る
そ
う
だ
。

　

く
さ
や
菌
液
の
塩
分
濃
度
は
変
動
す
る

の
で
こ
ま
め
に
濃
度
を
測
り
、
海
水
と
同

等
の
約
4
％
に
保
つ
。
気
温
の
上
が
る
夏

場
は
、
過
度
な
温
度
上
昇
も
防
ぐ
必
要
が

あ
る
。
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
液
を

絶
や
さ
な
い
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
管
理

が
欠
か
せ
な
い
。

（注 1）抗火石

火山岩である流紋岩（りゅうもんがん）の一種。現在は新島・式根島・神津
島と伊豆半島の天城山、シチリアでのみ採掘される。コーガ石とも呼ばれる。

（注 2）ムロアジ

アジの一種でマアジよりも細長く体長は40cm
前後。暖海に生息し、干物として珍重される。

新島水産加工業協同組合の共同加工場（左）。ただし各業者がそれぞれ
タンクを備えており、くさや液は共有しない。右は組合代表理事・組合
長の藤井栄作さん

雨
水
の
地
層
へ
の
浸
透
率
が
高
い
。
つ
ま

り
、
自
然
に
ろ
過
さ
れ
た
ミ
ネ
ラ
ル
豊
富

な
水
が
地
下
に
溜
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
地

下
水
に
恵
ま
れ
た
新
島
は
、
た
と
え
干
ば

つ
の
年
で
も
水
が
枯
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
と
い
う
。

塩
の
節
約
か
ら

生
ま
れ
た
く
さ
や

　

一
方
、
平
野
の
少
な
い
火
山
島
は
稲
作

に
向
か
な
い
。
そ
こ
で
江
戸
時
代
か
ら
漁

業
が
村
の
経
済
活
動
を
支
え
て
い
た
。
伊

豆
諸
島
で
は
珍
し
く
、
新
島
に
は
長
く
幅

広
な
砂
浜
が
い
く
つ
も
あ
る
。
そ
こ
で
地

引
き
網
漁
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
。

新島の羽伏浦（はぶしうら）海岸（左）と上空から見た新島（上）。砂浜が広
く、地下水が豊富なこともくさやを生んだ要因
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休
ま
せ
な
が
ら
使
う

伝
統
の
く
さ
や
液

　

新
島
の
く
さ
や
加
工
の
拠
点
と
な
っ
て

い
る
の
が
、
加
工
場
や
組
合
の
施
設
が
集

ま
る
「
く
さ
や
の
里
」
だ
。

　

く
さ
や
は
、
新
鮮
な
魚
を
2
枚
に
開
き
、

地
下
水
で
丹
念
に
水
洗
い
し
て
か
ら
く
さ

や
液
に
一
昼
夜
浸
け
る
。
そ
し
て
液
か
ら

取
り
出
し
た
魚
を
ま
た
三
回
ほ
ど
水
で
洗

っ
て
乾
燥
さ
せ
る
。
昔
は
天
日
で
干
し
て

い
た
が
、
今
は
天
候
に
左
右
さ
れ
な
い
冷

風
乾
燥
機
が
主
流
だ
。

　

訪
れ
た
日
は
、
前
日
に
液
へ
浸
け
込
ん

だ
魚
を
取
り
出
し
て
干
す
工
程
だ
っ
た
。

液
は
温
度
の
低
い
地
下
で
、
大
切
に
保
管

さ
れ
て
い
る
。
浸
け
込
み
を
終
え
た
液
は

捨
て
ず
に
地
下
の
タ
ン
ク
に
流
し
込
む
。

　

工
場
で
働
く
方
々
は
「
く
さ
や
は
毎
日

食
べ
て
も
飽
き
ま
せ
ん
」
と
口
を
そ
ろ
え

る
。
皆
、
1
歳
に
な
ら
な
い
う
ち
か
ら
食

べ
つ
け
て
い
る
そ
う
だ
。
基
本
的
に
ど
ん

な
魚
で
も
く
さ
や
に
で
き
る
が
、
代
表
的

な
ム
ロ
ア
ジ
の
ほ
か
、
ト
ビ
ウ
オ
や
サ
メ
、

参考文献
『新島村史（通史編）』（新島村 1996）
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藤井さんが経営する菊孫商店で長年勤務する女性た
ち。「くさやは焼いて食べるのがいちばんです」と言う

さ
ら
に
、
一
回
目
の
水
洗
い
で
出
た
水
も

大
事
に
集
め
て
タ
ン
ク
に
戻
す
。

「
地
下
タ
ン
ク
は
2
槽
あ
り
ま
す
。
液
は

交
互
に
使
う
の
で
す
。
続
け
て
使
う
と
菌

の
働
き
が
鈍
く
な
る
の
で
、
一
度
使
っ
た

液
は
少
し
休
ま
せ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」

ウ
ツ
ボ
な
ど
も
お
勧
め
だ
と
い
う
。

　

藤
井
さ
ん
が
懸
念
す
る
の
は
つ
く
り
手

の
高
齢
化
。「
島
で
働
き
手
を
募
る
に
も
限

界
が
あ
り
ま
す
し
、
外
か
ら
人
を
呼
び
込

む
と
し
て
も
移
住
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
と
思
う
の
で
す
」

　

だ
か
ら
こ
そ
藤
井
さ
ん
は
東
京
・
お
台

場
で
「
く
さ
や
試
食
会
」
を
開
く
な
ど
島

外
に
も
く
さ
や
を
P 

R
す
る
。

「
日
進
月
歩
の
世
の
中
で
、
く
さ
や
は
い

ま
だ
に
添
加
物
を
一
切
加
え
ず
3 

0 

0 

年

も
食
べ
続
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
驚
異

的
な
こ
と
で
す
よ
ね
」
と
藤
井
さ
ん
。

　

加
工
段
階
で
は
独
特
な
臭
い
が
あ
る
も

の
の
、
焼
い
た
く
さ
や
は
香
ば
し
い
。
今

も
新
島
の
人
々
の
食
卓
に
欠
か
せ
な
い
く

さ
や
。
一
度
は
味
わ
い
た
い
逸
品
だ
。

　
（
2 

0 

1 

7
年
4
月
27
〜
28
日
取
材
）

乾燥中のくさや。原料の主軸はムロアジだが、時期によって
トビウオやキス、ウツボなども用いられる

開いて水洗いしたあと、くさや液に一昼
夜漬けたムロアジ。これから水洗いする

（右）漬け込んだ液は捨てずに地下のタンクに戻す
（左）魚は 3段階に分けて地下水で丹念に洗う

水洗いした魚を手でなでる。乾い
たときのツヤが違うのだという

竹で編んだ「す」に並べられたムロアジ。竹を使う
のは身がくっつかないうえ、錆びずに長もちするから


