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先
進
地
だ
っ
た

近
世
ま
で
の
島

そ
も
そ
も
日
本
自
体
が
「
島
国
」
で

す
が
、
慣
例
的
に
日
本
の
国
内
法
で

「
島
」
と
い
っ
た
場
合
は
、
北
海
道
・

本
州
・
四
国
・
九
州
・
沖
縄
島
を
除
い

た
島
を
指
し
ま
す
。
そ
の
う
ち
名
前
が

つ
い
て
い
る
島
は
６
０
０
０
程
度
と
い

わ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
私
が
国

土
地
理
院
の
地
図
で
調
べ
て
み
る
と
、

先
の
主
要
５
島
を
除
き
、
畳
一
枚
程
度

の
岩
礁
も
す
べ
て
含
め
る
な
ら
、
日
本

に
あ
る
島
は
約
11
万
５
０
０
０
で
す
。

数
は
と
も
か
く
、
西
日
本
の
海
域
に
集

中
し
て
お
り
、
瀬
戸
内
海
、
九
州
沿
岸
、

南
西
諸
島
で
約
90
％
を
占
め
ま
す
。

目
的
が
地
域
の
解
明
で
あ
る
地
理
学

の
観
点
か
ら
す
る
と
、
島
の
最
大
の
特

性
は
「
自
己
完
結
的
な
空
間
」
で
あ
る

こ
と
。
島
は
周
り
を
海
に
囲
ま
れ
て
い

る
た
め
自
己
完
結
性
が
高
く
、
地
域
の

特
徴
が
顕
著
に
見
え
や
す
い
の
で
す
。

例
え
ば
、
ほ
ぼ
自
給
自
足
の
生
活
を
送

っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
農
業
と
漁
業
が

ど
の
よ
う
な
組
み
合
わ
せ
で
労
働
配
分

さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
解

明
し
や
す
い
。

最
大
限
の
努
力
と
工
夫
で

「
足
る
を
知
る
」島
暮
ら
し

Satoshi Suyama
１９６４年富山県生まれ。筑波大学大
学院 地球科学研究科 単位取得退
学。博士（理学）。筑波大学講師、駒
澤大学専任講師、同助教授を経て２０
０６年より現職。専門分野は人文地理
学、景観論、離島研究。主な著書に

『奄美大島の地域性―大学生が見
た島／シマの素顔』（海青社 2014）、

『 在 来 工 業 地 域 論 』（ 古 今 書 院 
2004）、『離島研究Ⅰ～Ⅵ』分担執筆

（海青社）など。

インタビュー

須山 聡さん

駒澤大学文学部地理学科教授

か
つ
て
柳
田
國
男
は「
島
国
日
本
の
抱
え

る
問
題
の
縮
図
は
島
に
あ
る
」（『
離
島
生
活

の
研
究
』１
９
６
６
）と
記
し
た
。島
は
本
土
に

比
べ
て
、変
化
も
比
較
的
ゆ
っ
く
り
進
む
。

な
か
で
も
本
土
か
ら
距
離
の
あ
る
南
西

諸
島（
琉
球
弧
）は
、多
様
な
文
化・風
習
が

残
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。駒
澤
大
学
文
学

部
教
授
の
須
山
聡
さ
ん
は
奄
美
群
島
を

長
く
研
究
し
、日
本
地
理
学
会
の
離
島

地
域
研
究
グ
ル
ー
プ
で
活
躍
す
る
。２
０

２
２
年（
令
和
４
）4
月
か
ら
１
年
間
、奄
美

大
島
に
滞
在
し
研
究
と
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
を
重
ね
る
須
山
さ
ん
に
、加
計
呂
麻

島
で
お
話
を
聞
い
た
。

【総論】

奄美大島

水の文化 71号　特集　南西諸島 水紀行
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そ
の
一
方
で
、
島
は
決
し
て
孤
立
無

援
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
航
空
路
や
海
路

で
他
所
と
つ
な
が
り
、
観
光
客
も
訪
れ

ま
す
。
一
部
の
島
を
除
い
て
、
自
動
車

で
直
に
本
土
と
行
き
来
で
き
な
い
た
め

人
の
出
入
り
が
は
っ
き
り
す
る
。
地
表

面
に
お
け
る
人
間
の
活
動
を
把
握
し
や

す
い
こ
と
も
、
島
を
研
究
す
る
意
義
の

一
つ
と
い
え
ま
す
。

日
本
で
島
を
メ
イ
ン
の
研
究
対
象
に

す
る
機
運
が
盛
ん
に
な
っ
た
の
は
、
日

本
地
理
学
会
に
離
島
地
域
研
究
グ
ル
ー

プ
が
で
き
た
２
０
０
０
年
ご
ろ
か
ら
で

す
。
単
体
と
し
て
島
を
研
究
し
て
も
、

私
た
ち
が
常
に
考
え
る
の
は
、
島
と
本

土
と
の
関
係
。
本
土
が
中
心
で
島
が
周

縁
と
思
い
が
ち
で
す
が
、
そ
う
し
た
構

図
は
明
治
時
代
以
降
の
近
代
化
の
中
で

形
成
さ
れ
ま
し
た
。
江
戸
時
代
ま
で
は
、

例
え
ば
瀬
戸
内
海
の
島
は
廻
船
の
寄
港

地
で
し
た
か
ら
、
国
の
重
要
伝
統
的
建

造
物
群
保
存
地
区
に
指
定
さ
れ
て
い
る

大お
お
さ
き崎
下し

も
じ
ま島

（
広
島
県
）
の
御み

た
ら
い

手
洗
港こ

う

な
ど

は
潮
待
ち
・
風
待
ち
の
港
と
し
て
非
常

に
栄
え
、
当
時
は
呉
や
広
島
よ
り
も
に

ぎ
や
か
で
し
た
。

つ
ま
り
、
近
世
ま
で
島
は
一
種
の
先

進
地
だ
っ
た
の
で
す
。
近
代
化
の
過
程

で
次
第
に
さ
び
れ
、
そ
れ
が
戦
後
ま
で

続
い
て
、
今
と
な
っ
て
は
全
国
的
な
人

口
減
少
、
少
子
高
齢
化
、
過
疎
化
の
波

と
歩
調
を
合
わ
せ
て
い
ま
す
。

島
ご
と
に
異
な
る

水
源
の
確
保

利
用
可
能
な
淡
水
の
有
無
。
こ
れ
が

島
で
の
居
住
を
左
右
す
る
最
大
の
条
件

で
す
。
水
源
を
涵か
ん
よ
う養

す
る
陸
地
の
広
さ

も
必
要
な
の
で
、
必
然
的
に
佐
渡
島

（
新
潟
県
）
や
淡
路
島
（
兵
庫
県
）
の
よ
う
に

大
き
な
島
が
有
利
に
な
り
ま
す
。

地
質
的
に
は
、
古
生
代
～
中
世
代
に

で
き
た
変へ
ん
せ
い
が
ん

成
岩
（
注
１
）
や
堆た

い
せ
き
が
ん

積
岩
（
注
２
）

な
ど
で
地
盤
が
形
成
さ
れ
て
い
る
島
に

は
水
が
多
く
溜
ま
り
ま
す
。
例
え
ば
、

堆
積
岩
に
花か

崗こ
う
が
ん岩（

注
3
）
が
貫
入
し
て
で

き
た
屋や

く久
島し

ま
（
鹿
児
島
県
／
p
p
.　10
¦

17
）
に
は

大
き
な
川
が
何
本
も
あ
り
、
豊
富
な
水

資
源
を
水
力
発
電
に
利
用
し
て
い
ま
す
。

対
し
て
与よ

論ろ
ん
じ
ま島

（
鹿
児
島
県
／
p
p
.　24
¦

29
）
の

よ
う
な
隆
起
サ
ン
ゴ
礁
の
島
は
透
水
性

の
高
い
石
灰
岩
質
な
の
で
雨
が
降
っ
て

も
地
下
に
浸
み
込
ん
で
し
ま
う
た
め
、

天て
ん
す
い水
槽
な
ど
を
工
夫
し
、
限
り
あ
る
水

資
源
を
有
効
に
使
っ
て
い
ま
す
。

総
じ
て
淡
水
が
有
り
余
る
島
は
数
少

な
く
、
基
本
的
に
ど
の
島
も
水
資
源
の

確
保
に
苦
心
し
て
き
ま
し
た
。
天
水
を

溜
め
る
の
が
そ
の
方
法
の
一
つ
。
三み

宅や
け

島じ
ま

（
東
京
都
）
で
は
屋
根
に
落
ち
た
雨
を

雨
ど
い
で
集
め
て
貯
水
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
伊
豆
諸
島
に
多
く
、
今
で
も
洗

濯
に
使
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
有
名
な

　　　　　　

（注1）変成岩
すでに存在していた岩石（火成岩や堆積岩
など）がマグマによる熱、あるいは地殻変動
などの強い圧力によって変化してできた岩石。

（注2）堆積岩
堆積作用によって形成
された岩石の総称。

（注3）花崗岩
粗粒で、粒のそろった岩石。主に石英、
カリ長石、斜長石、黒雲母からなる

1屋根に溜まった雨水を雨どいから貯水する三宅島の雨水貯留のしくみ。大きな
石垣が貯水タンクとなっている。主に洗濯に使っているという 2宮古島の東平安
名崎（ひがしへんなざき）のそばにある洞窟の湧水。 3洞窟の中から見た入り口 
123提供：須山聡さん 4アメリカの環境保護NGOの「死ぬまでにみるべき世界
の絶景13」に、日本で唯一選ばれている青ヶ島。丸で囲んだ部分は向沢取水場の
集水面 5青ヶ島の向沢取水場。山肌をコンクリートで固め、雨を貯水池に溜めるこ
とで水問題を解決した 45提供：青ヶ島村役場 23

14

5

最大限の努力と工夫で「足るを知る」島暮らし
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の
は
青あ

お

ヶが

島し
ま

（
東
京
都
）。
山
の
斜
面
を

コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め
て
雨
を
集
め
、

水
道
に
も
利
用
し
て
い
ま
す
。

も
う
一
つ
の
方
法
は
地
下
水
の
活
用

で
す
。
宮み
や

古こ

島じ
ま

（
沖
縄
県
）
で
は
洞
窟
の

地
下
に
水
が
湧
い
て
い
て
、
そ
こ
を
中

心
に
集
落
が
発
達
し
て
い
る
構
造
が
見

ら
れ
ま
す
。
宮
古
島
や
喜き

界か
い
じ
ま島

（
鹿
児
島

県
）
に
は
地
下
水
の
流
れ
を
せ
き
止
め

た
地
下
ダ
ム
が
あ
り
ま
す
。

沖お
き
の
え
ら
ぶ
じ
ま

永
良
部
島
（
鹿
児
島
県
）
に
は
湧
水
が

20
カ
所
以
上
あ
り
、
こ
れ
ら
が
集
落
の

中
心
で
す
。
50
年
ほ
ど
前
ま
で
沖
永
良

部
島
や
加か

け

ろ

ま

計
呂
麻
島じ

ま
（
鹿
児
島
県
／
p
p
.　

18
¦

23
）
な
ど
で
は
「
ノ
ロ
」
と
呼
ば
れ
る

女
性
が
祭
祀
を
執
り
行
な
っ
て
い
ま
し

た
。
ノ
ロ
は
も
と
も
と
琉
球
王
朝
に
命

じ
ら
れ
た
「
公
務
員
」。
琉
球
は
祭
政
一

致
（
注
４
）
国
家
で
、
王
が
世
俗
の
世
界

を
、
妃
が
信
仰
の
世
界
を
治
め
て
い
ま

し
た
。
男
性
と
女
性
が
ペ
ア
に
な
っ
て

聖
俗
を
支
配
す
る
の
で
す
。
一
つ
の
集

落
の
な
か
で
村
役
人
の
妻
や
妹
が
ノ
ロ

と
し
て
祭
祀
を
司
っ
て
い
ま
し
た
。

淡
水
が
出
る
と
こ
ろ
に
人
々
が
居
住

し
、
集
落
が
形
成
さ
れ
、
祭
祀
も
水
源

の
場
所
と
結
び
つ
い
て
い
た
の
は
、
特

に
サ
ン
ゴ
礁
の
島
で
よ
く
見
ら
れ
る
空

間
構
造
で
す
。
奄
美
群
島
や
沖
縄
諸
島

の
沿
岸
部
の
多
く
の
集
落
は
、
扇
状
地

の
末
端
に
湧
水
や
井
戸
を
も
ち
、
そ
こ

が
祭
祀
の
舞
台
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

与
論
島
や
沖
永
良
部
島
は
石
灰
岩
質

で
水
が
溜
ま
り
に
く
い
た
め
、
石
灰
岩

台
地
に
特
有
の
す
り
ば
ち
状
の
く
ぼ
地

「
ド
リ
ー
ネ
」
を
四
角
く
区
切
り
貯
水
池

に
し
て
農
業
用
水
を
確
保
し
て
い
ま
す
。

地
形
を
巧
み
に
利
用
し
て
い
る
と
こ
ろ

が
興
味
深
い
で
す
。

サ
ト
ウ
キ
ビ
の
安
定
生
産
を

可
能
に
し
た
安
定
給
水

南
西
諸
島
の
農
業
生
産
の
基
盤
は
今

で
も
サ
ト
ウ
キ
ビ
で
す
。
元
を
た
ど
れ
ば
、

沖
縄
諸
島
、
奄
美
群
島
の
サ
ト
ウ
キ
ビ

は
、
薩
摩
藩
の
財
政
を
潤
す
た
め
に
栽

培
強
制
さ
れ
た
植
民
地
作
物
で
し
た
。

砂
糖
の
原
料
と
な
る
日
本
の
作
物
は

テ
ン
サ
イ
と
サ
ト
ウ
キ
ビ
。
テ
ン
サ
イ

は
寒
冷
地
が
、
サ
ト
ウ
キ
ビ
は
亜
熱
帯

地
が
栽
培
に
適
し
て
い
ま
す
。
ち
な
み

に
日
本
で
使
う
砂
糖
の
お
よ
そ
８
割
は

テ
ン
サ
イ
糖
で
す
。

サ
ト
ウ
キ
ビ
の
栽
培
に
と
り
わ
け
重

要
な
の
が
水
。
水
さ
え
豊
富
に
与
え
れ

ば
サ
ト
ウ
キ
ビ
は
育
ち
ま
す
。

基
幹
作
物
の
サ
ト
ウ
キ
ビ
の
収
量
を

上
げ
る
た
め
、
南
西
諸
島
で
は
農
業
改

善
事
業
に
注
力
し
て
き
ま
し
た
。
１
９

８
０
年
代
か
ら
の
灌か
ん
が
い漑

用
水
路
と
給
水

設
備
の
整
備
に
よ
っ
て
、
降
雨
量
の
多

寡
だ
け
に
左
右
さ
れ
な
い
安
定
的
な
生

産
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
す
。
と
り
わ

け
安
定
給
水
で
き
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

の
導
入
は
画
期
的
で
し
た
。

そ
れ
が
最
も
は
っ
き
り
見
え
る
の
は

徳と
く

之の

島し
ま

（
鹿
児
島
県
）。
大
規
模
な
サ
ト
ウ

キ
ビ
畑
が
広
が
り
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

灌
漑
が
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
常
時
給
水
に
は
副
作
用
も

あ
り
ま
す
。
赤
土
流
出
が
起
き
ま
し
た
。

現
在
、
流
出
量
を
計
測
中
の
よ
う
で
す

が
、
サ
ン
ゴ
礁
へ
の
影
響
が
懸
念
さ
れ

て
い
ま
す
。
海
水
が
濁
り
、
サ
ン
ゴ
と

共
生
す
る
植
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
「
褐
虫

藻
」
が
光
合
成
を
で
き
な
く
な
り
、
ひ

（注4）祭政一致
祭祀（まつり）と政治（まつりごと）
が未分化で一致している状態を指す。

6沖永良部島の住吉集落にある湧水「暗川（くらごう）」。この奥の地下に水が湧いて
いる。地理学の分野では有名な場所 7すり鉢状のくぼ地「ドリーネ」を活かした貯水池

（久高島） 8上空から見た奄美大島 9奄美大島の宇検村久志集落で土俵入りす
る親子 689提供：須山聡さん

6
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い
て
は
サ
ン
ゴ
死

滅
の
お
そ
れ
が
あ

る
。
赤
土
流
出
に

関
し
て
も
、
例
え

ば
排
水
路
の
末
端

に
沈
殿
池
の
よ
う

な
終
末
処
理
場
を
設
け
る
こ
と
で
対
処

で
き
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
を
適
正
に
使
え
ば
、
島
の
環
境
改

善
は
十
分
に
可
能
で
す
。

奄
美
大
島
や
加
計
呂
麻
島
で
は
、
非

常
に
小
規
模
で
す
が
、
サ
ト
ウ
キ
ビ
と

牛
の
飼
育
の
複
合
型
循
環
農
業
に
取
り

組
む
事
例
も
あ
り
ま
す
。
サ
ト
ウ
キ
ビ

の
残ざ
ん

滓し

で
堆
肥
を
つ
く
り
圃ほ

じ
ょ
う場

に
還
元

し
牛
の
飼
料
に
も
す
る
わ
け
で
す
。
ま

た
、
サ
ト
ウ
キ
ビ
を
白
糖
の
原
料
で
は

な
く
そ
の
ま
ま
黒
糖
に
し
て
菓
子
に
使

う
な
ど
、
高
付
加
価
値
化
に
取
り
組
む

農
家
も
あ
り
ま
す
。

与
え
ら
れ
た
資
源
量
で

最
大
限
の
効
率
を
発
揮

離
島
振
興
法
※
１
に
よ
っ
て
日
本
で

は
70
年
近
く
に
わ
た
り
島
の
イ
ン
フ
ラ

整
備
に
取
り
組
み
、
今
で
は
す
べ
て
の

島
で
連
絡
船
が
接
岸
で
き
、
電
力
・
水

道
な
ど
の
基
本
的
な
イ
ン
フ
ラ
は
本
土

と
同
様
に
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
離
島

振
興
法
が
当
初
目
指
し
て
い
た
「
離
島

の
後
進
性
の
除
去
」
は
、
少
な
く
と
も

ハ
ー
ド
面
で
は
達
成
さ
れ
ま
し
た
。

ソ
フ
ト
面
で
は
、
Ｉ
タ
ー
ン
者
の
積

極
的
な
受
け
入
れ
や
、
修
学
旅
行
の
誘

致
か
ら
始
ま
り
島
を
学
び
の
フ
ィ
ー
ル

ド
に
し
た
り
、「
山
村
留
学
」
に
取
り
組

む
島
も
あ
り
ま
す
。

た
だ
し
、
日
本
と
い
う
国
全
体
が
特

に
バ
ブ
ル
崩
壊
以
降
、
前
例
の
な
い
取

り
組
み
に
挑
み
に
く
い
「
現
状
維
持
バ

イ
ア
ス
」
に
と
ら
わ
れ
る
傾
向
が
根
強

く
、
島
も
ま
た
同
様
で
す
。
こ
れ
を
ど

う
打
破
し
て
い
く
か
が
今
後
の
課
題
で

し
ょ
う
。

ま
た
、
昔
か
ら
続
い
て
い
る
大
事
な

も
の
だ
か
ら
元
の
形
の
ま
ま
で
残
そ
う
、

と
い
う
考
え
方
に
も
「
現
状
維
持
バ
イ

ア
ス
」
が
か
か
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
簡
易
水
道
が
で
き
て
農
業
用
水

が
整
備
さ
れ
、
安
定
的
に
供
給
で
き
る

の
で
あ
れ
ば
、
不
安
定
な
自
然
水
源
に

頼
ら
な
く
て
い
い
し
、
お
の
ず
と
水
と

祭
祀
と
の
結
び
つ
き
も
薄
れ
て
い
き
ま

す
。
し
か
し
一
方
で
、
祭
り
は
集
落
の

求
心
力
と
し
て
残
っ
て
い
る
も
の
が
多

い
で
す
。

一
例
を
挙
げ
る
と
、
奄
美
大
島
に
残

る
赤
ち
ゃ
ん
の
「
初
土
俵
」
で
す
。
秋

の
豊
年
祭
と
合
わ
せ
て
行
な
わ
れ
る
こ

と
が
多
い
の
で
す
が
、
宇う

検け
ん
そ
ん村
の
久く

志し

集
落
で
は
、

２
０
２
０
年

（
令
和
２
）
に
久
し
ぶ
り
に
赤
ち
ゃ
ん
が
生

ま
れ
ま
し
た
。
と
て
も
よ
い
こ
と
な
の

で
「
土
俵
入
り
」
し
て
集
落
全
体
で
お

祝
い
し
ま
し
た
。

そ
う
し
た
祭
り
の
と
き
は
、
集
落
を

離
れ
た
人
た
ち
が
一
時
的
に
せ
よ
戻
っ

て
く
る
。
集
落
の
仲
間
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
た
め
、
祭
り
は
絶
対
に
必
要

な
の
で
す
。「
水
を
大
切
に
す
る
」
と
い

う
原
初
の
目
的
は
失
わ
れ
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
今
で
も
祭
り
が
存
続
し
て

い
る
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
。
形
の
み
な

ら
ず
存
在
意
義
も
変
わ
っ
て
い
く
の
は

当
然
で
す
。

そ
う
し
た
こ
と
も
含
め
て
、
島
の
暮

ら
し
に
学
べ
る
点
は
、
水
資
源
の
確
保

に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
与
え
ら
れ
た

資
源
量
の
な
か
で
最
大
の
効
率
を
発
揮

す
る
工
夫
が
随
所
に
見
ら
れ
る
こ
と
で

す
。
そ
れ
は
決
し
て
貧
し
さ
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

総
体
的
に
は
人
口
減
少
が
今
後
も
続

く
な
か
で
、
観
光
客
向
け
の
事
業
な
ど

を
営
む
Ｉ
タ
ー
ン
層
が
定
着
し
、
ま
た

退
職
後
に
「
や
っ
ぱ
り
生
ま
れ
育
っ
た

島
が
い
い
」
と
帰
島
し
て
悠
々
自
適
の

余
生
を
送
る
Ｕ
タ
ー
ン
層
も
い
ま
す
。

限
ら
れ
た
条
件
の
も
と

「
足
る
を
知
る
」
幸
せ
が
身

に
つ
い
た
島
の
暮
ら
し
は
、

し
ぶ
と
い
の
で
す
。

（
２
０
２
２
年
４
月
27
日
取
材
）

【総論】

※1 離島振興法（1953年制定／10年間の時限立法）
※2 沖縄振興特別措置法（2002年制定／10年間の時限立法／1971年制定の旧法は2002年失効）
※3 奄美群島振興開発特別措置法（1954年制定／5年間の時限立法）
※4 小笠原諸島振興開発特別措置法（1969年制定／5年間の時限立法）
※5 有人国境離島法（2016年制定／10年間の時限立法）
※6 陸上交通が常時確保された離島など　※7 ここからは内水面離島の沖島（滋賀県）を含む

9

■日本の島嶼構成 ■離島と全国の人口推移（1955年を100とした場合）

出典：国土交通省 国土政策局 離島振興課「離島の現状と取り組み事例について」（資料2）2022年4月

国土交通省によると、日本は6852の島で構成。本州、北海道、四国、九州、沖縄島を除く
6847島が離島。このうち離島振興法による離島振興対策実施地域に含まれる有人離島は
254島

1955年（昭和30）から2015年（平成27）までの人口推移を見ると、
全国の人口が約4割増えている一方、離島の人口は約6割減

6852

6847
（離島）

416
（有人島）

6432
（無人島）

303
（法対象）

113
（法対象外※6）

※7 254
（離島振興法）

37
（沖縄※2）

8
（奄美群島※3） 38

141

4
（小笠原諸島※4）

※離島振興対策実施地域に含まれる有人離島254島
※数値は2015年（平成27）国勢調査結果

全国（指数）

離島※（指数）
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40

120
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5
本州、北海道
四国、九州
沖縄本島

71
特定有人国境
離島地域※5

（全島嶼）

49
（その他の法律）

最大限の努力と工夫で「足るを知る」島暮らし


