
徳之島は、サンコ礁が隆起 してでき

た島。海辺の島は石灰質、貝の化石

も多く見られ、石垣を残す家も多し、
また、沖縄と同様に闘牛がさかん。薩

摩藩に支配されてしヽた時代に唯一許
された娯楽のため、「なくさみ」とい

うのだとかよ

File*‐ 116

文●金丸弘美
Hionli Kanalnaru

写真●阿部雄介
]ヽlsukじ hヽe

Slow
F00deriも

StOr,‐

タ

ン
カ

ン

時ス
ロ
ー
に一れ

る

島
で

タ
ン
カ
ン
は
、
２
月
か
ら
３
月
に

か
け
て
実
る
柑
橘
類
で
あ
る
。
皮
が

薄
く
、
し
っ
か
り
し
た
果
実
は
、
適

度
な
酸
味
が
ほ
ど
よ
く
効
い
て
実
に

甘
い
。　
一
つ
一
つ
の
一房
が
、
ぎ
っ
し

り
と
詰
ま
っ
て
い
て
、
食
べ
る
と
果

汁
が
口
中
に
溢
れ
出
す
。
こ
れ
ほ
ど

う
ま
み
の
深
い
柑
橘
類
は
ほ
か
に
見

立デ
ζ
リ
ユな
い
。

ナ
イ
フ
を
入
れ
て
２
つ
に
割

っ
て

み
る
と
、
そ
の
房
の
詰
ま
り
具
合
が

よ
く
わ
か
る
。
美
し
い
深
い
オ
レ
ン

ジ
色
の
、
小
さ
な
ツ
ブ
ツ
プ
が
、
隙

間
な
く
埋
ま
っ
て
い
る
。
１
年
か
け

て
太
陽
の
き
ら
め
き
を
、
ず
っ
と
溜

め
込
ん
で
い
た
か
の
よ
う
だ
。

タ
ン
カ
ン
の
存
在
は
、
ほ
と
ん
ど

知
ら
れ
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、

タ
ン
カ
ン
の
収
穫
は
２
月
で
、
こ
の

時
期
に
霜
の
降
ら
な
い
地
域
に
限
ら

れ
る
か
ら
だ
。
沖
縄
、
奄
美
諸
島
、

屋
久
島
、
鹿
児
島
県
の
温
暖
な
地
域

の
ご
く

一
部
で
し
か
栽
培
で
き
な

い
。な

か
で
も
徳
之
島
は
、
タ
ン
カ
ン

が
と
り
わ
け
味
わ
い
深
い
と
、
ひ
そ
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魃

か
に
評
判
に
な
っ
て
い
る
。

徳
之
島
は
、
鹿
児
島
か
ら
南
方
５

０
０
キ
ロ
、
飛
行
機
で
約
１
時
間
の

と
こ
ろ
に
位
置
す
る
島
で
、
奄
美
群

島
の
中
の
一
つ
。
奄
美
大
島
と
沖
縄

の
間
に
位
置
す
る
。
周
囲
８４
キ
ロ
、

人
口
は
約
３
万
人
。
平
均
気
温
が

２０

．
７
度
と
い
う
暖
か
さ
だ
。

サ
ト
ウ
キ
ビ
栽
培
で
知
ら
れ
る

が
、
最
近
は
、
現
役
で
量
高
年
齢
の

本
郷
か
ま
と
さ
ん

（１
１
４
歳
）
が

育

っ
た
島
と
し
て
、
ま
た
マ
ラ
ソ
ン

の
高
橋
尚
子
選
手
の
合
宿
地
と
し
て

も
話
題
に
な
っ
て
い
る
。

タ
ン
カ
ン
の
ル
ー
ツ
は
、
「鹿
児

島
県
戦
後
果
樹
農
業
史
」
（久
留
正

幸
著
）
に
よ
る
と
、
空
国
広
東
省
で
、

ミ
カ
ン
と
オ
レ
ン
ジ
が
自
然
に
交
雑

し
て
誕
生
し
た
も
の
で
、
中
国
南
部

や
台
湾
で
栽
培
さ
れ
て
き
た
と
い

２ヽ

日
本
に
入

っ
た
の
は
、
台
湾
か

ら
で
明
治
３０
年
。
本
格
的
栽
培
は
昭

和
４
年
の
鹿
児
島
県
の
大
隈
半
島
か

ら
だ
つ
た
。

奄
美
群
島
に
渡

っ
た
の
は
昭
和
２９

年
。
た
だ
当
時
は
、
柑
橘
類
そ
の
他

の
果
実
作
物
の
大
害
虫
で
あ
っ
た
ミ

カ
ン
コ
ミ
バ
エ
が
い
た
た
め
に
他
の

島
に
は
移
植
が
行
わ
れ
ず
、
そ
の
絶

滅
が
確
認
さ
れ
て
、
昭
和
５４
年
、
徳

之
島
、
奄
美
本
島
、
喜
界
島

へ
、

そ
の
後
、
与
論
島
、
沖
番
艮
さ
島
ヘ

と
栽
培
が
広
が
っ
た
。
そ
し
て
、
い

ま
よ
う
や
く
、
タ
ン
カ
ン
の
存
在
が

徐
々
に
知
ら
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。

地
元
で
評
判
の
タ
ン
カ
ン
を
栽
培

す
る
の
は
、
徳
之
島
の
伊
仙
町
の
福

留
功
さ
ん

（
６５
）
、
ケ
イ
子
さ
ん

（５９
）ヽ

達
也
さ
ん

（３６
）
親
子
。
果

樹
で
は
難
し
い
と
い
わ
れ
る
有
機
栽

培
で
タ
ン
カ
ン
を
育
て
て
い
る
。

サ
ト
ウ
キ
ビ
栽
培
を
主
に
し
て
い

た
が
、
家
族
労
働
だ
け
で
は
出
荷
が

大
変
な
こ
と
も
あ
り
、
昭
和
６０
年
か

ら
タ
ン
カ
ン
を
栽
培
し
始
め
た
。

病
気
や
台
風
も
あ
っ
て
栽
培
は
試

行
錯
誤
だ
っ
た
と
い
２ヽ

徳
之
島
は

台
風
が
直
撃
す
る
。
そ
う
す
る
と
風

雨
で
傷
つ
く
と
雑
菌
で
汚
れ
た
よ
う

に
な
る
。
「自
分
た
ち
の
家
族
の
健

康
を
考
え
た
ら
、
農
薬
は
使
い
た
く

な
い
も
の
」
と
、
ケ
イ
子
さ
ん
。

台
風
の
被
害
を
少
し
で
も
避
け
る

た
め
山
の
窪
地
で
栽
培
し
、
病
気
を

さ
せ
な
い
た
め
に
風
通
し
を
よ
く

木
々
の
間
隔
を
広
げ
、
防
虫
や
病
気

を
防
ぐ
た
め
に
木
酢
や
、
微
生
物
の

発
酵
液
を
か
け
た
り
と
工
夫
を
し
て

い
る
。
肥
料
も
米
ぬ
か
、
油
粕
、

魚
滓
、
赤
土
、
鶏
糞
、
サ
ト
ウ
キ
ビ

の
茎
の
袴
な
ど
を
使
う
。
た
い
へ
ん

な
の
は
雑
草
だ
。
温
暖
な
の
で
、
ど

ん
ど
ん
生
え
て
く
る
。
こ
れ
も
除
草

剤
を
使
わ
ず
、
刈

っ
て
、
大
地
に
返

す
の
だ
。
そ
う
や
っ
て
微
生
物
の
豊

か
な
土
壌
か
ら
極
上
の
タ
ン
カ
ン
が

育
つ
。

一
方

「老
夫
婦
だ
か
ら
ゆ
っ
く
り

や
っ
て
る
」
と
い
う
の
は
、
冨
原
冨

伊
玖
さ
ん

（
８０
）
、
ノ
ブ
子
さ
ん

（７９
）
夫
妻
。
こ
ち
ら
の
タ
ン
カ
ン

も
評
判
だ
。
小
さ
く
形
は
不
揃
い
だ

が
、
味
は
最
高
と
、
食
べ
た
人
が
歓

喜
す
る
。

ご
夫
妻
は
、
大
阪
や
神
奈
川
の
子

供
や
孫
に
送
る
の
が
楽
し
み
で
栽
培

し
て
い
る
と
い
つヽ
。

「ク
ス
リ
を
使
わ
な
い
の
は
、
子
供

や
孫
に
送
る
か
ら
。
ク
ス
リ
は
怖
い

も
の
」
と
、
ノ
ブ
子
さ
ん
。
夫
婦
で

毎
日
畑
に
出
て
、
手
入
れ
を
欠
か
さ

ず
、
雑
草
を
刈

っ
て
は
、
そ
れ
を
畑

に
一戻
し
て
肥
料
に
す
る
。

「あ
と
は
、
村
の
牛
糞
堆
肥
を
分
け

て
も
ら
う
の
と
、
ミ
カ
ン
用
の
肥
料

を
入
れ
る
ん
で
す
」

島
は
、
冬
で
も
コ
ー
ト
が
い
ら
な

い
。
２
月
に
は
桜
が
満
開
に
な
る
。

ゆ
っ
た
り
流
れ
る
時
間
の
な
か
タ
ン

カ
ン
は
味
わ
い
豊
か
に
育
つ
。
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