
（上）屋久島に残る巨大な杉の切り株「ウイルソン
株」。空洞になっており、内側から仰ぎ見るとハート
の形にも。豊臣秀吉の命により伐採されたと伝わる。
縄文杉へのルート上にある　撮影：藤牧徹也
（下）加計呂麻島の民家の壁にずらりと並んだクモ
ガイ。スイショウガイ科の巻き貝であるクモガイは、
奄美群島や琉球諸島では魔除けやお守りとして用
いられる　撮影：渡邉まり子

表紙：与論島東部の大金久
（おおがねく）海岸の沖に現れる
白い砂浜「百合ヶ浜」。春から
秋にかけて中潮から大潮の干
潮時のみに出現する人気ス
ポット。グラスボートに乗って
上陸する。手前の黒い影はウ
ミガメ　撮影：川本聖哉
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「
町ま

ち
家け

の
ル
ー
ツ
は
与
論
島
な
の
？
」

晩
酌
を
し
て
い
る
父
に
尋
ね
る
と

「
そ
う
だ
」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て

き
て
驚
き
ま
し
た
。
父
方
の
故
郷
は

福
岡
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
ま
さ

か
“
与よ

論ろ
ん

島じ
ま

”
と
は
。
夏
休
み
に
沖

縄
に
行
こ
う
と
見
て
い
た
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
に
「
与
論
ネ
ー
ム
（
シ
マ
ナ
ー
）」

と
い
う
小
さ
な
コ
ラ
ム
が
あ
り
ま
し

た
。
こ
れ
は
祖
先
の
名
前
を
後
世
に

伝
え
る
た
め
に
戸
籍
上
の
名
前
と
は

別
に
祖
父
や
祖
母
の
シ
マ
ナ
ー
を
子

ど
も
に
付
け
る
風
習
だ
そ
う
で
す
。

そ
の
一
つ
に
〈
マ
チ
〉
と
い
う
呼
び

方
が
。
た
だ
こ
の
呼
び
名
と
苗
字
の

「
町
」
の
起
源
は
別
だ
っ
た
の
で
す

が
、
思
い
が
け
ず
わ
が
家
の
ル
ー
ツ

を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
少
し
だ
け
父
の
思
い
出
話
を
。
福

岡
県
大
牟
田
市
の
三
池
炭
鉱
の
町
で

育
っ
た
父
は
高
校
卒
業
後
に
上
京
し

た
も
の
の
経
済
的
に
苦
し
く
進
学
は

か
な
わ
ず
…
…
。
若
く
し
て
母
と
結

婚
し
３
人
の
子
ど
も
を
養
う
た
め
に

必
死
に
働
い
て
い
ま
し
た
が
、
暮
ら

し
は
楽
で
は
な
く
ど
ん
な
に
が
ん
ば

っ
て
も
う
ま
く
い
か
な
い
人
生
が
あ

る
と
い
う
こ
と
を
父
の
背
中
が
教
え

て
く
れ
ま
し
た
。
典
型
的
な
九
州
男

児
で
機
嫌
が
悪
い
と
き
に
お
酒
を
飲

む
と
卓ち

ゃ
ぶ袱

台だ
い

を
ひ
っ
く
り
返
す
こ
と

も
。
母
が
病
で
倒
れ
て
車
椅
子
生
活

に
な
っ
て
も
相
変
わ
ら
ず
で
し
た
。

そ
ん
な
父
親
で
し
た
の
で
親
戚
づ
き

あ
い
も
苦
手
で
、
与
論
島
の
話
は
聞

い
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
そ
し
て
叔
祖
父
の
案
内
に
よ
り
妹

と
一
緒
に
与
論
島
へ
。
空
港
に
迎
え

に
来
た
ホ
テ
ル
の
バ
ス
の
運
転
手
さ

ん
の
名
前
が
い
き
な
り
「
町
さ
ん
」

で
、
あ
あ
与
論
が
ル
ー
ツ
な
ん
だ
と

実
感
し
ま
し
た
。
幻
の
島
と
言
わ
れ

る
百ゆ

合り

ヶが

浜は
ま

や
大
き
な
双
子
の
珊
瑚

な
ど
透
明
度
抜
群
の
コ
バ
ル
ト
ブ
ル

ー
の
与
論
の
海
は
今
も
忘
れ
ら
れ
ま

せ
ん
。
30
代
で
亡
く
な
っ
た
祖
父
は

長
男
で
、
父
も
長
男
、
そ
し
て
私
が

長
女
と
い
う
こ
と
で
何
十
年
ぶ
り
に

〈
総
領
〉
が
島
に
戻
っ
て
き
た
と
町

長
さ
ん
は
じ
め
た
く
さ
ん
の
人
が
歓

迎
し
て
く
れ
ま
し
た
。
会
う
人
会
う

人
全
員
が
親
戚
だ
と
言
っ
て
い
ま
し

た
が
ど
こ
ま
で
本
当
か
は
確
か
め
よ

う
も
な
く
…
…
。
当
時
、
民
放
の
ア

ナ
ウ
ン
サ
ー
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
テ

レ
ビ
観
て
い
る
よ
と
皆
さ
ん
声
を
か

け
て
く
れ
ま
し
た
。
母
を
亡
く
し
た

直
後
で
大
き
な
喪
失
感
を
抱
え
て
い

た
私
た
ち
姉
妹
の
心
を
緩
や
か
に
流

れ
る
島
時
間
が
癒
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　
今
年
は
沖
縄
の
本
土
復
帰
50
年
の

節
目
に
当
た
り
ま
す
が
、
沖
縄
と
と

も
に
ア
メ
リ
カ
の
統
治
下
に
置
か
れ

て
い
た
奄
美
群
島
。
さ
ら
に
遡
る
と

奄
美
は
琉
球
王
国
や
薩
摩
藩
に
支
配

さ
れ
る
と
い
う
歴
史
が
。
一
文
字
の

苗
字
が
与
論
含
め
た
奄
美
に
多
い
の

は
島
出
身
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
よ

う
に
す
る
た
め
と
い
う
意
味
合
い
が

あ
っ
た
よ
う
で
す
。
島
の
歴
史
は
あ

ま
り
語
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
過
酷

な
時
代
を
生
き
抜
い
た
祖
先
が
居
て

く
れ
た
か
ら
こ
そ
こ
の
世
に
生
ま
れ

て
こ
ら
れ
た
と
思
う
と
本
当
に
感
謝

で
す
。

　
感
謝
と
言
え
ば
与
論
に
は
〈
あ
り

が
と
う
〉
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ

て
い
る
「
と
ー
と
ぅ
が
な
し
（
尊
加

那
志
）」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
尊
加

那
志
で
始
ま
り
尊
加
那
志
で
終
わ
る

と
言
わ
れ
る
ほ
ど
大
切
に
さ
れ
て
い

ま
す
。「
と
ー
と
ぅ
」
は
尊
い
、「
か

な
し
」
は
神
に
対
す
る
尊
称
で
そ
の

ま
ま
訳
す
と
「
尊
い
存
在
」
で
す

が
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
す
べ
て

を
尊
ぶ
謙
虚
な
心
を
表
し
て
い
ま
す
。

与
論
の
古
い
呼
び
名
は
「
ユ
ン
ヌ
」。

権
力
に
よ
る
抑
圧
や
差
別
に
翻
弄
さ

れ
て
き
た
哀
し
い
過
去
を
変
え
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
だ
か
ら
こ
そ

違
い
を
認
め
受
け
入
れ
る
多
様
性
を

「
ユ
ン
ヌ
ン
チ
ュ
（
与
論
の
人
）」
の
一
人

と
し
て
も
っ
て
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

「とーとぅがなし」の心を忘れずに

ひ
と
し
ず
く

町 

亞
聖

フ
リ
ー
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
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も
に
ア
メ
リ
カ
の
統
治
下
に
置
か
れ

て
い
た
奄
美
群
島
。
さ
ら
に
遡
る
と

奄
美
は
琉
球
王
国
や
薩
摩
藩
に
支
配

さ
れ
る
と
い
う
歴
史
が
。
一
文
字
の

苗
字
が
与
論
含
め
た
奄
美
に
多
い
の

は
島
出
身
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
よ

う
に
す
る
た
め
と
い
う
意
味
合
い
が

あ
っ
た
よ
う
で
す
。
島
の
歴
史
は
あ

ま
り
語
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
過
酷

な
時
代
を
生
き
抜
い
た
祖
先
が
居
て

く
れ
た
か
ら
こ
そ
こ
の
世
に
生
ま
れ

て
こ
ら
れ
た
と
思
う
と
本
当
に
感
謝

で
す
。

　
感
謝
と
言
え
ば
与
論
に
は
〈
あ
り

が
と
う
〉
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ

て
い
る
「
と
ー
と
ぅ
が
な
し
（
尊
加

那
志
）」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
尊
加

那
志
で
始
ま
り
尊
加
那
志
で
終
わ
る

と
言
わ
れ
る
ほ
ど
大
切
に
さ
れ
て
い

ま
す
。「
と
ー
と
ぅ
」
は
尊
い
、「
か

な
し
」
は
神
に
対
す
る
尊
称
で
そ
の

ま
ま
訳
す
と
「
尊
い
存
在
」
で
す

が
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
す
べ
て

を
尊
ぶ
謙
虚
な
心
を
表
し
て
い
ま
す
。

与
論
の
古
い
呼
び
名
は
「
ユ
ン
ヌ
」。

権
力
に
よ
る
抑
圧
や
差
別
に
翻
弄
さ

れ
て
き
た
哀
し
い
過
去
を
変
え
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
だ
か
ら
こ
そ

違
い
を
認
め
受
け
入
れ
る
多
様
性
を

「
ユ
ン
ヌ
ン
チ
ュ
（
与
論
の
人
）」
の
一
人

と
し
て
も
っ
て
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

町 亞聖（まち あせい）
小学生のころからアナウンサーに憧れ 1995 年に日本テレビにアナウンサーとして入社。その後、
活躍の場を報道局に移し、報道キャスター、厚生労働省担当記者としてがん医療、医療事故、難
病などの医療問題や介護問題などを取材。 〈生涯現役アナウンサー〉でいるため 2011 年フリー
に転身。脳障害のため車椅子生活を送っていた母と過ごした 10 年の日々、そして母と父をがん
で亡くした経験をまとめた『十年介護』（小学館 2013）を上梓。医療と介護をテーマに取材、啓
発活動を続ける。公式ブログ http://ameblo.jp/machi-asei/

神奈川県から与論島を訪れた若いご夫婦。今回
が２回目の来訪。１回目は台風に遭遇したため
再訪したそうだ。与論島にはそういう引力がある
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コ
ロ
ナ
禍
で
不
自
由
な
生
活
を
強
い
ら
れ
る
な
か
、「
遠
く
へ
行
き
た

い
」
と
い
う
欲
求
が
募
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
目
的
地
を
考

え
る
際
、「
南
の
島
」
を
思
い
浮
か
べ
る
人
は
多
い
か
も
し
れ
な
い
。

日
本
は
島
国
だ
。
海
上
保
安
庁
は
日
本
の
構
成
島
数
を
６
８
５
２
と
公

表
し
、
国
土
交
通
省
は
有
人
島
を
４
１
６
と
す
る
。
そ
の
島
で
人
が
暮

ら
せ
る
か
ど
う
か
は
、「
水
（
淡
水
）
を
確
保
で
き
る
か
」
が
左
右
す
る
。

古
来
、
湧
き
水
の
そ
ば
に
人
び
と
は
住
み
着
き
、
集
落
を
形
成
し
た
。

今
も
祭
祀
の
場
は
湧
き
水
と
分
か
ち
が
た
く
あ
る
。

今
回
は
数
多
あ
る
島
の
な
か
か
ら
、
九
州
以
北
の
「
ヤ
マ
ト
」
と
沖
縄

島
以
南
の
「
琉
球
」
の
文
化
的
要
素
が
混
在
す
る
南
国
の
島
々
、
南
西

諸
島
（
琉
球
弧
）
に
目
を
向
け
た
。

島
々
を
巡
り
な
が
ら
、
そ
の
魅
力
や
文
化
、
環
境
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人

び
と
と
水
の
か
か
わ
り
に
目
を
向
け
る
こ
と
で
、
本
来
あ
た
り
ま
え
に

得
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
「
水
」
へ
の
眼
差
し
と
、
島
国
・
日
本
の
あ

り
方
に
つ
い
て
思
い
を
は
せ
た
い
。
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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



7

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

7
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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）

1955
100

80

60

40

120

140

19751965 1985 1995 2005 2015

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
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山
に
対
す
る
畏
敬
の
念
が
残
る「
水
」の
島

屋
久
島

【屋久島】

水の文化 71号　特集　南西諸島 水紀行



屋久島空港

平内海中温泉

屋久島

安房川

栗
生
川

永田いなか浜
（ウミガメ産卵地）

屋久島環境
文化村センター

西
部
林
道

永田集落

白谷雲水峡
縄文杉 

ウイルソン株
小杉谷集落跡

トロッコ道
荒川登山口

尾立ダム

永田岳
（1886m）

屋久島町役場
宮之浦集落
宮之浦港

宮之浦岳
（1936m） 栗生岳

（1867m）

安房港

安房
集落ヤクスギランド

紀元杉
屋久杉自然館

  おおこ

大川の滝

栗生集落
せんぴろ

千尋の滝
じゃのくちのたき

蛇之口滝

面積504.88㎢ / 6133世帯 / 1万2913人
『SHIMADAS』（日本離島センター 2019）より

11 縄文杉へ向かう途中、小雨が降る森のなかで空を見上げると、霧がかかった幻想的な光景だった

１
９
９
３
年
（
平
成
５
）
、
白
神
山
地
と
と
も
に
日

本
で
初
め
て
「
世
界
自
然
遺
産
」
に
登
録
さ
れ
た

屋
久
島
。
樹
齢
２
０
０
０
年
と
も
７
２
０
０
年
と

も
さ
れ
る
大
木
「
縄
文
杉
」
で
知
ら
れ
る
。
屋
久

島
は
「
ひ
と
月
に
35
日
雨
が
降
る
」
と
い
わ
れ
る

ほ
ど
雨
が
多
く
、
し
か
も
土
壌
が
や
せ
て
い
る
た

め
、
こ
の
島
の
杉
は
ゆ
っ
く
り
成
長
す
る
。
ま
た
、

そ
の
豊
富
な
水
を
活
か
し
て
60
年
以
上
前
か
ら
発

送
電
分
離
を
行
な
い
、
ほ
ぼ
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
だ

け
で
電
力
を
賄
っ
て
き
た
。
水
に
恵
ま
れ
た
島
の

「
自
然
と
人
の
共
生
」
を
探
る
。

■屋久島の気候の垂直分布

0m

500m

1000m

1500m

2000m 冷温帯
北海道

屋久島

大阪

東京

九州地方

1936m

亜熱帯

出典：屋久島町役場 観光まちづくり課発行『屋久島&口永
良部島総合旅情報』（p.5）を参考に編集部作成

山に対する畏敬の念が残る「水」の島―屋久島
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海
岸
線
か
ら
そ
び
え
る

屋
久
島
の
山
々

羽
田
か
ら
鹿
児
島
ま
で
飛
行
機
で
約

２
時
間
。
そ
こ
か
ら
プ
ロ
ペ
ラ
機
に
乗

り
換
え
、
約
40
分
で
屋
久
島
空
港
に
到

着
す
る
。
空
か
ら
見
る
屋
久
島
は
、
山

が
海
岸
線
に
迫
っ
て
い
た
。

  

タ
ラ
ッ
プ
を
降
り
て
空
港
の
建
物
に

向
か
う
。
到
着
口
を
出
る
と
、
ト
レ
ッ

キ
ン
グ
ウ
エ
ア
に
身
を
固
め
た
女
性
グ

ル
ー
プ
や
家
族
連
れ
、
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン

な
ど
の
姿
が
見
ら
れ
、
小
さ
な
空
港
の

ロ
ビ
ー
が
活
気
づ
い
て
い
る
。

空
港
の
外
に
は
、
つ
い
さ
っ
き
ま
で

上
空
か
ら
見
て
い
た
山
が
そ
び
え
立
っ

て
い
た
。
な
ん
だ
か
背
筋
の
伸
び
る
思

い
と
同
時
に
、「
屋
久
島
に
降
り
立
っ

た
」
と
い
う
期
待
が
さ
ら
に
膨
ら
ん
だ
。

こ
れ
か
ら
、
ど
ん
な
５
日
間
に
な
る
の

だ
ろ
う
―
。

時
代
に
翻
弄
さ
れ
た

森
と
の
共
生
の
道

周
囲
約
１
３
０
㎞
、
面
積
約
５
０
０

㎢
の
屋
久
島
に
は
、
九
州
一
高
い
宮み
や

之の

浦う
ら

岳
を
は
じ
め
と
す
る
１
８
０
０
ｍ
以

上
の
山
々
が
連
な
る
。
地
形
的
な
特
徴

と
黒
潮
の
影
響
で
、
雨
も
と
て
も
多
い
。

「
屋
久
杉
自
然
館
」
に
向
か
う
と
、
松
本

薫
館
長
が
に
こ
や
か
に
迎
え
て
く
れ
た
。

屋
久
島
の
森
に
は
、
屋
久
杉
（
注
１
）

の
利
用
を
目
的
と
し
た
紆
余
曲
折
の
歴

史
が
あ
る
。
屋
久
島
の
人
々
は
、
本
来

神
聖
な
屋
久
杉
を
伐
採
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
が
、
江
戸
時
代
、
薩
摩
藩
が
屋

久
杉
を
年
貢
に
指
定
し
た
。
伐
り
出
し

た
屋
久
杉
は
、
主
に
関
西
の
寺
社
仏
閣

な
ど
の
屋
根
材
に
使
わ
れ
た
。

「
こ
の
と
き
屋
久
杉
の
５
～
７
割
が
伐

採
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
杉
は
日
本
固
有

の
木
で
１
種
の
み
で
す
が
、
雨
の
多
い

屋
久
島
の
杉
は
樹
脂
分
が
多
く
、
腐
り

に
く
い
の
で
す
」
と
松
本
さ
ん
は
言
う
。

明
治
時
代
に
な
る
と
、
今
度
は
屋
久

島
の
森
が
国
有
化
さ
れ
、
１
９
２
０
年

（
大
正
９
）
に
正
式
に
国
有
林
に
な
っ
た
。

主
要
な
川
沿
い
に
木
材
搬
出
の
た
め
の

（注1）屋久杉
屋久島では樹齢1000年以上のものを屋久杉と呼び、それ
以下のものは小杉（こすぎ）と呼ぶ。縄文杉は現在確認さ
れている最大の屋久杉で、島のシンボル的存在。

1着陸直前の飛行機から見た
屋久島。山が険しい 270人乗
りのプロペラ機で屋久島到着 
3屋久島空港の到着口。こぢん
まりとした素朴な空港

2

3

1

水の文化 71号　特集　南西諸島 水紀行
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森
林
軌
道
が
敷
か
れ
、
特
に
高
度
経
済

成
長
期
に
は
大
量
伐
採
が
進
ん
だ
。

世
界
自
然
遺
産
に
指
定
さ
れ
、
手
つ

か
ず
の
原
生
林
が
広
が
る
イ
メ
ー
ジ
も

強
い
屋
久
島
だ
が
、
江
戸
時
代
か
ら
こ

ん
な
に
も
人
の
手
が
入
っ
て
い
た
こ
と

に
驚
く
か
も
し
れ
な
い
。
時
代
時
代
で

人
び
と
の
葛
藤
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
、

話
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
思
い
が
巡
る
。

一
方
、
昭
和
40
年
代
に
は
輸
入
材
が

増
え
、
国
有
林
事
業
は
縮
小
。
同
時
に
、

屋
久
島
の
森
を
再
生
し
、
守
ろ
う
と
す

る
動
き
が
広
が
る
。
そ
の
と
き
、
国
を

動
か
す
勢
い
で
保
護
運
動
の
中
心
に
立

っ
た
の
は
、
都
会
に
出
て
生
活
し
て
い

た
屋
久
島
出
身
者
た
ち
だ
っ
た
。
島
の

住
民
は
、
身
近
に
あ
る
自
然
の
価
値
に

ま
だ
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
。

１
９
９
３
年
（
平
成
５
）、
屋
久
島
は

日
本
で
最
初
の
ユ
ネ
ス
コ
世
界
自
然
遺

産
に
登
録
さ
れ
た
。
き
っ
か
け
に
な
っ

た
の
は
保
護
運
動
、
そ
し
て
鹿
児
島
県

が
そ
の
前
年
に
打
ち
出
し
た
「
屋
久
島

環
境
文
化
村
構
想
」
も
大
き
い
。
こ
れ

は
、
自
然
と
人
が
共
生
す
る
屋
久
島
独

自
の
地
域
づ
く
り
の
施
策
で
、
そ
の
一

つ
に
島
を
３
区
分
し
、「
保
護
」
や
「
活

用
」
な
ど
の
エ
リ
ア
に
区
分
け
す
る
ゾ

ー
ニ
ン
グ
（
注
２
）
が
あ
る
。

「
伐
採
さ
れ
た
歴
史
が
あ
り
な
が
ら
世

界
自
然
遺
産
に
な
っ
た
例
は
珍
し
い
。

古
く
か
ら
人
び
と
の
営
み
と
と
も
に
あ

（注2）ゾーニング
自然環境を保護しながら、人と自然が共生する屋久島らしい自然空間の秩序をつくる
ために設けた枠組み。なお、環境省、鹿児島県、屋久島町などの自然環境行政では現
在「屋久島・口永良部島ユネスコエコパーク」のゾーニングをもとに進められている。
https://yakushima-kuchinoerabu-br.com/overview/

苔むした屋久島の森。こうした林床が降った
雨を蓄えるダムの役割も果たしている

　縄文杉に至るトロッコ軌道を40
分ほど歩くと、小・中学校の校庭が
残る集落跡に着く。この一帯が小杉
谷（こすぎだに）。1923年（大正12）
にふもとの安房からトロッコ軌道が
敷かれ、屋久杉搬出のための事業
所、さらにそれに携わる人 と々家族
が暮らす集落として栄えた。ピーク

時には約540人が暮らしたが、国有
林事業の縮小とともに1970年（昭
和45）に事業所が閉鎖。集落として
の役目も終えた。
　少し上に登ると、炭焼き窯の跡、
瓦や瓶、食器の残骸などが見られ、
かつてはここが生活の場だったこと
がリアルに感じられる。

小杉谷小・中学校の跡地（左）。暮らしの痕跡が残る（右）

4屋久杉を割ってつくった短冊形の薄板「平木（ひらぎ）」。かつて年貢として薩摩藩に
納めた。屋久杉は樹脂分が多く腐りにくいため、平木は高級屋根材として重用された 
5屋久杉自然館で館長を務める松本薫さん。小杉谷からさらに奥地にあった石塚集
落の出身。自然館の立ち上げに携わった

樹齢約3000年ともいわれる「紀
元杉（きげんすぎ）」。ツガ、ヒノキな
ど21種類の着床樹が確認されて
いる。車を降りてすぐ見られるので
観光客にも人気

林業基地の面影が残
る集落跡

45

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

■屋久島のゾーニング

屋久島環境文化村マスタープランより

Ⅰ 保護ゾーン
原生的な自然と、信仰や
畏敬の対象としての奥岳
地域が残る島の中心部

Ⅱ ふれあいゾーン
生態系を保全しながらも、
一定の範囲内で産業を含
む人間活動が行なわれる
エリア

Ⅲ 生活文化ゾーン
人と自然のかかわりが盛
んなエリア

山に対する畏敬の念が残る「水」の島―屋久島
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っ
た
点
で
、
屋
久
島
は
文
化
遺
産
に
も

近
い
と
感
じ
ま
す
」
と
松
本
さ
ん
。

屋
久
島
が
世
界
自
然
遺
産
に
登
録
さ

れ
た
年
、「
屋
久
島
憲
章
」
が
制
定
さ
れ

た
。
条
文
１
に
は
、「
水
」
に
関
す
る
こ

と
（
注
３
）
が
書
か
れ
て
い
る
。
松
本
さ

ん
に
、
そ
の
理
由
を
尋
ね
た
。

「
こ
れ
ほ
ど
水
が
豊
か
な
島
は
ほ
か
に

あ
り
ま
せ
ん
。
木
、
苔
、
川
、
焼
酎
ま

で
す
べ
て
の
ベ
ー
ス
は
水
。
花
崗
岩
の

肥
沃
で
は
な
い
土
地
に
屋
久
杉
の
よ
う

な
巨
木
が
あ
る
の
も
、
水
（
雨
）
の
お
か

げ
で
す
。
こ
こ
に
住
む
わ
れ
わ
れ
自
身

も
水
へ
の
感
謝
を
忘
れ
な
い
と
い
う
意

思
表
明
の
意
味
で
も
、
条
文
の
最
初
に

掲
げ
た
の
で
し
ょ
う
」

屋
久
島
の
水
が
生
む

暮
ら
し
を
支
え
る
電
力

こ
の
豊
富
な
水
の
恩
恵
を
受
け
て
い

る
の
は
、
自
然
だ
け
で
は
な
い
。
屋
久

島
で
は
、
60
年
以
上
前
か
ら
島
内
の
電

気
の
99
％
を
水
力
発
電
で
賄
っ
て
い
る
。

電
力
を
供
給
す
る
の
は
、
日
本
で
唯
一

の
炭
化
ケ
イ
素
（
注
４
）
の
製
造
メ
ー
カ

ー
で
あ
る
屋
久
島
電
工
株
式
会
社
（
以
下
、

屋
久
島
電
工
）
だ
。
本
業
が
あ
り
な
が
ら

電
力
会
社
並
み
の
熱
意
で
島
民
の
暮
ら

し
を
支
え
て
い
る
。
島
を
４
地
域
に
分

け
、
地
元
の
協
同
組
合
な
ど
が
屋
久
島

電
工
か
ら
電
気
を
購
入
し
、
各
地
域
に

配
電
を
行
な
っ
て
い
る
。

屋
久
島
の
豊
富
な
水
資
源
に
着
目
し
、

当
初
は
製
造
の
た
め
に
水
力
発
電
所
を

つ
く
っ
た
。
し
か
し
、「
今
は
住
民
の
生

活
が
最
優
先
で
す
」
と
話
す
の
は
、
同

社
の
発
電
事
業
部 

事
業
部
長
の
長
野
政

章
さ
ん
だ
。「
工
場
の
ラ
イ
ン
は
、
島
に

供
給
す
る
電
力
を
確
保
し
た
う
え
で
動

か
し
て
い
ま
す
。
雨
の
少
な
い
時
期
は

工
場
の
運
転
を
控
え
ま
す
」

取
材
に
伺
っ
た
日
は
朝
か
ら
土
砂
降

り
で
移
動
も
億
劫
な
ほ
ど
だ
っ
た
。
し

か
し
、「
今
日
の
雨
は
い
い
雨
」
と
長
野

さ
ん
。
ダ
ム
に
溜
ま
る
よ
う
な
風
向
き

の
雨
が
し
ば
ら
く
降
っ
て
い
な
い
た
め
、

こ
の
雨
に
期
待
し
て
い
る
と
い
う
。
私

た
ち
に
は
憂
鬱
で
も
、
屋
久
島
の
人
び

と
に
は
「
い
い
雨
」。
自
然
と
の
向
き

合
い
方
に
ハ
ッ
と
さ
せ
ら
れ
た
。

同
社
は
現
在
、
安あ
ん
ぼ
う
が
わ

房
川
水
系
に
あ
る

３
つ
の
発
電
所
か
ら
５
万
８
５
０
０
kW

の
電
力
を
供
給
す
る
ほ
か
、
森
林
軌
道

の
補
修
や
整
備
な
ど
も
行
な
う
。
雷
が

激
し
い
と
き
は
深
夜
で
も
発
電
所
に
泊

ま
り
込
み
、
停
電
に
備
え
る
。

今
で
こ
そ
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
注
目

さ
れ
て
い
る
が
、
屋
久
島
の
取
り
組
み

は
早
い
。「
実
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い

な
く
て
、
驚
か
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で

す
。
島
の
生
活
を
支
え
た
い
思
い
は
強

い
の
で
す
が
、
ア
ピ
ー
ル
下
手
で
す

ね
」
と
、
長
野
さ
ん
は
謙
虚
に
笑
っ
た
。

世
界
遺
産
の
森
が
抱
え
る

水
を
取
り
巻
く
環
境
課
題

取
材
の
２
日
目
に
、
縄
文
杉
ま
で
往

復
約
22
㎞
を
歩
い
た
。
約
10
時
間
か
か

る
が
、
５
０
０
ml
の
水
筒
を
１
つ
持
参

す
れ
ば
事
足
り
る
。
そ
れ
は
途
中
に
山

水
が
湧
き
出
る
ポ
イ
ン
ト
が
何
カ
所
も

あ
り
、
喉
を
潤
し
て
く
れ
る
か
ら
だ
。

改
め
て
水
の
豊
か
さ
を
実
感
し
た
。

世
界
自
然
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
か
ら

多
く
の
登
山
客
が
訪
れ
る
屋
久
島
だ
が
、

環
境
へ
の
課
題
も
あ
る
。
な
か
で
も
深

刻
な
の
が
ト
イ
レ
だ
。
縄
文
杉
ま
で
の

6荒川登山口から縄文杉に向かうには、このトロッ
コ軌道を片道約8㎞歩く 7屋久島電工が管理運
営する安房川第一発電所 8地下に設置されている
安房川第二発電所

屋久島電工 発電事業部 事業部長
の長野政章さん。安房川は水量と落
差が水力発電に向いていると語る

（注4）炭化ケイ素
天然にはほとんど存在しない化合物。硬く耐熱性
や耐久性に優れるため、耐火剤や研磨剤として利
用されてきた。近年半導体の材料として注目される。

7

8

■安房川水系水力発電所（断面図）

■過去10年平均の
　供給電力量内訳

2点とも屋久島電工提供資料をもとに編集部作成

60％炉用

22％

0％

4％

14％

小杉谷

EL691m

動力

自社消費

民需(島民向け）
所内・ロス

L＝2565m

尾立ダム
EL663.5m

有効貯水量:201万㎥
有効水深:25m

H=334.5m
Q=8.40㎥/s

H=293.7m
Q=13.00㎥/s

安房川
第一発電所

EL
313m Q=2.60㎥/s

千尋滝取水口
EL383.6m

千尋滝発電所
千頭川取水口

EL338.5m
EL280.8mQ=2.0㎥/s

L＝3391m

51°12′

EL0m

安房川第二
発電所

総合制御室
EL=170m

21°51′

L=1341m

安房川
放水口
EL=2m

ＥＬ＝標高
Ｌ ＝水圧管延長
Ｈ ＝有効落差
Ｑ ＝流量

6

（注3）水に関すること
「屋久島憲章」の条文１には次のように書かれている。「わたく
したちは、島づくりの指標として、いつでもどこでもおいしい水
が飲め、人々が感動を得られるような、水環境の保全と創造に
つとめ、そのことによって屋久島の価値を問いつづけます。」。

水の文化 71号　特集　南西諸島 水紀行
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ル
ー
ト
に
い
く
つ

か
ト
イ
レ
を
設
置

し
て
い
る
も
の
の
、

維
持
管
理
や
汲
み

取
り
の
問
題
が
あ

り
、
数
も
十
分
で

は
な
い
。
以
前
は
、

汲
み
取
り
が
容
易

で
は
な
い
山
頂
付
近
の
山
小
屋
で
は
、

近
く
に
穴
を
掘
っ
て
屎し

尿に
ょ
うを
埋
め
る

「
現
地
埋
設
処
理
」
を
と
っ
て
い
た
が
、

環
境
へ
の
負
荷
が
大
き
く
廃
止
し
た
。

「
雨
が
降
る
と
地
中
に
流
れ
出
し
て
、

悪
臭
や
土
壌
汚
染
が
深
刻
に
な
り
ま
し

た
。
屋
久
島
の
大
事
な
水
源
を
自
分
た

ち
の
手
で
汚
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ

と
、
15
年
ほ
ど
前
か
ら
20
Ｌ
の
ポ
リ
タ

ン
ク
に
移
し
替
え
、
人
力
で
ふ
も
と
ま

で
担
ぎ
出
す
方
法
に
変
え
ま
し
た
」
と
、

屋
久
島
町 

観
光
ま
ち
づ
く
り
課
係
長

の
岩
川
健
さ
ん
は
話
す
。

２
０
０
５
年
（
平
成
17
）
に
は
、
縄
文

杉
へ
の
ル
ー
ト
沿
い
に
２
基
の
バ
イ
オ

ト
イ
レ
が
設
置
さ
れ
た
。
便
器
内
に
投

入
し
た
お
が
く
ず
を
ス
ク
リ
ュ
ー
で
撹

拌
さ
せ
、
微
生
物
が
屎
尿
を
分
解
す
る

と
い
う
も
の
で
、
臭
い
も
ほ
と
ん
ど
な

い
。
電
力
を
供
給
す
る
の
は
屋
久
島
電

工
。
た
だ
し
、
年
に
数
回
は
お
が
く
ず

を
交
換
し
、
ト
ロ
ッ
コ
で
運
び
出
す
必

要
が
あ
る
。
用
を
足
し
た
後
は
登
山
客

自
身
で
持
ち
帰
る
携
帯
ト
イ
レ
の
利
用

も
呼
び
か
け
て
い
る
が
、
定
着
は
難
し

い
。

「
日
本
人
は
清
潔
な
ト
イ
レ
を
好
む
の

で
、
た
め
ら
う
の
で
し
ょ
う
。
登
山
客

が
減
る
と
観
光
に
も
影
響
す
る
の
で
、

行
政
が
き
ち
ん
と
整
備
す
べ
き
と
の
意

見
も
あ
り
ま
す
。
何
が
一
番
い
い
方
法

か
、
模
索
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
」

Ｉ
タ
ー
ン
者
が
選
択
す
る

自
然
と
寄
り
添
う
暮
ら
し

縄
文
杉
へ
の
行
き
帰
り
、
登
山
客
を

案
内
す
る
ガ
イ
ド
た
ち
を
多
く
目
に
し

た
。
そ
の
大
半
は
、
県
外
か
ら
の
Ｉ
タ

ー
ン
者
だ
。
町
が
力
を
入
れ
る
こ
と
の

一
つ
に
移
住
者
の
定
住
促
進
が
あ
り
、

移
住
者
の
割
合
は
年
々
増
え
て
い
る

（
２
０
２
０
年
度
は
２
３
６
人
）。
岩
川
さ
ん
は
、

Ｉ
タ
ー
ン
者
は
新
た
な
風
を
入
れ
て
く

れ
る
存
在
だ
と
言
う
。

「
Ｉ
タ
ー
ン
の
方
々
は
、
集
落
の
集
ま

り
な
ど
に
も
積
極
的
に
参
加
し
て
く
れ

ま
す
。
も
っ
と
彼
ら
彼
女
ら
の
視
点
を

9幽玄な雰囲気漂う縄文
杉。かつては近づけたが、
樹皮を剥いで持ち帰った
者がいたため今は展望デッ
キから見るしかない。それで
も、もはや木というより別の
何かのような迫力がある。
樹高25.3m、胸高直径
5.22m �縄文杉へ向かう
登山者たち。トロッコ軌道を
約8km歩いた後、約2.5km
は本格的な山登り �登山
道の脇にある沢。歩いてい
てのどが渇いても飲み水に
困ることはない

�縄文杉に向かうトロッコ軌道沿い
に設置されているバイオトイレ �バ
イオトイレの内部。便器内のおがく
ずに潜む微生物が屎尿を分解する 
�ところどころに設置されている携帯
トイレブース（テントタイプ）。利用者
が自身の屎尿を里まで持ち帰れば屋
久島の水を守ることになる �島内で
販売している携帯トイレ（1回分500
円、2回分700円）。登山中に使わな
くても災害備蓄用トイレとして利用で
きるので積極的に利用したい。7年
間保管可能 ��山頂付近の山小
屋では屎尿を20Ｌのポリタンクに移し
替え、人力で運び出している ��提
供：屋久島町観光まちづくり課

　縄文杉までの登山道では、苔が絨毯の
ように足元に広がる神秘的な光景に出合
える。土

どまいぼく

埋木（切り株）の表面もびっしり
と苔に覆われている。苔の多くは密生して
フサフサと見えるが、じっくり観察してみ
ると種類もさまざまなことに気づく。その
数は屋久島の森だけで600種とも700種
とも。私たちが歩いた日は雨天だったが、
水分をたっぷり含んだ苔に水滴が滴る様
子もまた趣深かった。

屋久島の森は苔の宝庫

9

1011

12

14

15

1617

13

屋久島町 観光まちづくり課係長の岩川健さん。
屋久島の出身。どこでもおいしい水が飲め、水
力発電で電力の99％以上を賄っているこの島に

「時代が追いついてきましたね」と話す

山に対する畏敬の念が残る「水」の島―屋久島
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取
り
入
れ
て
ま
ち
づ
く
り
に

活
か
せ
れ
ば
、
屋
久
島
は

よ
り
よ
く
な
っ
て
い
く

は
ず
。
私
た
ち
も
柔
軟

に
対
応
し
て
い
か
な
け

れ
ば
い
け
ま
せ
ん
」

町
で
は
、
島
暮
ら
し
を
試
せ
る
「
暮
ら

し
体
験
住
宅
」
を
設
け
る
ほ
か
、
２
０
２

１
年
か
ら
は
空
き
家
バ
ン
ク
制
度
も
開

始
。
仕
事
は
ツ
ア
ー
ガ
イ
ド
を
は
じ
め

と
す
る
観
光
業
や
飲
食
店
の
経
営
な
ど
、

三
次
産
業
に
携
わ
る
移
住
者
が
多
い
。

屋
久
島
公
認
ガ
イ
ド
（
注
５
）
を
務
め

る
飛ひ

髙た
か

章あ
き
ひ
と仁

さ
ん
は
、
17
年
前
に
大
分

県
か
ら
移
住
し
て
き
た
。

「
ガ
イ
ド
を
始
め
て
17
年
経
ち
ま
す
が
、

屋
久
島
で
ガ
イ
ド
を
務
め
る
以
上
雨
は

避
け
て
通
れ
ま
せ
ん
。
場
合
に
よ
っ
て

は
お
客
様
の
命
に
も
か
か
わ
る
の
で
、

天
候
を
見
な
が
ら
の
判
断
に
は
毎
回
い

ち
ば
ん
気
を
遣
い
ま
す
。
で
も
、
参
加

者
と
感
動
を
共
有
で
き
る
瞬
間
は
う
れ

し
い
で
す
ね
」
と
飛
髙
さ
ん
は
言
う
。

15
年
前
に
神
奈
川
県
か
ら
移
住
し
て

き
た
の
は
、
安
房
で
漁
師
を
し
な
が
ら

ダ
イ
ニ
ン
グ
バ
ー
「
Ｎ
Ｉに
ー
なＮ
Ａ
」
を
経

営
す
る
八や
と
う
げ峠
信
幸
さ
ん
だ
。「
以
前
か

ら
マ
グ
ロ
漁
船
へ
の
憧
れ
が
あ
っ
た
」

と
話
す
。

「
漁
は
自
分
に
は
縁
の
な
い
世
界
だ
と

思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
屋
久
島
に
は
一

次
産
業
が
身
近
に
あ
り
ま
す
し
、
船
酔

い
に
も
強
い
の
で
漁
師
を
や
っ
て
み
よ
う

と
思
っ
た
の
で
す
。
親
方
に
つ
い
て
仕
事

を
覚
え
て
か
ら
は
、
朝
海
に
出
て
、
帰

っ
て
き
て
魚
を
さ
ば
い
て
、
夜
に
店
で
出

す
生
活
で
し
た
。
夏
は
潜
っ
て
夜
光
貝

な
ど
を
獲
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
」

ま
た
、
八
峠
さ
ん
は
こ
う
も
話
す
。

「
屋
久
島
は
自
然
豊
か
な
観
光
地
で
す

が
、
海
岸
に
行
く
と
ゴ
ミ
も
た
く
さ
ん

落
ち
て
い
て
、
こ
れ
が
リ
ア
ル
な
部
分

で
も
あ
る
と
住
ん
で
み
て
感
じ
ま
す
。

都
会
に
い
た
と
き
は
道
端
に
ゴ
ミ
が
落

ち
て
い
て
も
拾
わ
な
か
っ
た
の
に
、
今

は
自
然
に
拾
え
る
。
ビ
ー
チ
ク
リ
ー
ン

も
し
て
い
ま
す
。
日
々
、
島
に
生
か
さ

れ
て
い
る
と
感
じ
る
の
で
、
汚
れ
て
い

る
の
は
嫌
な
ん
だ
な
と
思
い
ま
す
」

島
の
文
化
を
象
徴
す
る

「
岳
参
り
」が
復
活

屋
久
島
に
は
、
５
０
０
年
以
上
前
か

ら
「
岳た
け

参
り
」
と
い
う
山
岳
信
仰
の
行

事
が
あ
る
。
屋
久
島
の
人
び
と
は
自
分

の
集
落
に
近
い

手
前
の
山
を

「
前ま
え
だ
け岳

」、
奥
の

高
い
山
々
を

「
奥お
く
だ
け岳

」
と
呼

び
、
神
山
と
し

て
き
た
。
岳
参

り
は
集
落
ご
と

に
行
な
わ
れ
、
各
集
落
の
代
表
者
が
年

２
回
、
神
山
の
山
頂
の
祠
に
参
拝
す
る
。

そ
も
そ
も
屋
久
島
は
川
を
境
に
集
落
が

分
か
れ
て
お
り
、
集
落
ご
と
に
多
様
な

文
化
が
生
ま
れ
て
き
た
。

岳
参
り
で
は
、
海
や
里
の
恵
み
で
あ
る

海
砂
、
米
、
塩
、
焼
酎
な
ど
を
山
の
神
へ

届
け
て
集
落
の
繁
栄
を
願
い
、
山
か
ら

は
「
神
の
花
」
と
さ
れ
る
シ
ャ
ク
ナ
ゲ

を
持
ち
帰
り
、
山
の
恵
み
に
感
謝
す
る
。

屋
久
島
環
境
文
化
財
団 

事
務
局
長

の
髙こ
う

良ら

尚
男
さ
ん
は
、「
岳
参

り
こ
そ
が
屋
久
島
の
文
化
の
中

心
」
と
話
す
。

「
岳
参
り
の
風
習
か
ら
、
屋
久

島
の
人
は
海
と
山
と
深
く
つ
な
が
っ
て

暮
ら
し
て
き
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

私
は
２
年
前
に
こ
ち
ら
へ
赴
任
し
ま
し

た
が
、『
岳
参
り
の
追
体
験
が
屋
久
島
を

知
る
こ
と
だ
』
と
思
い
、
島
内
の
祠
を
す

べ
て
お
参
り
し
ま
し
た
」
と
髙
良
さ
ん
。

と
こ
ろ
が
、
岳
参
り
は
戦
後
を
境
に

い
っ
た
ん
途
絶
え
て
い
る
。
険
し
い
山

を
登
っ
て
下
り
ら
れ
る
若
者
が
島
を
出

（注5）屋久島公認ガイド
ガイド業は特に人気があり、より質の高いガ
イドを養成するため、町が認定する「公認ガ
イド」の制度がある。一定条件を満たす必
要があり、現在75名が認定されている。

　島の北西に位置する永田集落には、今
も住宅地を水路が走り、水がとうとうと流
れる。「生活に密着した水路で、昭和30年
代前半まで使っていました。野菜などは早
朝、洗濯は朝９時以降、おむつは下流でと
決まっていたんです。うちは豆腐屋なので
早朝から天秤棒を担いで何往復もしまし
た」と住民の方。また、永田集落は九州で
２番目に高い永田岳を奥岳としており、岳
参りの経験もあるそうだ。「兄と２人、おに
ぎりと毛布を持って１泊２日で登っていま
したよ」と懐かしそうに振り返ってくれた。

古き良き里の風景

1819

20

21

�島の南西部にある栗生（くりお）集落を流れる栗生川。この集落はかつて島で一番トビウオ漁
が盛んだったという �屋久島南西部にある「大川（おおこ）の滝」。落差は88m。日本の滝百選
にも選ばれている ��西部林道で出合った野生のヤクシカとヤクシマザル。いずれもニホンジ
カ、ニホンザルの亜種。ヤクシマザルはニホンザルより小型で毛も長い
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17

る
こ
と
が
増
え
た
た
め
だ
。

２
０
０
５
年
（
平
成
17
）、
島
最
大
の

集
落
で
あ
る
宮
之
浦
で
岳
参
り
を
復
活

さ
せ
た
の
が
、
ス
ポ
ー
ツ
用
品
店
「
ナ

カ
ガ
ワ
ス
ポ
ー
ツ
」
の
代
表
で
あ
る
中

川
正
二
郎
さ
ん
だ
。
中
川
さ
ん
は
岳
参

り
復
活
の
経
緯
を
振
り
返
る
。

「
世
界
遺
産
に
な
っ
て
か
ら
山
の
荒
廃

や
軽
装
の
登
山
者
の
遭
難
事
故
が
目
立

つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
屋
久
島
の
森

は
想
像
以
上
に
深
く
、
奥
岳
で
迷
っ
た

ら
ま
ず
出
て
こ
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な

状
況
を
見
て
『
今
の
屋
久
島
に
足
り
な

い
も
の
は
岳
参
り
だ
』
と
感
じ
た
の
で

す
。
屋
久
島
の
人
は
昔
か
ら
山
に
畏
敬

の
念
を
抱
い
て
き
ま
し
た
。
屋
久
島
の

登
山
道
は
本
来
、
岳
参
り
の
た
め
に
通

さ
れ
た
道
で
す
。
登
山
者
は
そ
こ
を
使

わ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
の
に
、
山
へ
の

感
謝
の
気
持
ち
を
忘
れ
て
い
ま
す
。

〈
山
を
ナ
メ
と
る
！
〉
と
思
い
ま
し
た
」

そ
こ
か
ら
中
川
さ
ん
は
、
集
落
内
外

の
経
験
者
に
話
を
聞
き
、
有
志
と
と
も

に
復
活
に
取
り
組
ん
だ
。
実
は
ほ
か
に

も
細
々
と
岳
参
り
を
復
活
さ
せ
て
い
た

集
落
が
あ
っ
た
こ
と
も
知
る
。
み
ん
な

気
持
ち
は
同
じ
だ
っ
た
の
だ
。

宮
之
浦
で
は
か
つ
て
の
や
り
方
を
ほ

ぼ
再
現
し
、
５
月
と
10
月
に
日
帰
り
で

宮
之
浦
岳
に
登
る
。
町
が
広
報
す
る
た

め
、
島
の
文
化
を
理
解
し
た
い
と
、
Ｉ

タ
ー
ン
者
も
多
く
参
加
す
る
。

シ
ャ
ク
ナ
ゲ
の
持
ち
帰
り
が
林
野
庁

に
規
制
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、

「
島
の
文
化
で
あ
り
、
必
要
以
上
は
い

た
だ
か
な
い
」
と
い
う
中
川
さ
ん
た
ち

の
働
き
か
け
で
、
特
別
に
許
可
が
下
り

た
。
中
川
さ
ん
は
言
う
。

「
岳
参
り
は
屋
久
島
の
精
神
性
の
根
幹

で
す
。
再
び
廃
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、

つ
な
ぐ
努
力
は
必
要
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。
時
代
に
合
わ
せ
て
方
法
は
変
わ
っ

て
も
、
根
底
に
あ
る
も
の
が
変
わ
ら
な

け
れ
ば
大
丈
夫
。
屋
久
島
の
人
は
い
つ

の
時
代
も
山
に
生
か
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

山
へ
の
感
謝
と
謙
虚
な
姿
勢
を
わ
れ
わ

れ
が
忘
れ
な
い
限
り
は
、
屋
久
島

の
森
は
守
ら
れ
て
い
く
で
し
ょ
う
」

中
川
さ
ん
の
話
を
聞
き
な
が
ら
、
今

の
私
た
ち
が
学
ぶ
べ
き
こ
と
が
多
く
あ

る
と
感
じ
た
。
屋
久
島
に
行
こ
う
と
考

え
て
い
る
人
た
ち
は
、
縄
文
杉
だ
け
で

は
な
い
、
自
然
と
と
も
に
育
ま
れ
て
き

た
屋
久
島
の
生
活
や
文
化
に
も
、
ぜ
ひ

目
を
向
け
て
み
て
ほ
し
い
。

印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
取
材
先
で
、

あ
る
い
は
飲
食
店
で
、
出
会
う
人
が

口
々
に
「
屋
久
島
は
水
の
島
で
す
」
と

誇
り
を
も
っ
て
口
に
し
て
い
た
こ
と
だ
。

森
が
抱
え
る
課
題
は
、
島
外
か
ら
訪
れ

る
私
た
ち
と
無
関
係
で
は
な
い
。
一
人

ひ
と
り
の
意
識
が
、
屋
久
島
の
豊
か
な

水
を
守
り
つ
づ
け
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

（
２
０
２
２
年
４
月
18
～
22
日
取
材
）

�「屋久島の緑にいつも元気をもらっています」と話す公認ガイドの飛髙章仁さん。地元（大分）と屋久島では自然のスケールが違うそうだ �「この
島にいると、いい意味で欲がなくなりますよ」と言うダイニングバー経営者で漁師の八峠信幸さん。毎朝サップをするのが日課 �屋久島環境文化財
団 事務局長の髙良尚男さん。「岳参りこそ屋久島の文化の中心」と力説する �スポーツ用品店「ナカガワスポーツ」代表の中川正二郎さん。宮
之浦集落で岳参りを復活させた。「山への感謝と謙虚な姿勢を忘れてはならない」と話す 

�宮之浦集落の人たちが岳参りを行なう際に祈念する「牛床詣所（うしどこもいしょ）」 �宮之浦岳へ岳参りする人びと。海砂、米、焼酎
などを山の神に捧げて祈願し、山からシャクナゲを持ち帰り皆で分け合う �山頂にある祠の内部 ��提供：屋久島町観光まちづくり課 22

23

25

24

262728

【屋久島】

山に対する畏敬の念が残る「水」の島―屋久島



波
が
穏
や
か
で
台
風
時
に
避
難
海
域

と
し
て
用
い
ら
れ
る
大
島
海
峡
。「
瀬せ

戸と

内う
ち

」
と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
海
峡
を

奄
美
大
島
南
端
の
古こ

仁に

屋や

港
か
ら
船

で
渡
る
。
約
20
分
で
着
く
加か

計け

呂ろ

麻ま

島じ
ま

で
は
、
地
下
水
は
飲
み
水
に
適
さ

な
い
が
、
山
か
ら
の
表
流
水
を
用
い

て
稲
作
を
営
み
、
地
形
に
合
わ
せ
て

サ
ト
ウ
キ
ビ
や
芋
も
栽
培
し
、
暮
ら

し
つ
づ
け
て
き
た
。
森
と
海
の
狭
間

で
、
小
さ
な
扇
状
地
の
限
ら
れ
た
空

間
を
巧
み
に
切
り
分
け
使
い
な
が
ら

生
き
て
き
た
人
び
と
の
集
落
と
水
の

関
係
、
祭さ
い

祀し

の
痕
跡
が
残
る
加
計
呂

麻
島
を
訪
ね
た
。

加
計
呂
麻
島

祭
祀
の
痕
跡
が
残
る
静せ

い
ひ
つ謐
な
島

【加計呂麻島】

18水の文化 71号　特集　南西諸島 水紀行



種子島

屋久島

奄美大島

徳之島

沖縄島

与論島

奄美群島

トカラ列島

大隅諸島

実久（さねく）

古仁屋・瀬相

古
仁
屋・生

間

瀬武(せだけ)
木慈(きじ)

嘉入(かにゅう)

西阿室

薩川(さつかわ)

押角(おしかく)

瀬相（せそう）港

生間（いけんま）港

スリ浜海岸

瀬戸内町

瀬戸内町

大島海峡（瀬戸内）

古仁屋（こにや）港
瀬戸内町立
図書館・郷土館

奄美大島

加計呂麻島

請島

諸鈍
諸鈍デイゴ並木徳浜

於斉（おさい）のガジュマル

島尾敏雄文学碑公園

面積 77．25km2
656世帯
1262人

『SHIMADAS』（日本離島センター 2019）より

加計呂麻島で最も規模が大きい
集落「諸鈍（しょどん）」。およそ80
世帯、約130人が扇状地で暮らす

国土地理院基盤地図情報「鹿児島」をもとに編集部作図

19 祭祀の痕跡が残る静謐な島―加計呂麻島



ハ
ブ
退
治
の「
用
心
棒
」

　

加
計
呂
麻
島
西
端
の「
実さ
ね
く久

」集
落
で
は
、

10
ｍ
ほ
ど
の
間
隔
で
道
端
に
、長
さ
２ｍ
弱

の
青
竹
や
木
の
枝
が
立
て
か
け
て
あ
る
。そ

の
名
も「
用
心
棒
」。ハ
ブ
を
寄
せ
つ
け
ず
防

御
す
る
た
め
の
道
具
だ
。ハ
ブ
の「
捕
獲
棒
」

は
ま
た
別
で
、専
用
の
器
具
が
あ
る
。奄
美

群
島
で
ハ
ブ
は
奄
美
大
島
、加
計
呂
麻
島
、

請
島
、与
路
島
、徳
之
島
に
生
息
。夜
間
と

早
朝
に
活
動
す
る
。捕
獲
さ
れ
た
ハ
ブ
は
血

清
を
つ
く
る
た
め
に
も
市
町
村
で
買
い
取
っ

て
い
る
。瀬
戸
内
町
の
２
０
２
１
年
度
買
い

上
げ
数
は
２
３
５
３
匹
だ
っ
た
。

Column 01

デ
イ
ゴ
の
大
木
が

見
守
る「
テ
ラ
ミ
ズ
」

　

こ
の
島
で
は
梅
雨
時
に
紅
の
花
を
つ

け
る
デ
イ
ゴ
の
並
木
道
が
、
孤
を
描
く

海
岸
線
に
沿
っ
て
数
百
メ
ー
ト
ル
続
く
。

太
い
幹
か
ら
海
の
ほ
う
へ
と
、
く
ね
く

ね
触
手
を
伸
ば
す
よ
う
に
張
り
出
す
枝

葉
の
ト
ン
ネ
ル
を
中
ほ
ど
ま
で
行
く
と
、

海
の
そ
ば
に
一
軒
の
家
が
あ
る
。

　

奄
美
群
島
な
ら
で
は
の
主
屋
（
オ
モ

テ
）
と
台
所
（
ト
ー
グ
ラ
）
の
二
棟
形
式
。

映
画
『
男
は
つ
ら
い
よ 

寅
次
郎
紅
の

花
』（
１
９
９
５
年
）
の
ロ
ケ
で
使
わ
れ
た
、

マ
ド
ン
ナ
の
リ
リ
ー
が
暮
ら
し
、
寅
さ

ん
が
居
候
す
る
家
だ
。
寅
さ
ん
の
映
画

は
48
本
目
の
同
作
が
最
終
作
と
な
っ
た
。

地
元
で
も
観
光
客
か
ら
も
「
リ
リ
ー
の

家
」
と
親
し
ま
れ
て
い
た
こ
の
家
も
、

空
き
家
と
な
り
廃
れ
か
け
た
。
し
か
し

２
０
１
７
年
（
平
成
29
）
に
宿
泊
施
設
と

し
て
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
さ
れ
、
寅
さ
ん

の
思
い
出
と
と
も
に
今
も
あ
る
。

　

南
東
の
湾
に
面
し
た
こ
こ
「
諸し
ょ

鈍ど
ん

」

は
、
奄
美
大
島
か
ら
大
島
海
峡
を
渡
っ

た
加か

計け

呂ろ

麻ま

島じ
ま

で
最
大
の
集
落
だ
。
80

世
帯
に
１
３
０
人
ほ
ど
が
暮
ら
す
。

　

集
落
の
村
長
兼
自
治
会
長
の
よ
う
な

重
任
を
果
た
す
の
が
区
長
。
諸
鈍
区
長

の
徳と
く 

元は
じ
め
さ
ん
の
家
も
、
デ
イ
ゴ
並
木

の
近
く
の
海
沿
い
に
あ
る
。
徳
さ
ん
に
、

水
道
が
敷
設
さ
れ
る
以
前
に
使
っ
て
い

た
集
落
の
水
源
を
案
内
し
て
も
ら
っ
た
。

諸
鈍
集
落
は
海
岸
か
ら
内
陸
に
か
け
て

金か
ね

久く

2
、
繰く

り
3
、
大お

お

田た

、
里さ

と
4
の
４
地

区
に
分
か
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
共
用
の

水
源
を
も
っ
て
い
た
（
大
田
と
里
で
共
用
）。

　

加
計
呂
麻
島
の
85
％
は
森
林
地
帯
。

急
峻
な
山
麓
の
わ
ず
か
な
扇
状
地
に
集

落
が
点
在
し
、
小
川
が
流
れ
込
む
。

　

リ
リ
ー
の
家
か
ら
内
陸
へ
と
奥
ま
っ

た
、
山
裾
の
藪
に
分
け
入
る
。
島
に
は

ハ
ブ
が
い
る
か
ら
、
不
用
意
に
道
を
外

れ
て
草
む
ら
に
入
る
べ
か
ら
ず
だ
が
、

徳
さ
ん
の
先
導
な
の
で
特
別
だ
。

　

案
内
さ
れ
た
の
は
険
し
い
崖
の
下
。

そ
こ
に
は
、
上
か
ら
流
れ
て
く
る
水
を

受
け
と
め
る
か
の
よ
う
に
据
え
ら
れ
た

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
囲
い
が
あ
っ
た
。

「
湧
き
出
し
と
は
ち
ゃ
う
。
山や
ま

水み
ず

や
ね
。

み
ん
な
『
テ
ラ
ミ
ズ
』
と
呼
ん
ど
っ
た
。

重
機
も
な
い
昔
や
か
ら
手
づ

く
り
。
な
か
に
砂
利
を
敷
い

て
上
澄
み
の
水
を
汲
ん
で
た

ん
で
す
」
と
徳
さ
ん
は
言
う
。

「
昭
和
三
年
」
の
刻
字
が
見

え
る
。
水
流
は
ち
ょ
ろ
ち
ょ

ろ
と
し
か
な
い
が
、「
命
の

水
」
だ
っ
た
こ
ろ
は
あ
ふ
れ

る
く
ら
い
溜
ま
っ
て
い
た
そ

う
だ
。
徳
さ
ん
が
子
ど
も
の

こ
ろ
の
実
家
は
テ
ラ
ミ
ズ
の

そ
ば
。

「
天
秤
棒
や
か
ら
揺
れ
て
、
家
に
着
い

た
ら
バ
ケ
ツ
半
分
し
か
残
ら
な
い
。
一

日
３
回
く
ら
い
汲
み
に
行
っ
て
た
ん
ち

ゃ
う
か
な
。
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
子
ど
も

の
仕
事
。
小
遣
い
も
ら
っ
て
」
と
徳
さ

ん
は
振
り
返
る
。

　

も
っ
と
内
陸
に
あ
る
水
源
も
２
つ
、

見
せ
て
も
ら
っ
た
。
１
つ
は
今
も
農
業

用
水
に
使
わ
れ
て
い
る
。
内
陸
部
で
サ

ト
ウ
キ
ビ
や
芋
、
水
田
を
耕
作
し
、
海

沿
い
の
微
高
地
に
家
を
建
て
た
集
落
は

水
源
を
中
心
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の

だ
。
井
戸
水
の
質
は
あ
ま
り
よ
く
な
い

た
め
、
飲
用
水
や
神
事
で
使
う
水
は
表

流
水
の
共
用
水
源
を
利
用
し
て
い
た
。

　

終
戦
間
際
に
加
計
呂
麻
島
へ
特
攻
隊

長
と
し
て
赴
任
し
た
作
家
の
島
尾
敏
雄

は
、
諸
鈍
集
落
か
ら
10
㎞
ほ
ど
離
れ
た

押お
し

角か
く

集
落
の
ミ
ホ
と
熱
烈
な
恋
愛
の
末

に
結
ば
れ
た
。
ミ
ホ
が
加
計
呂
麻
島
で

の
思
い
出
を
綴
っ
た
著
作
に
次
の
よ
う

な
一
節
が
あ
る
。

「
私
の
家
に
は（
中
略
）二
つ
の
井
戸
が
あ

り
ま
し
た
が
、「
お
茶
の
水
は
泉
の
水
で

な
い
と
美
味
し
く
な
い
の
で
す
よ
」
と

い
う
母
の
言
葉
で
、
毎
日
泉
ま
で
水
を

汲
み
に
行
っ
て
い
ま
し
た
。（
中
略
）
小
さ

な
水
溜
り
は
清
く
澄
み
、
泉
に
映
る
自

分
の
顔
を
み
つ
め
る
だ
け
で
清
め
ら
れ

る
よ
う
な
や
さ
し
さ
を
湛
え
て
い
ま
し

た
」（『
海
辺
の
生
と
死
』
中
央
公
論
新
社 

２
０
１
３
）。

　

こ
の
一
節
か
ら
も
、
加
計
呂
麻
島
の

人
び
と
は
井
戸
よ
り
も
表
流
水
の
共
用

水
源
を
頼
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

共
有
広
場「
ミ
ャ
ー
」を

中
心
と
し
た
空
間
構
造

　

加
計
呂
麻
島
の
大
き
な
特
徴
は
、
ど

の
集
落
に
も
、
ほ
ぼ
中
央
に
共
同
で
使
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水源１（金久）

リリーの家

水源２（繰）

畑

田

水源３（大田・里）

大屯（おおちょん）神社

上田製糖工場

デイゴ並木

水源１
金久

リリー
の家

諸鈍
集落

デイゴ
並木

水源2
繰

水源3
大田・里

諸鈍区長の徳 元さん。大阪で働い
ていたが母親の面倒を見るため、
2016年に加計呂麻島へUターン。

「あっちはせかせかしててね。こっちは
のどかでいい」と笑う。下の写真は徳
さんの家にある古井戸。かつて生活
用水として使っていた

1高台から見た諸鈍集落（金久地
区）。手前は川の水を引き込んだ水
田エリア。奥は海岸沿いの微高地に
建てられた住宅群。ちょっとした高低
差を利用して暮らしている 2諸鈍集
落に３つある水源の１つ「テラミズ」。
金久（かねく）地区の人たちが使って
いた山水。上澄みを飲んでいたという 
3繰（くり）地区の人たちが共用して
いた水源。井戸のようにも見えるが、
斜面上部に石積みがあり、井筒も低
すぎることから山水を溜めていたと考
えられる 4大田（おおた）と里（さと）
の両地区が共同で使っている水源。
沢から直接水をとっている 5映画

『男はつらいよ 寅次郎紅の花』でマ
ドンナのリリーが暮らした「リリーの
家」。現在は宿泊施設 6奄美群島
随一と言われる諸鈍のデイゴ並木。
沖縄との交易が盛んだったころに航
海の目印として植えられたという説も

1

4

5

6

23

国土地理院基盤地図情報「鹿児島」をもとに編集部作図
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う
広
場
「
ミ
ャ
ー
」
が
あ
る
こ
と
だ
。

「
古
く
は
こ
こ
で
、
神
役
を
女
性
が
務

め
る
『
ノ
ロ
』
の
祭
祀
が
執
り
行
な
わ

れ
て
い
た
の
で
す
。
ミ
ャ
ー
に
は
『
ア

シ
ャ
ゲ
』
と
『
ト
ネ
ヤ
』
が
あ
り
ま
す
。

ア
シ
ャ
ゲ
は
主
に
稲
作
儀
礼
を
執
り
行

な
う
た
め
の
祭
場
で
、
ト
ネ
ヤ
は
男
性

神
役
が
居
住
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、

集
落
の
人
し
か
わ
か
ら
な
い
、
ネ
コ
が

通
る
よ
う
な
『
カ
ミ
ミ
チ
』
が
山
裾
か

ら
海
へ
と
続
い
て
い
ま
し
た
。
カ
ミ
ミ

チ
は
祭
祀
の
と
き
に
神
様
が
通
る
と
さ

れ
て
い
る
道
で
す
」

　

そ
う
教
え
て
く
れ
た
の
は
瀬
戸
内
町

立
図
書
館
・
郷
土
館
学
芸
員
の
町 

健

次
郎
さ
ん
。
加
計
呂
麻
島
で
は
、
こ
う

し
た
空
間
構
造
が
、
ど
の
集
落
に
も
共

通
す
る
。
コ
ン
パ
ク
ト
な
扇
状
地
な
の

で
、
人
の
集
ま
る
公
民
館
や
集
会
場
は

す
ぐ
に
わ
か
り
、
そ
こ
が
ミ
ャ
ー
で
あ

る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
見
て
と
れ
る
。

　

ま
た
、
海
岸
か
ら
見
え
る
沖
合
に
屹

立
し
た
岩
場
は
「
タ
チ
ガ
ミ
」
と
い
い
、

突
き
出
た
岬
は
山
の
神
が
降
り
る
場
所

と
さ
れ
る
。

　

複
雑
な
リ
ア
ス
海
岸
沿
い
の
自
動
車

道
を
巡
り
、
点
在
す
る
集
落
を
訪
ね
る

と
、
ト
ネ
ヤ
と
ア
シ
ャ
ゲ
が
現
存
し
て

い
た
。
あ
た
り
の
景
色
に
溶
け
込
ん
で

い
る
そ
の
様
子
が
、
神
事
と
日
常
が
地

続
き
の
島
の
暮
ら
し
を
想
わ
せ
る
。

文
化
が
入
り
混
じ
っ
た

伝
統
芸
能「
諸
鈍
シ
バ
ヤ
」

　

諸
鈍
に
は
平
家
の
落
人
伝
説
が
残
る
。

こ
の
島
に
渡
っ
た
平
た
い
ら
の
す
け
も
り

資
盛
一
族
が
始
め

た
と
伝
え
ら
れ
る
の
が
、
国
指
定
重
要

無
形
民
俗
文
化
財
の
伝
統
芸
能
「
諸
鈍

シ
バ
ヤ
」
だ
。
旧
暦
９
月
９
日
、
資
盛

を
祀
る
大お
お
ち
ょ
ん屯神
社
の
境
内
で
、
20
あ
っ

た
う
ち
の
11
演
目
が
上
演
さ
れ
る
。

　

演
目
の
前
に
、
拍
子
木
や
ホ
ラ
貝
な

ど
を
手
に
男
衆
が
練
り
歩
く
「
楽
屋
入

り
」
で
の
、
三
味
線
と
太
鼓
を
伴
奏
に

独
特
の
節
回
し
や
お
囃
子
が
耳
に
つ
い

て
離
れ
な
い
。
獅
子
退
治
や
美
女
と
大

蛇
の
人
形
芝
居
な
ど
は
滑
稽
で
、
琉
球

交
易
の
地
だ
っ
た
こ
の
島
ら
し
い
、
大

和
と
琉
球
の
文
化
が
混
じ
っ
た
よ
う
な

楽
し
い
芸
能
だ
。
島
外
か
ら
も
多
く
の

観
客
を
集
め
て
い
る
。
そ
し
て
観
客
だ

け
で
な
く
、
瀬
戸
内
を
挟
ん
だ
奄
美
大

島
に
住
む
加
計
呂
麻
島
出
身
者
も
大
勢

集
ま
る
。
普
段
は
静せ
い

謐ひ
つ

な
島
だ
が
、
こ

の
日
だ
け
は
別
だ
。

　

諸
鈍
シ
バ
ヤ
の
開
幕
で
は
大
屯
神
社

の
土
俵
を
掃
き
浄
め
る
が
、
集
落
の
公

民
館
が
建
つ
広
場
に
も
土
俵
が
あ
る
。

旧
暦
８
月
の
豊
年
祭
で
は
、
相
撲
と
余

興
が
披
露
さ
れ
、
青
年
団
と
と
も
に
子

ど
も
た
ち
も
ま
わ
し
を
つ
け
る
。

　

相
撲
で
は
力
士
が
取
組
前
に
口
に
含

む
「
力
水
」
が
つ
き
も
の
だ
。
神
聖
な

る
水
な
の
で
、
こ
れ
も
か
つ
て
は
貴
重

な
共
用
水
源
か
ら
と
っ
た
の
だ
ろ
う
。

循
環
農
法
で
つ
く
る

昔
な
が
ら
の
純
黒
糖

　

丘
の
上
か
ら
諸
鈍
集
落
を
眺
め
る
と

煙
突
の
煙
が
た
な
び
い
て
い
た
。
上
田

製
糖
工
場
だ
。
サ
ト
ウ
キ
ビ
は
薩
摩
藩

統
治
時
代
か
ら
奄
美
群
島
の
基
幹
作
物
。

往
時
か
ら
す
れ
ば
減
っ
た
が
、
加
計
呂

麻
島
に
は
今
も
５
つ
の
製
糖
工
場
が
あ

る
。
サ
ト
ウ
キ
ビ
の
栽
培
に
最
も
重
要

な
の
は
豊
富
な
水
。
亜
熱
帯
気
候
で
雨

の
多
い
南
西
諸
島
は
栽
培
適
地
だ
。　

　

上
田
製
糖
工
場
で
は
、
サ
ト
ウ
キ
ビ

の
搾
り
汁
を
煮
詰
め
る
工
程
で
灰あ

汁く

を

絶
妙
の
塩
梅
で
取
り
つ
づ
け
る
昔
な
が

ら
の
手
づ
く
り
で
、
無
精
製
の
純
粋
な

黒
糖
を
生
み
出
す
。
釜
の
燃
料
は
サ
ト

ウ
キ
ビ
の
搾
り
滓か
す

。
繁
殖
牛
を
飼
育
し

て
お
り
、
サ
ト
ウ
キ
ビ
の
葉
は
牛
に
飼

料
と
し
て
与
え
、
搾
り
滓
は
牛
に
踏
ま

せ
て
堆
肥
に
も
す
る
。
さ
ら
に
そ
の
堆

肥
で
牧
草
も
育
て
る
。
ど
こ
に
も
無
駄

の
な
い
、
見
事
な
循
環
型
の
農
業
だ
。

「
３
月
か
ら
４
月
に
一
番
糖
度
が
上
が

る
品
種
の
キ
ビ
だ
け
を
使
っ
て
る
も
ん

や
か
ら
、
品
種
に
よ
っ
て
は
収
穫
が
始

ま
る
12
月
に
は
作
業
し
な
い
。
そ
の
こ

ろ
は
ま
だ
糖
度
が
乗
っ
て
な
い
し
、
時

季
が
遅
す
ぎ
て
も
糖
度
が
抜
け
て
砂
糖

に
な
ら
な
い
。
加
工
糖
や
ザ
ラ
メ
糖
を

入
れ
れ
ば
年
間
通
し
て
つ
く
れ
は
す
る

け
ど
、
そ
れ
じ
ゃ
純
な
黒
糖
に
は
な
ら

ん
の
よ
な
」
と
上
田
博
和
さ
ん
。

　

工
場
で
し
か
入
手
で
き
な
い
「
菓
子

糖
」
を
口
に
含
む
。
と
た
ん
に
ホ
ロ
ホ

ロ
と
溶
け
出
す
。
コ
ク
の
あ
る
甘
さ
が

広
が
る
が
、
し
つ
こ
さ
は
一
切
な
い
。

　

上
田
製
糖
工
場
を
含
め
、
島
内
に
５

つ
も
の
製
糖
工
場
が
あ
る
よ
う
に
、
小

さ
な
扇
状
地
で
限
ら
れ
た
水
源
や
そ
の

他
の
資
源
を
大
事
に
使
っ
て
暮
ら
し
て

き
た
加
計
呂
麻
島
の
人
び
と
。
も
う
ノ

ロ
は
い
な
い
し
、
祭
祀
と
水
と
の
関
係

も
薄
ら
い
で
い
る
が
、
祭
祀
の
痕
跡
が

集
落
ご
と
に
見
ら
れ
る
、
こ
の
静
か
な

島
に
は
心
惹
か
れ
る
も
の
が
あ
る
。

（
２
０
２
２
年
４
月
26
～
28
日
取
材
）

【加計呂麻島】
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カミミチ
神道

カミミチ
神道

カミヤマ
神山

山水・湧水

タチガミ
立神

海

土俵や公民館
アシャゲ トネヤ

川

サト
里

ミャー

大屯神社

カミミチ

ミャートネヤ アシャゲ

諸鈍
シバヤ

タチガミ

黒糖

奄
美
の
ソ
ウ
ル
ド
リ
ン
ク「
ミ
キ
」

　
加
計
呂
麻
島
の
国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
の
伝
統

芸
能「
諸
鈍
シ
バ
ヤ
」で
は
、集
落
の
婦
人
会
な
ど
が
協
力
し
て

「
ミ
キ
」を
つ
く
り
、観
客
と
演
者
に
ふ
る
ま
う
。ノ
ロ
の
祭
祀

や
豊
年
祭
で
奉
納
さ
れ
た「
神
酒
」が
語
源
だ
が
ア
ル
コ
ー
ル

飲
料
で
は
な
い
。奄
美
群
島
や
沖
縄
で
市
販
さ
れ
親
し
ま
れ
て

い
る
乳
酸
菌
飲
料
で
、米
と
サ
ツ
マ
イ
モ
を
発
酵
さ
せ
て
つ
く

る
。ド
ロ
ッ
と
し
た
喉
ご
し
は
、甘
い
お
か
ゆ
、も
し
く
は
ノ
ン

ア
ル
コ
ー
ル
の
甘
酒
と
い
っ
た
感
じ
。冷
や
し
て
飲
む
と
夏
バ

テ
防
止
に
い
い
そ
う
だ
。石

を
積
ん
で
魚
を
獲
る「
垣
漁
」

　
遠
浅
の
海
岸
に
石
を
積
み
上
げ
、半
円

形
の
長
い
堤
を
築
く
と
、満
潮
時
に
海
水

が
石
積
み
を
越
え
て
流
入
す
る
。干
潮
時
、

海
水
が
引
い
て
干
潟
に
な
っ
た
浜
に
取
り

残
さ
れ
た
魚
を
網
や
竹
籠
、素
手
な
ど
で

捕
獲
す
る
。「
石い
し

干ひ

見び

」と
い
う
古
式
漁
法

だ
。奄
美
、沖
縄
地
方
で
は
か
つ
て
数
多
く

行
な
わ
れ
、海
中
に
石
垣
の
よ
う
な
囲
い

を
築
く
こ
と
か
ら「
垣
漁
」と
呼
ば
れ
て
い

た
。加
計
呂
麻
島
で
は
集
落
で
共
用
し
、

そ
の
痕
跡
の
石
積
み
が
今
も
見
ら

れ
る
。戦
後
し
ば
ら
く
ま
で
は

現
役
の
漁
法
だ
っ
た
と
い
う
。

Column 02

Column 03

7加計呂麻島の実久（さねく）集落の
神の小屋「アシャゲ」 8実久集落にあ
る広場「ミャー」 9嘉入（かにゅう）集落
にある「トネヤ」 10諸鈍集落の「カミミ
チ」（神道）。祭祀のときに神様が通る
道 11『南島雑話』に描かれた「山の
神」 奄美市立奄美博物館蔵 12西阿
室集落の「タチガミ」（立神） 13国指定
重要無形民俗文化財の伝統芸能「諸
鈍シバヤ」が上演される「大屯神社」 
14旧暦の9月9日に大屯神社で行なわ
れる「諸鈍シバヤ」。演目「ククワ節」よ
り 91214提供：町 健次郎さん

木慈集落の魚垣 提供：町 健次郎さん

15上田製糖工場が製造・販売するつぶ
糖（上）とこな糖（下） 16集落の人に頼
まれた分しかつくらない「菓子糖」。固め
ないので圧倒的に柔らかく、そして美味 
17諸鈍集落にある上田製糖工場。集
落内のサトウキビだけを使って黒糖を製
造している 18畑から手作業で切りとっ
て運び込んだサトウキビ 19上田製糖工
場の社長を務める上田博和さん

瀬戸内町立図書館・郷土館学芸員の
町 健次郎さん。奄美群島の民俗学が
専門で与論島出身

11

16

17

15

12

8

1819

79

1314

10

奄美大島・加計呂麻島における集落（シマ）の構造例

町 健次郎さん提供資料をもとに編集部作成
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【与論島】
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25

戦
後
、
沖
縄
が
返
還
さ
れ
る
ま
で
「
日
本
最

南
端
の
島
」
と
し
て
人
気
を
博
し
た
与よ

論ろ
ん
じ
ま島
。

泊
ま
る
宿
が
見
つ
か
ら
ず
「
廊
下
で
い
い
か

ら
寝
か
せ
て
く
れ
」
と
頼
み
込
む
観
光
客
も

多
く
、
部
屋
数
に
余
裕
が
あ
る
家
は
ほ
ぼ
す

べ
て
が
民
宿
の
看
板
を
掲
げ
た
と
い
う
。
高

台
か
ら
は
沖
縄
島
最
北
端
の
辺へ

ど
み
さ
き

戸
岬
を
望
む

こ
と
が
で
き
る
。
島
を
一
周
す
る
の
に
車
で

１
時
間
程
度
と
コ
ン
パ
ク
ト
な
サ
ン
ゴ
礁
の

島
の
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
水
事
情
と

魅
力
を
追
っ
た
。

与論島東部の大金久（おおがねく）海岸。
この沖に白い砂浜「百合ヶ浜」が出現する

与論島
面積20.56㎢ / 2057世帯 / 5327人
『SHIMADAS』（日本離島センター 2019）より

供利港

ヨロン駅

与論空港

茶花漁港
茶花

与論町役場

舵引き丘
（ハジピキパンタ）

与論島循環線

寺崎海岸

サザンクロスセンター
与論城跡

屋川

古里浄水場
（海水淡水化施設）

赤崎鍾乳洞
与論民俗村
アマンジョー
麦屋漁港ヤゴー

百合ヶ浜
大
金
久
海
岸

お
お
が
ね
く

身も心もほどけるような楽園の水事情―与論島



26

大
潮
の
干
潮
時
に
現
れ
る

幻
の
白
い
砂
浜

滞
在
３
日
目
。
よ
う
や
く
晴
れ
た
日

に
海
を
見
て
息
を
呑
ん
だ
。
な
ん
と
い

う
色
な
の
か
。
エ
メ
ラ
ル
ド
グ
リ
ー
ン

と
も
違
う
、
や
や
乳
白
が
か
っ
た
青
。

近
い
の
は
タ
ー
コ
イ
ズ
ブ
ル
ー
、
あ
る

い
は
白び
ゃ
く
ぐ
ん群か

―
。

奄
美
群
島
で
も
っ
と
も
南
に
位
置
す

る
与よ

論ろ
ん
じ
ま島

は
隆
起
サ
ン
ゴ
礁
の
島
で
あ

り
、
そ
の
海
の
美
し
さ
は
つ
と
に
知
ら

れ
て
い
る
。
運
の
い
い
こ
と
に
訪
れ
た

と
き
は
ち
ょ
う
ど
大
潮
の
時
期
で
、
干

潮
時
に
は
幻
の
砂
浜
と
呼
ば
れ
る
「
百ゆ

合り

ヶが

浜は
ま

」
が
現
れ
る
と
い
う
。「
年
齢
の

数
だ
け
星
砂
を
拾
え
ば
幸
せ
に
な
れ

る
」
と
教
え
て
も
ら
っ
た
が
、
と
て
も

拾
い
き
れ
る
数
で
は
な
い
の
で
あ
き
ら

め
た
。

百
合
ヶ
浜
に
は
大お
お
が
ね金
久く

海
岸
か
ら
グ

ラ
ス
ボ
ー
ト
で
渡
る
。
一
人
３
０
０
０

円
也
。
だ
が
そ
の
価
値
は
十
分
に
あ
る
。

海
と
白
い
砂
浜
、
青
い
空

―
身
も
心

も
ほ
ど
け
て
い
く
。

島
内
の
主
要
な
浜
の
そ
ば
に
は
シ
ャ

ワ
ー
を
備
え
た
公
共
ト
イ
レ
が
あ
る
。

泳
い
だ
後
に
無
料
で
シ
ャ
ワ
ー
が
使
え

る
の
は
う
れ
し
い
が
、
与
論
島
は
量
的

に
も
質
的
に
も
「
水
に
乏
し
い
島
」
で

あ
る
。
そ
の
こ
と
を
、
こ
こ
を
訪
れ
る

ほ
と
ん
ど
の
観
光
客
は
知
ら
な
い
。

人
び
と
が
水
を
得
た

井
戸
と
地
下
水

与
論
島
の
年
降
水
量
の
平
年
値
は
１

７
９
８
・
１
㎜
（
１
９
９
１
～
２
０
２
０
年
）。

奄
美
市
名
瀬
の
約
２
８
０
０
㎜
、
沖
縄

県
那
覇
市
の
約
２
０

０
０
㎜
に
比
べ
て
も

少
な
い
。
島
は
小
さ

く
、
水
を
蓄
え
ら
れ

る
高
い
山
も
森
も
な

い
。
た
と
え
雨
が
降

っ
て
も
隆
起
サ
ン
ゴ

礁
の
島
な
の
で
水
は

抜
け
て
し
ま
う
の
だ
。

た
だ
し
、
地
下
に

浸
透
す
る
水
が
と
こ

ろ
ど
こ
ろ
で
湧
き
出

し
て
い
る
。
古
来
、

人
び
と
は
そ
こ
で
水

を
得
て
い
た
。
今
も

残
る
井
戸
や
地
下
水

を
与
論
町
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課
の

南
勇
輔
さ
ん
に
案
内
し
て
も
ら
う
。

与
論
島
へ
最
初
に
上
陸
し
た
人
び
と

が
使
っ
た
と
伝
わ
る
の
が
、
赤
崎
海
岸

の
そ
ば
に
あ
る
井
戸
「
ア
マ
ン
ジ
ョ
ー
」。

付
近
に
は
緑
り
ょ
く
し
ょ
く
が
ん

色
岩
の
露
頭
が
あ
る
。「
硬

い
岩
に
浸
透
を
は
ば
ま
れ
た
水
が
出
て

く
る
よ
う
で
す
」
と
南
さ
ん
。
す
ぐ
そ

1上空から見た与論島。高い山も深い森もなく、周囲約23㎞ととても小さいが美しい島だ 
23最初に与論島へ上陸した人びとが使ったとされる井戸「アマンジョー」。内部はこのよう
にゴツゴツしている 45城（ぐすく）集落の生活用水として使われていた「屋川（ヤゴー）」。
急な階段を下りた先にある洞窟内を水が流れている。半竹状の石樋は与論城築城時につく
られたともいわれるが判然としない

与論町教育委員会生涯学習
課の南勇輔さん。町指定天
然記念物の「麦屋井（ヰ（イ）
ンジャゴー）」の前で

23

1
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ば
に
は
縄
文
晩
期
の
遺
跡
が
発
掘
さ
れ

て
い
る
。
縄
文
人
も
ア
マ
ン
ジ
ョ
ー
の

水
を
使
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

も
う
一
つ
有
名
な
の
が
「
屋ヤ
ゴ
ー川
」。

城ぐ
す
く集

落
の
そ
ば
の
洞
窟
に
あ
る
。
石
造

り
の
階
段
を
下
り
て
い
く
と
琉
球
石
灰

岩
の
台
地
に
浸
み
込
ん
だ
雨
が
地
下
水

と
な
り
滔
々
と
流
れ
て
い
た
。
手
を
浸

け
る
と
冷
た
い
。
水
を
導
く
た
め
の
半

竹
状
の
石
樋
が
据
え
ら
れ
て
い
る
が
、

い
つ
誰
が
つ
く
っ
た
か
定
か
で
は
な
い
。

石
樋
が
ど
こ
ま
で
続
い
て
い
る
の
か
確

か
め
よ
う
と
身
を
屈
め
て
奥
に
向
か
う

が
、
体
が
入
ら
ず
断
念
し
た
。

「
か
ん
水
」を
淡
水
化

硬
度
も
和
ら
げ
る
装
置

井
戸
や
地
下
水
、
雨
水
を
集
め
て
暮

ら
す
島
民
が
待
ち
望
ん
だ
水
道
（
簡
易
水

道
）
が
引
か
れ
た
の
は
１
９
６
４
年
（
昭

和
39
）。
し
か
し
、
水
道
水
の
量
と
質
の

問
題
は
そ
の
後
も
付
い
て
回
る
。

与
論
島
の
水
道
水
源
は
す
べ
て
地
下

水
だ
。
こ
の
水
は
琉
球
石
灰
岩
に
由
来

す
る
た
め
硬
度
が
高
い
。
健
康
に
影
響

は
な
い
が
、
石
灰
分
な
ど
が
析
出
す
る

こ
と
で
ボ
イ
ラ
ー
は
詰
ま
り
、
ヤ
カ
ン

や
ポ
ッ
ト
の
底
に
白
い
塊
が
こ
び
り
つ

く
。
観
光
客
が
押
し
寄
せ
る
夏
場
や
干

ば
つ
時
に
地
下
水
を
汲
み
上
げ
す
ぎ
る

と
そ
こ
に
海
水
が
浸
み
込
み
、
塩
水
化

す
る
危
険
を
常
に
は
ら
ん
で
い
た
。
畑

の
肥
料
や
家
畜
の
屎
尿
、
生
活
雑
排
水

に
よ
る
硝
し
ょ
う
さ
ん
た
い

酸
態
窒ち

っ

素そ

の
問
題
も
あ
っ
た
。

安
心
し
て
水
を
飲
み
た
い

―
そ
の

思
い
は
島
民
共
通
だ
っ
た
。
お
よ
そ
10

年
か
け
て
国
や
県
に
働
き
か
け
、
２
０

０
１
年
（
平
成
13
）
に
稼
働
し
た
の
が
「
海

水
淡
水
化
施
設
」
だ
。

与
論
町
水
道
課
の
仁に

禮れ
い

和
男
さ
ん
と

富
永
淳
さ
ん
に
頼
ん
で
、
海
水
淡
水
化

施
設
を
備
え
た
古ふ
る
さ
と里

浄
水
場
を
訪
ね
る
。

「
９
カ
所
の
水
源
か
ら
の
水
を
古
里
浄

水
場
へ
導
水
し
ま
す
。
急
速
ろ
過
設
備

で
前
処
理
を
行
な
っ
て
か
ら
、『
電
気

透
析
イ
オ
ン
交
換
膜
法
』
装
置
で
硬
度

や
不
純
物
、
窒
素
分
、
塩
分
な
ど
を
除

去
し
、
塩
素
で
消
毒
し
た
後
、
配
水
池

へ
送
水
し
て
い
ま
す
」
と
仁
禮
さ
ん
。

事
の
発
端
は
、
既
存
の
水
源
で
は
量

の
確
保
が
あ
や
し
く
な
っ
た
こ
と
。
新

た
な
水
源
と
し
た
の
は
、
既
存
の
水
源

よ
り
質
は
落
ち
る
も
の
の
水
量
は
確
保

で
き
る
、
海
水
と
淡
水
の
中
間
く
ら
い

の
塩
分
を
含
む
「
か
ん
水
」
だ
っ
た
。

そ
こ
で
、
既
存
の
水
源
の
水
と
合
わ
せ

て
電
気
透
析
イ
オ
ン
交
換
膜
法
で
処
理

し
て
質
を
高
め
、
配
水
す
る
こ
と
に
。

そ
の
結
果
、
か
ん
水
は
淡
水
（
真
水
）
に
、

カ
ル
シ
ウ
ム
や
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
の
数
値

も
下
が
り
、
硝
酸
態
窒
素
も
あ
る
程
度

除
去
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

悩
み
は
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
。
動
力

67海水を淡水に替えて不純物をろ過する電気透析イオン交換膜法を用いた海水淡水化装
置。水源の水を集めて屋外の急速ろ過設備で前処理を行ないこの装置を通す。メンテナンスは
年に2回。6月と12月に7～8名が2週間かけて洗浄する 8メンテナンス時や故障時に用いる予
備の交換膜（1台）。膜2枚・網2枚の計4枚が1セットで、1台で260セット必要。それが全部で5台
ある。膜は1枚5万円とかなり高価 9海水淡水化施設を備えた古里浄水場。屋外にあるのは急
速ろ過設備で奥の建屋に海水淡水化装置がある �右から与論町水道課の富永淳さん、仁礼
和男さん、浄水場や水源地の管理を担う平田裕之さん

89

10

■電気透析イオン交換膜法の原理

与論町水道課提供資料をもとに編集部作成

陽
極

陰
極

イオン交換膜と電気の働きで溶液中のイオン性物質の脱塩・濃縮・精製・回収を行ない、
脱塩液は飲料水となり濃縮液は捨てる

A C A C CA

濃縮液

濃縮液

原液

脱塩液

飲める
水

捨てる
水

A：陰イオン交換膜
C：陽イオン交換膜

脱塩室 濃縮室 脱塩室 濃縮室 脱塩室
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と
し
て
電
気
代
が
年
間
１
８
５
０
万
円
、

薬
品
代
が
同
１
３
０
０
万
円
弱
。
与
論

町
は
県
内
で
も
っ
と
も
水
道
料
金
が
高

い
。
節
水
し
な
い
と
島
の
人
び
と
に
迷

惑
を
か
け
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

多
様
だ
っ
た
南
の
島
の

か
つ
て
の
文
化
伝
え
る

そ
れ
は
こ
れ
ま
で
見
た
こ
と
が
な
い
、

変
わ
っ
た
形
の
茅
葺
屋
根
だ
っ
た
。

昔
の
民
家
や
民
具
を
残
す
私
設
資
料

館
「
与
論
民
俗
村
（
以
下
、
民
俗
村
）」
に
は
、

丸
い
茅
葺
屋
根
の
建
物
が
２
棟
並
ん
で

い
る
。

「
与
論
で
は
台
風
を
考
え
て
小
さ
な
建

物
を
分
け
て
、
し
か
も
低

く
建
て
ま
す
。
ま
た
、
風

切
り
を
よ
く
す
る
た
め
正

方
形
で
す
。
本
州
の
よ
う

な
長
方
形
だ
と
一
辺
が
風

を
多
く
受
け
て
ひ
っ
く
り

返
り
や
す
い
。
屋
根
材
も

与
論
は
ス
ス
キ
で
、
お
隣

の
ヤ
ン
バ
ル
（
沖
縄
島
北
部
）
は

竹
。
そ
の
島
が
も
つ
資
源

や
気
候
、
地
形
に
合
わ
せ
る
の
で
、
南

の
島
の
暮
ら
し
に
は
か
つ
て
多
様
性
が

あ
り
ま
し
た
」

そ
う
話
す
の
は
村
長
の
菊 

秀ひ
で
の
り史
さ

ん
。
民
俗
村
の
原
点
は
、
菊
さ
ん
の
母
、

千
代
さ
ん
が
「
こ
れ
以
上
失
わ
れ
た
ら

取
り
戻
せ
な
い
」
と
島
内
の
民
具
を
集

め
は
じ
め
た
昭
和
30
年
代
後
半
。
捨
て

よ
う
と
し
て
い
た
ご
み
を
集
め
る
の
で

当
時
は
変
人
扱
い
さ
れ
た
そ
う
だ
が
、

徐
々
に
島
民
の
理
解
を
得
て
膨
大
な
数

の
民
具
が
集
ま
っ
た
。

菊
さ
ん
は
小
学
校
１
、

２
年
生
の
こ
ろ
、
天
秤
棒

と
バ
ケ
ツ
を
持
っ
て
ア
マ

ン
ジ
ョ
ー
へ
水
汲
み
に
通

っ
た
。
こ
の
地
区
に
水
道

が
開
通
す
る
１
９
６
５
年

（
昭
和
40
）
ま
で
日
課
だ
っ

た
。
水
を
こ
ぼ
さ
ず
に
持

ち
帰
る
に
は
コ
ツ
が
あ
る
。

井
戸
の
そ
ば
の
ソ
テ
ツ
や
葉
が
多
く
つ

い
た
枝
を
バ
ケ
ツ
に
入
れ
る
と
表
面
張

力
が
働
い
て
こ
ぼ
れ
に
く
い
。

民
俗
村
に
は
雨
水
を
溜
め
る
昔
の
し

く
み
も
展
示
さ
れ
て
い
る
。
木
の
幹
に

撚
り
束
ね
た
草
を
巻
き
、
先
端
は
甕か
め

に

��茶花漁港に水揚げされた魚と島内の仲買人による競り。前
日は荒天予報だったため、通常よりかなり魚が少ない。すべて島
内で消費されるという �茶花漁港の競りを覗いた日、水揚げが
一番多かった阿野（あの）忠義さん。一度島を出て10年前に戻り
漁師となった。与論島には20代、30代の若手漁師が多いと言う

漁港に棲みついたウ
ミガメ

　ポカンポカンと何頭ものウミガメが呼吸をするために
浮上する。ここ茶花漁港にはウミガメが棲みついてい
る。７頭いると言う人もいれば、20頭近くいると話す人
もいて正確な数はわからない。ウミガメは漁師が獲物を
さばいて放るエラや内臓を食べて育つ。しかし困ったこ
ともある。「スーナ」というゆが
くと美味な海藻を食べつくして
しまうのだ。また釣り人はウミガ
メが現れると魚が釣りづらくな
るため、頭を抱える。自然と人の
共生は一筋縄ではいかない。

1112

151617
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突
っ
込
む
。
幹
を
つ
た
っ
て
落
ち
る
雨

を
集
め
る
た
め
だ
。
本
来
は
ガ
ジ
ュ
マ

ル
な
ど
の
常
緑
樹
に
し
か
け
る
。
使
い

古
し
の
ホ
ー
ス
を
巻
く
こ
と
も
あ
っ
た
。

菊
さ
ん
は
、
家
族
経
営
の
民
俗
村
で

郷
土
料
理
、
衣
服
、
芸
能
、

住
ま
い
な
ど
、
こ
の
島
の

文
化
を
伝
え
つ
づ
け
る
。

「
理
想
は
お
客
さ
ま
が
泊

ま
っ
て
、
海
に
行
っ
て
魚

を
釣
り
、
芋
を
つ
く
る
。

昔
話
を
し
な
が
ら
方
言
も

伝
え
て
…
…
私
の
代
で
実

現
す
る
の
は
厳
し
そ
う
な

の
で
、
子
ど
も
や
孫
に
引

き
継
ぎ
ま
す
」

自
給
自
足
の
香
り
残
る

与
論
島
の
暮
ら
し

島
内
を
巡
る
と
、
シ
ニ
ア
カ
ー
に
乗

っ
た
お
年
寄
り
が
多
い
こ
と
に
気
づ
く
。

ゆ
っ
く
り
走
り
、
店
先
を
覗
き
、
何
か

買
っ
て
は
走
り
出
す
。
与
論
島
の
の
ん

び
り
し
た
雰
囲
気
に
よ
く
似
合
う
光
景

だ
。
裏
を
返
せ
ば
乱
暴
な
運
転
を
す
る

人
が
い
な
い
な
ど
シ
ニ
ア
カ
ー
が
走
れ

る
生
活
環
境
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

ま
た
、
台
風
が
立
て
続
け
に
来
た
ら

物
流
が
２
週
間
止
ま
る
こ
と
も
あ
る
の

で
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
備
え
て
自
給
自

足
に
近
い
暮
ら
し
が
残
る
。
民
俗
村
そ

ば
の
漁
港
で
話
し
た
二
人
組
の
漁
師
は
、

家
で
食
べ
る
分
の
米
を
つ
く
り
、
海
に

出
て
は
魚
を
獲
り
、
親
戚
や
友
人
と
魚

や
野
菜
を
融
通
す
る
と
言
っ
て
い
た
。

最
盛
期
は
年
間
15
万
人
が
訪
れ
て
い

た
与
論
島
。
そ
の
後
は
減

少
し
た
も
の
の
コ
ロ
ナ
禍

の
前
は
Ⅴ
字
回
復
し
て
い

た
。
与
論
島
の
海
と
人
懐

っ
こ
い
島
の
人
び
と
に
惹

か
れ
、
半
年
単
位
で
本
土

と
行
き
来
し
て
働
き
暮
ら

す
女
性
た
ち
が
い
た
。
し

か
も
何
人
も
だ
。

取
材
を
終
え
、
沖
縄
島

の
本も
と

部ぶ

港
へ
向
か
う
フ
ェ

リ
ー
に
乗
る
。
徐
々
に
遠
ざ
か
る
小
さ

く
て
平
た
い
島
影
を
甲
板
か
ら
眺
め
な

が
ら
、
取
材
中
に
教
え
て
も
ら
っ
た
新

民
謡
『
与
論
小
唄
』
の
一
節
を
思
い
出

す
。

「
木
の
葉
み
た
い
な
わ
が
よ
ろ
ん

何
の
楽
し
み
も
な
い
と
こ
ろ

好
き
な
あ
な
た
が
い
れ
ば
こ
そ

い
や
な
与
論
も
好
き
と
な
る
」

形
は
木
の
葉
か
も
し
れ
な
い
が
、
吹

き
飛
ぶ
よ
う
な
軽
さ
は
な
い
。
与
論
島

の
魅
力
や
楽
し
み
は
、
美
し
い
海
以
外

に
も
た
く
さ
ん
あ
る
。

（
２
０
２
２
年
５
月
１
～
４
日
取
材
）

　菊 秀史さんの案内で与論民俗村を巡っ
たとき、天井から吊り下げられた丸い網
があった。これは赤ん坊を寝かせるため
のゆりかご。菊さんは子ども４人をこれで
育てた。鹿児島から北関東あたりはわら
で編んだ箱で、東北は丸いわらかごだが、
奄美大島から南はハンモック文化だと菊
さんは言う。ゆっくり揺らすので赤ん坊
の寝つきが早い。奄
美大島の名瀬港か
ら与論島の供

とも

利
り

港
までのフェリーでや
けにぐっすり眠れた
のは、ハンモックと
同じようにゆっくり
揺すられたからかも
しれない。

�与論民俗村にある丸い茅葺屋根の建物2棟。与論島は主にススキを用いるが、沖縄島北部は竹 �与論民俗村に展示されて
いる雨水を溜めるためのしくみ。水に恵まれない島で生きるための知恵と工夫だ �ずらりと並んだ甕。与論島の土では甕がつくれな
いので、大部分は沖縄産。杉など木材のある本州は樽が、木材が乏しい島は甕がそれぞれ発達した �与論民俗村を経営する菊 
秀史さん（右）、妻の友子さん、長男の凛太郎さん。友子さんはイトバショウの繊維を用いる「与論島の芭蕉布製造技術」（国指定重
要無形民俗文化財）を秀史さんの母、千代さんから受け継いだ。凛太郎さんは筑波大学大学院で民俗学を専攻して戻ってきた

�与論島の中心市街地、茶花のまちなみ。のんびり散歩するの
にちょうどいい規模。この日は憲法記念日だったため国旗が目立
つ �市街地を離れるとこうした風景が広がる。険しい山こそない
ものの起伏は比較的ある。台風被害を抑えるよう建物は低く建
てられている �供利（ともり）港に接岸したフェリー。空港もある
が物資の運搬という点では今も船の方が重要

南の島のハンモック
文化
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分
を
蓄
え
、
し
み
出
た
水
が
数
え
き
れ
な

い
ほ
ど
の
川
や
滝
と
な
っ
て
流
れ
出
る
屋

久
島
は
、
水
力
発
電
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
給

を
実
現
。
素
晴
ら
し
い
の
は
、
島
の
人
び

と
が
「
屋
久
島
は
水
の
島
」
と
い
う
意
識

を
も
ち
、
登
山
客
の
増
加
で
危
機
に
瀕
し

た
水
源
を
守
ろ
う
と
努
力
し
て
い
る
点
だ
。

　

地
下
水
の
質
が
よ
く
な
い
う
え
、
人
び

と
が
扇
状
地
の
末
端
で
暮
ら
す
加
計
呂
麻

島
の
場
合
、
海
の
そ
ば
の
井
戸
で
は
海
水

が
混
じ
り
が
ち
。
だ
か
ら
山
水
や
湧
水
を

集
落
が
共
同
で
管
理
し
、
用
い
て
き
た
。

　

与
論
島
の
水
は
硬
度
が
高
く
、
新
た
に

確
保
し
た
水
源
が
塩
分
を
含
む
た
め
、
急

速
ろ
過
設
備
と
電
気
透
析
イ
オ
ン
交
換
膜

法
で
硬
度
を
下
げ
て
配
水
す
る
。
コ
ス
ト

が
嵩
み
水
道
代
は
鹿
児
島
県
内
で
最
も
高

い
が
、
そ
の
道
を
選
ん
だ
。

　

本
土
の
よ
う
に
地
続
き
な
ら
ば
近
隣
自

治
体
か
ら
の
融
通
も
期
待
で
き
る
が
、
島

で
そ
れ
は
望
め
な
い
の
で
、
文
明
の
利
器

も
用
い
な
が
ら
水
の
質
と
量
を
確
保
し
て

い
る
。
今
回
は
取
り
上
げ
て
い
な
い
が
、

水
や
耕
地
に
限
り
が
あ
る
た
め
、
一
定
の

世
帯
数
・
人
口
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
て

き
た
島
も
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
島
の
暮
ら
し

は
シ
ビ
ア
だ
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
３
つ
の
島
で
お
会

い
し
た
人
た
ち
は
皆
明
る
く
、
親
し
み
や

す
か
っ
た
。
初
対
面
な
の
に
昔
か
ら
の
知

り
合
い
の
よ
う
に
ス
ッ
と
心
理
的
な
距
離

を
縮
め
る
の
だ
。そ
れ
も
ご
く
自
然
に
。そ

の
親
し
み
や
す
さ
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
。

　

加
計
呂
麻
島
と
奄
美
大
島
を
結
ぶ
フ
ェ

リ
ー
で
取
材
中
と
知
っ
た
乗
組
員
が
最
上

階
の
甲
板
に
招
い
て
く
れ
た
。
レ
ン
タ
カ

ー
を
電
話
予
約
す
る
と
「
鍵
を
付
け
て
お

く
か
ら
勝
手
に
乗
っ
て
行
っ
て
」
と
言
わ

れ
る
。
屋
久
島
で
一
人
旅
の
女
性
を
よ
く

見
か
け
た
の
は
、
た
と
え
一
人
で
も
緊
張

を
強
い
ら
れ
る
場
面
が
少
な
い
か
ら
だ
ろ

う
。
コ
ロ
ナ
禍
で
自
粛
し
て
い
る
が
、
与

論
島
に
は
遠
方
か
ら
の
客
を
島
の
酒
で
も

て
な
す
「
与よ

論ろ
ん

献け
ん

奉ぽ
う

」
が
あ
る
。
主
人
が

盃
に
酒
を
注
ぎ
口
上
を
述
べ
て
飲
み
干
し
、

客
に
盃
を
回
す
。
受
け
取
っ
た
客
は
口
上

を
述
べ
て
酒
を
い
た
だ
き
、
次
の
人
に
盃

を
回
す
（
飲
め
な
い
人
は
飲
ま
な
く
て
大
丈
夫
）。

そ
れ
で
み
ん
な
仲
よ
く
な
っ
て
い
く
。

　

と
に
か
く
臨
機
応
変
に
、
こ
ち
ら
が
恐

縮
す
る
く
ら
い
親
切
で
柔
和
に
応
じ
て
く

れ
る
。「
欲
深
く
な
ら
ず
満
足
す
る
こ
と
が

で
き
る
者
は
心
が
富
ん
で
豊
か
で
あ
る
」

と
い
う
意
味
を
も
つ
老
子
の
言
葉
「
足
る

近
い
け
れ
ど
違
う

３
つ
の
島
の
水
環
境

　

屋
久
島
、
加
計
呂
麻
島
、
与
論
島
を
巡

っ
た
今
回
の
取
材
。
３
つ
の
島
は
九
州
の

南
か
ら
南
西
方
向
に
伸
び
る
南
西
諸
島
あ

る
い
は
琉
球
弧
と
呼
ば
れ
る
島と
う

嶼し
ょ

群
に
属

す
る
が
、
水
を
も
た
ら
す
地
形
や
気
象
条

件
を
見
て
も
そ
の
違
い
は
大
き
い
。

「
縄
文
杉
」
で
知
ら
れ
る
屋
久
島
は
、
作

家
の
林 

芙
美
子
が
小
説
『
浮
雲
』
で
「
屋

久
島
は
月
の
う
ち
、
三
十
五
日
は
雨
と
い

ふ
位
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
ね
…
…
」
と
登

場
人
物
に
語
ら
せ
る
ほ
ど
雨
が
多
い
。
中

央
部
に
連
な
る
山
々
に
黒
潮
か
ら
の
大
量

の
水
蒸
気
が
ぶ
つ
か
り
斜
面
を
上
昇
し
て

雲
と
な
り
雨
を
も
た
ら
す
。
年
間
平
均
降

水
量
は
平
地
で
約
４
５
０
０
㎜
、
山
間
部

は
８
０
０
０
～
１
万
㎜
に
達
す
る
。

　

加
計
呂
麻
島
に
は
空
港
が
な
い
。
飛
行

機
で
行
く
な
ら
奄
美
大
島
北
端
の
奄
美
空

港
か
ら
南
に
下
り
、
最
南
端
の
古
仁
屋
港

か
ら
船
に
乗
る
。
加
計
呂
麻
島
は
雨
量
こ

そ
多
い
も
の
の
、
隣
接
す
る
奄
美
大
島
と

は
異
な
り
水
系
に
あ
ま
り
恵
ま
れ
て
お
ら

ず
、
人
び
と
は
小
さ
な
川
の
扇
状
地
に
小

規
模
な
集
落
を
つ
く
っ
た
。
国
土
地
理
院

の
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
「
地
理
院
地
図
」
を
見

れ
ば
、
川
の
あ
る
ほ
ぼ
す
べ
て
の
場
所
に

集
落
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　

与
論
島
は
島
内
の
最
高
高
度
が
97
ｍ
と

い
う
平
た
い
島
。
降
水
量
は
比
較
的
少
な

い
う
え
、
隆
起
サ
ン
ゴ
礁
の
島
特
有
の
透

水
性
の
高
い
石
灰
岩
質
の
た
め
、
降
っ
た

雨
は
地
下
に
浸
透
し
て
し
ま
う
。
島
の
東

側
に
あ
る
古ふ
る

里さ
と

地
区
を
中
心
に
地
下
水
を

汲
み
上
げ
て
水
源
と
す
る
が
、
そ
の
水
は

硬
度
が
高
く
、
ボ
イ
ラ
ー
故
障
や
温
水
洗

浄
便
座
の
ノ
ズ
ル
詰
ま
り
な
ど
に
悩
ま
さ

れ
て
い
る
。
泊
ま
っ
た
旅
館
で
は
配
管
故

障
に
備
え
て
軟
水
器
を
２
台
（
１
台
は
予
備
）

設
置
し
て
い
た
。

　

３
つ
の
島
は
、
単
に
南
西
諸
島
と
い
う

だ
け
で
括
れ
な
い
多
様
さ
が
あ
る
。

共
通
す
る
親
し
み
や
す
さ
と

し
な
や
か
な
対
応

　

一
方
、
３
つ
の
島
に
は
共
通
点
も
あ
る
。

海
で
隔
絶
さ
れ
て
い
て
、
面
積
も
限
ら
れ

て
い
る
か
ら
、
自
分
た
ち
で
工
夫
し
て
水

の
質
や
量
を
確
保
し
て
い
る
点
だ
。

　

雨
が
森
を
育
て
、
そ
の
森
の
林
床
が
水

行
って
み
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い

多
様
で
柔
和
な
島
の
文
化

編
集
部

【文化をつくる】
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奄美大島の名瀬港そばにある青果店。
軒先には島内産のバナナが吊るされ、
清見などの柑橘類も並んでいる

着陸寸前の飛行機から見た屋久島
の風景。人と自然の共生のために
設けられたゾーニングが見てとれる

島
の
文
化
を
見
聞
き
し
て

自
分
の
世
界
を
広
げ
る

　

話
が
堅
苦
し
く
な
っ
た
が
、
難
し
い
こ

と
を
抜
き
に
し
て
も
島
は
楽
し
い
。
見
る

も
の
聞
く
も
の
す
べ
て
新
鮮
で
わ
く
わ
く

す
る
。
そ
れ
は
人
間
に
生
来
備
わ
っ
て
い

る
あ
る
種
の
感
性
と
言
え
な
く
も
な
い
。

　

沖
縄
県
本も
と

部ぶ

町
に
あ
る
「
海
洋
文
化

館
」
の
館
内
ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
に
参
加
し
て

知
っ
た
の
だ
が
、
太
平
洋
に
散
ら
ば
る

島
々
に
人
類
が
移
動
し
た
の
は
二
段
階
あ

り
、
最
初
は
３
万
年
か
ら
５
万
年
前
に
移

動
し
た
人
類
。
そ
の
子
孫
が
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
の
ア
ボ
リ
ジ
ニ
ー
や
パ
プ
ア
人
だ
。

そ
し
て
４
０
０
０
年
か
ら
５
０
０
０
年
前

に
島
伝
い
に
移
動
を
始
め
た
の
が
二
段
階

目
。
途
中
、
フ
ィ
ジ
ー
や
サ
モ
ア
で
１
０

０
０
年
ほ
ど
停
滞
し
た
が
、
ダ
ブ
ル
カ
ヌ

ー
（
双
胴
船
）
や
星
の
配
列
や
動
き
な
ど
で

目
的
の
方
向
を
推
測
す
る
航
海
術
を
編
み

出
し
、
ハ
ワ
イ
諸
島
な
ど
に
到
達
し
た
。

　

た
し
か
に
南
西
諸
島
を
フ
ェ
リ
ー
で
移

動
す
る
と
、
思
い
の
ほ
か
島
と
島
が
近
い

こ
と
に
気
づ
く
。
奄
美
大
島
を
出
る
と
徳

之
島
が
見
え
る
し
、そ
の
次
は
沖
永
良
部
島
、

与
論
島
と
順
々
に
見
え
て
く
る
。
地
形
も

大
き
さ
も
違
う
島
を
見
て
い
て
「
あ
そ
こ

に
は
何
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
」
と
思
う
。
島

伝
い
に
移
動
し
た
人
た
ち
の
気
持
ち
が
少

し
だ
け
わ
か
っ
た
気
が
す
る
。

　

島
を
訪
ね
た
ら
釣
り
や
ダ
イ
ビ
ン
グ
な

ど
自
分
の
趣
味
に
時
間
を
割
く
の
は
当
然

だ
。
し
か
し
、
ほ
ん
の
少
し
別
の
こ
と
に

時
間
を
使
っ
て
は
ど
う
か
。

茶
花
漁
港
の
競
り
を
覗
い

た
ら
、
仲
買
人
が
「
魚
が

少
な
い
か
ら
漁
師
に
発
破

を
か
け
な
き
ゃ
」
と
船
に

向
か
っ
て
走
る
姿
を
見
る

こ
と
が
で
き
た
し
、
魚
を

仕
入
れ
て
い
る
80
歳
を
過

ぎ
た
お
ば
あ
さ
ん
に
昔
話

も
聞
け
た
。

　

南
西
諸
島
に
限
ら
ず
近

場
で
も
い
い
か
ら
島
に
行

き
た
い
。
そ
こ
に
は
む
き

出
し
の
自
然
と
向
き
合
い
、
い
ざ
と
い
う

と
き
は
自
給
で
き
る
よ
う
に
備
え
、
一
人

で
は
生
き
ら
れ
な
い
の
を
知
っ
て
い
る
か

ら
こ
そ
他
者
に
も
柔
和
な
人
び
と
が
い
る
。

都
市
部
に
住
ん
で
い
る
と
忘
れ
て
し
ま
う

そ
う
し
た
生
き
方
に
触
れ
る
だ
け
で
、
自

分
の
な
か
の
何
か
が
変
わ
り
、
も
の
の
見

方
や
世
界
が
広
が
る
と
思
う
。

　

行
っ
た
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
か
も
し

れ
な
い
が
、
行
っ
て
み
な
け
れ
ば
わ
か
ら

な
い
。
そ
し
て
、
自
分
の
住
む
地
域
と
訪

ね
た
土
地
の
文
化
を
比
較
し
て
理
解
す
る

た
め
の
テ
ー
マ
の
一
つ
と
し
て
「
水
」
は

お
勧
め
だ
。

　

ま
た
、
ふ
だ
ん
は
ど
う
し
て
も
二
次
情

報
に
触
れ
る
こ
と
が
多
い
け
れ
ど
、
現
地

に
行
く
こ
と
が
許
さ
れ
る
状
況
に
な
り
つ

つ
あ
る
今
、
実
際
に
足
を
運
ん
で
、
自
分

の
目
で
見
て
耳
で
聞
き
、
人
び
と
と
接
す

る
な
か
で
そ
の
島
の
文
化
を
体
全
体
で
感

じ
、
言
葉
も
含
め
て
敬
う
気
持
ち
を
も
ち

た
い
。
今
こ
そ
、
島
へ
。

を
知
る
者
は
富
む
」
が
思
い
浮
か
ぶ
。

互
い
の
文
化
の
尊
重
が

脱
・
画
一
性
の
ヒ
ン
ト

　

明
治
維
新
以
降
の
日
本
に
つ
い
て
「
何

か
こ
う
固
い
画
一
性
が
あ
る
よ
う
な
気
が

し
て
な
り
ま
せ
ん
」（『
新
編
・
琉
球
弧
の
視
点

か
ら
』
朝
日
新
聞
社 

１
９
９
２
）
と
述
べ
た
の

は
小
説
『
死
の
棘
』
で
知
ら
れ
る
作
家
の

島
尾
敏
雄
。
島
尾
は
そ
の
画
一
性
か
ら
抜

け
出
す
た
め
に
は
「
日
本
の
中
に
い
な
が

ら
日
本
の
多
様
性
と
い
う
も
の
を
見
つ
け

て
い
く
よ
り
仕
方
が
な
い
ん
で
は
な
い

か
」
と
考
え
、
そ
の
可
能
性
を
東
北
と
南

西
諸
島
、
特
に
後
者
に
強
く
感
じ
、
ポ
リ

ネ
シ
ア
や
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
と
同
じ
よ
う
に

日
本
を
一
つ
の
島
々
の
固
ま
り
と
捉
え

「
ヤ
ポ
ネ
シ
ア
」と
い
う
概
念
を
提
示
し
た
。

　

こ
の
島
尾
の
問
い
に
対
す
る
一
つ
の
回

答
を
、
与
論
民
俗
村
（
以
下
、
民
俗
村
）
の

菊 

秀ひ
で

史の
り

さ
ん
か
ら
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。

　

与
論
島
固
有
の
言
葉
を
残
そ
う
と
、
子

ど
も
た
ち
を
中
心
に
教
え

伝
え
る
活
動
を
続
け
る
菊

さ
ん
は
、
小
学
生
の
と
き

教
科
書
に
「
４
月
に
桜
が

咲
く
」
と
あ
っ
て
違
和
感

を
覚
え
た
。
奄
美
、
沖
縄

で
桜
と
い
え
ば
緋ひ

寒か
ん

桜
。

与
論
島
で
は
１
月
に
咲
く
。

ウ
グ
イ
ス
は
春
の
季
語
と

さ
れ
て
い
る
が
、
与
論
島

で
は
11
月
、
12
月
に
鳴
く
。

　

巻
頭
言
で
町 

亞
聖
さ

ん
が
記
し
て
く
だ
さ
っ
た
よ
う
に
、
与
論

島
で
は
「
あ
り
が
と
う
」
を
「
と
ー
と
ぅ

が
な
し
」
と
言
う
。
菊
さ
ん
に
よ
る
と
民

俗
村
を
訪
れ
る
人
の
な
か
に
は
「
そ
れ
何

語
で
す
か
？
」
と
聞
く
人
も
。
菊
さ
ん
が

「
で
は
皆
さ
ん
が
使
っ
て
い
る
『
あ
り
が

と
う
』
と
は
ど
う
い
う
意
味
で
す
か
？
」

と
切
り
返
す
と
９
割
の
人
は
返
答
に
窮
す

る
そ
う
だ
。

　

あ
り
が
と
う
と
は
「
有
り
難
し
」。
有

る
こ
と
が
難か
た

い
、
つ
ま
り
「
滅
多
に
な

い
」「
珍
し
く
て
貴
重
」
と
い
う
意
味
だ
。

「
共
通
語
と
さ
れ
て
い
る
言
葉
を
意
識
せ

ず
に
使
っ
て
い
な
が
ら
、
島
の
言
葉
を

『
変
わ
っ
て
い
る
』
と
言
い
、
桜
が
１
月

に
咲
く
の
は
変
だ
と
思
う
。
新
幹
線
や
高

速
道
路
で
『
上
り
』『
下
り
』
と
呼
ぶ
の
も

根
っ
こ
は
同
じ
。
中
央
が
進
ん
で
い
て
辺

境
は
遅
れ
て
い
る
。
長
年
そ
う
刷
り
込
ま

れ
た
こ
と
が
、
画
一
的
な
も
の
の
見
方
と

な
っ
て
、
日
本
の
あ
る
種
の
閉
塞
感
に
つ

な
が
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
」

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
販
が
あ
る
今
、
島

も
昔
ほ
ど
不
便
で
は
な
い
が
、
台
風
が
来

た
ら
外
か
ら
の
供
給
は
途
絶
え
る
。
よ
そ

に
は
頼
れ
な
い
、
自
分
た
ち
で
な
ん
と
か

す
る
し
か
な
い
、
困
っ
た
と
き
は
お
互
い

さ
ま
―
―
そ
う
い
う
助
け
合
う
暮
ら
し
が

あ
る
か
ら
島
を
訪
ね
た
初
対
面
の
相
手
に

も
、
お
互
い
人
間
だ
、
上
も
下
も
な
い
じ

ゃ
な
い
か
、
と
無
意
識
に
接
す
る
。
そ
れ

ゆ
え
の
柔
和
さ
な
の
だ
ろ
う
か
。
島
尾
が

問
う
た
固
い
画
一
性
か
ら
抜
け
出
す
た
め

の
多
様
性
と
は
、
互
い
の
文
化
を
尊
重
し

合
う
と
こ
ろ
か
ら
見
出
せ
そ
う
だ
。
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島
に
戻
っ
た
そ
の
足
で

共
同
井
戸
を
確
か
め
に

　
屋
久
島
か
ら
加
計
呂
麻
島
、そ
し
て
与

論
島
と
南
西
諸
島
を
巡
っ
た
今
回
の
取

材
に
は
、
実
は
少
し
だ
け
続
き
が
あ
る
。

与
論
島
か
ら
沖
縄
島
（
以
下
、
本
島
）
北

部
へ
フ
ェ
リ
ー
で
渡
り
、さ
ら
に
本
島
の

南
東
に
浮
か
ぶ「
久く

高だ
か

島じ
ま

」へ
向
か
っ
た
。

12
年
ご
と
の
午う
ま

年
に
行
な
わ
れ
る
祭
事

「
イ
ザ
イ
ホ
ー
」（
注
１
）
で
知
ら
れ
る
久

高
島
に
会
い
た
い
人
が
い
た
。久
高
島
と

本
島
の
航
路
を
開
い
た
内
間
新
三
さ
ん
。

１
９
２
７
年
（
昭
和
２
）
生
ま
れ
の
95
歳
で
、

久
高
海
運
合
名
会
社
の
会
長
を
務
め
る
。

　
内
間
さ
ん
は
戦
前
、八
重
山
諸
島
で
カ

ツ
オ
漁
に
従
事
。
沖
縄
戦
で
は
防
衛
隊

（
注
２
）
に
召
集
さ
れ
西
海
岸
へ
。
戦
況
の

悪
化
で
散
り
散
り
に
な
っ
た
所
属
部
隊

を
抜
け
、砂
浜
に
潜
っ
て
身
を
隠
し
、夜

中
に
足
を
攣
り
な
が
ら
海
を
泳
ぎ
、九
死

に
一
生
を
得
た
。同
郷
の
先
輩
２
人
と
拾

っ
た
壊
れ
か
け
の
刳く

り
舟
を
操
っ
て
久

高
島
へ
戻
っ
た
内
間
さ
ん
が
最
初
に
起

こ
し
た
行
動
は「
共
同
井
戸
を
見
に
行

く
」こ
と
だ
っ
た
。

「
本
島
で
会
っ
た
人
か
ら
、一
足
違
い
で

母
た
ち
は
島
に
戻
っ
た
と
聞
き
ま
し
た
。

無
事
な
ら
ば
共
同
井
戸
の
水
を
使
っ
て

い
る
は
ず
。そ
う
思
っ
て
確
か
め
に
行
く

と
痕
跡
が
あ
っ
た
ん
で
す
。壕
を
訪
ね
た

ら
母
や
親
族
が
い
て『
助
か
っ
た
！
』と

大
騒
ぎ
で
し
た
」

　
生
き
抜
い
た
約
５
０
０
人
が
戦
後
に

久
高
島
へ
戻
る
。家
は
焼
き
払
わ
れ
て
い

た
の
で
茅
葺
屋
根
の
仮
小
屋
を
建
て
た
。

骨
組
み
に
は
米
軍
支
給
の
建
材
を
用
い
、

屋
根
は
島
に
生
え
て
い
る
ガ
ヤ
（
チ
ガ
ヤ
）

で
葺
い
た
。

ち
な
み
に
久
高
島
で
は
個
人
の
土
地

所
有
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。土
地
は
誰

の
も
の
で
も
な
く
島
の
も
の
。「
総
有
」

（
注
３
）
だ
。

手
づ
く
り
の
木
造
船
で

本
島
と
の
航
路
を
開
拓

　
生
活
が
落
ち
着
く
と
内
間
さ
ん
は「
本

島
と
の
航
路
開
拓
」に
乗
り
出
す
。
そ
れ

ま
で
は
若
者
が
漁
業
用
の
刳
り
舟
で
本

島
と
行
き
来
し
て
い
た
が
、ど
う
し
て
も

定
期
船
が
ほ
し
か
っ
た
。

「
戦
前
に
祖
父
母
が
立
て
続
け
に
亡
く

な
っ
た
ん
で
す
。島
に
は
診
療
所
も
薬
も

な
く
風
邪
を
こ
じ
ら
せ
て
。そ
れ
が
悔
し

く
て
ね
」

　
本
土
か
ら
杉
の
丸
太
（
飫お

肥び

杉す
ぎ

と
思
わ
れ

る
）
が
入
る
よ
う
に
な
り
、
寸
法
を
指
示

し
て
製
材
さ
せ
た
も
の
を
那
覇
か
ら
運

ん
だ
。
構
造
材（
骨
組
み
）に
は
久
高
島
の

木
を
使
っ
た
。

「
東
海
岸
の
枯
れ
木
で
曲
が
っ
て
い
る

も
の
を
切
り
ま
し
た
。
ヤ
ナ
ブ（
テ
リ
ハ
ボ

ク
）
と
い
う
粘
り
が
あ
る
強
い
木
で
す
。

そ
れ
を
骨
組
み
に
し
て
、知
り
合
い
の
大

工
と
二
人
で
手
づ
く
り
。動
力
は
米
軍
払

い
下
げ
の
四
気
筒
ガ
ソ
リ
ン
エ
ン
ジ
ン

で
す
」

　
そ
の
船
で
し
ば
ら
く
は
漁
業
を
し
な

が
ら
無
事
故
を
続
け
た
。定
期
船
の
許
可

を
も
ら
う
た
め
手
づ
く
り
の
木
造
船
を

馬ば

天て
ん

港こ
う

に
持
ち
込
む
と
検
査
所
の
所
長

に
「
ど
こ
で
造
船
技
術
を
習
っ
た
の

か
？
」と
聞
か
れ
た
。
戦
前
の
カ
ツ
オ
漁

船
で
覚
え
た
、見
よ
う
見
ま
ね
だ
か
ら
習

っ
て
い
な
い
。そ
う
言
っ
て
も
な
か
な
か

信
じ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。

井
戸
は
順
番
待
ち

悲
願
の
海
底
送
水
を

　
他
の
多
く
の
離
島
と
同
様
に
、久
高
島

も
飲
み
水
に
は
苦
労
し
た
。雨
が
降
り
そ

う
に
な
る
と
大
き
な
木
の
横
に
甕
を
置

き
、ク
バ
の
葉
を
樋
の
よ
う
に
し
て
雨
水

を
溜
め
た
。

「
雨
が
降
ら
な
い
日
が
続
く
と
、井
戸
水

を
汲
む
の
が
大
変
で
し
た
。１
時
間
に
桶

が
１
杯
溜
ま
る
か
ど
う
か
。当
番
の
女
性

は
井
戸
の
横
に
夜
通
し
寝
そ
べ
っ
て
、桶

に
水
が
溜
ま
っ
た
ら
先
着
順
で
渡
し
ま

し
た
。そ
こ
で
当
時
の
村
長
を『
海
底
水
道

を
引
か
な
い
と
人
並
み
の
生
活
が
で
き
な

い
』と
口
説
き
、予
算
を
と
っ
た
の
で
す
」

１
９
７
８
年
（
昭
和
53
）
に
完
成
し
た
本

島
と
久
高
島
を
つ
な
ぐ
海
底
送
水
管
は

延
長
６
４
０
０
ｍ
。「
バ
ル
ブ
を
開
く
と

水
が
ピ
ュ
ー
ッ
と
出
た
。み
ん
な
大
喜
び

で
し
た
」
と
内
間
さ
ん
は
頬
を
緩
め
る
。

　
内
間
さ
ん
の
母
は
５
人
姉
妹
。全
員
が

ノ
ロ
だ
っ
た
そ
う
だ
。母
が
イ
ザ
イ
ホ
ー

に
参
加
し
た
１
９
４
２
年
（
昭
和
17
）
の
午

年
。
当
セ
ン
タ
ー
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、鳥

越
晧
之
さ
ん
の
父
、憲
三
郎
さ
ん
が
視
察

に
来
て
い
た
。

「
鳥
越
先
生
は
イ
ザ
イ
ホ
ー
を
見
て『
こ

ん
な
小
さ
な
島
で
こ
う
い
う
儀
式
が
あ

る
の
は
と
て
も
珍
し
い
』
と
言
い
、『
普

段
着
で
は
無
礼
だ
か
ら
』と
白
装
束
に
着

替
え
て
５
日
間
収
録
し
て
い
ま
し
た
。向

こ
う（
本
土
）で
鳥
越
先
生
が
イ
ザ
イ
ホ
ー

を
紹
介
し
た
の
で
し
ょ
う
、戦
後
は
人
が

押
し
寄
せ
ま
し
た
」

　
１
９
６
６
年
（
昭
和
41
）
の
午
年
の
イ
ザ

イ
ホ
ー
は
ま
さ
に
て
ん
て
こ
舞
い
。当
時

の
船
は
20
人
乗
り
。し
か
も
本
島
側
の
馬

天
港
と
は
片
道
１
時
間
以
上
、往
復
３
時

間
か
か
る
。人
が
多
す
ぎ
て
船
に
乗
り
き

れ
な
か
っ
た
。内
間
さ
ん
は
本
島
側
の
港

を
動
か
す
こ
と
を
画
策
し
、の
ち
に
安あ

座ざ

真ま

港
が
開
か
れ
た
。今
は
フ
ェ
リ
ー
で
25

分
、高
速
船
な
ら
15
分
で
本
島
と
行
き
来

で
き
る
。

沖
縄
戦
を
生
き
抜
き
、手
づ
く
り
の
木

造
船
で
航
路
を
開
い
た
内
間
さ
ん
に
、久

高
島
を
ど
ん
な
島
に
し
た
い
で
す
か
、と

問
う
と
こ
う
言
っ
た
。

「
自
分
た
ち
の
時
代
は
と
う
に
過
ぎ
ま

し
た
。戦
争
で
生
き
残
っ
た
の
は
島
の
た

め
に
尽
く
し
な
さ
い
と
い
う
神
様
の
思

し
召
し
と
思
っ
て
し
ゃ
に
む
に
働
き
、島

の
人
た
ち
も
今
は
不
自
由
な
く
暮
ら
せ

る
。
あ
と
は
若
い
人
た
ち
に
任
せ
ま
す
」

　
内
間
さ
ん
を
は
じ
め
無
数
の
先
人
た

ち
が「
み
ん
な
に
苦
労
さ
せ
な
い
よ
う
に
」

と
つ
く
り
上
げ
て
き
た
こ
の
社
会
を
、よ

り
よ
い
形
で
つ
な
い
で
い
く
に
は
ど
う

し
た
ら
よ
い
の
か
、
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。

久
高
島
の「
お
じ
い
」に
聞
い
た
　

航
路
開
拓
と
戦
後
の
話

1
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Special
Column

（注1）イザイホー
久高島で12年ごとの午年に
行なわれる祭事。久高島に
は30歳以上の全女性が加
入する村落祭祀組織があり、
イザイホーはその組織への加
入儀式。過疎化と指導する
神 役 の 不 在などにより、
1978年（昭和53）を最後に
行なわれていない。

（注2）防衛隊
「兵役法」に基づく現地召集
中心の補助兵力部隊。陣地
構築や弾薬・食糧の運搬、
夜間の案内などに従事。満
17～45歳の男性を対象とし、
沖縄戦では2次にわたって召
集された。

1 久高海運合名会社会長の内間新三さん。初めてお会いし
た4年前と変わらず従業員が休みの日は窓口に座り、乗船券
を売っている　2 久高島の徳仁港。沖縄島の安座真港と
の間をフェリーと高速船で結ぶ　3 海岸沿いにある井戸
「ヤグルガー」。急な階段を下りた先にあり、ここの水は
今も祭祀で用いられている　4 イザイホーなど主要な年
中祭祀の祭場である「御殿庭（うどぅんみゃー）」

（注3）総有
15軒が一組で全十組、150
戸に土地を割り振っていた。
面積は家族の人数による。3
人家族の場合は約300坪、
5人家族なら約600坪、5人
以上の家族には約1000坪。

【文化をつくる】
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五
島
列
島
の
福
江
島
に
一
人
で
住
ん
で
、
魚
と
酒
を
友
と
し
て
大
量
に
消
費
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
だ
け
だ
と
炭
水
化
物
が
足
り
な
い
の
で
、
パ
ン
に
大
量
の
自
家
製
ジ
ャ
ム
を
盛
り
上
げ
て

毎
朝
食
べ
て
い
ま
す
。
季
節
ご
と
に
果
物
を
切
り
刻
ん
で
煮
込
み
、
大
量
の
ア
ル
コ
ー
ル
を
加

え
て
仕
上
げ
て
い
る
と
、
家
中
が
甘
い
香
り
に
包
ま
れ
て
、
幸
せ
な
気
分
に
な
り
ま
す
。
熟
睡

で
き
ま
す
。
梅
、
イ
チ
ジ
ク
、
甘
夏
、
八
朔
、
金
柑
、
と
島
に
生
え
て
い
る
木
か
ら
収
穫
す
る

の
で
、
無
農
薬
で
す
し
、
ワ
ッ
ク
ス
な
し
で
す
。
ア
ル
コ
ー
ル
は
、
焼
酎
、
ポ
ル
ト
、
ラ
ム
、

モ
ル
ト
ウ
イ
ス
キ
ー
な
ど
。
ア
ル
コ
ー
ル
を
十
分
に
残
し
て
火
を
止
め
ま
す
。

　

毎
年
、
12
月
に
秋
田
の
友
人
か
ら
、
硬
い
リ
ン
ゴ
を
送
っ
て
も
ら
い
ま
す
。
昨
年
は
30
ｋｇ
も

の
リ
ン
ゴ
を
ジ
ャ
ム
化
し
ま
し
た
。
大
量
に
出
る
皮
を
水
を
加
え
て
煮
込
み
、
絞
り
ま
す
。
抽

出
液
は
、
薄
い
リ
ン
ゴ
ジ
ュ
ー
ス
で
す
。
そ
れ
を
２
Ｌ
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
に
入
れ
、
発
酵
さ
せ

ま
し
た
。
最
初
は
同
じ
色
だ
っ
た
の
で
す
が
、
青
リ
ン
ゴ
か
ら
は
緑
色
、
赤
リ
ン
ゴ
か
ら
は
ピ

ン
ク
色
の
「
シ
ー
ド
ル
風
」
へ
と
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。
飲
ん
で
み
る
と
、
薄
い
甘
さ
と
リ

ン
ゴ
ら
し
い
味
わ
い
、
シ
ュ
ワ
シ
ュ
ワ
感
が
た
ま
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
な
か
な
か
の
色
で
す
。

　

何
人
か
の
友
人
に
、「
飲
ん
で
み
な
い
か
」
と
勧
め
た
と
こ
ろ
、
た
い
て
い
は
「
先
生
、
勘
弁

し
て
く
だ
さ
い
」
と
断
ら
れ
ま
し
た
。
勇
気
あ
る
者
た
ち
は
、「
私
は
緑
の
が
好
き
で
す
」
と
か

「
い
け
ま
す
ね
え
」
と
か
、「
家
の
な
か
に
漂
っ
て
い
る
菌
が
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

と
か
の
感
想
を
も
ら
い
ま
し
た
。
下
痢
す
る
こ
と
も
な
い
よ
う
で
し
た
。
万
歳
。

　

水
は
、
福
江
島
中
央
に
そ
び
え
る
七
ツ
岳
の
麓
の
湧
水
を
使
っ
て
い
ま
す
。
二
週
に
一
度
、

30
Ｌ
を
汲
み
に
行
き
ま
す
。
水
・
果
物
・
菌
の
三
種
の
神
器
が
そ
ろ
え
ば
豊
か
な
生
活
が
で
き

ま
す
。
あ
り
が
と
う
。

水の余話
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Tamaki Ura
一般社団法人ラ・プロンジェ
深海工学会 代表理事。東京
大学名誉教授。1977年東京
大学大学院工学系研究科船
舶工学専攻博士課程修了。工
学博士。東京大学の講師、助
教授を経て1997 年に教授。
2019 年から五島列島に住む。
著書に『大型タンカーの海難
救助論』（成山堂書店）『五島
列島沖合に海没処分された
潜水艦 24 艦の全貌 』（鳥影
社）などがある。

シードル風の飲みものとなったリン
ゴの皮の抽出液（右が赤リンゴの皮、
左が青リンゴの皮によるもの）

島
暮
ら
し
「
三
種
の
神
器
」

浦 

環

33 島暮らし「三種の神器」
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水
問
題
と
直
結
す
る
地
球
温
暖
化

　

地
球
温
暖
化
と
は
、
人
間
活
動
を
通
じ
て
排
出
さ
れ
る
温
室
効
果
ガ
ス
に
よ
っ

て
地
球
が
温
暖
化
し
、
異
常
気
象
に
か
か
わ
る
気
候
の
激
化
や
海
面
上
昇
が
人
類

や
生
物
に
さ
ま
ざ
ま
な
深
刻
な
影
響
を
与
え
る
地
球
規
模
の
環
境
問
題
で
あ
る
。

地
球
温
暖
化
は
水
問
題
と
も
直
結
し
て
い
る
。

　

２
０
２
１
年
（
令
和
３
）、
地
球
温
暖
化
に
関
し
て
、
２
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
が
話
題

を
呼
ん
だ
。

　

12
月
、
米
国
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
上
席
研
究
員
の
真
鍋
淑
郎
さ
ん
は
、
気
候
変

動
の
予
測
研
究
に
お
い
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
計
算
で
、
大
気
中
に
二
酸
化
炭

素
が
増
え
つ
づ
け
る
と
地
表
の
気
温
が
上
昇
す
る
こ
と
を
明
確
に
実
証
し
た
功
績

で
、
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
を
受
賞
し
た
。
さ
が
ら
邦
夫
編
『
地
球
温
暖
化
は
阻
止

で
き
る
か
―
京
都
会
議
検
証
』（
藤
原
書
店
・
１
９
９
８
）
に
は
、
真
鍋
淑
郎
氏
の
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　

同
年
10
月
に
は
イ
ギ
リ
ス
・
グ
ラ
ス
ゴ
ー
で
開
催
さ
れ
た
Ｃ
Ｏ
Ｐ
26
（
国
連
気
候

変
動
枠
組
条
約
第
26
回
締
約
国
会
議
）
で
は
、
世
界
の
平
均
気
温
上
昇
を
産
業
革
命
前

に
比
べ
て
１
・
５
℃
以
内
に
抑
え
る
努
力
を
追
求
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
２
０

５
０
年
ご
ろ
に
は
世
界
全
体
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
を
実
質
ゼ
ロ
に
す
る
こ

と
が
明
示
さ
れ
、
足
並
み
が
そ
ろ
っ
て
き
た
。
地
球
温
暖
化
に
つ
い
て
追
っ
て
み

た
い
。

不
都
合
な
真
実

　

私
が
地
球
温
暖
化
の
問
題
を
意
識
し
は
じ
め
た
の
は
、
ア
ル
・
ゴ
ア
著
『
不
都

合
な
真
実
―
地
球
温
暖
化
の
危
機
』（
ラ
ン
ダ
ム
ハ
ウ
ス
講
談
社
・
２
０
０
７
）
の
書
と
映

画
上
映
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
ア
ル
・
ゴ
ア
は
指
摘
す
る
。
今
、
私
た
ち
が
直
面
し

て
い
る
問
題
と
は
、
人
間
が
膨
大
な
量
の
二
酸
化
炭
素
や
そ
の
他
の
温
室
効
果
ガ

ス
を
排
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
大
気
の
薄
い
層
が
だ
ん
だ
ん
厚
く
な
り
、

厚
く
な
る
に
つ
れ
本
来
な
ら
ば
大
気
を
抜
け
て
宇
宙
へ
出
て
い
く
は
ず
の
赤
外
線

放
射
の
多
く
を
逃
さ
な
く
な
る
。
そ
の
結
果
、
地
球
の
大
気
や
海
洋
の
温
度
は
危

険
な
ほ
ど
上
昇
し
つ
つ
あ
り
、
世
界
的
に
自
然
災
害
が
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
を
気
候
危
機
、
気
候
崩
壊
と
い
う
。

　

二
酸
化
炭
素
は
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
全
体
の
約
80
％
を
占
め
る
。
家
庭
や
自

動
車
、
工
場
な
ど
で
石
油
・
石
炭
・
天
然
ガ
ス
の
化
石
燃
料
を
利
用
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
ま
た
、
森
林
の
伐
採
や
セ
メ
ン
ト
を
製
造
し
た
り
す
る
と
、
大
気
中
に

二
酸
化
炭
素
が
排
出
さ
れ
る
。
産
業
革
命
前
、
二
酸
化
炭
素
濃
度
は
約
２
８
０
ｐ

ｐ
ｍ
だ
っ
た
の
が
、
２
０
０
５
年
（
平
成
17
）
で
は
二
酸
化
炭
素
濃
度
は
３
８
１ｐ
ｐ

ｍ
に
な
っ
て
い
た
。

　

そ
の
結
果
、
１
９
７
０
年
代
に
比
べ
て
キ
リ
マ
ン
ジ
ャ
ロ
の
雪
と
氷
河
が
激
減
。

１
９
９
７
年
（
平
成
９
）
米
国
グ
レ
イ
シ
ャ
ー
氷
河
が
減
少
、
２
０
０
１
年
（
平
成

13
）
ス
イ
ス
・
チ
ェ
ル
バ
氷
河
の
減
少
な
ど
を
映
し
出
す
。
海
水
温
が
上
が
る
と

暴
風
雨
の
勢
力
が
強
ま
る
。
２
０
０
４
年
（
平
成
16
）
フ
ロ
リ
ダ
は
４
つ
の
ハ
リ
ケ

ー
ン
に
襲
わ
れ
る
。
２
０
０
５
年
（
平
成
17
）
夏
、
ハ
リ
ケ
ー
ン
が
カ
リ
ブ
海
と

メ
キ
シ
コ
湾
を
襲
っ
た
。
さ
ら
に
世
界
的
に
大
洪
水
や
山
火
事
の
災
害
も
増
加

し
た
。

　

ア
ル
・
ゴ
ア
は
前
作
の
10
年
後
に
『
不
都
合
な
真
実
２
』（
実
業
之
日
本
社
・
２
０
１

７
）
を
発
表
し
た
。
彼
は
、
地
球
温
暖
化
を
防
ぐ
た
め
に
多
く
の
国
々
を
訪
れ
同

志
を
募
り
、
活
動
を
続
け
た
。
化
石
燃
料
業
界
か
ら
の
「
人
々
を
混
乱
さ
せ
現
実

的
で
は
な
い
」
と
の
主
張
に
対
し
て
も
め
げ
ず
に
、
破
局
的
な
災
害
を
防
ぐ
た
め

に
私
た
ち
は
変
わ
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
私
た
ち
は
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る
、

私
た
ち
は
変
わ
る
と
い
う
信
念
を
貫
い
た
。

　

地
球
の
こ
と
を
考
え
な
が
ら
食
物
の
こ
と
も
考
え
て
い
る
。
食
物
の
栽
培
、
加

工
、
輸
送
、
廃
棄
に
か
か
わ
る
電
力
、
輸
送
、
農
業
分
野
か
ら
の
排
出
量
も
大
き

な
役
割
を
占
め
る
。
肉
を
食
べ
る
量
を
減
ら
し
、
地
元
産
を
買
う
よ
う
、
買
い
物

や
外
食
を
す
る
と
き
も
、
農
業
と
そ
の
副
産
物
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に

土
地
開
発
に
伴
う
森
林
伐
採
に
つ
な
が
ら
な
い
食
べ
物
を
買
う
こ
と
が
必
要
だ
と

指
摘
す
る
。

古賀 邦雄
  こが  くにお

古賀河川図書館長
水・河川・湖沼関係文献研究会
1967年西南学院大学卒業。水資源
開発公団（現・独立行政法人水資源
機構）に入社。30年間にわたり水・
河川・湖沼関係文献を収集。2001
年退職し現在、日本河川協会、ふくお
かの川と水の会に所属。2008年5月
に収集した書籍を所蔵する「古賀河
川図書館」を開設。
平成 26年公益社団法人日本河川協
会の河川功労者表彰を受賞。

地
球
温
暖
化・気
候
危
機・

気
候
崩
壊
を
論
じ
る
（
上
）

水
の
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化
書
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地
球
温
暖
化
の
探
究

　

地
球
温
暖
化
を
ど
う
捉
え
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
独
立
行
政
法
人
（
現
・
国
立

研
究
開
発
法
人
） 
国
立
環
境
研
究
所
地
球
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー
編
著
『
地
球
温
暖
化

の
事
典
』（
丸
善
出
版
・
２
０
１
４
）
は
、
地
球
温
暖
化
に
関
す
る
基
本
的
か
つ
重
要
な

事
項
を
で
き
る
だ
け
網
羅
的
に
系
統
立
て
て
解
説
す
る
。

　

①
気
候
変
化
の
将
来
予
測
、
②
温
室
効
果
ガ
ス
（
二
酸
化
炭
素
・
メ
タ
ン
・
亜
酸
化

窒
素
・
ハ
ロ
カ
ー
ボ
ン
・
エ
ア
ロ
ゾ
ル
）、
③
地
球
シ
ス
テ
ム
（
気
象
と
気
候
・
大
気
圏
・
水

圏
・
地
球
の
熱
収
支
・
大
気
海
洋
大
循
環
、
モ
ン
ス
ー
ン
）、
④
気
候
変
化
の
予
測
と
解
析

（
社
会
経
済
・
排
出
シ
ス
テ
ム
・
大
気
海
洋
結
合
気
候
モ
デ
ル
・
地
球
シ
ス
テ
ム
モ
デ
ル
・
予
測
さ

れ
る
気
温
変
化
）、
⑤
地
球
表
層
環
境
の
温
暖
化
影
響
（
水
循
環
・
海
面
上
昇
・
海
洋
酸
性

化
・
極
端
現
象
）、
⑥
生
物
圏
の
温
暖
化
影
響
（
温
暖
化
と
生
物
多
様
性
・
温
暖
化
と
外
来
生

物
・
海
洋
生
物
）、
⑦
人
間
社
会
の
温
暖
化
影
響
と
適
応
（
水
資
源
・
利
用
・
農
業
・
水
産

業
・
健
康
障
害
）、
⑧
緩
和
策
（
需
要
と
供
給
対
策
・
非
Ｃ
Ｏ
２

・
森
林
減
少
の
防
止
・
中
長
期

温
暖
化
対
策
）、
⑨
条
約
・
法
律
・
イ
ン
ベ
ン
ト
リ
（
気
候
変
動
枠
組
条
約
・
条
約
国
会

議
・
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
・
排
出
源
・
吸
収
源
・
排
出
主
体
の
排
出
量
）、

⑩
持
続
可
能
な
社
会
に
向
け
て
（
持
続
可
能
な
発
展
の
取
り
組
み
・
低
炭
素
社
会
と
循
環
型

社
会
・
生
物
多
様
性
と
社
会
）
と
い
う
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　

日
本
気
象
学
会
地
球
環
境
問
題
委
員
会
編
『
地
球
温
暖
化
―
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

と
不
確
実
性
』（
朝
倉
書
店
・
２
０
１
４
）
の
内
容
は
、
①
問
題
の
背
景
と
本
書
の
目
的
、

②
地
球
温
暖
化
に
関
す
る
観
測
事
実
、
③
温
室
効
果
と
放
射
強
制
力
、
④
産
業
革

命
以
降
の
気
候
変
動
の
検
出
と
要
因
分
析
、
⑤
気
候
の
予
測
と
そ
の
不
確
実
性
、

⑥
気
温
・
降
水
・
大
気
大
循
環
の
変
化
、
⑦
日
本
周
辺
の
気
候
の
変
化
、
⑧
温
暖

化
で
起
こ
る
地
球
表
層
の
変
化
、
⑨
海
面
水
位
上
昇
、
⑩
長
い
時
間
ス
ケ
ー
ル
の

気
候
変
化
、
と
な
っ
て
い
る
。
地
球
温
暖
化
が
顕
在
化
し
は
じ
め
た
今
日
、
そ
の

な
か
で
暮
ら
す
わ
れ
わ
れ
が
現
象
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
の
書
で
あ
る
。

　

鬼
頭
昭
雄
著
『
異
常
気
象
と
地
球
温
暖
化
―
未
来
に
何
が
待
っ
て
い
る
か
』（
岩

波
新
書
・
２
０
１
５
）
は
、
人
類
が
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
よ
う
な
暖
か
い
世
界
に

向
か
っ
て
進
ん
で
い
る
と
説
く
。
温
暖
化
は
徐
々
に
起
こ
る
災
害
で
、
手
遅
れ
に

な
ら
な
い
対
策
を
と
る
必
要
性
を
強
調
す
る
。
小
西
雅
子
著
『
地
球
温
暖
化
を
解

決
し
た
い
―
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
ど
う
選
ぶ
？
』（
岩
波
書
店
・
２
０
２
１
）
で
は
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
働
き
は
仕
事
す
る
力
（
も
の
を
動
か
す
力
）
の
こ
と
で
、
熱
を
出
す
、
光
を

出
す
、
動
か
す
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
過
程
で
多
く
の
化
石
燃
料
を
利
用
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
二
酸
化
炭
素
を
排
出
す
る
。
す
べ
て
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
長
所
と
短
所

を
あ
ぶ
り
だ
し
、
経
済
的
に
安
全
性
を
持
っ
た
、
ベ
ス
ト
ミ
ッ
ク
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
考
え
る
。
ま
た
、
同
著
『
地
球
温
暖
化
は
解
決
で
き
る
の
か
―
パ
リ
協
定
か
ら

未
来
へ
！
』（
岩
波
ジ
ュ
ニ
ア
新
書
・
２
０
１
６
）
も
あ
る
。

　

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
Ｈ
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
著
『
地
球
温
暖
化
の
時
代
―
気
候
変
化

の
予
測
と
対
策
』（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
・
１
９
９
０
）
は
、
こ
の
書
が
発
行
さ
れ
て
30
年

を
経
て
い
る
が
、
温
室
効
果
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
し
、
そ
れ
が
地
球
の
気
候
と

社
会
に
及
ぼ
す
影
響
を
検
証
し
、
そ
し
て
直
ち
に
着
手
す
べ
き
温
暖
化
対
策
を
論

じ
る
。
１
９
９
０
年
代
以
降
は
温
暖
化
問
題
を
め
ぐ
っ
て
国
際
政
治
や
経
済
が
動

く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
た
が
、
ま
さ
し
く
今
日
２
０
２
０
年
代
は

世
界
的
に
そ
の
よ
う
な
動
き
に
な
っ
て
き
た
。

　

そ
の
ほ
か
、
矢
沢 

潔
著
『
地
球
温
暖
化
は
本
当
か
？
―
宇
宙
か
ら
眺
め
た
ち
ょ

っ
と
先
の
地
球
予
測
』（
技
術
評
論
社
・
２
０
０
７
）、
田
中 

優
著
『
地
球
温
暖
化
―
電

気
の
話
と
、
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
』（
扶
桑
社
新
書
・
２
０
２
１
）、
宇
佐
美 

誠
著

『
気
候
崩
壊
―
次
世
代
と
と
も
に
考
え
る
』（
岩
波
書
店
・
２
０
２
１
）
が
あ
る
。

地
球
温
暖
化
が
も
た
ら
す
水
災
害
の
激
甚
化

　

地
球
温
暖
化
の
影
響
と
思
わ
れ
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
異
常
気
象
災
害
が
起
こ
っ
て

い
る
。
船
瀬
俊
介
著
『
温
暖
化
の
衝
撃
』（
三
一
書
房
・
１
９
９
７
）
で
は
、
食
糧
パ
ニ

ッ
ク
、
大
干
ば
つ
、
熱
波
襲
来
、
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
、
森
林
火
災
、
北
極
・
南

極
氷
河
の
減
少
、
海
面
上
昇
、
生
物
の
異
変
、
暴
風
雨
の
襲
来
、
大
洪
水
、
大
寒

波
、
猛
吹
雪
、
冷
夏
に
つ
い
て
、
き
め
細
や
か
に
追
っ
て
い
る
。

　

マ
ッ
テ
ィ
ン
・
ヘ
ー
ド
ベ
リ
著
『
世
界
の
天
変
地
異
』（
日
経
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ジ
オ
グ
ラ

フ
ィ
ッ
ク
社
・
２
０
２
１
）
に
よ
る
と
、
２
０
０
５
年
（
平
成
17
）
米
国
フ
ロ
リ
ダ
州
を

ハ
リ
ケ
ー
ン
「
カ
ト
リ
ー
ナ
」
が
、
２
０
１
３
年
（
平
成
25
）
米
国
オ
ク
ラ
ホ
マ
州

を
「
ム
ー
ア
竜
巻
」
が
、
２
０
１
７
年
（
平
成
29
）
パ
キ
ス
タ
ン
を
熱
波
が
襲
っ
た
。

２
０
１
８
年
か
ら
２
０
１
９
年
に
か
け
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
を
大
洪
水
が
襲
っ
た
。

　

デ
イ
ビ
ッ
ド
・
ウ
ォ
レ
ス
・
ウ
ェ
ル
ズ
著
『
地
球
に
住
め
な
く
な
る
日
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ

出
版
・
２
０
２
０
）
で
は
、
日
本
を
含
む
ア
ジ
ア
の
大
部
分
が
居
住
不
可
能
に
な
る
、

４
℃
上
昇
で
北
極
圏
に
ヤ
シ
の
木
が
生
え
る
、
２
０
５
０
年
ま
で
に
気
候
難
民
が

10
億
人
と
な
る
な
ど
気
候
崩
壊
の
戦
慄
の
未
来
を
予
想
す
る
。
ゲ
ル
ノ
ッ
ト
・
ワ

グ
ナ
ー
／
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ワ
イ
ツ
マ
ン
共
著
『
気
候
変
動
ク
ラ
イ
シ
ス
』（
東
洋
経
済

新
報
社
・
２
０
１
６
）
は
、
文
明
と
環
境
の
破
壊
に
ど
う
向
き
合
う
か
を
経
済
学
者

が
追
究
す
る
。
ま
た
、
気
候
変
動
で
激
変
す
る
地
球
を
描
く
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ナ
・

コ
ン
ク
リ
ン
／
マ
リ
ー
ナ
・
プ
サ
ロ
ス
共
著
『
地
図
か
ら
消
え
る
土
地
』（
扶
桑
社
・

２
０
２
２
）
は
、
海
面
が
上
昇
し
、
海
水
が
酸
性
化
し
、
河
口
地
帯
は
洪
水
に
見
舞

わ
れ
、
多
様
な
生
物
が
絶
滅
す
る
と
い
う
。

　

タ
イ
ム
誌
編
集
部
編
『
地
球
温
暖
化
』（
緑
書
房
・
２
０
０
９
）
は
、
Ｔ
Ｉ
Ｍ
Ｅ
誌
の

写
真
で
わ
か
る
地
球
温
暖
化
問
題
と
そ
の
解
決
法
を
論
じ
る
。
食
糧
の
ト
ウ
モ
ロ

コ
シ
を
燃
料
に
す
る
。
電
球
を
電
球
形
蛍
光
灯
に
変
え
る
。
照
明
に
Ｌ
Ｅ
Ｄ
、
す

な
わ
ち
発
光
ダ
イ
オ
ー
ド
を
使
用
す
る
。
地
熱
を
利
用
す
る
。
社
員
の
通
勤
時
間

を
短
縮
す
る
。
バ
ス
に
乗
る
。
オ
ン
ラ
イ
ン
決
済
に
す
る
。
窓
を
開
け
る
。
グ
リ

ー
ン
電
力
を
買
う
。
肉
食
を
減
ら
す
。
マ
イ
バ
ッ
グ
を
使
用
す
る
。
地
元
の
農
家

を
サ
ポ
ー
ト
す
る
。
樹
・
竹
を
植
え
る
。
ネ
ク
タ
イ
を
外
す
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の

電
源
を
切
る
。
終
業
時
間
に
は
明
か
り
を
消
す
。
消
費
を
減
ら
し
、
分
か
ち
合
い
、

無
駄
な
く
暮
ら
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
日
常
の
生
活
の
な
か
で
可
能
な
こ
と
で

あ
る
。
田
中 

充
・
馬
場
健
司
編
著
『
気
候
変
動
適
応
に
向
け
た
地
域
政
策
と
社
会

実
装
』（
技
報
堂
出
版
・
２
０
２
１
）
で
は
、
地
方
自
治
体
の
政
策
を
追
究
す
る
。
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若
者
が
移
り
住
む

神
奈
川
の
み
な
と
ま
ち

神
奈
川
県
足
柄
下
郡
真ま

な
づ
る
ま
ち

鶴
町
。
相
模

湾
に
突
き
で
た
半
島
に
あ
る
小
さ
な
み

な
と
ま
ち
で
あ
る
。

真
鶴
町
は
、
北
に
小
田
原
市
、
西
に

湯
河
原
町
に
面
し
、
周
囲
に
は
箱
根
や

熱
海
と
い
っ
た
メ
ジ
ャ
ー
な
観
光
地
に

も
囲
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
比
べ
る

と
素
朴
で
生
活
感
の
あ
る
海
辺
の
景
観

に
驚
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

け
れ
ど
も
、
私
た
ち
が
注
目
し
た
い

の
は
、
素
朴
で
あ
り
な
が
ら
も
美
し
さ

を
感
じ
ら
れ
る
生
活
景
観
に
若
者
た
ち

が
惹
か
れ
て
移
り
住
む
よ
う
に
な
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
真
鶴
町
の
人
口
は

６
９
４
０
人
（
２
０
２
２
年
５
月
１
日
時
点
）
だ

が
、
２
０
１
９
年
度
（
令
和
元
）
に
は
転

入
・
転
出
に
よ
る
人
口
の
社
会
増
減
が

は
じ
め
て
増
加
に
転
じ
た
。

真
鶴
町
は
神
奈
川
県
で
最
も
高
齢
化

率
が
高
く
、
県
下
で
唯
一
の
過
疎
法
（
注

１
）
に
基
づ
く
「
過
疎
地
域
」
と
さ
れ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
若
い
移
住

者
が
急
増
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
移
住

者
に
は
既
存
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
溶
け

込
む
努
力
が
み
ら
れ
、
ま
ち
全
体
が
活

気
を
帯
び
て
い
る
よ
う
だ
。
私
が
真
鶴

を
訪
れ
た
の
は
６
年
ほ
ど
前
で
あ
る
が
、

そ
の
と
き
と
は
見
違
え
る
よ
う
な
印
象

（注1）過疎法
過疎地域自立促進特別措置法の略。人口減少率、高齢者や若年者の比率などの要件を
満たした市町村に対して特別措置を講じ、福祉の向上や雇用拡大などを目指す法律。

首都圏の「過疎のまち」になぜ
若い移住者が増えているの

か？

東京都

神奈川県

相模湾

真鶴町

熱海

箱根

小田原

鎌倉

横浜

東海
道新
幹線

東海道
本線

「みず・ひと・まちの未来モデル」
2年目の研究対象地域となる
神奈川県の真鶴町。高台から
真鶴港を望む

水の文化 71号　みず・ひと・まちの未来モデル

未来
みず

モデ
ル
20
22

ひと

第1
回

真
鶴
編

まち
の
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（注2）
小鷹滋郎・平野富雄（1976）「真鶴町における地下水
調査孔の掘さく」『神奈川県温泉研究所報告』7（3）

を
持
つ
。

「
み
ず
・
ひ
と
・
ま
ち
の
未
来
モ
デ
ル
」

の
２
年
目
は
こ
の
小
さ
な
み
な
と
ま
ち

が
舞
台
と
な
る
。
今
回
は
、
な
ぜ
真
鶴

町
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
す
る
の
か
、
そ
の

理
由
と
と
も
に
、
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る

テ
ー
マ
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。

真
鶴
町
の
弱
点
と
し
て
の

水
問
題

「
真
鶴
」
と
い
う
町
の
名
は
、
ま
ち
づ
く

り
に
関
心
の
あ
る
方
な
ら
ば
、
一
度
は
聞

い
た
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
リ
ゾ

ー
ト
開
発
に
列
島
が
揺
れ
た
バ
ブ
ル
時

代
に
逆
ら
っ
て
「
美
の
条
例
」（
１
９
９
３
年
）

と
い
う
先
進
的
な
ま
ち
づ
く
り
条
例
を

制
定
し
た
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
た
自
治

体
だ
か
ら
で
あ
る
。

開
発
圧
力
が
強
か
っ
た
時
代
に
な
ぜ

そ
れ
に
抗
う
よ
う
な
決
断
が
下
せ
た
の

だ
ろ
う
か
。
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い

こ
と
だ
が
、
そ
の
出
発
点
は
真
鶴
町
が

抱
え
る
水
の
問
題
に
あ
っ
た
。

真
鶴
町
に
は
安
定
し
た
水
源
が
な
い
。

唯
一
の
河
川
と
さ
れ
る
岩
沢
川
も
「
水

無
川
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
水
量
に
乏
し

い
。
１
９
７
５
年
（
昭
和
50
）
の
神
奈
川

県
温
泉
研
究
所
の
地
下
水
調
査
に
よ
れ

ば
、
真
鶴
半
島
に
は
水
道
水
源
と
し
て

利
用
で
き
る
地
下
水
は
存
在
し
な
い
と

報
告
さ
れ
て
い
る
（
注
２
）。
す
な
わ
ち
、

真
鶴
町
に
は
全
町
民
の
暮
ら
し
を
ま
か

な
え
る
だ
け
の
自
主
水
源
を
も
っ
て
い

な
い
の
だ
。

そ
れ
だ
け
に
水
の
確
保
に
は
苦
労
し

続
け
て
き
た
。
１
９
２
８
年
（
昭
和
３
）
に

町
の
水
道
事
業
が
開
始
さ
れ
た
当
初
は

多
量
の
地
下
水
が
湧
出
し
て
い
た
海
岸

沿
い
の
磯
崎
水
源
を
利
用
し
て
い
た
が
、

地
下
水
の
塩
水
化
が
懸
念
さ
れ
る
。
実

際
に
当
時
の
水
源
か
ら
供
給
さ
れ
る
水

道
水
は
塩し
ょ

っ
ぱ
い
も
の
で
、
飲
め
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
そ
う
だ
が
、
ご
飯
を

炊
く
と
塩
気
が
あ
っ
て
ち
ょ
う
ど
よ
か

っ
た
そ
う
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
１
９
６
０
年
（
昭
和
35
）
に

小
田
原
市
と
の
境
（
小
田
原
市
江
之
浦
地
区
）

に
水
源
を
設
け
た
。
し
か
し
、
翌
年
に

建
設
中
の
新
幹
線
六
郷
山
ト
ン
ネ
ル
工

事
で
落
盤
事
故
が
発
生
し
、
水
が
枯
れ

て
し
ま
っ
た
。
落
盤
事
故
の
現
場
で
は

大
量
の
湧
水
が
流
れ
だ
し
て
お
り
、
そ

れ
を
新
た
な
水
源
と
し
た
も
の
の
、
全

町
民
分
を
ま
か
な
え
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。

自
主
水
源
は
２
０
０
０
ト
ン
に
過
ぎ

ず
、
湯
河
原
町
か
ら
３
０
０
０
ト
ン
、

小
田
原
市
内
の
水
源
か
ら
３
０
０
０
ト

ン
を
調
達
し
た
。
1
日
最
大
８
０
０
０

ト
ン
を
確
保
で
き
た
の
は
１
９
８
０
年

代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
（
注
3
）（
そ
の
結
果
、

町
の
水
道
料
金
は
県
内
で
も
最
高
額
で
あ
り
、
湯
河

原
町
の
２
〜
３
倍
近
い
水
準
に
あ
る
）。
当
時
の
人

地
域
が
抱
え
る
水
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
か
か
わ
る
課
題
を
、
若
者
た
ち
が

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
議
論
し
、
そ
の
解

決
策
を
提
案
す
る
研
究
活
動
「
み
ず
・
ひ
と
・
ま
ち
の
未
来
モ
デ
ル
」
。

２
年
目
と
な
る
２
０
２
２
年
度
は
、
数
多
あ
る
候
補
地
の
な
か
か
ら
神
奈
川
県
の

「
真ま

な
づ
る
ま
ち

鶴
町
」
を
研
究
対
象
地
域
に
選
び
ま
し
た
。

こ
の
研
究
活
動
の
か
じ
取
り
役
は
、
法
政
大
学
現
代
福
祉
学
部
准
教
授
の
野
田
岳
仁

さ
ん
。
初
年
度
と
は
異
な
る
メ
ン
バ
ー
（
野
田
さ
ん
の
指
導
を
受
け
る
ゼ
ミ
生［
新
３
年
生
］
12
名
、

ミ
ツ
カ
ン
の
若
手
社
員
３
名
）
で
研
究
活
動
に
取
り
組
み
ま
す
。

真
鶴
町
の
面
積
は
７
・
０
５
㎢
。
神
奈
川
県
内
で
２
番
目
に
小
さ
い
け
れ
ど
、
海

に
面
し
た
風
光
明
媚
な
ま
ち
で
す
。
ま
ち
づ
く
り
に
携
わ
る
人
び
と
の
間
で
、
真

鶴
町
は
「
美
の
条
例
」
で
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
号
は
真
鶴
町
の
概
要
と
歴
史
的
な
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
、
研
究
の
方
向
性
な
ど
に
つ

い
て
、
野
田
さ
ん
に
記
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

Takehito Noda
1981年岐阜県関市生まれ。
2015年3月早稲田大学大学
院人間科学研究科博士課程
修了。博士（人間科学）。2019
年4月より現職。専門は社会学

（環境社会学・地域社会学・観
光社会学）。

野田岳仁
法政大学

現代福祉学部 准教授
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口
は
約
９
５
０
０
人
。
町
の
試
算
に
よ

れ
ば
、
最
大
１
万
１
０
０
０
人
が
ま
か

な
え
る
計
算
で
あ
っ
た
。

当
時
は
真
鶴
町
も
例
外
で
は
な
く
強

力
な
開
発
圧
力
が
か
か
っ
て
い
た
。
１

９
８
８
年
（
昭
和
63
）
に
真
鶴
町
で
は
じ

め
て
７
階
建
て
の
大
型
マ
ン
シ
ョ
ン
が

建
設
さ
れ
る
と
、
即
日
完
売
で
翌
日
に

は
１
０
０
０
万
円
の
プ
レ
ミ
ア
ム
が
つ

い
た
と
い
う
。
そ
れ
以
降
、
役
場
に
は

次
々
と
開
発
計
画
が
押
し
寄
せ
る
異
常

事
態
と
な
っ
た
。

当
時
、
開
発
に
対
す
る
許
認
可
権
を

握
っ
て
い
た
の
は
神
奈
川
県
な
ど
の
特

定
行
政
庁
で
あ
り
、
住
民
と
議
会
が
開

発
に
反
対
し
て
も
町
に
で
き
る
こ
と
は

限
ら
れ
て
い
た
（
注
４
）。
１
９
９
０
年
（
平

成
２
）
５
月
に
町
の
開
発
規
制
権
限
に
限

界
を
感
じ
た
助
役
、
町
長
が
相

次
い
で
辞
任
。
７

月
に
は
開
発

の
是
非
を

め
ぐ

っ
て
激
し
い
町
長
選
と
な
り
、
開
発
抑

制
派
の
三
木
邦
之
氏
が
当
選
す
る
。

三
木
町
長
は
選
挙
公
約
に
掲
げ
た

「
水
の
条
例
」
の
制
定
に
乗
り
だ
し
、

９
月
に
は
「
真
鶴
町
上
水
道
事
業
給
水

規
制
条
例
」
と
「
地
下
水
採
取
の
規
制

に
関
す
る
条
例
」
が
議
会
の
全
会
一
致

で
制
定
さ
れ
た
。

　
弱
点
を
強
み
に
転
換

さ
せ
た「
美
の
条
例
」

「
真
鶴
町
上
水
道
事
業
給
水
規
制
条

例
」
は
、
20
区
画
以
上
の
宅
地
開
発
や

20
戸
以
上
の
共
同
住
宅
、
収
容
能
力
が

１
０
０
人
以
上
の
宿
泊
施
設
な
ど
に
つ

い
て
新
た
に
給
水
し
な
い
こ
と
を
定
め

た
シ
ン
プ
ル
な
も
の
だ
。

町
か
ら
給
水
を
得
ら
れ
な
い
事
業
者

は
当
然
井
戸
か
ら
水
を
汲
み
上
げ
よ
う

と
し
た
。
そ
こ
で
、「
地
下
水
採
取
の

規
制
に
関
す
る
条
例
」
で
動
力
を
用
い

た
地
下
水
の
採
取
す
る
施
設
の
設
置
を

町
長
の
許
可
制
と
し
た
。
水
の
条
例
は

２
つ
セ
ッ
ト
で
効
力
を
発
揮
し
た
。

１
９
８
８
年
以
降
、
町
に
開
発
申
請

さ
れ
た
47
案
件
は
共
同
住
宅
が
20

件
１
０
３
３
戸
、
宅
地
分
譲
13

件
１
８
１
戸
、
ホ
テ
ル
保
養
所

９
件
５
３
５
室
な
ど
で
、
こ
れ
ら
を
認
め

れ
ば
町
に
は
新
た
に
４
０
０
０
人
の
住

民
が
増
え
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
た
（
注

５
）。
と
も
す
れ
ば
、
先
の
町
営
水
道

の
最
大
供
給
量
８
０
０
０
ト
ン
／
日
を

優
に
超
え
て
し
ま
う
。
平
常
時
に
は
余

裕
が
あ
る
と
さ
れ
た
供
給
量
も
１
９
８

７
年
（
昭
和
62
）
の
異
常
渇
水
時
に
は
14

時
間
の
断
水
が
発
生
し
て
い
た
。
こ
れ

で
は
と
て
も
町
民
の
暮
ら
し
が
成
り
立

た
な
い
。
町
は
町
民
の
生
活
保
全
の
た

め
に
、
な
ん
と
し
て
も
開
発
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
水
の
条
例
は
危
う

い
条
例
で
も
あ
っ
た
。
類
似
の
手
法
を

と
っ
て
い
た
武
蔵
野
市
で
は
水
を
止
め

ら
れ
た
事
業
者
か
ら
訴
え
ら
れ
、
水
を

止
め
る
の
は
水
道
法
上
の
「
正
当
の
理

由
」
に
当
た
ら
な
い
と
し
て
自
治
体
側

の
完
敗
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

当
時
は
訴
え
ら
れ
れ
ば
負
け
る
可
能
性

が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
（
そ
の
後
１

９
９
９
年
の
福
岡
県
志
免
町
給
水
拒
否
事
件
最
高
裁
判

例
で
は
新
た
な
見
解
が
み
ら
れ
る
）（
注
６
）。

水
の
条
例
は
た
し
か
に
開
発
を
一
時

的
に
沈
静
化
さ
せ
る
こ
と
に
は
な
っ
た

が
、
開
発
圧
力
に
向
き
合
い
な
が
ら
、

ど
の
よ
う
な
ま
ち
を
つ
く
る
べ
き
か
、

そ
の
た
め
の
体
系
的
な
ま
ち
づ
く
り
の

ル
ー
ル
を
ど
う
定
め
る
の
か
に
向
き
合

う
必
要
が
あ
り
、「
美
の
条
例
」
と
呼
ば

れ
る
「
真
鶴
町
ま
ち
づ
く
り
条
例
」
の

制
定
に
至
る
。

「
真
鶴
町
ま
ち
づ
く
り
条
例
」
は
次
の

点
で
画
期
的
な
条
例
で
あ
る
。
い
わ
ゆ

（注4）
桜井良治（1996）「真鶴町のリゾート開発規制条例と
自治体の都市計画権限」『静岡大学経済研究』1（1）

（注3・注5）
五十嵐敬喜・野口和雄・池上修一（1996）『美の条例
―いきづく町をつくる』学芸出版社
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39 首都圏の「過疎のまち」になぜ若い移住者が増えているのか？

（注6）
宮崎淳（1999）「給水契約の締結拒否に
ついての正当性」『創価法学』29（1/2）

（注7）
卜部直也（2008）「『美の基準』が生み
出すもの」『季刊まちづくり』18

る
土
地
利
用
規
制
基
準
と
い
っ
た
定
量

的
基
準
だ
け
で
な
く
、
定
性
的
基
準
と

な
る
「
美
の
基
準
」
を
具
現
化
す
る
た

め
の
８
の
「
美
の
原
則
」
と
69
の
「
キ

ー
ワ
ー
ド
」
で
景
観
形
成
の
ル
ー
ル
を

定
め
て
い
る
こ
と
だ
。
加
え
て
、
開
発

行
為
の
手
続
き
の
規
定
を
明
確
化
し
、

住
民
参
加
の
手
続
き
を
設
け
て
い
る
。

「
美
の
条
例
」
は
、
定
性
的
基
準
で
あ

る
が
ゆ
え
に
抽
象
的
で
行
政
対
応
に
は

馴
染
み
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
指
導
や

対
応
に
お
け
る
公
平
性
の
確
保
や
恣
意

性
の
排
除
と
い
っ
た
行
政
的
な
作
法
と

抽
象
的
な
ル
ー
ル
を
ど
の
よ
う
に
折
り

合
い
を
つ
け
る
の
か
、
職
員
に
は
難
し

い
問
い
が
突
き
つ
け
ら
れ
た
。

「
美
の
条
例
」
の
運
用
の
最
前
線
で
丁

寧
に
事
業
者
と
向
き
合
い
な
が
ら
、
最

適
解
を
み
つ
け
だ
す
「
対
話
型
協
議
」

と
い
う
独
自
の
手
法
を
確
立
し
た
の
は
、

町
役
場
の
政
策
推
進
課
の
卜う
ら

部べ

直
也
さ

ん
で
あ
る
（
注
７
）。

大
阪
出
身
の
卜
部
さ
ん
は
都
心
の
大

学
に
通
う
学
生
時
代
に
「
美
の
条
例
」

に
出
会
い
、
画
期
的
な
条
例
に
よ
る
ま

ち
づ
く
り
に
惹
か
れ
て
町
役
場
に
奉
職

さ
れ
た
。
自
身
も
移
住
者
で
あ
り
、
地

元
住
民
と
移
住
者
を
つ
な
げ
る
試
み
を

公
私
に
わ
た
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。

「
美
の
条
例
」が

も
た
ら
し
た
も
の

今
回
初
め
て
真
鶴
を
歩
い
た
学
生
た

ち
が
感
動
し
た
の
は
、
そ
の
景
観
だ
け

で
な
く
、
人
び
と
の
つ
な
が
り
の
強
さ

や
豊
か
さ
に
あ
る
。

思
い
切
っ
た
い
い
方
を
す
れ
ば
、
基

本
的
に
開
発
行
為
は
そ
こ
に
あ
る
物
理

的
な
空
間
（
景
観
）
の
破
壊
だ
け
で
な
く
、

そ
こ
で
機
能
し
て
い
た
社
会
関
係
を
分

断
さ
せ
る
行
為
と
い
え
る
。
人
び
と
が

集
う
小
さ
な
商
店
が
チ
ェ
ー
ン
店
に
塗

り
替
え
ら
れ
て
い
く
様
は
近
代
化
の
名

の
も
と
に
各
地
で
み
ら
れ
た
光
景
で
あ

る
。
結
果
的
に
そ
れ
を
「
美
の
条
例
」

で
抑
制
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
創
発
的
に

関
係
性
を
醸
成
さ
せ
て
い
る
部
分
も
あ

ろ
う
。

海
沿
い
や
山
間
に
大
型
の
リ
ゾ
ー
ト

施
設
が
乱
立
す
る
熱
海
や
箱
根
と
は
異

な
り
、
素
朴
で
あ
り
な
が
ら
も
美
し
さ

を
感
じ
ら
れ
る
生
活
景
観
が
人
び
と
を

惹
き
つ
け
る
の
は
、「
美
の
条
例
」
と
そ

れ
を
誇
り
に
日
々
ま
ち
づ
く
り
に
取
り

組
ん
で
き
た
行
政
職
員
や
地
元
住
民
の

み
な
さ
ん
の
日
常
の
暮
ら
し
の
積
み
重

ね
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
の
成
果
と
し

て
、
こ
こ
数
年
で
周
囲
の
メ
ジ
ャ
ー
な

観
光
地
も
顔
負
け
す
る
ほ
ど
の
注
目
を

集
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
こ

の
30
年
で
世
の
中
の
価
値
観
も
変
わ
り
、

さ
ら
に
コ
ロ
ナ
禍
が
そ
れ
を
加
速
さ
せ
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真鶴町を初めて訪れた野田ゼミの学生たち。
JR真鶴駅に集合し、真鶴町観光協会のガイ
ドの案内でまちなかを歩いた

「美の条例」と呼ばれる
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1真鶴出版が2021
年に発行した『真鶴生
活景』。町内に住む山
田将志さんが真鶴の
生活風景を描いた画
集 2「泊まれる出版
社」真鶴出版の入口。
古民家をリノベーション
し、素敵な空間に仕上
げた 3出版事業とゲス
トハウス運営を行なう
真鶴出版の川口瞬さ
んと來住友美さん夫妻 2

1

3
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　真鶴という名は、半島の形が羽根を広げた鶴に似ている
ことに由来します。その半島の山側や海岸から切り出され
た石材「小松石」は鎌倉時代から広く使われ、江戸城の石
垣にも用いられました。真鶴は湊を備えた採石場というよ
そにはない利点があり、船を使って搬出できたそうです。
　ふらりと入った地魚の鮨店「葵すし」で真鶴の石材業と漁
業の関係について興味深い話を聞きました。真鶴ではよそか
ら来た人同士が結婚して住み着くケースが多かったそうで
す。石材業に携わるのは東北の次男、三男が多い一方、真鶴
は漁業も盛んなため紀州から海女さんが来るし、干物加工
の仕事を求めてくる女性も多かった。そして小さなまちです
から移住者同士が知り合って結ばれるというわけです。
「ここで結婚する人が多くて。だから出身地はかなりバラバ
ラなんですよ」
　そう教えてくれたのは、「葵すし」のおかみ、高橋昭子さ
ん。今、真鶴町に若い人たちが移り住んでいるのは、ひょっと
したら「よそ者を拒まない」真鶴の風土が心地よいのかもし
れません。
　ちなみに夫の衛

まもる

さんは
真鶴町の出身ですが、昭子
さんは1956年（昭和31）に
真鶴町と合併した岩村の出
身。「真鶴と岩では気質が
ちょっと違うのよ」と二人は
笑っていました。（編集部）

て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

観
光
の
現
場
で
も
、
３
密
の
典
型
で

あ
る
大
衆
的
な
観
光
地
で
は
な
く
、
地

域
の
豊
か
な
自
然
や
生
活
文
化
に
焦
点

を
あ
て
る
「
暮
ら
し
観
光
（
注
８
）」
に
注

目
が
集
ま
る
な
ど
価
値
転
換
が
起
き
つ

つ
あ
る
。

そ
れ
ら
の
流
れ
の
重
な
り
あ
い
の
な

か
で
、
真
鶴
町
に
移
住
者
を
呼
び
込
む

こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
美
の
条
例
」と

若
い
移
住
者
の
増
加

そ
の
移
住
者
の
入
口
と
な
っ
て
い
る

の
は
、「
泊
ま
れ
る
出
版
社
」
と
し
て
知

ら
れ
る
真
鶴
出
版
で
あ
る
。

川
口
瞬
さ
ん
と
來き

し住
友
美
さ
ん
夫
妻

に
よ
り
、
出
版
事
業
と
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス

運
営
が
行
わ
れ
て
い
る
。
興
味
深
い
の

は
運
営
を
は
じ
め
た
当
初
は
外
国
人
旅

行
者
が
多
か
っ
た
と
い
う
が
、
次
第

に
移
住
希
望
者
が
宿
泊
す
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
だ
。

川
口
さ
ん
來
住
さ
ん
夫
妻
も
移

住
者
で
あ
り
、
町
が
は
じ
め
た
移
住

施
策
「
お
試
し
暮
ら
し
」
企
画
の
移

住
者
第
一
号
で
も
あ
る
。

い
ま
で
は
真
鶴
出
版
を
通
じ
て
、
な

ん
と
26
組
も
の
若
い
世
代
が
移
住
し
は

じ
め
て
い
る
。
真
鶴
出
版
で
は
宿
泊
客

に
対
し
て
、
ま
ち
歩
き
を
行
っ
て
い
る

こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

そ
の
ま
ち
歩
き
で
必
ず
連
れ
て
行
か

れ
る
の
は
、「
観
光
案
内
所
」
な
ら
ぬ

「
関
係
案
内
所
（
注
９
）」
と
し
て
知
ら
れ

る
草
柳
商
店
で
あ
る
。
店
主
の
「
し
げ

さ
ん
」
こ
と
草
柳
重
成
さ
ん
と
し
げ
さ

ん
の
母
親
で
あ
る
「
あ
ー
ち
ゃ
ん
」
こ

と
草
柳
文ふ
み

江え

さ
ん
が
な
ん
と
も
チ
ャ
ー

ミ
ン
グ
で
訪
れ
る
人
を
惹
き
つ
け
る
。

私
が
真
鶴
に
通
い
は
じ
め
た
理
由
の
ひ

と
つ
も
あ
ー
ち
ゃ
ん
や
し
げ
さ
ん
を
は

じ
め
と
し
た
真
鶴
の
人
に
会
い
た
く
な

る
か
ら
だ
。
観
光
名
所
で
な
く
、
人
に

会
い
に
行
く
観
光
は
「
暮
ら
し
観
光
」

の
肝
と
さ
れ
る
。

草
柳
商
店
で
は
店
内
で
買
っ
た
お
酒

を
そ
こ
で
飲
む
「
角
打
ち
」
が
で
き
、

地
元
の
漁
師
や
住
民
の
た
ま
り
場
で
あ

る
。
そ
こ
に
、
移
住
者
や
観
光
客
が
や

っ
て
き
て
、
他
愛
の
な
い
話
を
し
な
が

ら
お
互
い
を
知
り
合
っ
て
い
く
。

あ
ー
ち
ゃ
ん
は
い
ま
で
は
若
い
移
住

者
の
「
社
会
的
な
オ
ヤ
（
注
10
）」
の
よ
う
な

役
割
を
担
っ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。

來
住
さ
ん
か
ら
は
「『
美
の
条
例
』
は

人
に
も
適
用
さ
れ
て
い
る
と
思
う
」
と
い

う
言
葉
も
あ
っ
た
。
そ
う
な
の
で
あ
る
。

移
住
政
策
と
い
う
と
、
い
か
に
移
住

者
に
選
ば
れ
る
地
域
を
目
指
す
か
と
い

う
発
想
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ
に

対
し
て
真
鶴
町
で
は
、
そ
の
逆
で
結
果

的
に
地
域
が
移
住
者
を
選
ぶ
よ
う
な
仕

ふらりと入った鮨店で聞いた話

（注9）関係案内所
人と人の関係を案内したり、生み出す空間や場所を指す。
『ソトコト』編集長の指出一正さんが提唱している。

（注8）暮らし観光
「内発的な観光」のいち形態。これまでも暮らしに焦点をあてた観光は各地でみられるが、
近年では写真家のMOTOKOさんの呼びかけで若い世代の取り組みが広がりつつある。

4草柳商店では買ったお酒
を店内で飲む「角打ち」がで
きる。しげさん、あーちゃんと
話している間に何人もの住
民が訪れた 5草柳商店の
外観 6しげさんに案内して
もらった旅館「井戸端」。今
は使われていないが大きな
井戸跡がある。かつてはここ
で人びとが集まって井戸端
会議をしていたのだろう

草柳商店店主の草柳重成さん

（しげさん）と母親の草柳文江さん

（あーちゃん）

4

5

6

水の文化 71号　みず・ひと・まちの未来モデル



41 首都圏の「過疎のまち」になぜ若い移住者が増えているのか？

　
　　事前に資料を読み、仮説もある程度立てて初め

て真鶴を訪ねたゼミ生たち。午前中は観光協会の
案内でまちを歩き、午後は３つのグループに分か
れ、気になる場所を巡ったり地元住民に話を聞くな
ど、各々が自由に動きました。
　そして夕方近くに再集合、真鶴で心に残った人や
風景、今後取り組みたい課題などをみんなで振り
返りました。
　もともと住んでいた旧住民と最近移り住んでき
た新住民の間で、なんらかの軋轢や問題があるの
ではないかと考えていたゼミ生たちの仮説は崩れ
たようです。あーちゃん、しげさんの人柄に惹かれ
つつも、研究活動の視点をどこに定めたらよいの
か若干戸惑っている様子がうかがえました。
　ゴールデンウイーク中、自主的に２回目の真鶴訪
問を行なったゼミ生たちもいたそうです。彼ら彼女
らがどんな視点で研究していくのか、これから目が
離せません。（編集部）

戸惑いのなかから
　  何を見出すのか？

組
み
に
な
っ
て

い
る
よ
う
な

気
が
す
る

の
で
あ
る
。

真
鶴
町
に
は

濃
密
な
人
付
き
合
い

に
か
か
わ
る
地
域
の
作
法

や
「
美
の
条
例
」
で
謳
わ
れ

る
よ
う
な
暮
ら
し
ぶ
り
の
根
底
に

フ
ィ
ル
タ
ー
の
よ
う
な
も
の
が
存
在

し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ

が
あ
る
種
の
移
住
者
選
別
機
能
を
果
た

し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。

地
域
に
と
っ
て
移
住
者
と
い
う
の
は
、

地
域
の
担
い
手
と
し
て
期
待
さ
れ
た
存

在
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
と
も
す
れ
ば
、

地
域
の
秩
序
を
乱
す
撹
乱
要
因
で
も
あ

る
と
さ
れ
る
。
ど
の
よ
う
に
地
域
に
馴

染
ん
で
も
ら
い
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
成

員
と
し
て
人
間
関
係
を
つ
く
っ
て
も
ら

え
る
か
が
過
疎
地
域
の
政
策
的
な
課
題

と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
真
鶴
町
で
は

地
域
に
う
ま
く
溶
け
込
ま
せ
る
よ
う
な

社
会
的
な
仕
掛
け
が
意
図
的
に
も
そ
う

で
な
く
と
も
豊
富
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

そ
の
社
会
的
な
仕
掛
け
を
明
ら

か
に
で
き
れ
ば
、
政
策
的

な
応
用
も
可
能
か
も
し

れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と

も
私
た
ち
の
テ
ー
マ
と
な
り
う
る

だ
ろ
う
。

未
来
モ
デ
ル
の

根
底
に
あ
る「
水
」

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
真
鶴

町
に
お
け
る
「
美
の
条
例
」
制
定
に
至

る
過
程
か
ら
わ
か
る
の
は
、
水
不
足
か

ら
町
民
の
生
活
を
守
る
手
段
と
し
て
、

「
美
の
条
例
」
を
つ
く
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

こ
れ
は
地
域
経
営
や
ま
ち
づ
く
り
の

視
点
か
ら
も
示
唆
的
で
あ
ろ
う
。
当
た

り
前
の
よ
う
だ
が
、
地
域
の
水
の
供
給

量
に
よ
っ
て
、
ま
ち
の
あ
り
方
が
規
定

さ
れ
る
こ
と
を
改
め
て
気
づ
か
せ
て
く

れ
る
。
真
鶴
町
の
持
続
可
能
な
未
来
モ

デ
ル
の
根
底
に
あ
る
の
は
、「
水
」
な
の

で
あ
る
。　

そ
の
結
果
、
大
衆
的
な
観
光
地
に
は

な
い
美
し
い
生
活
景
観
が
残
っ
た
。

「
美
の
条
例
」
と
は
、
水
不
足
と
い
う

町
の
弱
点
を
強
み
に
転
換
さ
せ
る
方
法

な
の
で
あ
っ
た
。

制
定
か
ら
30
年
を
経
て
、
美
し
い
生

活
景
観
や
人
に
会
い
に
行
く
「
暮
ら
し

観
光
」
が
注
目
さ
れ
、
若
い
世
代
の
移

住
に
も
結
び
つ
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
好
循
環
が
め
ぐ
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
は
、
こ
の
問
い
に
な
ん
ら
か
の
か

た
ち
で
応
答
す
る
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。

真
鶴
は
都
心
か
ら
１
０
０
㎞
の
距
離

に
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
で
あ
っ
て
も
学
生

た
ち
と
何
度
で
も
通
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
現
段
階
で
の
早
急
な
テ
ー

マ
の
絞
り
込
み
を
あ
え
て
避
け
て
い
る
。

　

私
た
ち
は
現
場
と
大
学
の
往
復
を
繰

り
返
し
な
が
ら
真
鶴
の
地
で
深
み
の
あ

る
研
究
を
目
指
し
て
い
く
こ
と
に
な
ろ

う
。

（
２
０
２
２
年
４
月
９
日
取
材
）

（注10）社会的なオヤ
生みのオヤとは別に地域のルールや暮らしの作法を教えるなど地域で面倒をみてくれる
存在のこと。じっさいにあーちゃんはある移住者を息子のように思ってかわいがっている。

真鶴町を巡った後、「コミュニ
ティ真鶴」に集まり感想など述
べ合う野田ゼミの学生たち

真鶴港から見た町の景色。来訪者を迎える人びとの
温かさと素朴なまちなみの美しさが印象的だ



42

北
前
船
で
栄
え
た

加
賀
藩
の
湊
ま
ち

　

石
川
県
に
は
強
毒
と
さ
れ
る
ふ
ぐ
の
卵
巣
を
ぬ
か
漬

け
に
し
た
郷
土
料
理
が
あ
る
。
白
山
市
美み

川か
わ

を
中
心
に
、

金
沢
市
金
石
、
大
野
地
区
の
み
に
製
法
が
伝
わ
る
「
ふ

ぐ
の
子 

ぬ
か
漬
け
」
だ
。
通
常
は
食
用
が
禁
止
さ
れ

て
い
る
ふ
ぐ
の
卵
巣
を
食
品
加
工
し
て
い
る
地
域
は
、

全
国
で
も
珍
し
い
。

　

美
川
は
、
一
級
河
川
・
手て

取ど
り
が
わ川
の
河
口
周
辺
に
広
が

る
静
か
な
港
ま
ち
だ
。
白
山
連
峰
を
源
と
し
た
伏
流
水

が
豊
富
で
、
あ
ち
こ
ち
に
湧
水
の
水
汲
み
場
が
あ
る
。

「
こ
の
近
辺
は
、
か
つ
て
三さ
ん
し
ん
し
ち
そ
う

津
七
湊
（
注
）
の
一
つ
に

数
え
ら
れ
た
本も
と
よ
し
み
な
と

吉
湊
で
す
。
江
戸
時
代
か
ら
明
治
初
期

に
北
前
船
の
寄
港
地
と
し
て
栄
え
ま
し
た
」
と
白
山
市

水
産
振
興
課
長
の
神か
み

谷や

信
行
さ
ん
。
北
前
船
は
水
の
補

給
が
不
可
欠
で
あ
り
、
美
川
の
豊
か
な
水
を
求
め
て
船

が
集
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
言
う
。

　

美
川
に
は
、
冬
の
貴
重
な
た
ん
ぱ
く
源
と
し
て
、
イ

ワ
シ
や
サ
バ
な
ど
魚
の
塩
漬
け
を
ぬ
か
漬
け
に
し
て
発

酵
さ
せ
る
保
存
食
が
古
く
か
ら
あ
っ
た
。
な
か
で
も
ふ

ぐ
の
身4

の
ぬ
か
漬
け
は
味
が
よ
く
珍
重
さ
れ
加
賀
藩
に

も
献
上
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、
い
つ
か
ら
ふ
ぐ
の
卵
巣

を
ぬ
か
漬
け
に
し
て
食
べ
て
い
た
か
は
定
か
で
な
い
が
、

１
７
０
年
ほ
ど
前
に
は
北
前
船
が
佐
渡
か
ら
積
ん
だ
ふ

ぐ
の
卵
巣
を
、
こ
こ
美
川
に
だ
け
お
ろ
し
て
い
た
と
い

う
記
録
が
残
っ
て
い
る
。

発
酵
の
過
程
で

毒
が
消
え
風
味
が
増
す

　

１
８
３
０
年
（
天
保
元
）
創
業
の
株
式
会
社
あ
ら
与
は
、

ふ
ぐ
の
子
を
は
じ
め
伝
統
的
な
魚
の
ぬ
か
漬
け
を
製
造

販
売
す
る
老
舗
だ
。
七
代
目
社
長
の
荒
木
敏
明
さ
ん
に

ふぐの子 ぬか漬け。そのまま食べてもおいしいし、お茶漬けにすればより深い味と香りが楽しめる

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
、

毒
を
も
つ
ふ
ぐ
の
卵
巣
を
無
毒
化
し
て

食
す
「
ふ
ぐ
の
子 

ぬ
か
漬
け
」
で
す
。

強
毒
が
極
上
の
珍
味
に
変
わ
る

ふ
ぐ
の
子

ぬ
か
漬
け

ふ
ぐ
の
子 

ぬ
か
漬
け
（
石
川
県
白
山
市
） 17

水の文化 71号　食の風土記
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加
工
場
を
案
内
し
て
も
ら
っ
た
。

　

仕
入
れ
た
ば
か
り
の
新
鮮
な
ご
ま
ふ

ぐ
の
腹
を
開
く
と
、
ぽ
っ
て
り
と
大
き

な
真ま

こ子
（
卵
巣
）
が
出
て
く
る
。

「
そ
も
そ
も
は
ふ
ぐ
の
身
が
目
的
で
、

卵
巣
は
副
産
物
で
し
た
。
こ
れ
を
捨
て

る
の
は
忍
び
な
い
、
食
用
に
で
き
な
い

か
と
先
人
た
ち
が
知
恵
を
絞
っ
て
ふ
ぐ

の
子
の
ぬ
か
漬
け
を
編
み
出
し
た
の
だ

と
思
い
ま
す
」
と
荒
木
さ
ん
は
語
る
。

　

取
り
出
し
た
卵
巣
は
、
加
工
場
内
に

引
い
た
伏
流
水
で
洗
っ
て
塩
水
に
漬
け
、

そ
の
ま
ま
１
年
貯
蔵
す
る
。
こ
の
工
程

で
卵
巣
か
ら
水
分
と
と
も
に
毒
素
が
抜

け
出
る
。
次
に
、
塩
漬
け
の
卵
巣
を
水

で
よ
く
洗
い
、
ぬ
か
と
こ
う
じ
で
杉
樽

に
本
漬
け
す
る
。
空
気
に
触
れ
な
い
よ

う
毎
日
イ
ワ
シ
の
魚
醤
を
樽
の
縁
か
ら

注
ぎ
込
み
、
１
年
半
か
ら
２
年
の
間
、

蔵
で
発
酵
さ
せ
る
。
塩
漬
け
と
ぬ
か
漬

け
、
合
わ
せ
て
３
年
ほ
ど
ゆ
っ
く
り
時

間
を
か
け
る
と
不
思
議
な
こ
と
に
人
体

に
無
害
な
レ
ベ
ル
に
ま
で
毒
が
消
え
、

「
奇
跡
の
発
酵
食
」
と
も
称
さ
れ
る
極

上
の
珍
味
が
で
き
あ
が
る
。

　

な
ぜ
長
い
年
月
の
発
酵
に
よ
っ
て
無

毒
化
す
る
の
か
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は

い
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。

伝
統
の
製
法
を
守
り
つつ

新
た
な
食
べ
方
も
提
案

　

1
9
8
3
年
（
昭
和
58
）、
毒
の
あ
る
ふ

ぐ
の
内
臓
は
す
べ
て
破
棄
す
る
よ
う
通

達
が
あ
っ
た
。
ふ
ぐ
の
子 

ぬ
か
漬
け
存

亡
の
危
機
に
、
美
川
の
製
造
業
者
は
連

名
で
県
に
陳
情
書
を
提
出
し
、
い
か
に

重
要
な
伝
統
食
で
あ
る
か
訴
え
、
石
川

県
で
の
み
ふ
ぐ
の
子 

ぬ
か
漬
け
の
製
造

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ

し
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
、
製
造
で

き
る
の
は
認
可
を
受
け
た
業
者
に
限
ら

れ
、
伝
統
の
製
法
を
決
し
て
変
え
な
い

こ
と
、
出
荷
前
に
必
ず
毒
性
検
査
を
受

け
る
こ
と
な
ど
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。

　

美
川
の
ま
ち
を
歩
い
て
い
る
と
、「
昔
、

お
じ
い
さ
ん
が
家
で
ふ
ぐ
の
子
の
ぬ
か

漬
け
を
つ
く
っ
て
い
た
」
と
話
す
女
性

に
出
会
っ
た
。
こ
の
あ
た
り
で
は
夕
飯

や
弁
当
に
、
ふ
ぐ
の
子 

ぬ
か
漬
け
が
当

た
り
前
の
よ
う
に
入
っ
て
い
た
そ
う
だ
。

　

あ
ら
与
は
、
代
々
継
承
し
て
き
た
製

法
を
守
り
つ
つ
、
パ
ス
タ
や
お
菓
子
な

ど
ふ
ぐ
の
子 

ぬ
か
漬
け
の
新
た
な
食

べ
方
も
提
案
す
る
。「
伝
統
産
業
を
守
り

な
が
ら
次
に
つ
な
い
で
い
く
た
め
に
は
、

時
代
に
合
わ
せ
て
変
わ
っ
て
い
く
こ
と

も
必
要
」
と
荒
木
さ
ん
は
言
う
。

　

毎
年
５
月
の
第
３
土
・
日
曜
日
に
、

美
川
最
大
の
行
事
「
お
か
え
り
祭
り
」

が
行
な
わ
れ
る
。
内
外
か
ら
祭
り
に
集

ま
る
客
人
に
は
、
ど
の
家
も
ふ
ぐ
の
子

ぬ
か
漬
け
を
ふ
る
ま
う
。
美
川
の
人
々

に
と
っ
て
、
今
も
地
元
の
誇
り
の
味
だ
。

（
２
０
２
２
年
５
月
26
～
27
日
取
材
）

（注）三津七湊
室町時代末に成立した日本最古の海商法
規集『廻船式目』に記されている十の大港。

1手取川の河口にある美川港。近年は砂の堆積による河口閉塞に悩まされている 2あら与の
加工場にある湧水。白山を源とする手取川の河口域では、地下水が湧き出る 3白山市水産振
興課長の神谷信行さん。地元・美川で生まれ育った 4ふぐの子 ぬか漬けなどを製造・販売す
るあら与の七代目社長、荒木敏明さん 5手取川の左岸から見た白山連峰。白山と手取川由来
の豊かな水がなければ、ふぐの子 ぬか漬けはつくれない

ふぐの子 ぬか漬けの製造手順
ごまふぐの腹を開いて、身と卵
巣を分離する
卵巣を水洗いして、塩分30％
の塩水に１年ほど漬けこむ。漬
け汁に毒素が徐々に染み出し、
卵巣は水分が抜けて堅く引き
締まっていく
1年間塩漬けした卵巣を伏流
水で洗い、ぬか、こうじと交互
に杉樽に詰め、縁に縄を一周
させて木蓋をする
空気に触れないよう毎日イワ
シの魚醤を注ぎ足しながら、１
年半～２年ほど発酵させて毒
を抜く

取材協力：株式会社あら与
石川県白山市美川北町ル61
Tel.076-278-3370
https://arayo.co.jp/
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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
、

毒
を
も
つ
ふ
ぐ
の
卵
巣
を
無
毒
化
し
て

食
す
「
ふ
ぐ
の
子 

ぬ
か
漬
け
」
で
す
。
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強毒が極上の珍味に変わる――ふぐの子 ぬか漬け



坂本クンと行く川巡り  第22回  
Go ! Go ! 109水系

市
民
が
つ
く
っ
た

心
地
よ
い
空
間
あ
ふ
れ
る

矢
作
川

川
系
男
子 

坂
本
貴
啓
さ
ん
の
案
内
で
、
編
集
部
の

面
々
が
全
国
の
一
級
河
川
「
１
０
９
水
系
」
を
巡

り
、
川
と
人
と
の
か
か
わ
り
を
探
り
な
が
ら
、
川
の

個
性
を
再
発
見
し
て
い
く
連
載
。
坂
本
さ
ん
が「
初

恋
の
川
」と
公
言
す
る「
矢
作
川
」を
巡
り
ま
し
た
。
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み
な
さ
ん
は
初
恋
っ
て
覚
え
て
い
ま

す
か
？　

特
に
理
由
が
あ
る
わ
け
で
も

な
く
、
た
だ
た
だ
心
が
訴
え
か
け
て
く

る
「
好
き
」
と
い
う
感
情
。
思
い
出
す

だ
け
で
胸
が
苦
し
く
な
っ
て
し
ま
う
人

も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私

に
も
あ
る
の
で
す
、
初
恋
。
も
う
頭
か

ら
焼
き
つ
い
て
離
れ
な
い
、
思
い
出
す

だ
け
で
も
う
一
度
会
い
た
く
な
る
あ
の

人
、
い
や
、
あ
の
「
川
」
。

　

今
回
は
私
の
初
恋
の
川
「
矢や
は
ぎ
が
わ

作
川
」

を
紹
介
し
ま
す
。

初
恋
の
川
の
記
憶

（
坂
本
少
年
の
回
想
）

　

こ
の
川
と
の
出
会
い
は
遡
る
こ
と
高

校
３
年
生
の
７
月
（
２
０
０
５
年
）。
当
時
、

で
き
た
ば
か
り
の
地
元
の
遠
賀
川
水
辺

館
に
通
っ
て
高
校
生
の
グ
ル
ー
プ
で
川

活
動
を
し
て
い
た
坂
本
少
年
は
水
辺
館

の
お
ば
ち
ゃ
ん
た
ち
に
、「
川
づ
く
り
の

全
国
大
会
（
川
の
日
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
ｉ
ｎ
矢
作

川
）
が
愛
知
県
で
あ
る
か
ら
高
校
生
た

ち
で
発
表
し
て
き
な
さ
い
」
と
送
り
出

さ
れ
た
。

　

ち
ょ
う
ど
愛
・
地
球
博
の
年
だ
っ
た

こ
と
も
あ
り
、
万
博
に
行
っ
て
み
た
か

っ
た
と
い
う
期
待
と
、
初
め
て
高
校
生

だ
け
で
遠
く
へ
行
く
と
い
う
不
安
を
織

り
交
ぜ
な
が
ら
、
夜
行
バ
ス
は
走
っ
た
。

1 0 9水系
1964年（昭和39）に制定された新河川法では、分水界や大河川の本流と
支流で行政管轄を分けるのではなく、中小河川までまとめて治水と利水を統合
した水系として一貫管理する方針が打ち出された。その内、「国土保全上又
は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したもの」（河川法第4条第1
項）を一級水系と定め、全国で109の水系が指定されている。

川名の由来【矢作川】
矢作とは矢を作った部民のいた集落ということから。

1987年福岡県生まれの川系男子。北九州で育ち、高校生になってから下
校途中の遠賀川へ寄り道をするようになり、川に興味をもちはじめ、川に青
春を捧げる。全国の河川市民団体に関する研究や川を活かしたまちづくり
の調査研究活動を行なっている。筑波大学大学院システム情報工学研究
科修了。白川直樹研究室「川と人」ゼミ出身。博士（工学）。国立研
究開発法人土木研究所自然共生研究センター専門研究員を経て2021
年10月から現職。手取川が流れる石川県白山市の白峰集落に移住。

坂本 貴啓 
さかもと  たかあき

東京大学 地域未来社会連携研究機構 
北陸サテライト 特任助教

矢作川中流域にある古鼡水辺公園周辺。水制工など人の手が
入っていてこの美しさがある

市民がつくった 心地よい空間あふれる矢作川45
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河
安
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矢
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川
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作
川
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流
の
碑

矢
作
ダ
ム

古
ふっそ

鼡水辺公園
　

現
地
に
着
い
て
か
ら
は
地
元
の
川
で

が
ん
ば
っ
て
い
る
こ
と
を
発
表
し
、
夕

方
か
ら
は
懇
親
会
に
参
加
。
懇
親
会
場

は
な
ん
と
川
沿
い
で
、
立
ち
並
ぶ
露
店

で
ご
飯
を
食
べ
て
か
ら
は
川
辺
の
石
の

上
に
乗
っ
て
遊
ん
で
い
た
。
そ
の
際
に
、

坂
本
少
年
は
思
わ
ず
た
め
息
の
で
る
光

景
を
目
に
し
た
。
川
岸
に
生
え
る
木
々
、

川
に
映
る
夕
日
、
川
の
な
か
で
釣
り
を

す
る
人
、
川
辺
に
集
う
全
国
か
ら
の
参

加
者
た
ち
。
何
が
い
い
か
う
ま
く
言
い

表
せ
な
い
が
、
ほ
ん
と
う
に
美
し
い
。

理
由
な
く
美
し
い
。
ふ
る
さ
と
の
川
し

か
知
ら
な
か
っ
た
け
ど
、
初
め
て
み
た

川
に
こ
ん
な
に
も
感
動
す
る
こ
と
が
あ

る
の
だ
と
、
そ
う
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ

な
か
っ
た
。
初
め
て
川
に
恋
す
る
と
い

う
感
覚
を
知
っ
た
遠
く
の
川
の
名
前
は

「
矢
作
川
」
―
―
。

　

そ
れ
か
ら
10
年
の
月
日
が
流
れ
た
。

大
学
の
博
士
課
程
に
進
ん
で
い
た
私
は
、

全
国
河
川
調
査
の
最
中
だ
っ
た
。
中
部

地
方
を
回
る
時
、
ふ
と
、
そ
う
い
え
ば
、

鮮
明
に
刻
ま
れ
て
い
る
あ
の
時
の
あ
の

川
の
あ
の
場
所
は
ど
こ
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
と
頭
を
よ
ぎ
っ
た
。
川
の
名
前
く

ら
い
し
か
意
識
し
て
な
か
っ
た
の
で
、

当
時
撮
影
し
た
１
枚
の
写
真
か
ら
情
報

を
集
め
（
中
流
域
、
左
岸
側
、
河
畔
林
が
あ
る
、

河
畔
が
公
園
）
、
地
図
と
照
ら
し
合
わ
せ
、

な
ん
と
か
探
し
当
て
、
再
び
あ
の
場
所

に
辿
り
つ
く
こ
と
が
で
き
た
。
久
々
の

初
恋
の
場
は
、
変
わ
ら
ず
美
し
か
っ
た
。

東海道新幹線沿いにある
矢作川の看板。車窓から
読めるように文字が巨大

 矢作川
 水系番号 ： 52
 都道府県 ： 愛知県・岐阜県・長野県
 源流 ： 大川入山（1908 ｍ） 
 河口 ： 三河湾  
 本川流路延長 ： 118 km 39位／109
 支川数 ： 94河川 41位／109
 流域面積 ： 1830 km2 35位／109
 流域耕地面積率 ： 7.5 ％ 69位／109
 流域年平均降水量 ： 1653.5 mm 68位／109
 基本高水流量 ： 8100 m3/ s 38位／109
 河口換算の
 基本高水流量※ ： 10931 m3/ s 31位／109

 流域内人口 ： 74万4942人 19位／109
 流域人口密度 ： 407人 / km2 18位／109

（基本高水流量観測地点：岩津〈河口から29.2km地点〉）
※河口換算の基本高水流量 ＝ 流域面積×比流量（基本高水流量
÷基準点の集水面積）　
※各水系の比較のため公式発表諸元をもとに坂本貴啓さん作成
データ出典：『河川便覧 2002』（国際建設技術協会発行の日本
河川図の裏面）　流域内人口 ＝ 国土交通省「一級水系における
流域等の面積、総人口、一般資産額等について（流域）」を参照
（最終閲覧日2013年4月）

【矢作川流域の地図】
国土交通省国土数値情報「河川データ（平成
20年）、流域界データ（昭和52 年）、行政区
域（令和3）、鉄道データ（令和2年）、高速道
路時系列データ（令和2年）」より編集部で作図

1

2

34
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枝し
だ
れ下
用
水

人
が
か
か
わ
り
続
け
る

川
は
美
し
い

　

こ
の
場
所
の
名
前
が
「
古ふ

っ
そ鼡
水
辺
公

園
」
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
の
は
大
学

院
生
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
す
。
後

に
知
り
ま
し
た
が
、
こ
の
場
所
は
土
木

学
会
デ
ザ
イ
ン
賞
を
受
賞
し
て
お
り
、

技
術
的
・
デ
ザ
イ
ン
的
に
も
高
い
評
価

を
受
け
て
い
る
。
何
の
情
報
も
知
ら
ず
、

こ
こ
が
好
き
と
思
え
た
当
時
の
高
校
生

の
直
観
力
は
侮
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
居
心
地
の
よ
い
場
所
の
誕
生
は

１
９
７
６
年
（
昭
和
51
）
に
遡
り
ま
す
。

こ
の
地
域
の
住
民
だ
っ
た
村
山
志
郎
さ

ん
が
川
沿
い
の
竹
や
ぶ
を
切
り
開
く
と

こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
り
ま
す
。
村
山
さ
ん

は
１
９
７
６
年
か
ら
15
年
間
に
わ
た
り
、

竹
や
ぶ
を
切
り
開
き
整
備
し
つ
づ
け
て

き
ま
し
た
。
だ
ん
だ
ん
と
人
の
集
う
快

適
な
空
間
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
か
ら
、

そ
れ
を
見
て
い
た
対
岸
の
人
た
ち
も
川

沿
い
の
空
間
整
備
を
始
め
、
そ
の
下
流

も
と
い
う
具
合
に
、
豊
田
市
内
の
矢
作

川
各
所
に
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

こ
の
草
の
根
活
動
と
同
様
に
河
川
行

政
も
動
い
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
場
所

で
日
本
初
と
な
る
近
自
然
河
川
工
法
を

導
入
し
た
水
際
整
備
が
行
な
わ
れ
ま
す
。

人
と
自
然
の
距
離
感
が
近
い
川
づ
く
り

の
最
新
知
見
を
も
っ
て
い
た
ス
イ
ス
・

ド
イ
ツ
に
視
察
団
を
送
り
、
そ
れ
を
古

鼡
水
辺
公
園
に
持
ち
帰
り
、
水
際
に
多

様
な
流
れ
を
生
み
出
す
、
自
然
石
を
用

い
た
水
制
工
を
施
工
し
ま
し
た
。
30
年

以
上
経
っ
た
今
で
も
機
能
し
て
お
り
、

ア
ユ
釣
り
の
人
が
集
う
良
好
な
瀬
淵
も

形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
工
事
直
後
は
い
い
河
川
空
間

を
形
成
し
て
い
て
も
、
事
業
が
終
わ
る

と
維
持
管
理
が
な
さ
れ
ず
、
荒
れ
放
題

の
場
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
多
く
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
事
業
前
後
変
わ
り

な
く
、
普
遍
的
に
草
刈
り
な
ど
の
維
持

管
理
活
動
を
行
な
っ
て
き
た
水
辺
愛
護

会
の
活
動
に
よ
り
、
40
年
来
変
わ
ら
ぬ

快
適
な
空
間
を
維
持
し
て
い
ま
す
。
草

刈
り
一
つ
と
っ
て
も
、
あ
え
て
草
を
残

し
、
多
様
な
環
境
を
残
し
、
生
き
も
の

が
利
用
し
や
す
い
こ
と
ま
で
考
え
て
お

り
、
優
れ
た
技
術
も
持
っ
て
い
ま
す
。

　

人
が
か
か
わ
り
続
け
る
こ
と
で
、
川

の
空
間
が
こ
れ
ほ
ど
美
し
い
空
間
に
な

る
こ
と
を
実
感
で
き
る
場
所
で
も
あ
り

ま
す
。
こ
れ
が
私
の
心
を
揺
さ
ぶ
っ
た

初
恋
の
正
体
で
す
。

変
わ
ら
ぬ
愛
着
は

世
代
を
超
え
て

　

人
が
か
か
わ
り
続
け
る
こ
と
は
川
へ

の
深
い
愛
着
の
表
れ
と
も
い
え
ま
す
。

　

西
広
瀬
小
学
校
で
は
、
46
年
間
、
矢

作
川
の
透
視
度
調
査
を
連
日
行
な
っ
て

い
ま
す
。
矢
作
川
を
水
源
と
す
る
明
治

時
代
に
開
削
さ
れ
た
枝
下
用
水
資
料
室

の
代
表
を
務
め
る
逵つ
じ 

志
保
さ
ん
に
よ

る
と
、
こ
の
調
査
、
累
積
日
数
は
１
万

６
７
０
０
日
を
超
え
て
い
て
、西
広
瀬

小
学
校
の
児
童
た
ち
が
地
域
の
人
た

ち
の
応
援
の
も
と
行
な
っ
て
い
ま
す
。

46
年
前
の
当
時
の
小
学
生
も
今
で
は
お

父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
。
そ
の
子
ど
も
が

変
わ
ら
ぬ
方
法
で
透
視
度
を
測
り
続
け

て
い
ま
す
。
毎
日
川
の
小
さ
な
変
化
に

気
づ
く
人
が
い
る
と
い
う
こ
と
は
川
の

異
変
も
素
早
く
察
知
で
き
、
矢
作
川
が

美
し
さ
を
損
な
っ
て
い
な
い
か
常
に
確

認
で
き
ま
す
。

　

世
代
を
超
え
て
矢
作
川
へ
の
変
わ
ら

ぬ
愛
着
が
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

近
づ
き
や
す
い

都
市
の
水
辺
へ

　

私
が
矢
作
川
が
好
き
な
理
由
の
一
つ

と
し
て
支
流
の
乙お
と

川が
わ

も
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　

矢
作
川
の
支
流
の
乙
川
を
東
岡
崎
駅

か
ら
岡
崎
城
の
方
面
を
歩
く
と
、
川
に

人
が
集
い
、
夜
に
は
明
か
り
が
灯
り
、

時
間
の
変
化
も
含
め
親
し
ま
れ
て
い
ま

す
。
乙
川
は
全
国
有
数
の
リ
バ
ー
ナ
イ

ト
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
場
に
な
っ
て
い
て
、

河
川
敷
は
水
辺
を
楽
し
む
人
で
賑
わ
い

ま
す
。
賑
わ
っ
た
人
は
ま
ち
へ
と
あ
ふ

れ
出
し
、
街
も
賑
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

こ
の
川
と
ま
ち
を
一
体
化
し
た
ま
ち
づ

く
り
の
戦
略
を
推
進
し
よ
う
と
奮
闘
し

1きれいに整備された古鼡水辺公園　2水制工の上に立って記憶をたどる坂本さん（右）とアユ釣りをきっかけにこの河岸の藪を一人で切り開いた村山志郎さん（左）　3古鼡
水辺公園愛護会の会長を務める村山志郎さん（左）と副会長の村山智英さん（右）　4河岸の草はすべて刈り取らずところどころ伸びたまま残してある。生きものの多様性を残
す工夫　5矢作川右岸にある枝下用水の旧取水口　6水位が低い日に訪問したため、廃線路から枝下旧用水路の石堤が見えた　7枝下用水資料室の代表を務める逵
志保さん　8この廃線路の奥には枝下用水の「第二樋門」の遺構があるという　9豊田市立西広瀬小学校に掲示されている水質測定の累積日数　10西広瀬小学校内
にある「清流の塔」。ここで透視度を測っている。この日の透視度は75cm　9、10提供：逵志保さん
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岡崎市役所提供資料および国土地理院基盤地図情報「愛知」をもとに編集部作成

公共投資
（RF地区整備基本計画）

図書館交流プラザ
りぶら

既存商業施設 籠田公園

中
央
緑
道

桜
城
橋

岡崎公園

乙川

東岡崎駅

乙川河
川緑地

殿
橋

岡崎城

太陽の城跡地

二七市通り

連尺通り

康生通り

北東街区

ス
ナ
ス
ナ
美
人
の
矢
作
川

　
瞬
間
的
な
一
目
惚
れ
と
い
う
の
も
初
恋
の
一
つ
で
し

ょ
う
。川
を
見
て
直
観
的
に
美
し
い
と
思
う
風
景
が
そ

れ
ぞ
れ
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
私
の
場
合
、矢
作
川
が
最
初
で
し
た
が
、無
意
識
に

と
き
ど
き
美
し
い
と
思
う
川
に
出
く
わ
し
ま
す
。何
か

根
拠
を
も
っ
て
感
じ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
で
す
が
、あ

る
時
、好
き
な
川
が
何
川
な
の
か
、全
国
川
旅
を
語
り

合
っ
た
師
匠
と
話
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。聞
い
た
師

匠
は「
そ
れ
に
し
て
も
さ
か
も
っ
ち
ゃ
ん
、砂
河
川
好
き

や
な
！
」と
い
う
こ
と
で
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。（
本
誌

65
号ｐ
ｐ
．38
ー
41
参
照
）

　
川
底
に
砂
が
積
も
り
、ス
ナ
ス
ナ
し
て
い
る
川
は
き

ら
き
ら
川
底
が
反
射
し
て
ほ
ん
と
う
に
美
し
い
で
す
。

無
意
識
に
初
恋
相
手
と
類
似
し
た
川
を
好
き
と
思
え

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、ブ
レ
な
い
そ
の
一
途
さ
？
だ

け
は
自
身
を
誉
め
て
あ
げ
た
い
で
す
。

乙お
と
が
わ川

て
い
る
の
が
岡
崎
市
で
す
。
全
国
各
地

と
同
様
に
、
人
口
減
少
、
税
収
減
、
歳

出
増
大
、
魅
力
の
希
薄
化
な
ど
公
共
は

都
市
経
営
の
課
題
に
直
面
し
て
い
ま
す

が
、
周
辺
の
資
産
価
値
を
高
め
て
税
収

増
を
目
指
す
と
い
う
明
確
な
目
標
を
掲

げ
て
い
ま
す
。

　

岡
崎
市
の
中
心
街
に
Ｑ
の
字
で
回
遊

動
線
を
設
定
し
、
エ
リ
ア
の
約
50
％
を

占
め
る
公
共
空
間
（
河
川
、
公
園
、
道
路
、
公

共
施
設
な
ど
）
を
活
用
し
て
、
新
た
な
価

値
を
生
み
出
す
た
め
に
、
民
間
事
業
者

に
ま
ち
の
暮
ら
し
を
豊
か
に
す
る
経
済

活
動
な
ど
を
行
な
っ
て
も
ら
う
「
公
民

連
携
」
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
岡
崎

市
役
所
の
中
川
健
太
さ
ん
は
「
Ｑ
くＵ

ＲるＵ
ＷわＡ
戦
略
」
発
足
当
初
よ
り
担
当

し
、
庁
内
や
民
間
事
業
者
な
ど
と
の
調

整
に
奮
闘
し
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
公
民
連
携
の
一
環
で
乙
川
の

公
共
空
間
を
活
用
し
て
き
た
の
が
お
と

が
ワ
！
活
用
実
行
委
員
会
（
現
在O

N
E 

RIV
ER

と
し
て
活
動
）
で
す
。
ナ
イ
ト
マ
ー

ケ
ッ
ト
は
、
２
０
１
６
年
（
平
成
28
）
よ
り

行
な
わ
れ
た
河
川
活
用
の
社
会
実
験

「
お
と
が
ワ
！
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」の
一
環

と
し
て
始
ま
り
ま
し
た
。
同
委
員
会
の

事
務
局
長
を
務
め
た
天
野
裕ゆ
た
か
さ
ん
は
、

当
初
は
認
知
度
も
低
く
集
客
に
苦
戦
し

た
も
の
の
徐
々
に
水
辺
活
用
策
が
定
着

し
、
今
で
は
数
十
人
か
ら
数
千
人
規
模

ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
毎
週

の
よ
う
に
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
言
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
日
常
的
な
水

辺
の
利
用
も
増
え
た
そ
う
で
、
ま
さ
に

近
づ
き
や
す
い
都
市
の
水
辺
が
生
ま
れ

た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

川
の
改
変
の
苦
難
を

一
緒
に
乗
り
越
え
て

　

矢
作
川
に
魅
了
さ
れ
て
活
動
を
し
て

い
る
人
は
多
く
い
ま
す
。
そ
の
証
拠
に
、

矢
作
川
に
は
上
流
・
中
流
・
下
流
そ
れ

ぞ
れ
に
活
動
し
て
い
る
人
た
ち
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
組
織
が
あ
り
ま
す
。
矢
作
川

流
域
圏
懇
談
会
と
い
う
組
織
は
山や
ま

部
会
、

川か
わ

部
会
、
海う

み

部
会
と
流
域
内
そ
れ
ぞ
れ

に
矢
作
川
へ
の
愛
着
を
も
っ
て
活
動
し

て
い
ま
す
。

　

元
愛
知
県
の
職
員
で
古
鼡
水
辺
公
園

の
水
制
工
づ
く
り
に
か
か
わ
っ
た
近
藤

11矢作川の支流である乙川　
1213SUPをはじめとする水上
アクティビティ、ヨガ「おとがわサン
デーヨガ」など多彩なプログラムを
通じて乙川に人が集まる提供：
ONERIVER　14乙川を舞台に
公民連携に取り組む岡崎市都市
施設課QURUWA戦略係の中川
健太さん（右）とNPO法人岡崎まち
育てセンター・りた事業企画マネー
ジャーの天野裕（ゆたか）さん（左）

11

12

13

14
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流域活動
朗
さ
ん
は
「
理
由
は
う
ま
く
説
明
で
き

な
い
が
そ
う
い
う
風
土
・
気
風
が
あ
っ

た
か
ら
だ
」
と
言
い
ま
す
。

　

私
は
矢
作
川
流
域
が
こ
の
よ
う
な
風

土
・
気
風
を
醸
成
で
き
た
理
由
の
一
つ

に
、
川
の
大
き
な
改
変
が
原
動
力
に
な

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い

ま
す
。

　

矢
作
川
流
域
は
、
１
９
６
０
年
代
、

高
度
経
済
成
長
期
に
、
山
砂
利
採
取
に

よ
る
濁
水
被
害
が
発
生
し
ま
し
た
。
こ

れ
に
対
し
、
流
域
住
民
が
環
境
運
動
を

展
開
し
ま
す
。
通
常
、
環
境
運
動
は
問

題
の
行
為
が
行
な
わ
れ
て
い
る
現
地
の

住
民
が
起
こ
す
こ
と
が
多
い
で
す
が
、

山
砂
利
採
取
は
上
流
の
問
題
だ
け
に
と

ど
ま
ら
ず
、
流
域
全
域
に
影
響
を
及
ぼ

し
た
こ
と
か
ら
流
域
が
団
結
す
る
素
地

が
こ
こ
で
つ
く
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

流
域
全
体
の
環
境
運
動
の
後
、
川
を

ど
の
よ
う
に
使
っ
て
い
く
か
、
そ
れ
ぞ

れ
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
が
合
意
形
成

を
行
な
い
、
「
矢
作
川
方
式
」
と
い
う

環
境
規
制
に
関
す
る
紳
士
協
定
が
成
立

し
ま
し
た
。

　

最
初
は
反
対
運
動
で
始
ま
っ
た
活
動

が
や
が
て
時
代
を
経
て
流
域
連
携
へ
と

発
展
し
て
い
き
、
矢
作
川
流
域
各
地
へ

「
い
い
川
づ
く
り
」
の
風
土
が
根
づ
い

た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
き
ま
す
。

矢
作
川
流
域
圏
懇
談
会
の
事
務
局
を
務

め
る
国
土
交
通
省
豊
橋
河
川
事
務
所
の

酒
井
佳
治
さ
ん
、
佐
藤
嘉
紀
さ
ん
は
、

「
こ
の
流
域
の
連
携
は
こ
れ
か
ら
の
時

代
の
流
域
治
水
を
推
進
す
る
際
に
も
活

躍
す
る
は
ず
」
と
期
待
を
膨
ら
ま
せ
て

い
ま
す
。

市
民
と
行
政
を

つ
な
ぐ
役
割

　

市
民
が
つ
く
り
あ
げ
て
き
た
矢
作
川

で
す
が
、
川
の
未
来
像
を
描
く
市
民
と

河
川
管
理
の
目
的
に
沿
っ
て
淡
々
と
河

川
改
修
を
行
っ
て
い
く
行
政
と
の
間
を

受
け
持
つ
仲
立
ち
の
役
割
も
重
要
で
す
。

　

矢
作
川
流
域
に
は
、
豊
田
市
矢
作
川

研
究
所
と
い
う
研
究
所
が
あ
り
ま
す
。

日
本
で
唯
一
、
市
町
村
が
設
置
す
る
川

の
研
究
所
で
、
矢
作
川
を
通
じ
て
生

態
・
人
文
・
工
学
と
多
岐
の
ア
プ
ロ
ー

チ
か
ら
川
と
人
の
営
み
を
研
究
し
て
い

ま
す
。
矢
作
川
は
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

が
多
い
た
め
、
合
意
形
成
も
複
雑
で
す

が
、
「
学
」
が
中
間
支
援
の
立
場
に
立

つ
こ
と
で
円
滑
な
合
意
を
実
現
し
て
い

ま
す
。

　

研
究
所
の
職
員
で
あ
る
洲
崎
燈
子
さ

ん
と
吉
橋
久
美
子
さ
ん
は
研
究
者
と
し

て
河
川
の
対
象
を
研
究
す
る
だ
け
で
な

く
、
市
民
と
行
政
が
議
論
す
る
現
場
で

両
方
の
想
い
や
根
拠
を
整
理
す
る
重
要

な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

市
民
参
加
が
つ
く
る

川
の
美
し
さ

　

矢
作
川
は
直
観
的
に
も
美
し
い
で
す
。

同
行
し
た
編
集
部
の
人
た
ち
も
「
た
し

か
に
、
初
恋
と
言
い
た
く
な
る
気
持
ち

が
わ
か
る
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
で
す
。

行
っ
て
み
る
と
そ
う
思
う
人
が
多
い
と

思
い
ま
す
。

　

美
し
さ
に
は
川
そ
の
も
の
の
地
質
や

河
道
の
か
た
ち
な
ど
本
来
兼
ね
備
え
て

い
る
美
し
さ
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
だ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
が
か
か
わ
っ

て
川
を
管
理
す
る
か
ら
こ
そ
、
川
と
人

の
営
み
が
調
和
し
た
風
景
に
な
り
、
深

み
あ
る
美
し
さ
を
醸
し
出
し
て
い
ま
す
。

　

直
観
的
に
美
し
い
と
思
っ
た
こ
と
に

は
、
き
っ
と
深
い
理
由
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
目
で
川
を
視
て
い
く
と
新
た

な
発
見
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
（
２
０
２
２
年
３
月
21
～
23
日
取
材
）

15矢作川の水が導水されている児ノ口公園（ちごのくちこうえん）。子どもから大人まで遊べる自然公園として1991
年に豊田市がリニューアルした　16 児ノ口公園の芝生広場。このほか水田や池などもある　17矢作川研究所の
支援で地域住民がワークショップを重ねて改修した支流・岩本川。澪筋（みおすじ）を蛇行させ、子どもが遊べるように
降り口をつくるなど、小さな工夫でここまで魅力的な空間になる　18愛知・川の会の事務局長、近藤朗さん。県庁に
勤めていたときに矢作川（古鼡水辺公園）の治水整備に携わった。今は流域のさまざまな人や団体をつなぐ役割を担
っている　19国土交通省豊橋河川事務所の酒井佳治さん（右）と佐藤嘉紀さん（左）。2022年3月末まで矢作川
流域懇談会の事務局を務めていた　20豊田市矢作川研究所の洲崎燈子さん（右）と吉橋久美子さん（左）

1617

181920
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水の文化 71号　センター活動報告 50

　ミツカン水の文化センターは、2022年
４月23日（土）、24日（日）に熊本市で開催
された「第4回アジア・太平洋水サミット」
の現地展示会ブースに出展しました。
　ブースでは「水に感謝し、水の大切さを
伝える」という当センターの活動内容を、
2021年～2022年に発行した機関誌『水
の文化』の特集を例に、壁面全体を使って
紹介しました。
　来場者からは「なぜ水サミットにミツカ
ンが出展しているのかと思ったが、説明を
聞いてよくわかった」「20年以上も活動を
続けていることがすばらしい。もっと多く
の人に知らせてほしい」「機関誌を職場で
読んでいるが、ミツカンの活動とは知らな
かった」などの声をいただきました。来場
者に加えて、他の出展者とも交流を深める

ことができ、充実した2日間となりました。
　現地展示会のブースデザインにあたり
写真をご提供いただいた皆さまに、この場
をお借りして厚く御礼申し上げます。
　今後も当センターは、ミツカングループ
が「水」の恩恵を受け、「水」によって育てら
れてきたことへの感謝を忘れずに、未来へ
向けて「水」の大切さを伝えることによって、

「人と社会と地球の健康」の実現に貢献し
てまいります。

『水の文化』52号の記事に誤記がありましたのでお知らせいた
します。

　ｐ45「天竜川流域の地図」における佐久間ダムの位置
　　誤）秋葉ダムを佐久間ダムとして記載
　　正）佐久間ダムを正しい位置（上流側）に移動

すでにお手元に届いている読者の皆さまに訂正してお詫びいた
します。ホームページには訂正した地図を掲載しておりますので、
正しい地図は以下のリンクよりご確認いただけますと幸いです。

　機関誌『水の文化』の連載「Go! 
Go! 109水系」でおなじみの坂本
貴啓さん。2021年10月から東京
大学 地域未来社会連携研究機構
の特任助教として「北陸サテライ
ト」（石川県白山市）に着任。調査・研
究活動はもちろんのこと、さまざま
な人や団体を巻き込んだかわまち
づくりやワークショップなどに取り
組んでいます。
　連載「食の風土記」の取材後、
編集部は坂本さんが暮らす白峰集
落に向かい、築100年超の古民家
を活用した北陸サテライト「ライン
館」を訪問。このネーミングは、明
治時代初期にドイツから来日して

白山信仰をはじめとする当地の自
然・文化を調査した地理学者、ヨハ
ネス・ユストゥス・ライン博士にち
なんだものだそうです。
　坂本さんはライン館を開放して、
地元の人たちと情報交換する「ラ
イン館茶話会」、白峰集落を舞台と
する卒論に取り組む大学生たちと
の「ライン館ゼミ」などオープンサ
テライト化を推進。また、白山麓に
ある国土交通省や環境省、林野庁
などの国機関に白山市、区長会な
どが加わり、交流や連携を深める

「ライン会議」にも取り組んでいま
す。坂本さんの今後の活躍に期待
しています。

機関誌『水の文化』制作について
　ミツカン水の文化センターで発行しております機関誌『水の文化』71号につきましては、感染防止対策を徹底して取材活動を
行ないました。また、取材先の皆さまには、顔写真撮影に関してマスクを外していただくなどのご協力をお願いしました。この場
をお借りして厚く御礼申し上げます。72号以降も感染防止対策を徹底したうえで、機関誌『水の文化』を制作してまいります。

センター活動報告

機関誌『水の文化』52号に関する
訂正とお詫び

「北陸サテライト」の坂本貴啓さんを訪問

展示会

機関誌『水の文化』連載 「Go! Go! 109水系」

「第4回アジア・太平洋水サミット」に出展
「水に感謝し、水の大切さを伝える」活動を熊本から世界に発信！

現地展示会のブースデザイン

「第4回アジア・太平洋水サミット」の現地展示会ブース
で来場者に説明するセンタースタッフ

ライン館で自習する大学生たち（左）。白峰集落に溶け込んでいる坂本貴啓さん（右）



編
集
後
記

今
回
の
取
材
で
初
め
て
訪
れ
た
屋
久
島
。
間
近
で
見
た
「
紀
元
杉
」

の
凛
と
し
た
佇
ま
い
に
、
言
葉
を
失
い
ま
し
た
。
自
然
に
対
す
る
畏

敬
の
念
は
、
人
が
自
然
と
持
続
的
に
共
生
し
て
い
く
上
で
の
原
動
力

に
も
な
る
と
感
じ
ま
し
た
。
今
後
も
、
取
材
現
場
に
は
で
き
る
だ
け

足
を
運
び
た
い
と
思
い
ま
す
。
自
身
が
直
接
体
感
し
た
こ
と
も
踏
ま

え
て
、
読
者
の
皆
様
に
「
読
ん
で
良
か
っ
た
」
と
思
っ
て
頂
け
る
よ

う
な
「
水
の
文
化
」
を
、
お
届
け
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。（
今
）

総
論
の
中
で
「
足
る
を
知
る
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
た
。
島
の
文

化
・
暮
ら
し
・
歴
史
を
垣
間
見
る
中
で
、「
現
状
に
満
足
す
る
」
と
い

う
表
面
的
な
意
味
で
は
な
い
、力
強
い
“
し
ぶ
と
さ
”
を
感
じ
た
。
島

の
守
る
べ
き
よ
い
部
分
を
認
識
し
、
祭
祀
や
移
住
者
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ

ー
等
、
活
用
で
き
る
も
の
を
ど
ん
ど
ん
使
い
、
島
の
生
活
を
維
持
・

改
善
し
よ
う
と
知
恵
を
絞
っ
て
い
る
。「
足
る
を
知
る
」
か
ら
こ
そ
、

挑
戦
の
精
神
が
生
ま
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。（
松
）

20
年
ほ
ど
前
に
訪
れ
た
与
論
島
。
百
合
ヶ
浜
で
星
の
砂
を
拾
っ
た
事

を
思
い
出
し
た
。
当
時
は
水
に
特
に
関
心
も
な
く
節
水
意
識
も
低
か

っ
た
た
め
、
日
本
は
ど
こ
で
も
水
が
豊
富
に
あ
る
と
思
い
込
ん
で
い

た
。
島
の
貴
重
な
水
を
我
々
観
光
客
は
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
た

の
だ
な
あ
と
、
今
さ
ら
な
が
ら
感
謝
。
あ
の
美
し
い
海
に
ま
た
い
つ

か
行
き
た
い
。
こ
ん
ど
は
島
の
歴
史
を
も
う
少
し
勉
強
し
て
か
ら
。

（
飯
）

母
が
久
米
島
の
出
身
で
、
小
学
校
の
夏
休
み
に
家
族
で
旅
行
し
た
と

き
の
こ
と
。「
は
て
の
浜
」
と
い
う
砂
浜
だ
け
の
島
に
行
く
機
会
が
あ

っ
た
。
眼
前
に
迫
っ
て
く
る
そ
の
姿
は
絶
景
で
、
子
ど
も
心
に
ワ
ク

ワ
ク
し
た
が
、
ほ
ど
な
く
し
て
思
い
知
る
。
日
差
し
を
遮
る
も
の
が

な
に
も
な
い
。
従
兄
弟
に
「
地
元
の
人
は
海
で
は
T
シ
ャ
ツ
を
着
て

泳
ぐ
よ
」
と
言
わ
れ
た
の
を
思
い
出
し
た
。
当
時
の
、
美
し
さ
と
過

酷
さ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
体
感
し
た
記
憶
は
鮮
明
に
覚
え
て
い
る
。（
力
）

観
光
シ
ー
ズ
ン
は
与
論
島
で
働
い
て
、
オ
フ
シ
ー
ズ
ン
は
本
土
に
帰

っ
て
別
の
仕
事
を
す
る
と
い
う
女
性
た
ち
に
出
会
っ
た
。
何
に
心
惹

か
れ
る
の
か
尋
ね
る
と「
人
と
海
！
」。
即
答
だ
っ
た
。
た
し
か
に
３

つ
の
島
で
会
っ
た
人
た
ち
は
誰
も
が
初
対
面
で
も
構
え
ず
親
戚
の
よ

う
に
接
し
て
く
れ
た
。
船
が
来
な
い
日
が
続
い
て
も
協
力
し
て
生
き

る
。
そ
れ
が
当
然
と
い
う
島
で
の
暮
ら
し
が
柔
和
な
人
柄
を
つ
く
る

の
か
。
私
も
そ
う
し
た
い
が
、
付
け
焼
刃
で
は
難
し
い
。（
前
）
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（上）屋久島に残る巨大な杉の切り株「ウイルソン
株」。空洞になっており、内側から仰ぎ見るとハート
の形にも。豊臣秀吉の命により伐採されたと伝わる。
縄文杉へのルート上にある　撮影：藤牧徹也
（下）加計呂麻島の民家の壁にずらりと並んだクモ
ガイ。スイショウガイ科の巻き貝であるクモガイは、
奄美群島や琉球諸島では魔除けやお守りとして用
いられる　撮影：渡邉まり子

表紙：与論島東部の大金久
（おおがねく）海岸の沖に現れる
白い砂浜「百合ヶ浜」。春から
秋にかけて中潮から大潮の干
潮時のみに出現する人気ス
ポット。グラスボートに乗って
上陸する。手前の黒い影はウ
ミガメ　撮影：川本聖哉
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