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制約を味方にする
小さなベンチャー

長崎県小値賀島（五島列島）

中庭 光彦 さん
なかにわ みつひこ

多摩大学経営情報学部事業構想学科教授
多摩大学研究開発機構総合研究所副所長

1962年東京都生まれ。中央大学大学院総合政策研究科博士課程退学。
専門は地域政策・観光まちづくり。郊外や地方の開発政策史研究を続け、
人口減少期における地域経営・サービス産業政策の提案を行なっている。
並行して 1998年よりミツカン水の文化センターの活動にかかわり、2014
年よりアドバイザー。主な著書に『オーラルヒストリー・多摩ニュータウン』
（中央大学出版部 2010）、『N P Oの底力』（水曜社 2004）ほか。

人口減少期の地域政策を研究し、自治体や観光協会な

どに提案している多摩大学教授の中庭光彦さんが「おも

しろそうだ」と思う土地を巡る連載です。将来を見据えて、

若手による「活きのいい活動」と「地域の魅力づくりの

今」を切り取りながら、地域ブランディングの構造を解き

明かしていきます。その土地ならではの魅力や思いがけな

い文化資産、そして思わぬ形で姿を現す現代の水文化・

生活文化にご注目ください。今回は九州本土からおよそ

50kmほどの西の海上にある、かつてアジアの交通の要

衝として栄えた「小
お ぢ か じ ま

値賀島」です。

隔
絶
は
魅
力
な
の
か
？

「
大
半
の
島
に
は
人
を
ひ
き
つ
け
る
よ
う

な
歴
史
も
な
い
し
風
景
も
な
い
。
そ
れ
で

い
て
島
に
は
魅
力
が
あ
る
。
隔
絶
せ
ら
れ

た
社
会
だ
か
ら
で
あ
る
。
憩
い
の
場
と
し

て
、
海
を
利
用
し
た
ス
ポ
ー
ツ
、
保
養
の

場
と
し
て
利
用
す
る
な
ら
ば
、
利
用
の
道

は
多
い
し
、
そ
れ
な
ら
島
民
も
と
も
に
参

加
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

　

1 

9 

7 

0
年
（
昭
和
45
）
に
書
か
れ
た

小値賀島の北部にある「長崎鼻」。ここは牛の放牧地で、草を食（は）
む牛の姿と青い海がすばらしい光景をつくる

「
離
島
の
現
状
」
の
一
節
だ
。
書
い
た
の

は
宮
本
常
一
。
全
国
を
見
て
・
聞
い
て
・

歩
い
た
民
俗
学
者
と
し
て
有
名
だ
。
彼
は

1 

9 

5 

3
年
（
昭
和
28
）
離
島
振
興
法
成
立

に
尽
力
し
、
同
年
設
立
さ
れ
た
全
国
離
島

振
興
協
議
会
の
初
代
事
務
局
長
に
な
っ
た
。

時
代
は
戦
後
復
興
か
ら
高
度
成
長
期
へ
と

移
る
。
島
か
ら
人
口
が
流
出
し
無
人
島
が

増
え
る
な
か
、
島
の
人
々
の
生
活
を
支
援

し
た
い
と
考
え
た
。

　

時
を
経
た
現
在
。
島
の
文
化
を
人
々
は
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長崎

佐世保

五島列島

小値賀島

野崎島

長崎県

歴史民俗資料館の前に
ある古い石畳の坂。捕
鯨で栄えた小田家のか
つての船着場跡だ

め
た
。
二
代
目
・
小
田
伝で

ん
じ
べ
え
し
げ
と
し

次
兵
衛
重
利

（
1 

6 

7 

1
年
生
ま
れ
）
は
対
馬
や
平
戸
ま
で

出
漁
し
た
。
そ
こ
で
得
た
膨
大
な
富
の
一

部
を
藩
に
も
献
上
し
た
。
そ
の
後
、
海
産

物
販
路
を
開
拓
す
る
ば
か
り
か
自
ら
船
を

つ
く
り
、
廻
船
業
、
酒
造
業
、
さ
ら
に
は

新
田
・
植
林
の
開
発
も
行
な
っ
た
。

　

小
田
家
と
同
様
に
い
わ
ば
島
の
ベ
ン
チ

ャ
ー
と
し
て
特
筆
さ
れ
る
の
が
尼
﨑
家
だ
。

初
代
の
尼
﨑
忠
兵
衛
は
1 

8 

6 

9
年
（
明

治
2
）
笛
吹
郷
生
ま
れ
。
彼
は
海
藻
を
燃

や
し
た
灰
が
ヨ
ー
ド
、
そ
し
て
火
薬
や
薬

の
原
料
と
な
る
こ
と
に
目
を
つ
け
、
小
値

賀
沃
度
製
造
所
を
創
立
。
そ
の
後
は
1 

9 

0 

7
年
（
明
治
40
）
に
劇
場
布
袋
座
を
設
立
。

魚
市
場
、
海
運
業
、
発
電
所
建
設
、
銀
行
、

醤
油
・
酒
醸
造
、
衣
料
品
販
売
と
、
五
島

と
長
崎
を
ま
た
ぐ
島
々
の
総
合
商
社
と
な

っ
て
い
っ
た
。
島
の
方
に
歴
史
を
伺
う
と

「
尼あ

ま
ち
ゅ
う忠

さ
ん
」
と
い
う
呼
び
名
が
何
度
も

出
て
く
る
。

　

笛
吹
郷
は
要
衝
の
島
な
ら
で
は
の
ベ
ン

チ
ャ
ー
の
活
躍
が
刻
ま
れ
た
ま
ち
な
の
だ
。

活
版
文
化
で
小
値
賀
を

世
界
に
発
信

　

そ
の
笛
吹
郷
の
小
路
に
、
島
唯
一
の
印

刷
所
、
晋し

ん
こ
う
し
ゃ

弘
舎
活
版
印
刷
所
が
あ
る
。
1 

0 

0 

年
以
上
続
い
て
い
る
印
刷
所
の
四
代

ど
の
よ
う
に
捉
え
、
生
活
し
て
い
る
の

か
？ 

島
に
抱
く
私
た
ち
の
離
島
イ
メ
ー

ジ
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
よ
い
の
か
？ 

そ

こ
で
、
今
回
は
宮
本
も
訪
れ
た
長
崎
県
五

島
列
島
の
小
値
賀
島
を
訪
ね
て
み
た
。

か
つ
て
の
小
値
賀
の

ベ
ン
チ
ャ
ー
た
ち

　

佐
世
保
か
ら
フ
ェ
リ
ー
「
な
る
し
お
」

で
3
時
間
20
分
。
小
値
賀
港
に
着
く
。
長

崎
県
小
値
賀
町
は
こ
の
小
値
賀
島
と
周
辺

の
島
々
か
ら
な
る
人
口
2 

6 

0 

2
名
（
2 

0 

1 

6
年
5
月
6
日
）
の
ま
ち
だ
。

　

港
の
あ
る
笛
吹
郷
は
島
の
中
心
街
だ
。

島
の
歴
史
は
古
く
、
奈
良
時
代
に
は
遣
唐

使
の
経
由
地
だ
っ
た
し
、
江
戸
時
代
か
ら

明
治
時
代
に
か
け
て
は
捕
鯨
拠
点
で
も
あ

っ
た
。
さ
ら
に
五
島
列
島
の
島
々
を
結
ぶ

商
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
心
地
で
も
あ
っ

た
。
笛
吹
の
曲
が
り
く
ね
っ
た
道
と
路
地

に
は
歴
史
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

　

例
え
ば
中
心
部
に
あ
る
「
歴
史
民
俗
資

料
館
」。
こ
こ
は
島
の
旧
家
・
小
田
家
の

屋
敷
を
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
し
た
も
の
で
、

平
戸
藩
を
治
め
て
い
た
松
浦
の
殿
様
も
こ

こ
を
訪
れ
て
い
た
。
松
浦
氏
は
捕
鯨
を
保

護
し
た
の
だ
。

　

小
田
家
の
初
代
・
小お

だ
で
ん
べ
え
し
げ
の
り

田
伝
兵
衛
重
憲
は

壱
岐
か
ら
小
値
賀
に
移
り
、
捕
鯨
業
を
始
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目
と
し
て
活
動
し
て
い
る
の
が
横
山
桃
子

さ
ん
だ
。「
活
版
印
刷
を
通
し
て
小
値
賀
を

世
界
に
発
信
し
て
い
き
た
い
」
と
言
う
。

　

今
は
珍
し
く
な
っ
た
活
字
棚
が
ず
ら
り

と
並
ん
だ
工
房
は
圧
巻
で
、
観
光
客
に
も

公
開
し
て
い
る
。

　

横
山
さ
ん
は
笛
吹
郷
生
ま
れ
。
大
学
で

デ
ザ
イ
ン
を
学
び
、
東
京
で
も
編
集
の
仕

事
を
し
た
。
現
在
は
島
に
戻
り
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
や
S 

N 

S 

で
も
情
報
公
開
し
、
北

海
道
か
ら
沖
縄
ま
で
顧
客
を
広
げ
て
い
る
。

　

活
版
は
名
刺
に
よ
く
使
わ
れ
て
い
た
が
、

紙
に
少
し
窪
み
が
で
き
独
特
の
書
体
が
並

ぶ
風
合
い
が
美
し
い
。
大
量
の
文
字
の
活

版
棚
か
ら
文
字
を
拾
い
、
そ
れ
を
組
ん
で

版
に
し
て
印
刷
す
る
。
P 
C
で
版
を
つ
く

る
の
が
現
在
の
印
刷
業
界
の
主
流
だ
が
、

活
版
の
質
感
を
求
め
て
横
山
さ
ん
に
注
文

が
集
ま
る
の
だ
。

「
活
版
の
よ
さ
は
、
す
ぐ
に
は
で
き
な
い

こ
と
で
す
。
時
間
が
か
か
る
。
時
間
が
か

か
る
こ
と
は
デ
メ
リ
ッ
ト
と
は
思
っ
て
い

な
い
の
で
。
島
の
人
は
船
が
欠
航
し
た
ら

あ
き
ら
め
な
く
て
は
い
け
な
い
。
自
然
と

よ
り
そ
っ
て
い
る
の
で
、
自
分
で
は
ど
う

し
よ
う
も
で
き
な
い
」

　

島
に
生
き
る
自
然
の
制
約
感
覚
と
仕
事

の
制
約
感
が
つ
な
が
っ
て
い
る
。

「
パ
ソ
コ
ン
は
な
ん
で
も
で
き
る
。
で
も

活
版
に
は
い
っ
ぱ
い
制
限
が
あ
る
。
組
み

方
、
文
字
の
大
き
さ
も
決
ま
っ
て
い
る
。

制
限
が
あ
る
な
か
で
、
ど
れ
だ
け
お
も
し

ろ
い
も
の
が
で
き
る
か
が
活
版
の
よ
さ
」

と
言
う
横
山
さ
ん
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
小
値

賀
島
特
産
の
ピ
ー
ナ
ッ
ツ
ペ
ー
ス
ト
の
ラ

ベ
ル
や
多
く
の
印
刷
物
に
使
わ
れ
て
い
る
。

制
約
を
な
く
そ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、

制
約
を
受
け
止
め
強
み
に
変
え
る
創
造
力

に
、
私
は
感
じ
入
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

先
々
代
と
な
る
祖
父
は
、
活
版
印
刷
は

文
化
と
話
し
て
い
た
と
い
う
。

「
続
け
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。
1 

0 

0 

年
続
い
て
い
る
の
で
、
そ
れ

に
魅
せ
ら
れ
て
い
る
人
が
い
る
。
そ
れ
を

継
が
な
く
て
は
い
け
な
い
。
2 

0 

0 

年
続

け
ば
さ
ら
に
魅
力
的
に
な
る
」
と
、
歴
史

そ
の
も
の
が
魅
力
の
源
と
横
山
さ
ん
は
話

し
て
く
れ
た
。

「活版のよさは、時間がかかること」と言う晋弘舎活版印刷所
の四代目、横山桃子さん。活版印刷の昔のイラストは、円内
の写真のように一つずつ手で彫った版を用いていた。下は笛
吹郷にかつてあった劇場布袋座の宣伝チラシ
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会
の
皆
さ
ん
だ
。

　

理
事
長
は
尼
﨑
豊
さ
ん
。
そ
う
、
尼
忠

さ
ん
の
お
孫
さ
ん
だ
。
今
、
こ
の
協
会
は

日
本
版
D 

M 

O 

（
注
）
の
先
駆
け
に
な
る

の
で
は
な
い
か
と
注
目
さ
れ
て
い
る
の
だ

が
、
尼
﨑
さ
ん
は
流
行
に
流
さ
れ
る
こ
と

な
く
慎
重
に
成
り
行
き
を
見
守
っ
て
い
る
。

　

小
値
賀
町
で
は
観
光
協
会
を
1 

9 

9 

6

年
（
平
成
8
）
に
設
立
し
、
尼
﨑
さ
ん
は
事

務
局
長
と
な
っ
た
。

　

2 

0 

0 

1
年
（
平
成
13
）
に
は
、
1 

9 

8 

9
年
（
平
成
元
）
か
ら
続
い
て
い
た
廃
校
を

簡
易
宿
泊
所
と
し
て
使
っ
た
「
野
崎
島
自

然
学
塾
村
」
が
、「
な
が
さ
き
島
の
自
然
学

校
」
と
い
う
全
国
に
自
然
体
験
学
校
を
つ

く
る
総
務
省
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
採
用
さ
れ
た
。

夏
期
に
2
週
間
、
子
ど
も
の
キ
ャ
ン
プ
を

野
崎
島
で
行
な
う
の
だ
が
、
途
中
で
小
値

賀
島
本
島
に
い
っ
た
ん
戻
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
子
ど
も
た
ち

全
員
を
島
の
旅
館
だ
け
で
は
収
容
で
き
な

い
。
そ
こ
で
民
泊
を
導
入
し
た
の
が
き
っ

か
け
だ
っ
た
。
当
時
、
大
分
県
の
安あ

じ

む
心
院

で
も
同
様
の
取
り
組
み
を
始
め
て
お
り
、

尼
﨑
さ
ん
は
研
修
に
赴
き
「
や
れ
る
」
と

思
っ
た
と
い
う
。

　

2 

0 

0 

6
年
（
平
成
18
）
に
は
民
泊
の
組

織
で
あ
る
ア
イ
ラ
ン
ド
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進

協
議
会
、
観
光
協
会
、
な
が
さ
き
島
の
学

校
（
野
崎
島
自
然
学
塾
村
）、
こ
の
三
つ
が
合

（注）日本版DMO

行政、観光業者、地域住民など立場ごとに分かれている機能
を、地域全体の観光マネジメントとして一本化する、着地型
観光のプラットフォーム組織を指す。DMOとはDestination 
Marketing Organizationの略。

島
の
環
境
を
活
か
し
て

健
康
的
な
子
牛
を
育
て
る

　

小
値
賀
島
に
は
た
く
さ
ん
の
牛
が
い
る
。

畜
産
業
が
盛
ん
な
の
だ
。
一
般
に
、
畜
産

農
家
は
繁
殖
農
家
と
肥
育
農
家
に
分
か
れ

る
。

　

繁
殖
農
家
は
母
牛
に
子
を
産
ま
せ
て
1

年
未
満
で
出
荷
す
る
。
そ
の
牛
を
全
国
の

肥
育
農
家
が
仕
入
れ
、
三
重
に
行
け
ば
松

阪
牛
に
な
る
し
長
崎
に
行
け
ば
長
崎
牛
と
、

肥
育
さ
れ
た
土
地
の
ブ
ラ
ン
ド
牛
と
な
る
。

小
値
賀
は
牧
草
に
海
水
に
よ
る
ミ
ネ
ラ
ル

「民泊おくばと」の濱元さんご一家。弥一郎さん、照美さ
んご夫婦は民泊がスタートした当初からの受け入れ家庭

牛を 50頭ほど育てる迎真志さんは二児の父。諫早市の農業大学校で学び、帰島した

分
が
増
え
る
た
め
質
が
よ
い
と
、
昔
か
ら

繁
殖
農
家
に
よ
る
畜
産
が
盛
ん
な
の
だ
。

　

迎む
か
え
ま
さ
し

真
志
さ
ん
も
繁
殖
農
家
の
一
人
だ
。

牛
を
育
て
る
お
も
し
ろ
さ
は
何
か
。

「
牧
草
、
畑
、
育
て
方
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な

る
な
か
で
育
て
た
牛
に
値
段
が
つ
く
。
そ

れ
が
う
れ
し
い
」
と
い
う
。
千
葉
や
新
潟

の
牧
場
か
ら
も
買
い
付
け
に
来
る
そ
う
で
、

販
路
は
広
い
。

「
健
康
的
な
子
牛
が
た
く
さ
ん
で
き
れ
ば

い
い
。
島
だ
か
ら
病
気
も
入
っ
て
き
に
く

い
」
と
、
健
や
か
な
牛
に
こ
だ
わ
っ
て
育

て
て
い
る
。

　

畜
産
業
も
、
島
の
環
境
を
活
か
し
た
商

社
と
同
じ
よ
う
な
ビ
ジ
ネ
ス
で
は
な
い

か
？ 

健
康
な
牛
を
育
て
る
の
に
こ
ん
な

適
し
た
場
は
な
い
と
私
に
は
思
え
た
。

親
戚
の
家
に
来
た
よ
う
な

民
泊
の
雰
囲
気

　

さ
て
、
島
の
宿
泊
。
わ
れ
わ
れ
は
濱
元

さ
ん
夫
婦
が
営
む
「
民
泊
お
く
ば
と
」
に

お
世
話
に
な
っ
た
。
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
と
い

う
意
味
の
「
民
泊
」
で
小
値
賀
島
で
は
こ

の
民
泊
受
け
入
れ
家
庭
が
約
30
軒
あ
る
。

　

濱
元
さ
ん
ご
夫
妻
も
畜
産
農
家
、
そ
し

て
息
子
さ
ん
と
の
三
人
暮
ら
し
。
イ
ナ
カ

の
親
戚
に
帰
省
し
た
感
じ
だ
。

　

夜
は
濱
元
さ
ん
一
家
と
お
食
事
。
新
鮮

な
鰤ぶ

り

刺
な
ど
を
い
た
だ
き
、
話
も
盛
り
上

が
る
。

「
家
っ
て
昔
は
こ
ん
な
感
じ
だ
っ
た
な
」

と
思
い
出
し
た
。
民
泊
は
、
家
族
の
か
か

わ
り
を
思
い
起
こ
さ
せ
て
く
れ
る
場
な
の

だ
。
お
客
さ
ん
の
な
か
に
は
「
帰
り
た
く

な
い
」
と
泣
き
じ
ゃ
く
っ
た
女
子
高
生
も

い
た
そ
う
だ
が
、
そ
れ
も
わ
か
る
気
が
し

た
。

き
め
細
か
な
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
ツ
ー
リ
ズ
ム
協
会

　

こ
れ
ま
で
登
場
し
た
方
々
を
紹
介
い
た

だ
き
、
小
値
賀
島
で
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ

提
案
、
ガ
イ
ド
、
こ
れ
ら
を
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
サ
ー
ビ
ス
で
提
供
い
た
だ
い
た
の
が
N 

P 

O 

お
ぢ
か
ア
イ
ラ
ン
ド
ツ
ー
リ
ズ
ム
協
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併
し
て
N 

P 

O 

法
人
に
な
り
現
在
に
至
っ

て
い
る
。
民
泊
は
目
玉
サ
ー
ビ
ス
に
育
っ

て
い
る
。
私
た
ち
は
3
日
間
在
島
し
た
が
、

き
め
細
や
か
な
サ
ー
ビ
ス
は
小
値
賀
島
の

よ
う
な
コ
ン
パ
ク
ト
な
規
模
だ
か
ら
可
能

な
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
協
会
に
は
12
名
の
ス
タ
ッ
フ
が
い

る
。
木
寺
智
美
さ
ん
は
神
奈
川
県
平
塚
生

ま
れ
。
東
京
で
シ
ス
テ
ム
エ
ン
ジ
ニ
ア
を

し
て
い
た
が
、
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
ガ
イ
ド

の
育
成
研
修
で
小
値
賀
に
来
た
と
こ
ろ

「
ビ
ビ
ッ
と
き
て
」
こ
ち
ら
に
住
む
よ
う

に
な
っ
た
。
小
値
賀
に
来
て
か
ら
「
自
分

が
幸
せ
だ
な
、
と
感
じ
る
こ
と
が
増
え
ま

し
た
」
と
語
る
。

　

一
方
、
地
元
生
ま
れ
の
畑
村
真
美
さ
ん

は
、
地
元
で
仕
事
が
し
た
か
っ
た
と
い
う
。

「
自
分
の
地
元
を
好
き
に
な
っ
て
く
れ
る

人
が
増
え
る
の
は
あ
り
が
た
い
し
、
気
づ

か
せ
て
く
れ
る
の
も
あ
り
が
た
い
」
と
話

す
。

　

お
二
人
だ
け
で
は
な
く
、
お
会
い
し
た

み
ん
な
か
ら
感
じ
ら
れ
る
、
島
を
信
じ
る
、

お
そ
ら
く
理
由
な
ど
な
い
心
も
ち
は
、
ど

の
よ
う
に
生
ま
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

制
約
を
強
み
に
し
て

稼
ぐ
ビ
ジ
ネ
ス
を

　

わ
れ
わ
れ
は
野
崎
島
に
も
渡
っ
た
。
2 

0 

0 

1
年
（
平
成
13
）
に
最
後
の
住
人
が
離

村
し
、
う
ち
捨
て
ら
れ
た
集
落
を
抜
け
る

と
「
野
崎
島
自
然
学
塾
村
」
に
着
く
。
そ

こ
か
ら
5
分
ほ
ど
山
を
上
が
る
と
「
旧

野の
く
び首

教
会
」
だ
。
禁
教
令
が
撤
廃
（
1 

8 

7 

3
年
）
さ
れ
た
後
、
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン

た
ち
が
信
仰
の
証
と
し
て
つ
く
っ
た
教
会

で
、
建
築
し
た
の
は
他
に
も
長
崎
の
多
く

の
カ
ソ
リ
ッ
ク
教
会
建
築
を
手
が
け
た
鉄

川
与
助
。
1 

9 

0 

8
年
（
明
治
41
）
に
完
成

し
た
。

　

空
間
に
は
意
味
が
あ
り
、
そ
の
歴
史
と

出
会
う
こ
と
で
体
験
が
生
ま
れ
る
。
ほ
ぼ

無
人
の
島
の
教
会
の
な
か
に
佇
む
と
、
私

は
3
日
間
の
体
験
に
つ
い
て
考
え
込
ん
で

し
ま
っ
た
。

　

今
回
お
会
い
し
た
人
々
は
、
皆
さ
ん
島

の
ベ
ン
チ
ャ
ー
、
言
い
換
え
れ
ば
「
仕
事

を
創
っ
て
い
る
人
々
」
だ
。
共
通
し
て
い

た
思
考
は
「
島
で
あ
る
こ
と
の
制
約
」
に

魅
力
を
感
じ
強
み
に
し
て
い
る
こ
と
だ
っ

た
。
制
約
を
打
ち
破
る
ビ
ジ
ネ
ス
で
は
な

く
、
制
約
を
受
け
入
れ
稼
ぐ
ビ
ジ
ネ
ス
を

進
化
さ
せ
て
い
る
。

　

小
値
賀
島
の
旅
で
触
れ
る
こ
と
が
で
き

た
の
は
、
多
く
の
人
を
雇
う
「
大
き
い
」

ベ
ン
チ
ャ
ー
の
夢
で
は
な
く
、
魅
力
を
伴

っ
た
仕
事
を
営
ん
で
い
る
「
小
さ
い
」
ベ

ン
チ
ャ
ー
の
確
か
な
現
場
だ
っ
た
。
地
域

創
生
の
鍵
が
こ
こ
に
あ
る
。

〈
魅
力
づ
く
り
の
教
え
〉

　

地
域
に
は
必
ず
制
約
が
あ
る
。
制
約
を

破
壊
す
る
ベ
ン
チ
ャ
ー
も
い
れ
ば
、
受
け

入
れ
て
進
化
さ
せ
る
ベ
ン
チ
ャ
ー
も
い
る
。

制
約
と
ど
う
付
き
合
う
か
は
、
文
化
と
魅

力
づ
く
り
の
大
き
な
論
点
だ
。

　
（
2 

0 

1 

6
年
3
月
22
〜
24
日
取
材
）

野崎島の高台にそびえる「旧野首教会」。建設費をつ
くるために、17世帯の信者たちが共同で暮らし、食
事も一日二食に切りつめて建てたもの。廃村後は荒れ
てしまったものの、小値賀町が改修した

NPOおぢかアイランドツーリズム
協会の尼﨑豊理事長

東京を離れて小値賀島に移り住んだ木寺智美さん（左）
と小値賀島生まれの畑村真美さん（右）

廃校となった小値賀小中学校野崎分校は、簡易宿泊施設・休憩施設「野崎島自然学塾村」と
して利用され、夏には子ども向けのキャンプも行なう


