
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】
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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
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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
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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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