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◆
田
舎
暮
ら
し
の
夢
と
人
の
役
に
立
ち
た
い
想
い
が
重
な
っ
た

　

将
来
は
、
自
然
豊
か
な
環
境
の
中
で
、
移
住
を
視
野
に
入
れ
た
田

舎
暮
ら
し
を
し
た
い
と
い
う
の
が
夢
で
し
た
。

　

島
と
の
出
会
い
は
、
五
島
市
で
開
催
さ
れ
る
「
つ
ば
き
マ
ラ
ソ
ン

大
会
」
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
た
こ
と
か
ら
で
し
た
。
回
を
重

ね
て
参
加
す
る
中
で
、
五
島
市
民
の
あ
た
た
か
い
お
も
て
な
し
や
、

島
の
自
然
豊
か
な
環
境
に
感
動
し
、
や
が
て
魅
了
さ
れ
て
い
き
ま
し

た
。
東
日
本
大
震
災
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
約
一
ヶ
月
体
験
し
、

被
災
さ
れ
た
方
々
の
想
い
や
生
き
ざ
ま
に
触
れ
る
中
で
、
微
力
な
が

ら
も
何
ら
か
の
か
た
ち
で
社
会
、
な
か
で
も
困
っ
て
い
る
人
の
た
め

に
何
か
を
し
た
い
と
い
う
想
い
が
募
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た

時
期
に
ち
ょ
う
ど
、
五
島
市
地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
募
集
記
事
が
西

日
本
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
の
で
す
。
す
ぐ
に
応
募
し
ま
し
た
。

◆
地
域
と
の
信
頼
関
係
づ
く
り
か
ら
ス
タ
ー
ト

　

私
が
活
動
す
る
こ
と
に
な
っ
た
琴
石
地
域
は
、
福
江
島
の
南
端
に

位
置
す
る
高
齢
化
率
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
典
型
的
な
過
疎
化
・

高
齢
化
集
落
で
す
。

　

単
身
赴
任
す
る
前
に
行
わ
れ
た
市
の
住
民
へ
の
説
明
会
で
は
、「
五

島
市
で
の
は
じ
め
て
の
事
業
（
モ
デ
ル
事
業
）
で
、
地
域
や
住
民
の
生

活
支
援
な
ど
が
主
な
活
動
で
あ
る
」
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
五
島
市
と
し
て
の
明
確
な
ビ
ジ
ョ
ン
や
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
あ

地域住民、保育園児、幼稚園児といっしょに、こいのぼりを空におよがせる。

超高齢化の過疎集落で
地域おこしを模索する

坂本 吉晴（さかもと よしはる）

通潤橋（国の重要文化財指定）
で有名な熊本県山都町出身。公
立学校教員（３年間台湾高雄日
本人学校勤務）として33年間勤
める。家族は福岡県太宰府市
に暮らす。平成23年10月～ 26
年９月まで協力隊として活動中。

福江島
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い
機
で
草
刈
り
作
業
を
す
る
こ
と
で
、
私
は
そ
れ
ま
で
刈
り
払
い

機
を
使
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
、
長
時
間
の
作
業
に
体
力
勝

負
の
訓
練
で
し
た
。
時
に
は
郷
長
さ
ん
は
じ
め
住
民
と
と
も
に
、

墓
地
や
国
道
沿
い
斜
面
の
雑
草
を
払
い
、
竹
藪
を
伐
採
し
、
山
ツ

ツ
ジ
約
七
〇
本
を
移
植
、
ア
ジ
サ
イ
の
挿
し
木
約
一
二
〇
本
を
植

え
ま
し
た
。
当
時
の
郷
長
さ
ん
は
「
こ
の
事
業
が
な
か
っ
た
ら
で

き
な
か
っ
た
こ
と
」と
感
慨
深
げ
に
ふ
り
返
っ
て
い
ま
し
た
。現
在

伐
採
後
も
こ
ま
め
な
作
業
を
つ
づ
け
、
景
観
を
維
持
し
て
い
ま
す
。

　

 　

ま
た
、
耕
作
放
棄
地
を
復
元
す
る
た
め
に
、
景
観
作
物
（
レ
ン

ゲ
ソ
ウ
、
ヒ
マ
ワ
リ
、
コ
ス
モ
ス
）
の
植
栽
や
、
旬
の
野
菜
づ
く
り
に

も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

②�

住
民
の
安
心
・
安
全
な
生
活
支
援　

と
く
に
一
人
世
帯
の
生
活
支

援
を
中
心
に
、日
常
的
な
安
否
確
認
の
た
め
に
「
黄
色
い
旗
」
の
掲

揚
（
朝
起
き
て
元
気
で
あ
れ
ば
黄
色
い
旗
を
玄
関
先
に
掲
げ
、
日
没
に
し
ま

う
活
動
）
を
習
慣
に

し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
家
内
の
発
案

で
、
旗
を
手
づ
く
り

し
て
く
れ
ま
し
た
。

い
ま
で
は
、
ほ
か
の

住
民
も
旗
が
掲
げ
て

あ
る
か
を
気
に
か
け

て
く
れ
て
い
ま
す
。

っ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
な
に
し
ろ「
習
う
よ
り
慣
れ
よ
」で
、

集
落
支
援
員
的
な
立
場
で
協
力
隊
の
活
動
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　

赴
任
後
、
ま
ず
取
り
組
ん
だ
の
が
現
状
調
査
で
す
。
地
域
や
住
民

が
抱
え
て
い
る
課
題
が
何
で
あ
る
の
か
、
集
落
を
巡
回
し
な
が
ら
、

情
報
収
集
に
努
め
ま
し
た
。

　

そ
こ
か
ら
み
え
て
き
た
の
は
、

　

◦ 

住
民
の
減
少
・
高
齢
化
（
一
人
世
帯
約
半
数
）
→
生
活
力
低
下
→

地
域
運
営
を
維
持
す
る
こ
と
の
困
難
→
耕
作
放
棄
地
の
増
加

　

◦ 

ひ
と
・
も
の
・
こ
と
の
地
域
内
お
よ
び
地
域
外
と
の
交
流
・
活

用
・
発
信
が
な
い
→
過
疎
化

　

と
い
う
二
点
で
し
た
。

　

そ
こ
で
、
半
年
間
は
、
地
域
と
の
信
頼
関
係
づ
く
り
を
進
め
て
、

そ
の
信
頼
関
係
を
基
盤
に
、
右
の
ふ
た
つ
の
課
題
に
で
き
る
と
こ
ろ

か
ら
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
地
域
の
活
性
化
へ
つ
な

げ
る
に
は
、
ど
う
し
た
ら
い
い
か
？　

暗
中
模
索
し
な
が
ら
の
活
動

ス
タ
ー
ト
で
し
た
。
そ
し
て
地
域
お
こ
し
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、

「
交
流
・
支
援
」「
活
用
・
生
産
」「
広
報
・
発
信
」
を
掲
げ
ま
し
た
。

◆
安
心
・
安
全
か
ら
、
交
流
、
そ
し
て
地
域
活
性
化
へ

　

ま
ず
取
り
組
ん
だ
の
が
、
地
域
と
の
信
頼
関
係
を
つ
く
り
、
地
域

住
民
の
安
心
・
安
全
な
日
常
生
活
の
暮
ら
し
を
支
援
す
る
こ
と
で
し

た
。
具
体
的
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
で
し
た
。

①�

地
域
環
境
整
備
・
景
観
活
動　

半
年
間
の
主
な
活
動
は
、
刈
り
払

長崎の西100kmの東シナ海にある五島
列島の主島。琴石地区は、島の南西部
の旧富江町にある集落。

福江島

・琴石地区

五島列島

福江島
長崎県五島市
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ま
た
、
一
人
世
帯
の
食
事
会
や
誕
生
会
を
企
画
実
施
し
ま
し
た
。

定
期
的
に
公
用
車
（
軽
ワ
ゴ
ン
四
人
乗
り
）
で
の
通
院
・
買
い
物
な

ど
の
支
援
も
行
っ
て
い
ま
す
。

③�

社
協
と
の
連
携　

地
元
社
協
と
県
社
協
か
ら
、「
過
疎
地
域
の
福

祉
力
を
高
め
る
研
究
事
業
を
や
ら
な
い
か
」
と
の
話
が
あ
り
ま
し

た
。
ま
ず
は
地
域
内
の
交
流
会
を
企
画
・
開
催
し
ま
し
た
。
開
催

当
日
は
ほ
と
ん
ど
の
住
民
が
集
ま
り
大
盛
況
で
し
た
。
住
民
か
ら

は
「
楽
し
か
っ
た
。
続
け
て
ほ
し
い
」
な
ど
の
声
が
多
数
あ
っ
た

た
め
、
翌
月
か
ら
「
琴
石
つ
ば
き
会
」
と
し
て
い
き
い
き
サ
ロ
ン

を
毎
月
開
催
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
社
協
と
と
も
に
住
民
の

困
り
ご
と
調
査
を
し
て
い
ま
す
。
日
常
的
に
声
を
掛
け
あ
っ
た
り

助
け
あ
っ
て
い
く
た
め
の
し
く
み
も
つ
く
り
ま
し
た
。

④�

地
域
活
性
化
行
事
（
日
本
の
伝
統
的

な
季
節
行
事
の
催
し
）　
こ
い
の
ぼ

り
の
掲
揚
は
今
年
で
三
回
目
に
な

り
ま
す
。
こ
い
の
ぼ
り
の
寄
付
を

呼
び
か
け
た
ら
最
高
二
〇
二
匹

（
五
島
市
民
九
割
、
島
外
一
割
）
が
集

ま
り
ま
し
た
。
支
柱
を
設
置
し
た

り
、
掲
揚
ロ
ー
プ
に
フ
ッ
ク
を
取

り
付
け
る
な
ど
、
住
民
と
協
力
し

て
毎
年
掲
揚
し
て
い
ま
す
。
昨
年

と
今
年
は
、
保
育
園
児
、
民
生
委

員
、
五
島
海
陽
高
校
生
な
ど
の

地
域
外
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
交

流
も
企
画
し
ま
し
た
。
二
〇
〇

匹
も
の
こ
い
の
ぼ
り
が
ロ
ー
プ

で
一
斉
に
掲
揚
さ
れ
る
瞬
間
は

圧
巻
で
す
。
普
段
は
静
寂
な
琴

石
集
落
に
こ
い
の
ぼ
り
が
掲
揚

さ
れ
る
約
一
ヶ
月
間
、
と
く
に

五
月
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク

に
は
多
く
の
見
物
客
で
賑
わ
い

ま
す
。
家
族
連
れ
や
団
体
客
が
、

こ
い
の
ぼ
り
の
下
で
昼
食
を
し
た
り
、
国
道
沿
い
に
車
の
列
が
な

ら
ぶ
な
ど
、
年
々
盛
会
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

 　

ま
た
、
七
夕
飾
り
や
か
か
し
づ
く
り
と
設
置
、
お
雛
さ
ま
飾
り

展
示
な
ど
の
企
画
で
地
域
内
外
の
交
流
も
活
発
に
な
り
ま
し
た
。

◆
生
産
活
動
を
よ
み
が
え
ら
せ
る

　

む
か
し
か
ら
島
の
人
が
行
っ
て
き
た
生
産
活
動
を
よ
み
が
え
ら
せ

て
維
持
す
る
取
り
組
み
も
行
っ
て
い
ま
す
。

①�
炭
焼
き　

一
時
途
絶
え
て
い
た
伝
統
的
な
炭
焼
き
窯
を
活
用
し
て
、

炭
焼
き
技
術
が
失
わ
れ
な
い
よ
う
に
伝
授
し
て
継
承
さ
れ
る
よ
う

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
木
炭
や
竹
炭
の
加
工
を
す
る
こ
と
で
、

一
部
商
品
化
に
向
け
て
試
行
錯
誤
し
て
い
ま
す
。

琴石集落の空におよぐこいのぼり。

毎年３月、約200体の雛飾りを集会所に設置。
多くの市民や観光客が足を運ぶ。
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②�
耕
作
放
棄
地
復
元　

サ
ツ
マ
イ
モ
の
苗
植
・
旬
の
野
菜
づ
く
り
を

行
っ
て
い
ま
す
。
田
植
え
や
収
穫
は
、
高
校
生
や
園
児
た
ち
の
農

業
体
験
を
実
施
。
収
穫
後
は
、
高
校
・
幼
稚
園
・
保
育
園
の
文
化

的
行
事
な
ど
で
活
用
す
る
予
定
で
す
。
ま
た
、
五
島
市
特
産
品
で

あ
る
か
ん
こ
ろ
餅
を
住
民
の
方
に
つ
く
っ
て
い
た
だ
い
た
り
、
福

祉
施
設
へ
の
提
供
な
ど
も
企
画
し
て
い
ま
す
。

③�

ニ
ホ
ン
ミ
ツ
バ
チ
の
再
生　

昨
年
か
ら
ニ
ホ
ン
ミ
ツ
バ
チ
の
捕
獲

に
挑
戦
。
今
春
、
分
蜂
群
（
二
箱
）
の
捕
獲
に
成
功
し
ま
し
た
。

蜂
蜜
収
穫
後
、
住
民
と
蜂
蜜

を
味
わ
う
企
画
を
予
定
し
て

い
ま
す
。

④�

「
角
す
し
」　

琴
石
の
伝
統

郷
土
料
理
で
あ
る「
角
す
し
」

は
酢
を
一
切
使
用
せ
ず
、
琴

石
の
椿
油
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン

ト
使
用
で
つ
く
る
絶
品
の
味

覚
高
級
料
理
で
す
。こ
の「
角

す
し
」
の
レ
シ
ピ
を
つ
く
り

伝
統
を
継
承
し
て
い
ま
す
。

◆
広
報
・
発
信
も
積
極
的
に

①�

広
報
活
動　
「
地
域
だ
よ
り
琴
石
」
を
発
行
し
て
、
広
報
・
発
信

に
努
め
て
い
ま
す
。
私
の
日
々
の
活
動
や
、
住
民
の
日
常
生
活
・

地
域
の
行
事
な
ど
を
写
真
に
収
め
、
A
４
判
カ
ラ
ー
印
刷
で
毎
週

発
行
。
現
在
一
九
一
号
を
重
ね
ま
し
た
。
各
世
帯
を
戸
別
訪
問
し

て
配
布
し
て
い
ま
す
。
創
刊
号
か
ら
大
切
に
保
管
さ
れ
て
い
る
世

帯
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

　

 

ま
た
、関
係
方
面
へ
メ
ー
ル
配
信
し
、五
島
市
地
域
お
こ
し
協
力
隊

の
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
に
も
投
稿
し
て
反
響
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

②�

地
域
メ
デ
ィ
ア
の
活
用　

イ
ベ
ン
ト
が
あ
る
ご
と
に
、
テ
レ
ビ
や

新
聞
な
ど
の
マ
ス
コ
ミ
に
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
報
道
さ
れ
る
こ

と
は
、
琴
石
地
域
の
認
知
度
が
高
ま
る
と
と
も
に
、
住
民
の
笑
顔

や
元
気
に
も
つ
な
が
り
、
生
き
が
い
に
も
な
り
ま
す
。
ま
た
、
地

域
の
活
性
化
や
島
内
外
の
子
ど
も
や
孫
か
ら
電
話
連
絡
を
も
ら
っ

た
り
、
盆
正
月
の
帰
省
な
ど
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

◆
地
域
お
こ
し
の
原
点
を
め
ざ
し
て

　

今
年
四
月
、
こ
れ
ま
で
の
活
動
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
全

世
帯
で
実
施
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
私
の
協
力
隊
員
と
し
て
の
活
動

の
検
証
で
も
あ
り
ま
す
。
住
民
の
活
動
へ
の
評
価
は
総
じ
て
高
く
、

と
く
に
一
人
世
帯
の
方
か
ら
は
、
任
期
終
了
後
に
「
生
活
は
安
心
し

て
安
全
に
暮
ら
せ
る
か
」
に
つ
い
て
の
不
安
の
声
が
あ
が
っ
て
い
ま

す
。
こ
う
し
た
声
は
行
政
に
対
す
る
強
い
期
待
感
の
表
れ
と
感
じ
て

い
ま
す
。「
何
の
た
め
に
こ
の
事
業
を
行
う
の
か
、
過
疎
化
・
高
齢

化
地
域
を
ど
う
し
た
い
の
か
」
と
い
う
行
政
側
の
明
確
な
ビ
ジ
ョ
ン

伝統郷土料理の「角すし」を住民とともにつくる
筆者（中央）。
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受け入れ側からみた隊員の活動 が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　

五
島
市
の
人
口
は
年
々
減
少
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
高
校
卒
業
後
の

ほ
と
ん
ど
の
若
者
が
島
外
へ
出
て
行
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
が
地
域
住
民
と
交
流
し
て
原
体
験
を
も
つ
こ
と
で
、

地
域
を
知
っ
て
地
域
の
よ
さ
を
伝
え
て
い
く
こ
と
は
、
と
て
も
大
切

な
こ
と
で
す
。
そ
う
し
た
活
動
は
、
将
来
、
島
出
身
の
子
ど
も
が
大

人
（
親
）
に
な
っ
た
と
き
に
、
五
島
市
と
ど
う
関
わ
っ
て
い
く
の
か

に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
こ
ん
な
田
舎
の
不
自
由
な
所
に
来
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
。
ほ
ん

と
う
に
い
い
人
が
や
っ
て
き
た
。
私
た
ち
は
地
域
お
こ
し
協
力
隊
の

協
力
隊
な
ん
だ
か
ら
何
で
も
す
る
よ
。
坂
本
さ
ん
の
活
動
で
琴
石
集

落
が
明
る
く
変
わ
っ
て
き
た
。
長
生
き
し
て
よ
か
っ
た
」

　

そ
ん
な
住
民
の
笑
顔
・
元
気
な
姿
や
感
謝
の
声
を
聞
く
た
び
に
、

活
動
の
苦
労
が
癒
さ
れ
て
、
新
た
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
な
り
、
生
き

が
い
を
感
じ
ま
す
。

　

今
後
、
残
さ
れ
た
時
間
（
今
年
の
九
月
末
で
任
期
終
了
）
を
地
域
と
と

も
に
住
民
が
安
心
し
て
安
全
に
生
活
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
に
少
し

で
も
努
め
る
こ
と
が
、
地
域
住
民
の
生
き
る
意
欲
と
生
き
が
い
に
つ

な
が
る
と
の
思
い
で
す
。
同
時
に
「
五
島
市
の
地
域
お
こ
し
」
の
原

点
に
な
れ
た
な
ら
と
願
っ
て
い
ま
す
。�

▪

●島の現状
　五島市は九州の最西端に位置し、福江島をはじめと
した11の有人島と52の無人島で構成されている。青
く美しい海と緑豊かな自然環境に恵まれた海洋都市
で、福江島の南西に富江町琴石地区がある。琴石地
区は、現在、23人15世帯でいちばん若い人が60歳と、
過疎化の進行が著しく全国きっての限界集落である。
また、五島市合併前の旧富江町と旧玉之浦町の中間に
位置し、立ち止まることの少ない地区である。五島市
で地域おこし協力隊事業を活用したいと考えたとき、
急激に過疎化が進んでいるが、引っ張り役がいれば地
域がまとまる可能性の高い地区への配置が最適と考
え、琴石地区を選んだ。

●隊員の活躍
　平成23年10月、坂本さんは地域おこし協力隊とし
て琴石地区の住民となり、活動の三本柱「交流・支援」

「活用・生産」「広報・発信」に取り組み、みごとに地
域を活性化させることができたのではないかと思う。
しかし、高い評価だからこそ任期満了後の不安も大き
い。その不安を払拭するためには、地域と行政、関係
団体そして坂本さんが一体となり、任期満了後の体制
を構築することで、現在の活き活きとした琴石地区が
継続すると思う。
　五島市で地域おこし協力隊を受け入れて率直に感
じたことは、「協力隊」「地域」「行政」の役割を明確に
することが重要であるということだ。
▪「協力隊」は、その地域でできることを明確にし、

地域に溶け込み、自身や地域の将来を考えた取り
組みを行うこと。

▪「地域」は、協力隊配置の意義を理解し孤立させず、
３年後の地域と協力隊の目標を共有すること。

▪「行政」は、導入の目的・意義を明確化し他部署と
連携を図り、協力隊をサポートすること。

●これからへ向けて
「総務省ミッション2014」が打ち出されているが、
地域活性化に向けたソフト事業は、一丁目一番地の最
優先事項である。全国では約1,000人の協力隊が活動
され、長崎県内には６市３町の合計33人（2014年４
月末）の隊員が活動しており、九州管内では最も多い。
　その中でも五島市は、琴石地区をふくめ７名の地域
おこし協力隊がその地域の課題解決に向けた取り組
みを行っているが、うち４名は市の重点施策である体
験型観光事業に取り組んでいる。この事業こそが「地
域を知る・人を知る・地域に溶け込む」という利点を
もち、これが軌道に乗って地域の活性化が図られるこ
とで、協力隊の存在意義も高まるのではないかと思う。
今後、それぞれの隊員が順次任期満了を迎えるが、そ
の後も地域が継続して元気を保ち、隊員もスムーズに
つぎのステップへと向かえることが、地域おこし協力
隊事業の本来の趣旨であり、あるべき姿だと思う。そ
の姿を目指して「協力隊」「地域」「行政」が一体となっ
て地域を元気にしていきたい。

（長崎県五島市市長公室　野口　語）




