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自
然
と
と
も
に
暮
ら
す
国
直
集
落
の
人
々

　

私
の
住
む
国く
に
な
お直
集
落
は
、
奄
美
大
島
中
部
の
大や
ま
と和
村そ
ん

に
あ
る
、
人

口
一
二
〇
人
ほ
ど
の
小
さ
な
集
落
だ
。
国
立
公
園
宮み
や
こ
ざ
き

古
崎
や
白
砂
の

美
し
い
国
直
海
岸
、
ア
ダ
ン
林
や
フ
ク
ギ
並
木
な
ど
豊
か
な
自
然
に

囲
ま
れ
、
そ
こ
に
住
む
「
く
ん
に
ょ
り
ん
ち
ゅ
（
国
直
住
民
）」
は
、

年
中
行
事
の
九く
が
つ
く
ん
ち

月
九
日
（
豊
年
祭
）
や
奉
納
相
撲
な
ど
の
独
自
の
文

化
・
芸
能
を
育
ん
で
き
た
。

　

国
直
海
岸
は
古
く
か
ら
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
る
海
水
浴
場
だ
っ

た
が
、
観
光
地
で
あ
り
な
が
ら
私
た
ち
の
暮
ら
し
と
密
接
に
関
わ
っ

て
き
た
。
目
の
前
に
広
が
る
イ
ノ
ー
（
珊
瑚
礁
に
囲
ま
れ
た
浅
瀬
）
は
、

生
命
の
ゆ
り
か
ご
と
呼
ば
れ
、
海
藻
や
魚
介
類
な
ど
多
様
な
水
産
物

が
生
息
し
、
住
民
は
一
年
を
通
じ
て
こ
の
海
を
利
用
し
て
き
た
。
私

自
身
も
幼
い
こ
ろ
か
ら
父
と
と
も
に
漁
に
出
て
、
漁
場
や
漁
法
、
海

の
厳
し
さ
や
楽
し
さ
を
学
ん
だ
一
人
だ
。

　

夕
暮
れ
時
の
国
直
海
岸
は
地
域
住
民
が
集
い
、
さ
な
が
ら
社
交
場

の
賑
わ
い
を
呈
す
る
。
集
落
が
茜
色
に
染
ま
る
夏
の
夕
暮
れ
、
児
童

生
徒
に
帰
宅
を
促
す
集
落
放
送
と
は
裏
腹
に
、
人
々
は
海
岸
へ
と
降

り
て
く
る
。
子
ど
も
た
ち
は
波
打
ち
際
で
遊
び
、
老
人
た
ち
は
西
の

空
を
眺
め
て
明
日
の
天
気
を
占
う
。
護
岸
に
陣
取
る
男
た
ち
は
夕
日

を
肴
に
酒
を
酌
み
交
わ
す
。
い
つ
も
の
顔
ぶ
れ
と
話
題
、
代
わ
り
映

え
の
し
な
い
光
景
こ
そ
集
落
の
人
々
の
至
福
の
時
間
だ
。

　

そ
ん
な
国
直
海
岸
に
は
、
夏
に
ウ
ミ
ガ
メ
が
訪
れ
る
。
ウ
ミ
ガ
メ

は
五
月
か
ら
八
月
の
間
、
夜
間
に
上
陸
し
、
砂
の
中
に
一
回
あ
た
り

一
三
〇
個
ほ
ど
の
卵
を
産
む
。
産
み
落
と
さ
れ
た
卵
は
二
カ
月
も
す

る
と
孵
化
し
、
子
ガ
メ
は
海
へ
と
旅
立
つ
。
海
岸
で
繰
り
広
げ
ら
れ

る
生
命
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
だ
。
こ
の
時
期
に
な
る
と
集
落
の
人
々
は
、

海
岸
沿
い
の
街
灯
に
赤
い
カ
バ
ー
を
装
着
す
る
。
白
色
系
の
光
に
敏

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
Ｔ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｓ
Ｕ
代
表　

中
村　

修

奄美大島
（鹿児島県大和村）

奄 美 大 島：鹿児島県本土の南約
380km、沖縄本島の北約300kmに位
置する亜熱帯海洋性の島。大和村は
奄美大島の中央部、東シナ海に面す
る人口1,486人（平成31年1月末日現
在）の島内で一番小さな自治体。果
樹栽培が盛んで、スモモの生産量は
日本一を誇る。

暮
ら
し
と
観
光
を
両
立
、

持
続
可
能
な
集
落
づ
く
り
を

N
P
O
法
人 

Ｔ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｓ
Ｕ

徳之島

沖縄本島

奄美大島

加計呂麻島

与路島 請島

●

　大和村

20km

奄美大島
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い
て
は
人
間
の
暮
ら
し
を
守
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
不
便
さ

を
受
け
入
れ
、
自
然
と
と
も
に
暮
ら
す
国
直
集
落
の
人
々
の
気
質
が

こ
こ
に
あ
る
。

集
落
の
宝
を
「
た
ま
す
分
け
」
す
る
組
織
の
設
立

「
た
ま
す
分
け
」
と
い
う
言
葉
を
ご
存
知
だ
ろ
う
か
。
狩
猟
や
漁
労

に
お
い
て
獲
物
を
配
分
す
る
際
に
用
い
る
奄
美
大
島
の
方
言
で
、「
利

益
の
共
有
や
均
等
配
分
」
を
意
味
す
る
。
島
の
人
々
は
、
互
い
に
協

力
し
合
っ
て
得
た
獲
物
を
神
々
に
捧
げ
て
感
謝
し
、
初
心
者
か
ら
熟

練
者
ま
で
分
け
隔
て
な
く
配
分
す
る
。
自
分
の
取
り
分（
ど
ぅ
だ
ま
す
）

は
も
ち
ろ
ん
、
猟
犬
（
犬い

ん

だ
ま
す
）
や
漁
船
（
舟
だ
ま
す
）、
さ
ら
に
は

通
り
が
か
り
の
見
物
人
（
見
だ
ま
す
）
に
ま
で
分
け
前
が
お
よ
ぶ
こ

と
も
あ
る
。
こ
の
島
人
た
ち
の
寛
容
性
は
、
自
然
の
恵
み
は
神
か
ら

の
贈
り
物
で
あ
り
、
す
べ
て
の
人
が
そ
の
恩
恵
に
預
か
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
世
界
観
か
ら
き
て
い
る
。

　

私
は
、
こ
う
い
っ
た
「
た
ま
す
分
け
」
の
精
神
に
学
び
、
地
域
の

宝
を
と
も
に
守
り
、
分
か
ち
合
い
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
、
二
〇
一
五

年
に
特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｔ
た

ま

す

Ａ
Ｍ
Ａ
Ｓ
Ｕ（
以
下
、Ｔ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｓ
Ｕ
）を

設
立
し
た
。

　

Ｔ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｓ
Ｕ
が
守
る
べ
き
地
域
の
宝
と
は
「
自
然
」「
文
化
」「
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
分
か
ち
合
う
対
象
は
、
地
域
住

民
は
も
と
よ
り
、
旅
行
者
ほ
か
奄
美
大
島
に
関
わ
る
す
べ
て
の
人
々

だ
。
集
落
固
有
の
自
然
や
歴
史
、
文
化
な
ど
の
魅
力
を
、
地
域
ぐ
る

み
で
伝
え
る
こ
と
で
、
そ
の
価
値
の
理
解
が
深
ま
り
「
宝
」
の
保
全

感
に
反
応
し
、
赤
色
系
は
認
識
で
き
な
い
と
い
う
ウ
ミ
ガ
メ
の
習
性

を
利
用
し
た
、
月
明
か
り
を
頼
り
に
海
へ
と
泳
ぎ
だ
す
子
ガ
メ
を
街

灯
や
自
販
機
な
ど
の
灯
り
で
刺
激
し
な
い
た
め
に
地
元
で
採
っ
て
い

る
対
策
で
あ
る
。

　

こ
の
赤
色
カ
バ
ー
を
被
せ
た
街
灯
は
薄
暗
く
、
住
民
に
と
っ
て
は

不
便
だ
。
ハ
ブ
の

危
険
性
も
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
地
域
の
人
々

が
ウ
ミ
ガ
メ
の
保

護
に
配
慮
し
て
い

る
の
は
な
ぜ
か
。

そ
れ
は
ウ
ミ
ガ
メ

を
単
な
る
生
物
で

は
な
く
、
暮
ら
し

に
恵
み
を
も
た
ら

す
海
の
シ
ン
ボ
ル

と
し
て
捉
え
て
い

る
か
ら
だ
と
思
う
。

私
た
ち
は
海
か
ら

の
恩
恵
を
享
受
し

て
生
活
し
て
い
る
。

ウ
ミ
ガ
メ
を
守
る

こ
と
は
海
を
、
ひ

夕暮れ時のいつもの光景。
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ま
れ
育
っ
た
中あ
た
りマ
サ

さ
ん（
八
〇
歳
）と
盛
山

小
代
子
さ
ん（
同
）の

お
二
人
。
奄
美
大
島

で
は
海
苔
摘
み
は
総

じ
て
女
性
の
役
目
で
、

春
先
に
は
岩
場
を
歩

く
ご
婦
人
方
を
目
に

す
る
。
ア
オ
サ
（
ヒ
ト

エ
グ
サ
）は
、
島
の
さ

ま
ざ
ま
な
料
理
に
利

用
さ
れ
る
食
材
で
、

子
ど
も
か
ら
大
人
ま

で
み
ん
な
の
大
好
物

で
あ
る
。

　

ツ
ア
ー
は
、
潮
の

干
い
た
海
岸
の
岩
に

生
え
た
ア
オ
サ
を
摘

み
採
る
作
業
か
ら
始
ま
る
。
以
前
は
、
ト
コ
ブ
シ
な
ど
の
貝
殻
で
ア

オ
サ
を
掻
き
採
っ
て
い
た
が
、
昨
今
は
手
軽
さ
か
ら
缶
詰
の
蓋
な
ど

を
代
用
す
る
こ
と
が
多
い
。
摘
ん
だ
ア
オ
サ
は
流
水
に
さ
ら
し
、
て

い
ね
い
に
砂
や
ゴ
ミ
を
取
り
除
い
て
二
～
三
日
乾
燥
さ
せ
る
。
こ
れ

ら
は
根
気
の
い
る
単
純
作
業
だ
が
、
講
師
の
オ
バ
様
た
ち
の
「
昔
は

あ
あ
だ
っ
た
」「
こ
の
食
材
は
こ
う
す
る
と
美
味
し
い
」
な
ど
、
た

に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
観
光
客
に
伝
え
る
こ
と
で
、

住
民
自
身
も
自
分
た
ち
の
暮
ら
し
の
価
値
を
再
認
識
で
き
る
。
こ
れ

が
組
み
合
わ
さ
る
こ
と
で
、
観
光
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
が
高
ま
る

と
と
も
に
、
集
落
そ
の
も
の
の
活
性
化
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

　

じ
つ
は
、
当
初
は
株
式
会
社
を
設
立
し
、
観
光
事
業
を
展
開
し
よ

う
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
事
業
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
、
利

益
を
追
求
す
る
だ
け
で
な
く
、
地
元
住
民
と
将
来
像
を
共
有
し
地
域

一
体
と
な
っ
て
行
動
し
た
い
と
思
い
、
組
織
の
形
態
を
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

と
し
た
。
今
で
こ
そ
「
着
地
型
観
光
」
と
い
う
観
光
形
態
が
一
般
的

と
な
っ
た
が
、
当
時
の
私
に
は
観
光
に
関
す
る
知
識
も
な
く
、
周
辺

に
参
考
と
な
る
よ
う
な
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
も
少
な
か
っ
た
た
め
、
試

行
錯
誤
の
連
続
だ
っ
た
。
し
か
し
、
国
直
集
落
に
あ
る
資
源
と
、
そ

れ
ら
を
守
り
伝
え
よ
う
と
す
る
住
民
の
熱
意
が
Ｔ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｓ
Ｕ
設
立

の
原
動
力
と
な
っ
た
。

住
民
と
語
ら
い
、
一
緒
に
作
業
を
行
な
う
体
験
ツ
ア
ー

　

Ｔ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｓ
Ｕ
の
主
な
活
動
は
、
地
域
資
源
を
活
用
し
た
体
験
ツ

ア
ー
の
開
催
で
あ
る
。「
国
直
集
落
ま
る
ご
と
体
験
」と
銘
打
ち
、「
海

辺
で
楽
し
む
」「
里
山
で
楽
し
む
」「
集
落
で
楽
し
む
」「
島
料
理
を
楽

し
む
」
の
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
合
計
四
〇
種
類
の
ツ
ア
ー
を
提
供

し
て
い
る
。
ど
れ
も
国
直
な
ら
で
は
の
自
然
と
文
化
を
デ
ィ
ー
プ
に

体
験
で
き
る
内
容
だ
。
イ
チ
押
し
は
ア
ウ
ト
ド
ア
を
楽
し
み
な
が
ら

地
元
住
民
と
交
流
し
、
さ
ら
に
は
海
の
幸
を
堪
能
で
き
る
「
ア
オ
サ

vs
海
の
幸
ツ
ア
ー
」。
こ
の
ツ
ア
ー
を
案
内
す
る
の
は
、
国
直
で
生

「アオサvs海の幸ツアー」でアオサ料理に取り組む子どもたち。
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わ
い
も
な
い
会
話
や
昔
話
が
そ
れ
を
忘
れ
さ
せ
て
く
れ
る
。

　

こ
の
ツ
ア
ー
の
一
番
の
楽
し
み
は
調
理
＆
試
食
タ
イ
ム
だ
。
ア
オ

サ
は
天
婦
羅
や
か
き
揚
げ
な
ど
の
メ
イ
ン
食
材
と
し
て
も
美
味
し
い

が
、
風
味
づ
け
な
ど
他
の
食
材
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
格
別
で

あ
る
。
た
だ
し
「
ア
オ
サ
vs
海
の
幸
」
と
銘
打
っ
て
い
る
だ
け
に
、

ア
オ
サ
と
海
の
食
材
を
戦
わ
せ
る
こ
と
に
ツ
ア
ー
の
醍
醐
味
が
あ
る
。

自然や風土に根づいた体験で人 を々惹きつける行政からの
メッセージ

　NPO法人TAMASU（たます）が活躍する大和村国
くになお

直集落は、奄美
大島の中西部に位置し、奄美市との境にある。白く眩しい砂浜には毎
年多くの海水浴客が訪れているが、同地区にある宮古崎が昨年の大
河ドラマ「西

せ ご

郷どん」の撮影地となり、その美しい景色が話題を呼び、
さらなる注目を集めている。
　2015年3月に設立されたTAMASUは、先人たちから受け継いだ自
然や文化、コミュニティーといった奄美の宝を守り伝え、奄美に関わ
るすべての人々がその恩恵を享受できる環境づくりのために活動し
ている。「たます」とは奄美大島に伝わる方言で「利益の共有と均等
配分」を意味し、団体の理念を表している。
　代表の中村修さんは、じつは元大和村役場職員。私とは同期であり、
退職時も同じ課に所属していた。彼から観光事業を起こすために退
職することを聞いた時は耳を疑った。最近では、奄美でも体験型観光
を行う団体が設立されてきているが、当時は聞いたこともなかった
からである。しかし、国直集落の多くの方々が中村さんの熱い想い
に共感し、団体の活動に協力した結果、多くの観光客の呼び込みに結
びついたことが、彼の進んだ道が間違いでなかったことを証明して
いる。
　景色を眺めるだけの観光は一過性になりがちだが、自然や地域風
土に根づいた文化を体感できる体験型観光は、あたかも自分がそこ
で生活していたような、どこか懐かしい感覚を覚える。これが多く
のリピーターの創出につながっている。自然とともに営む生活文化
が高く評価され、環境文化型の国立公園に指定されている奄美なら
ではの観光スタイルなのだろう。
　中村さんは、「自分一人では決して活動できない。まわりの方々の
協力があってこそだ」と話す。国直集落では、砂浜に産卵に上がって
くるウミガメ保護と、孵化した子ガメの迷走を防ぐために海岸近く
の外灯を赤いセロファンで覆っている。こうすると光量が落ちるた
め住民には不便だが、しっかりと地域の理解を得ながら自然保護や
景観保全が進められている。観光客の皆さんは、地元の方々との交流
を通してこうした集落一体となった活動を理解するとともに、奄美
らしい観光を満喫しているようだ。
　このような取り組みが、ほかの集落にも普及していくことを望んで
いるが、まずはリーダーシップを持った人材育成が必要だと感じて
いる。行政としても精力的な活動を行っているTAMASUをバックア
ップしていきたい。

（大和村企画観光課長　森永　学）
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磯
の
風
味
が
香
ば
し
い
「
カ
メ
ノ
テ
潮う
し
お
じ
る汁」
や
真
っ
黒
な
イ
カ
墨
が

印
象
的
な
「
マ
ダ
汁
」、
海
の
王
様
イ
セ
エ
ビ
が
ま
る
ご
と
入
っ
た

「
エ
ビ
汁
」
と
い
っ
た
〝
強
敵
〟
を
前
に
、
毎
回
、
参
加
者
た
ち
は

ア
オ
サ
の
活
用
法
や
食
材
と
の
相
性
を
確
か
め
（
味
わ
い
）
な
が
ら

〝
格
闘
〟
し
て
い
る
。

　

そ
の
ほ
か
の
ツ
ア
ー
で
も
、
漁
師
や
農
家
、
島
唄
な
ど
の
伝
統
芸

能
技
術
者
と
い
っ
た
多
士
済
々
の
地
域
住
民
に
案
内
を
依
頼
し
て
い

る
。
ツ
ア
ー
を
企
画
す
る
際
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
先
に
つ
く
る
の
で

は
な
く
、
ま
ず
さ
ま
ざ
ま
な
技
能
を
持
っ
た
人
材
を
掘
り
起
こ
し
、

そ
の
方
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
た
体
験
メ
ニ
ュ
ー
を
造
成
す
る
よ
う
心

掛
け
て
い
る
。
あ
く
ま
で
地
域
住
民
が
主
人
公
だ
。
旅
行
者
は
、
講

師
と
交
流
を
深
め
る
こ
と
で
、
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
の
国
直
集
落
と

そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
の
魅
力
を
ま
る
ご
と
体
験
で
き
る
。

　

来
訪
者
に
島
の
暮
ら
し
を
伝
え
た
い
、
と
い
う
思
い
か
ら
ス
タ
ー

ト
し
た
体
験
ツ
ア
ー
で
あ
っ
た
が
、
む
し
ろ
お
客
様
か
ら
島
の
価
値

に
気
づ
か
さ
れ
る
機
会
も
多
く
あ
っ
た
。「
教
え
て
い
る
つ
も
り
が

教
え
ら
れ
て
い
る
」
と
は
、
ツ
ア
ー
を
重
ね
る
中
で
幾
度
と
な
く
実

感
し
た
こ
と
だ
。

住
民
生
活
に
配
慮
し
た
集
落
観
光
の
ル
ー
ル
づ
く
り

　

奄
美
大
島
の
観
光
入
込
客
数
は
、
二
〇
一
五
年
の
Ｌ
Ｃ
Ｃ
（
格
安

航
空
会
社
）
の
就
航
を
機
に
増
加
傾
向
に
あ
る
。
今
後
も
「
奄
美
・

沖
縄
」
の
世
界
自
然
遺
産
登
録
が
進
め
ら
れ
る
な
ど
、
好
況
が
見
込

ま
れ
る
。
実
際
、
Ｔ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｓ
Ｕ
の
設
立
当
初
の
受
け
入
れ
人
数
は

一
二
〇
人
だ
っ
た
が
、
今
年

度
は
一
〇
月
末
現
在
で
す
で

に
六
三
五
人
と
、
大
幅
に
増

加
し
て
い
る
。

　

一
方
で
、
観
光
客
の
増
加

に
と
も
な
う
地
域
へ
の
悪
影

響
の
懸
念
も
生
じ
て
い
る
。

今
年
度
、
私
た
ち
が
行
な
っ

た
観
光
に
関
す
る
住
民
ア
ン

ケ
ー
ト
に
よ
る
と
、
地
域
住

民
の
五
二
パ
ー
セ
ン
ト
が

「
観
光
客
の
増
加
に
よ
り
何

ら
か
の
不
快
な
経
験
を
し
た

こ
と
が
あ
る
」
と
答
え
て
い

る
。
主
な
事
案
と
し
て
「
ゴ
ミ
の
放
置
」
や
「
打
ち
上
げ
花
火
な
ど

夜
間
の
騒
音
」「
車
両
荒
ら
し
や
盗
難
事
件
の
発
生
」「
集
落
内
の
車

両
通
行
量
の
増
加
」
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
は
決
し
て
看
過

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
観
光
公
害
で
あ
り
、
今
後
、
組
織
と
し
て
取

り
組
む
べ
き
重
要
課
題
だ
と
認
識
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
住
民
生
活

の
不
安
を
払
拭
す
る
に
は
、
観
光
客
の
集
落
内
行
動
を
規
制
す
る
何

ら
か
の
ロ
ー
カ
ル
ル
ー
ル
が
必
要
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
を
通
じ
て
、
具
体
的
な
対
処
方

法
を
と
り
ま
と
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ロ
ー
カ
ル
ル
ー
ル

は
、
単
に
観
光
を
規
制
す
る
の
で
は
な
く
、
住
民
も
許
容
で
き
る
範 2018年12月に行なったワークショップの模様。
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囲
で
お
客
様
を
迎
え
入
れ
る
意
識
を
持
つ
こ
と
で
、
持
続
可
能
な
観

光
振
興
に
つ
な
が
る
内
容
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

昨
年
一
二
月
に
行
な
っ
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
「
毎
月
第
三
日

曜
日
を
集
落
清
掃
の
日
と
す
る
」「
集
落
内
の
車
両
制
限
速
度
は
時

速
二
〇
キ
ロ
以
下
」
な
ど
具
体
的
な
案
が
提
唱
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は

法
的
な
拘
束
力
こ
そ
持
た
な
い
が
、
課
題
解
決
に
向
け
て
住
民
自
ら

が
意
見
を
出
し
合
っ
た
プ
ロ
セ
ス
は
意
義
深
い
も
の
だ
っ
た
。
今
後

は
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
や
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
添
え
、
Ｔ
Ａ

Ｍ
Ａ
Ｓ
Ｕ
か
ら
国
直
集
落
に
対
し
ロ
ー
カ
ル
ル
ー
ル
を
提
言
し
て
い

き
た
い
。

若
者
戻
り
や
お
年
寄
り
が
住
み
続
け
ら
れ
る
集
落
に

　

住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
「
国
直
集
落
に
お
い
て
観
光
の
振
興
は
重

要
だ
と
思
う
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
、
七
割
の
住
民
が
「
そ
う
思

う
・
や
や
思
う
」
と
回
答
し
た
。
さ
ら
に
「
観
光
客
が
増
加
す
る
こ
と

に
つ
い
て
ど
う
思
う
か
」
と
い
う
問
い
に
は
、
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の

方
が
「
歓
迎
す
る
・
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
歓
迎
す
る
」
と
答
え
た
。
こ

の
結
果
か
ら
も
住
民
は
、
来
訪
者
増
に
対
す
る
不
安
を
感
じ
つ
つ
も
、

観
光
の
振
興
そ
の
も
の
は
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
が
み
え
る
。

　

し
か
し
、「
私
た
ち
は
静
か
な
環
境
が
好
き
で
国
直
に
移
住
し
て

き
た
。
観
光
客
が
増
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
周
囲
が
騒
が
し
く
な
る
こ

と
は
望
ま
な
い
」
と
い
う
意
見
も
寄
せ
ら
れ
た
。
集
落
内
で
観
光
に

携
わ
る
者
は
ご
く
わ
ず
か
で
、
多
く
の
住
民
は
そ
の
恩
恵
を
受
け
な

い
。
見
方
に
よ
っ
て
は
、
観
光
客
は
迷
惑
な
存
在
と
も
映
る
の
だ
。

特集　島を元気にする組織・Ⅱ

国
直
集
落
の
景
観
は
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
の
営
み
の
中
で
培
わ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
事
業
者
た
る
私
た
ち
は
「
観
光
は
地
域
づ
く
り
の

手
段
で
あ
り
、
目
的
で
は
な
い
」
と
い
う
点
を
肝
に
銘
じ
て
い
る
。

　

Ｔ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｓ
Ｕ
が
思
い
描
く
国
直
の
将
来
像
は
、「
若
者
が
戻
り
た

い
と
思
え
る
地
域
」「
お
年
寄
り
が
い
つ
ま
で
も
住
み
続
け
た
い
と

思
え
る
地
域
」
だ
。
島
の
子
ど
も
た
ち
は
、
高
校
を
卒
業
す
る
と
進

学
や
就
職
の
た
め
、
そ
の
多
く
が
島
を
離
れ
て
し
ま
う
。
彼
ら
が
島

に
誇
り
と
愛
着
を
持
ち
、「
島
に
帰
り
た
い
」
と
思
っ
た
時
に
、
そ

れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
地
域
で
あ
り
た
い
。

　

こ
れ
ま
で
の
Ｔ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｓ
Ｕ
の
取
り
組
み
が
交
流
人
口
の
拡
大
や

住
民
所
得
の
向
上
、
雇
用
の
創
出
に
つ
な
が
り
つ
つ
あ
る
手
ご
た
え

は
感
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
た
と
え
経
済
活
動
が
活
発
に
な
っ
て
も
、

昔
な
が
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
大
切
に
、
島
人
同
士
が
支
え
合
っ

て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
地
域
で
あ
り
た
い
。
私
た
ち
が
目
指
す
の

は
、
地
域
資
源
を
活
か
し
つ
つ
住
民
生
活
に
配
慮
し
た
持
続
可
能
な

集
落
づ
く
り
で
あ
る
。�

■

中村　修 （なかむら おさむ）

1968年、奄美大島国直集落生
まれ。特定非営利活動法人
TAMASU代表。大和村役場
を退職し2015年に同法人を
設立。地域資源の活用と住民
環境に配慮した観光の振興
により持続可能な集落づくり
に取り組む。


