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屋
久
島
環
境
文
化
村
構
想
と
世
界
自
然
遺
産
登
録

　

屋
久
島
は
、
鹿
児
島
県
の
大
隅
半
島
佐
多
岬
南
南
西
約
六
〇
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
の
海
上
に
位
置
す
る
ほ
ぼ
円
形
の
島
で
す
。
九
州
最
高
峰

の
宮
之
浦
岳
（
一
九
三
六
メ
ー
ト
ル
）
を
は
じ
め
、
九
州
の
高
峰
の
上

位
七
座
が
こ
の
島
に
集
中
し
、「
洋
上
の
ア
ル
プ
ス
」
と
称
さ
れ
、

屋
久
島
を
北
限
・
南
限
と
す
る
生
物
が
生
息
し
、「
東
洋
の
ガ
ラ
パ

ゴ
ス
」
と
も
呼
ば
れ
る
自
然
豊
か
な
島
で
す
。

「
山
に
十
日
、
野
に
十
日
、
海
に
十
日
」

―
屋
久
島
の
生
活
様
式

を
例
え
る
言
葉
で
す
。
屋
久
島
は
耕
作
地
が
少
な
い
一
方
、
外
洋
に

面
し
て
い
る
た
め
、
毎
日
、
漁
に
出
ら
れ
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

林
業
、
農
業
、
漁
業
に
取
り
組
ん
で
暮
ら
し
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
屋
久
島
に
は
「
岳た
け

参
り
」
と
い
う
風
習
が
あ
り
ま
す
。
春

と
秋
、
集
落
ご
と
に
若
者
の
代
表
が
早
朝
、
海
で
海
水
を
汲
み
、
そ

れ
を
持
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
集
落
の
御
岳
に
登
山
し
、
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
な

ど
の
枝
を
折
っ
て
土
産
に
持
ち
か
え
り
ま
す
。
集
落
で
留
守
を
し
て

い
る
人
た
ち
は
、
詣も
い
し
ょ所

で
若
者
を
出
迎
え
、
そ
の
小
枝
を
分
け
て
も

ら
い
、
各
家
の
床
の
間
に
飾
り
ま
す
。
岳
参
り
は
海
と
山
の
幸
で
生

か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
人
々
が
確
認
す
る
行
事
で
あ
り
、
屋
久
島
の

文
化
を
象
徴
す
る
風
習
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　

鹿
児
島
県
で
は
、
こ
の
屋
久
島
の
文
化
や
自
然
の
特
性
に
応
じ
た

地
域
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、
平
成
三
年
、
有
識
者
に
よ
る
「
屋
久

島
環
境
文
化
懇
談
会
」
を
設
置
し
ま
し
た
。
同
懇
談
会
は
、
元
国
土

事
務
次
官
の
下
河
辺
淳あ
つ
し氏

を
委
員
長
と
し
、
梅
原
猛
氏
、
福
井
謙
一

氏
ら
を
は
じ
め
と
す
る
有
識
者
と
各
省
庁
幹
部
、
町
民
代
表
、
県
知

事
ら
を
構
成
員
と
し
て
い
ま
し
た
。
第
一
回
会
合
に
お
い
て
、
委
員

か
ら
屋
久
島
の
価
値
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
世
界
遺
産
登
録
を

目
指
す
べ
き
と
の
提
案
が
な
さ
れ
、
懇
談
会
委
員
と
県
、
町
が
政
府

公
益
財
団
法
人
屋
久
島
環
境
文
化
財
団　

畠　

幸
江

屋 久 島
（鹿児島県屋久島町）

屋久島：周囲126.7km、面積504.86 
km2、人口 12,329人（平成31年4月末
現在）。口永良部島と2島で屋久島町
を構成。平成5年に日本ではじめて世
界自然遺産に登録され、その後永田
浜がラムサール条約の登録湿地となっ
た。同28年には周辺海域を含めユネ
スコエコパークに拡張登録された。

世
界
自
然
遺
産
の
島
で

《
里
め
ぐ
り
》を
観
光
資
源
に

屋
久
島
里
め
ぐ
り
推
進
協
議
会

鹿児島

種子島

30km屋久島

口永良部島
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登
山
道
の
荒
廃
な
ど
の
課
題
も
残
さ
れ
ま
し
た
。

　

山
岳
部
と
里
部
は
利
用
分
散
と
い
う
観
点
に
お
い
て
も
自
然
や
環

境
に
配
慮
し
た
新
た
な
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

に
働
き
か
け
を
続
け
、
世

界
遺
産
条
約
の
締
結
が
実

現
。
平
成
五
年
一
二
月
、

屋
久
島
は
、
白
神
山
地
と

と
も
に
、
我
が
国
で
初
め

て
の
世
界
自
然
遺
産
に
登

録
さ
れ
ま
し
た
。

　

環
境
文
化
懇
談
会
は
、

地
域
住
民
ら
で
組
織
し
た

「
環
境
文
化
研
究
会
」
と

と
も
に
議
論
を
重
ね
、
こ

れ
ら
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、

平
成
四
年
に
「
屋
久
島
環

境
文
化
村
マ
ス
タ
ー
プ
ラ

ン
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

こ
の
中
で
は
、
屋
久
島
特
有
の
自
然
と
人
間
と
の
関
わ
り
を
「
環
境

文
化
」
と
呼
び
、
屋
久
島
に
し
か
な
い
個
性
的
な
地
域
づ
く
り
を
目

指
す
「
環
境
文
化
村
構
想
」
の
理
念
と
事
業
内
容
、
計
画
の
進
め
方

が
示
さ
れ
、
こ
の
構
想
を
推
進
す
る
組
織
と
し
て
「
屋
久
島
環
境
文

化
財
団
」
が
組
織
さ
れ
ま
し
た
。

里
の
エ
コ
ツ
ア
ー
の
誕
生

　

屋
久
島
が
世
界
自
然
遺
産
に
な
り
観
光
事
業
者
が
増
加
し
た
一
方

で
、「
縄
文
杉
」
に
代
表
さ
れ
る
山
岳
部
の
観
光
資
源
へ
の
一
極
集
中
、

屋久島の文化を象徴する風習「岳参り」。

特集　島を元気にする組織・Ⅲ

宮之浦岳

縄文杉

屋久島環境文化村センター

●

●

●

●

●

世界自然遺産地域世界自然遺産地域

永 田

吉 田

一 湊

宮之浦

中 間

平 内

春 牧

■里めぐりを実施している 7 集落
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事
業
」
に
取
り
組
み
、
コ
ー
ス
の
設
定
や
語
り
部
の
育
成
な
ど
を
実

施
し
ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
ま
ち
づ
く
り
活
性
化
事
業
と
し
て
、
公

民
館
活
動
の
一
環
で
ま
ち
歩
き
を
行
な
う
集
落
も
あ
り
ま
し
た
。

　

平
成
二
二
年
か
ら
二
三
年
に
か
け
、
行
政
が
屋
久
島
島
内
の
各
集

落
に
「
里
の
エ
コ
ツ
ア
ー
」
を
提
案
し
、
参
加
を
希
望
し
た
四
集
落

（
吉
田
、
宮
之
浦
、
平
内
、
中
間
）
の
里
め
ぐ
り
団
体
、
屋
久
島
町
お
よ
び

屋
久
島
環
境
文
化
財
団
が
「
屋
久
島
里
め
ぐ
り
推
進
協
議
会
」
を
平

成
二
三
年
一
〇
月
に
設
立
し
ま
し
た
。

　

各
集
落
の
団
体
が
参
加
し
た
の
は
、「
地
元
を
元
気
に
し
た
い
」「
伝

統
文
化
を
語
り
継
ぎ
た
い
」
と
い
う
理
由
か
ら
で
し
た
。

里
め
ぐ
り
推
進
協
議
会
の
活
動

　

里
め
ぐ
り
推
進
協
議
会
は
、
そ
の
年
の
一
二
月
に
春
牧
集
落
が
、

平
成
二
七
年
に
は
永
田
集
落
と
一い
っ
そ
う湊
集
落
が
加
わ
り
、
現
在
七
集
落

で
構
成
し
て
い
ま
す
。

　

屋
久
島
環
境
文
化
財
団
内
に
事
務
局
を
置
き
、
里
め
ぐ
り
の
受
付
、

広
報
な
ど
の
事
務
に
加
え
、
研
修
会
な
ど
の
企
画
を
行
な
っ
て
い
ま

す
。

　

里
め
ぐ
り
の
参
加
者
か
ら
は
一
名
に
つ
き
一
五
〇
〇
円
（
小
学
生

五
〇
〇
円
、
中
学
生
一
〇
〇
〇
円
）
の
参
加
料
を
い
た
だ
き
、
保
険
料
な

ど
の
手
数
料
を
引
い
た
残
り
を
各
集
落
の
里
め
ぐ
り
団
体
へ
渡
し
て

い
ま
す
。

　

協
議
会
で
は
総
会
を
毎
年
行
な
う
ほ
か
、
研
修
会
、
意
見
交
換
会

を
必
要
に
応
じ
て
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

世
界
遺
産
登
録
の
前
年
に
策
定
さ
れ
た
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
中
に

「
里
の
エ
コ
ツ
ア
ー
の
推
進
」
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
う
し

た
背
景
の
も
と
、
屋
久
島
環
境
文
化
財
団
で
は
環
境
省
や
屋
久
島
町

な
ど
と
協
力
し
「
里
の
エ
コ
ツ
ア
ー
」
の
取
り
組
み
を
始
め
ま
し
た
。

屋
久
島
里
め
ぐ
り
推
進
協
議
会
の
結
成

　

平
成
一
六
年
に
「
屋
久
島
地
区
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
協
議
会
」

が
設
立
さ
れ
、
山
岳

部
利
用
適
正
化
の
検

討
を
進
め
る
と
と
も

に
、
里
の
エ
コ
ツ
ア

ー
開
発
検
討
を
行
な

う
「
里
の
モ
デ
ル
ツ

ア
ー
作
業
部
会
」
が

設
置
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
里
地
に

お
け
る
モ
デ
ル
ツ
ア

ー
を
実
施
し
、
意
見

交
換
会
な
ど
を
行
な

い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、

吉
田
地
区
で
は
農
林

水
産
省
の
「
農
山
漁

村
（
ふ
る
さ
と
）
地
域

力
発
掘
支
援
モ
デ
ル

中間集落での里めぐりの様子。
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協
議
会
の
取
り
組
み

① 
広
報

　

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
立
ち
上
げ
、

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
と
ポ
ス
タ
ー
を
作

成
し
、
島
内
の
宿
な
ど
主
要
な
箇

所
に
配
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ

れ
だ
け
で
は
す
ぐ
に
は
個
人
客
へ

は
浸
透
し
て
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

平
成
二
七
、二
八
年
に
助
成
金

を
活
用
し
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
デ

ザ
イ
ン
を
一
新
、
旅
行
エ
ー
ジ
ェ

ン
ト
の
招
致
、
各
旅
行
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
な
ど
で
の
積
極
的
な
広
報
を

集
中
し
て
行
な
い
ま
し
た
。
ま
た
、
町
役
場
の
協
力
の
も
と
、
都
市

圏
で
修
学
旅
行
誘
致
の
説
明
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
成
果
が
徐
々
に
あ
ら
わ
れ
、
平
成
二
七
年
度
に
六
〇
八
人
、

二
八
年
度
に
六
四
三
人
だ
っ
た
参
加
者
が
二
九
年
度
に
七
八
七
人
、

三
〇
年
度
は
一
四
九
七
人
へ
と
増
加
し
て
き
て
い
ま
す
。

　

特
に
旅
行
会
社
の
年
間
ツ
ア
ー
と
し
て
の
利
用
や
、
修
学
旅
行
、

大
学
の
研
修
な
ど
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

② 

里
め
ぐ
り
の
質
の
向
上

　

語
り
部
の
話
は
大
変
面
白
い
で
す
。
し
か
し
彼
ら
の
多
く
は
ガ
イ

ド
経
験
が
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
は
じ
め
は
、

相
手
の
反
応
に
か
か
わ

ら
ず
、
知
っ
て
い
る
こ

と
を
で
き
る
だ
け
た
く

さ
ん
一
気
に
話
す
傾
向

に
あ
り
ま
し
た
。

　

彼
ら
の
話
を
お
客
様

に
適
切
に
伝
え
る
た
め

に
、
専
門
家
を
招
聘
し

て
、
イ
ン
タ
ー
プ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
（
体
験
や
地

域
性
を
重
視
し
た
解
説
手

法
）
な
ど
の
研
修
を
は

じ
め
、
先
進
地
の
視
察
、
新
人
語
り
部
さ
ん
向
け
の
研
修
会
開
催
な

ど
語
り
部
の
質
の
向
上
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
地
元
の
方
は
史
跡
や
遺
跡
な
ど
を
中
心
に
コ
ー
ス
を
組
み

立
て
よ
う
と
し
が
ち
で
す
。
一
方
で
、
屋
久
島
に
は
地
元
の
方
が
紹

介
し
き
れ
て
い
な
い
昔
か
ら
の
生
活
様
式
が
残
っ
て
い
た
り
、
屋
久

島
独
特
の
景
色
が
あ
っ
た
り
も
し
て
い
ま
す
。
前
述
の
エ
ー
ジ
ェ
ン

ト
モ
ニ
タ
ー
ツ
ア
ー
で
は
、
観
光
資
源
の
商
品
価
値
に
つ
い
て
忌
憚

な
く
意
見
を
言
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
集
落
の
人
が
気
づ
い
て
い

な
い
魅
力
的
な
場
所
に
つ
い
て
も
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
き
、
そ
れ

を
も
と
に
一
部
の
コ
ー
ス
を
見
直
し
ま
し
た
。

特集　島を元気にする組織・Ⅲ

屋久島里めぐりを案内するポスター。
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定
で
す
。

　

平
成
三
〇
年
に
は
奄
美
と
鹿
児
島
を
結
ぶ
航
路
が
屋
久
島
寄
港
を

開
始
し
、
両
者
の
連
携
に
よ
る
双
方
へ
の
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い
ま

す
。

各
集
落
の
取
り
組
み
で
島
全
体
を
元
気
に

　

里
め
ぐ
り
で
は
、
お
客
様
か
ら
参
加
料
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
で
、
語
り
部
さ
ん
に
も
責
任
感
が
生
じ
て
い
る
よ
う
で
す
。

説
明
用
の
パ
ネ
ル
入
れ
を
手
づ
く
り
し
た
り
、
お
も
て
な
し
用
の
タ

ン
カ
ン
を
年
間
で
使
え
る
よ
う
に
冷
凍
し
た
り
、
屋
久
島
の
伝
統
菓

子
を
事
前
に
準
備
す
る
な
ど
、
お
客
様
に
屋
久
島
を
楽
し
ん
で
も
ら

え
る
よ
う
に
と
各
集
落
で
工
夫
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
里
め
ぐ
り
」
に
つ
い
て
集
落
の
理
解
が
は
じ
め
か
ら
得

ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
語
り
部
さ
ん
た
ち

の
「
地
元
を
元
気
に
し
た
い
」
と
い
う
想
い
が
徐
々
に
浸
透
し
、
里

め
ぐ
り
の
コ
ー
ス
の
周
辺
を
掃
除
し
て
く
れ
た
り
、
声
を
か
け
て
く

だ
さ
っ
た
り
、
語
り
部
は
で
き
な
い
け
ど
何
か
協
力
し
た
い
と
い
う

方
々
が
増
え
、
集
落
一
体
と
な
っ
た
取
り
組
み
に
な
っ
て
き
て
い
ま

す
。

　

語
り
部
の
人
数
は
各
集
落
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
す
。
少
し
ず
つ

語
り
部
が
増
え
て
い
る
集
落
も
あ
る
一
方
、
後
継
者
の
育
成
に
苦
慮

し
て
い
る
集
落
も
あ
る
の
が
現
状
で
す
。

　

今
後
も
、
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
に
賛
同
し
て
く
れ
る
集
落
が
増

え
、
屋
久
島
全
体
で
盛
り
上
が
っ
て
い
け
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。
■

　

現
在
で
も
島
内
外
で
語
り
部
研
修
会
を
実
施
し
て
お
り
、
ガ
イ
ド

の
人
材
育
成
と
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

③ 
体
験
コ
ー
ス
の
開
発

　

島
で
古
く
か
ら
食
べ
て
い
る
伝
統
料
理
や
、
地
元
の
方
が
家
庭
で

食
べ
て
い
る
味
を
提
供
す
る
た
め
に
、
永
田
、
吉
田
、
一
湊
、
春
牧

の
各
集
落
で
は
里
め
ぐ
り
と
昼
食
を
セ
ッ
ト
と
し
た
食
文
化
コ
ー
ス

を
用
意
し
て
い
ま
す
。
料
理
に
は
食
材
や
調
理
方
法
に
つ
い
て
の
詳

し
い
解
説
も
添
え
ら
れ
、
食
を
通
じ
て
歴
史
や
文
化
に
触
れ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
吉
田
集
落
の
ト
ン
ボ
レ
（
瀬
風
呂
）
体
験
や
、

中
間
集
落
の
サ
ト
ウ
キ
ビ
狩
り
か
ら
黒
糖
づ
く
り
ま
で
体
験
で
き
る

コ
ー
ス
な
ど
、
里
め
ぐ
り
に
体
験
活
動
を
加
え
た
コ
ー
ス
の
開
発
も

行
な
っ
て
い
ま
す
。

④ 

奄
美
と
の
連
携

　

鹿
児
島
県
内
二
つ
目
の
世
界
自
然
遺
産
登
録
を
目
指
し
て
い
る
奄

美
地
域
に
も
、
ま
ち
歩
き
を
行
な
う
団
体
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。

屋
久
島
と
奄
美
が
ま
ち
歩
き
を
通
し
て
連
携
し
、
全
国
に
向
け
て
環

境
文
化
村
（
自
然
と
共
生
す
る
地
域
づ
く
り
）
の
イ
ン
パ
ク
ト
あ
る
情
報

発
信
を
行
な
え
る
よ
う
、
そ
し
て
交
流
人
口
が
拡
大
し
、
両
地
区
の

活
性
化
を
図
れ
る
よ
う
「
奄
美
・
屋
久
島
ま
ち
歩
き
協
議
会
」
を
平

成
二
九
年
度
に
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
屋
久
島
里
め
ぐ
り
推
進
協
議
会

と
奄
美
大
島
の
五
団
体
二
個
人
で
構
成
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
島

に
事
務
局
を
置
い
て
い
ま
す
。
今
後
、
合
同
研
修
会
を
実
施
す
る
予



51  258  2019.6

「里めぐり」そのものが集落の宝物島からのメッセージ

　私の住む中間集落は、屋久島の南西に
位置する集落であり、秀峰七

し ち

五
ご

岳
だ け

（1488ｍ）
から流れ下る中間川の河口に広がって
います。島内でも、年平均気温は高く、
雨量が少ない地域です。この良好な気
候条件で、かつては良質の黒糖を産し
ていました。また果樹においても糖度
の高いものができる地域です。
　中間集落の各戸には『屋久町郷土誌』

（平成5年から19年にかけて刊行）が置いて
あります。しかし、昔の話をする方が少
なくなり、方言も日常から消えつつあり
ました。そんな中、行政から「屋久島里
めぐり」の話をいただきました。「そん
なことして何になるのか」「金になるの
か」という住民の意見もありましたが、
集落の区長としては、「網引きなど地域
の伝統芸能や行事の継承」を何とかし
なくてはとの思いも強くあり、「里めぐ
り」の取り組みに手をあげました。
　まず、地元のお年寄りに話を聞きに行
き、古い写真などを集め、郷土史以外の
文献を探しました。そして、行政などの
支援を受けながら、まち歩きの専門家の
方に来ていただき、散策ルートの選定や
ガイドとしての心構えなどのレクチャー、
モニターツアーなどを実施するなど準
備を整えてから協議会に参加しました。
　最近では、集落の方に協力いただき、
サトウキビを手で刈り採り、そのキビを

圧縮機にかけて大釜で煮詰める昔なが
らの黒糖づくり体験などをオプション
として実施しています。
「里めぐり」の取り組みは、地元の若者
たちが集落の伝統文化を改めて知り、
良さを見直すきっかけになっています。
また、課外授業で「里めぐり」を利用し
てくれた小学生が興味津々にいろいろ
な質問をしてくれて、それが私にとって
勉強となり、集落のことをさらに知る機
会となったこともあります。地域の方に

「里めぐり」の取り組みへ協力をいただ
いているところですが、目下の課題は私
の後を継ぐ語り部の育成です。
「里めぐり」が始まって７年経ちました。
今では「里めぐり」そのものが集落の
宝物であり、若者たちへ集落の伝統文
化を引き継ぐための最大のツールにな
っていると確信しています。

特集　島を元気にする組織・Ⅲ

中間集落をガイドする筆者。

畠　幸江 （はたけ ゆきえ）

山口県出身。山口大学工学部卒業
後、福岡県北九州市で河川環境に関
する業務を行なう。平成20年に屋久
島に移住。同21年から屋久島環境文
化財団で勤務。財団機関誌「屋久島
通信」の編集および「屋久島の里」
を紹介する記事などの執筆を担当。

（屋久島里めぐり推進協議会副会長／中間区語り部　川﨑太一）


