
小
さ
な「
全
国
唯
一
の
飛
び
地
の
村
」の

ユ
ニ
ー
ク
な
地
域
づ
く
り

和歌山県北
きたやまむら

山村は全国唯一の「飛び地の村」。
また、人口479人（平成25年6月1日現在）で
全国で最も小さな村のひとつである。

　

紀
伊
半
島
の
南
部
に
位
置
す
る
北
山
村

は
南
は
三
重
県
、
北
は
奈
良
県
に
接
す
る

東
西
約
20
㎞
、
南
北
約
8
㎞
の
小
さ
な
村

で
面
積
の
約
98
%
が
森
林
で
あ
る
。

　

同
村
は
和
歌
山
県
で
あ
り
な
が
ら
、
和

歌
山
県
内
の
ど
の
市
町
村
と
も
隣
接
し
な

い
全
国
唯
一
の
「
飛
び
地
の
村
」
と
し
て

知
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
良
質
の
杉
に
恵
ま
れ
た
こ
の
地

域
は
、
約
6
0
0
年
前
の
室
町
時
代
か
ら

林
業
と
、
切
り
出
さ
れ
た
木
材
を
筏
に
組

ん
で
熊
野
川
を
下
り
、
集
散
地
の
新
宮
ま

で
運
ぶ
〝
筏い

か
だ
し師

の
村
〞
と
し
て
も
よ
く
知

ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
昭
和
30
年
代
に
入
り
、
電
源

開
発
に
伴
う
ダ
ム
建
設
や
道
路
整
備
に
よ

る
木
材
の
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
へ
の
転
換
、
輸

入
材
増
加
な
ど
に
よ
り
、
林
業
を
中
心
と

村
づ
く
り
の
基
本
理
念
の
４
つ
の
柱

す
る
住
民
の
生
活
基
盤
は
崩
れ
、
同
時
に

村
の
人
口
も
減
少
し
て
い
き
、
全
国
で
最

も
小
さ
な
村
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
そ
の
た
め
、
村
は
、
新
た
な
産
業
政

策
に
よ
る
村
づ
く
り
を
目
指
す
こ
と
と
な

っ
た
。

■北山村情報■
【人口】479人（平成25年6月1日現在）
【面積】48.21平方キロメートル
【発電所データ】電源開発(株)七色発電所
　　　　　　　（ダム水路式：出力8万2千kW）
【本特集問合せ先】北山村 総務課  ☎0735-49-2331
【URL】www.vill.kitayama.wakayama.jp

【写真】
北山村の「夏の風物詩」観光筏下り
北山村特産の「じゃばら」
おくとろ温泉内のコンビニで販売
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伝
統
技
術
の
復
活
・
継
承
と

観
光
事
業
の
融
合
と
し
て
の
観
光
筏
下
り

　
「
北
山
村
の
夏
の
風
物
詩
」
と
い
わ
れ

る
観
光
筏
下
り
。
観
光
客
は
全
長
約
30
ｍ

に
お
よ
ぶ
筏
に
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を
身

に
つ
け
て
乗
り
込
み
、
両
脇
の
手
摺
り
を

掴
ん
で
、
筏
師
に
よ
る
櫂か

い

さ
ば
き
を
頼
り

に
、
激
流
の
中
、
水
し
ぶ
き
を
あ
げ
て
岩

の
間
を
く
ぐ
り
抜
け
て
い
く
。
美
し
い
大

自
然
と
ス
リ
ル
を
同
時
体
験
で
き
る
と
あ

っ
て
、「
北
山
村
観
光
の
目
玉
」
と
し
て

人
気
を
呼
ん
で
い
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
筏
流
し
は
北
山
村
に

約
6
0
0
年
に
わ
た
っ
て
伝
わ
る
伝
統
技

術
だ
。
そ
の
伝
統
技
術
を
観
光
事
業
と
し

て
今
に
復
活
さ
せ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ

の
道
の
り
は
平
坦
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

久く
ぼ
お
か
ひ
ろ
し

保
岡
博
さ
ん
（
80
歳
）
は
中
学
校
卒

業
後
、筏
師
と
し
て
10
年
間
仕
事
を
し
た
。

杉
や
ヒ
ノ
キ
の
丸
太
約
3
0
0
本
を
、
長

さ
50
ｍ
の
筏
に
組
ん
で
新
宮
ま
で
運
ん
で

い
た
。

　

当
時
は
、
戦
後
の
復
興
期
で
材
木
の
需

要
が
高
か
っ
た
う
え
、
当
時
の
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
の
給
料
の
4
倍
ほ
ど
の
日
当
が
入
っ

た
。
そ
の
た
め
、
村
の
若
者
に
と
っ
て
、

筏
師
は
憧
れ
の
仕
事
で
あ
っ
た
。そ
の
後
、

当
時
の
村
長
に
誘
わ
れ
、
昭
和
38
年
、
31

歳
の
時
に
北
山
村
役
場
に
入
り
、
平
成
7

年
に
助
役
を
最
後
に
退
職
す
る
ま
で
村
づ

く
り
に
か
か
わ
っ
た
。

　

そ
ん
な
久
保
岡
さ
ん
が
観
光
筏
事
業
に

か
か
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
産
業
課
長

時
代
の
昭
和
52
年
。
村
長
に
村
の
産
業
振

興
計
画
策
定
を
指
示
さ
れ
、
あ
れ
こ
れ
悩

ん
だ
挙
句
、
久
保
岡
さ
ん
自
身
が
3
代
目

筏
師
だ
っ
た
こ
と
で
思
い
た
っ
た
。

　
「
筏
師
の
ふ
る
さ
と
」
と
し
て
、
北
山

村
に
伝
わ
っ
て
き
た
伝
統
を
何
と
か
で
き

な
い
か
と
い
う
村
長
の
熱
い
想
い
も
あ
り
、

観
光
筏
下
り
の

事
業
が
ス
タ
ー

ト
し
た
。

　

し
か
し
、
そ

の
取
り
組
み
は

な
か
な
か
思
う

よ
う
に
進
ま
な

か
っ
た
。
最
初

の
難
関
は
「
筏

に
観
光
客
を
乗

せ
る
の
は
危

険
」
と
い
う
国

の
中
止
勧
告
。

久
保
岡
さ
ん
は
、
こ
れ
を
乗
り
越
え
る
た

め
に
当
時
の
和
歌
山
県
知
事
を
巻
き
込
み
、

観
光
筏
を
「
小
型
船
舶
」
と
す
る
筏
の
設

計
、
ダ
ム
放
水
量
に
関
す
る
関
係
者
と
の

調
整
な
ど
、
様
々
な
調
整
を
行
っ
た
。

　

そ
ん
な
久
保
岡
さ
ん
た
ち
の
努
力
が
実

っ
て
、
観
光
筏
運
航
の
承
認
手
続
が
ス
ム

ー
ズ
に
進
み
、
昭
和
54
年
に
村
直
営
の
観

光
事
業
と
し
て
筏
下
り
が
復
活
し
た
。

　

観
光
筏
下
り
運
航
開
始
当
初
は
60
名
ほ

ど
い
た
元
筏
師
が
運
航
を
担
っ
て
、
順
調

さ
れ
て
い
る
。

　
「
人
口
が
多
い
・
少
な
い
は
問
題
で
は

な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
に
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ

ッ
ト
が
あ
り
、
大
事
な
の
は
自
分
た
ち
の

置
か
れ
た
環
境
・
状
況
を
的
確
に
把
握
し
、

　

そ
の
基
本
理
念
と
な

っ
た
の
は
、「
地
域
資

源
を
活
か
し
た
自
然
環

境
と
の
調
和
」、「
地
域

住
民
参
画
型
自
治
の
推

進
」、「
ハ
ー
ド
事
業
を

支
え
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活

用
」、「
教
育
環
境
の
充

実
と
子
育
て
支
援
」
と

い
う
４
つ
の
柱
だ
。
こ

れ
ら
の
柱
は
、村
が「
北

山
村
株
式
会
社
」
と
し

て
行
う
観
光
事
業
や
特

産
品
開
発
事
業
に
も
反

映
さ
れ
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、
昔
な
が

ら
の
筏
流
し
を
観
光
筏

下
り
と
し
て
復
活
、
森

林
資
源
を
活
用
す
る
バ

イ
オ
マ
ス
ボ
イ
ラ
ー
に

よ
る
温
浴
施
設
を
整

備
、
村
の
特
産
品
で
あ

る
「
じ
ゃ
ば
ら
」
の
加
工
販
売
な
ど
だ
。

こ
れ
ら
は
「
株
式
会
社
」
と
い
う
『
民
』

の
発
想
で
、
村
の
直
営
事
業
と
し
て
推
進

ど
の
よ
う
に
し
た
ら
、
地
域
住
民
が
夢
と

希
望
を
持
ち
、
安
全
に
暮
ら
せ
る
村
づ
く

り
が
で
き
る
か
を
行
政
が
し
っ
か
り
と
考

え
、
実
行
す
る
こ
と
で
す
」

　

北
山
村
長
の
奥お

く
だ
み
つ
ぐ

田
貢
さ
ん
は
語
る
。

（左）じゃばら調味料セット
（右）北山村内の村営じゃばら園

観光筏下りの全景

筏師の櫂さばき

北山村長  奥田  貢 さん

久保岡  博 さん
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地
域
資
源
活
用
の
観
光
拠
点

〜
お
く
と
ろ
公
園

に
事
業
が
進
む
。
と
こ
ろ
が
、
筏
師
の
高

齢
化
問
題
が
浮
上
し
て
く
る
。

　

そ
こ
で
始
め
た
の
が
「
観
光
筏
師
後
継

者
養
成
事
業
」
だ
っ
た
。
こ
れ
は
、
全
国

か
ら
Ｉ
タ
ー
ン
、
Ｕ
タ
ー
ン
の
人
た
ち
を

募
集
し
、
応
募
者
に
対
し
て
徹
底
的
に
筏

流
し
の
技
術
を
教
え
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
久
保
岡
さ
ん
自
身
も
、
平
成
10
年
よ

り
2
年
間
、
養
成
事
業
に
従
事
し
た
。
そ

の
間
、
常
に
「
人
の
命
を
預
か
る
の
だ
か

ら
、
い
い
か
げ
ん
な
気
持
ち
で
仕
事
に
取

り
組
む
な
」
と
後
継
者
に
言
い
続
け
な
が

ら
筏
流
し
の
技
術
を
教
え
た
。

　

そ
の
久
保
岡
さ
ん
か
ら
観
光
筏
後
継
者

育
成
事
業
1
期
生
と
し
て
、
筏
流
し
に
つ

い
て
徹
底
的
に
教
え
込
ま
れ
た
の
が
、
現

在
、
筏
師
養
成
者
の
中な

か
や
ま
と
し

山
敏
男お

さ
ん
。

　

中
山
さ
ん
は
近
隣
の
紀
和
町
（
現
熊
野

市
）出
身
で
、郵
便
局
員
を
し
て
い
た
が
、

平
成
10
年
か
ら
始
ま
っ
た
筏
師
後
継
者
育

成
事
業
に
応
募
し
て
、
筏
師
と
し
て
修
業

を
始
め
た
。
最
初
は
筏
作
り
と
筏
運
航
技

術
の
取
得
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
後
、
観
光

筏
運
航
に
従
事
し
た
後
、
筏
師
育
成
に
か

か
わ
っ
て
現
在
3
年
目
だ
。
中
山
さ
ん
に

よ
る
と
、
北
山
村
の
筏
下
り
は
櫂
を
使
う

の
が
特
徴
で
、
最
初
に
ダ
ム
湖
で
1
ヶ
月

間
練
習
を
し
、
そ
の
後
、
川
に
入
っ
て
の

練
習
と
な
る
。
練
習
の
ほ
と
ん
ど
は
、
櫂

の
使
い
方
だ
と
い
う
。「
先
乗
り
・
舵
取
り
・

後
乗
り
」
の
3
名
で
運
航
を
行
う
。

　
「
15
年
筏
師
と
し
て
の
経
験
を
積
ん
で

き
た
が
、
水
量
は
ダ
ム
で
一
定
に
保
た
れ

て
い
る
も
の
の
、
風
の
状
況
等
で
運
航
条

件
が
刻
々
と
変
化
す
る
た
め
、
今
で
も
勉

強
の
毎
日
」
と
中
山
さ
ん
は
言
う
。

　

現
在
、
筏
師
の
リ
ー
ダ
ー
役
と
し
て
、

観
光
筏
運
航
を
務
め
る
の
が
、
山や

ま
も
と
ま
さ
ゆ
き

本
正
幸

さ
ん
。
山
本
さ
ん
は
北
山
村
出
身
の
Ｕ
タ

ー
ン
者
で
、
大
阪
で
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活

を
送
っ
て
い
た
が
、
以
前
よ
り
、
将
来
は

自
然
に
恵
ま
れ
た
と
こ
ろ
で
生
活
し
た
い

と
考
え
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
観
光
筏
師

公
募
に
応
募
し
、
平
成
11
年
に
筏
師
に
な

り
、
現
在
15
年
目
。

　

岐
阜
県
出
身
の
27
歳
で
、
祖
母
が
北
山

村
に
住
ん
で
い
た
と
い
う
縁
で
筏
師
に
な

っ
て
、
現
在
3
年
目
と
い
う
所

と
こ
ろ
か
ず
ひ
ろ

和
弘
さ
ん

に
も
話
を
聞
い
た
。
最
初
は
こ
の
仕
事
の

辛
さ
が
身
に
し
み
た
が
、
今
で
は
風
の
状

況
な
ど
で
変
わ
る
微
妙
な
運
航
技
術
な
ど

も
少
し
解
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
。

　

今
や
北
山
村
観
光
の
目
玉
と
な
っ
て
い

る
観
光
筏
下
り
だ
が
、
使
わ
れ
る
観
光
筏

は
、
か
つ
て
筏
流
し
に
使
わ
れ
て
い
た
筏

と
長
さ
・
幅
が
ほ
ぼ
同
じ
で
、
20
名
程
度

の
乗
船
が
可
能
。
激
流
の
中
で
の
運
航
の

た
め
、
3
年
お
き
ぐ
ら
い
に
製
作
更
新
を

し
て
い
る
。

　

筏
師
は
全
員
で
13
名
（
そ
の
う
ち
、
Ｉ

タ
ー
ン
4
名
、
Ｕ
タ
ー
ン
1
名
）。
年
代

的
に
は
30
代
後
半
が
多
い
。夏
の
時
期
は
、

筏
師
を
や
り
な
が
ら
、
じ
ゃ
ば
ら
農
園
や

加
工
工
場
で
の
仕
事
や
林
業
に
従
事
し
て

い
る
。
観
光
筏
下
り
の
運
航
シ
ー
ズ
ン
が

終
わ
る
秋
以
降
は
、
就
業
場
所
が
激
減
す

る
の
で
、
今
以
上
の
筏
師
の
雇
用
は
望
め

な
い
。
そ
れ
が
今
後
の
課
題
で
も
あ
る
。

　

観
光
筏
下
り
を
楽
し
む
乗
船
客
は
関
西

エ
リ
ア
か
ら
が
中
心
で
あ
る
が
、
近
年
、

名
古
屋
エ
リ
ア
か
ら
も
増
加
し
て
い
る
。

し
か
し
、
運
航
シ
ー
ズ
ン
中
の
乗
船
客
数

は
平
成
10
〜
12
年
、
約
1
万
人
を
ピ
ー
ク

と
し
て
こ
こ
数
年
は
、
不
況
や
昨
年
の
台

風
12
号
の
影
響
で
減
少
気
味
で
あ
る
。
ま

た
、
ピ
ー
ク
の
夏
休
み
時
期
と
そ
れ
以
外

の
時
期
の
乗
船
客
数
の
差
が
大
き
い
。

　

観
光
筏
の
Ｐ
Ｒ
等
、
こ
の
差
を
少
な
く

す
る
取
り
組
み
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

現
状
の
筏
師
の
数
で
も
、
フ
ル
体
制
で
の

運
航
で
過
去
最
多
レ
ベ
ル
の
乗
船
客
数
は

可
能
だ
と
山
本
さ
ん
は
語
る
。

　

見
渡
す
限
り
緑
の
山
々
に
囲
ま
れ
、
ダ

ム
湖
沿
い
に
位
置
す
る「
お
く
と
ろ
公
園
」

は
北
山
村
観
光
の
拠
点
。
敷
地
内
に
観
光

セ
ン
タ
ー
（
道
の
駅
「
お
く
と
ろ
」）、
コ

テ
ー
ジ
、
オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場
、
テ
ニ
ス

コ
ー
ト
、
バ
ン
ガ
ロ
ー
な
ど
各
種
施
設
が

整
っ
て
い
る
。
そ
の
中
心
施
設
が
、
平
成

23
年
5
月
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し

た
「
お
く
と
ろ
温
泉
や
ま
の
や
ど
」
だ
。

　

こ
こ
は
村
の
渓
谷
美
を
一
望
で
き
る
露

天
風
呂
や
和
洋
折
衷
の
広
々
と
し
た
客
室
、

地
元
の
産
物
を
可
能
な
限
り
利
用
し
た
料

理
が
味
わ
え
る
レ
ス
ト
ラ
ン
、
お
土
産
品

や
日
用
品
・
食
料
品
を
取
り
揃
え
た
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
か
ら
な
る
。

　

こ
の
「
お
く
と
ろ
温
泉
や

ま
の
や
ど
」
で
は
、
様
々
な

方
法
で
集
客
施
策
を
行
っ
て

い
る
。
現
在
の
利
用
が
レ
ス

中山  敏男 さん

山本  正幸 さん

所  和弘 さん

北山村観光センター（道の駅「おくとろ」）
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ト
ラ
ン
と
温
泉
の
日
帰
り
利
用
に
集
中
し

て
い
る
の
で
、
季
節
に
応
じ
た
宿
泊
プ
ラ

ン
（
宿
泊
・
温
泉
・
宴
会
利
用
）
等
の
商

品
も
開
発
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
の
お
く
と
ろ
温
泉
の
特
色
の

ひ
と
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
地
域

資
源
と
し
て
の
森
林
資
源
の
活
用
。
間
伐

材
を
主
に
、
筏
の
廃
材
な
ど
を
燃
料
と
し

て
活
用
す
る
バ
イ
オ
マ
ス
ボ
イ
ラ
ー
の
採

用
だ
。村

特
産
の
じ
ゃ
ば
ら
を

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
て
６
次
産
業
化

　
「
じ
ゃ
ば
ら
」
と
は
柚
子
や
す
だ
ち
の

仲
間
の
柑
橘
系
の
果
実
で
、
名
前
の
由
来

は
「
邪
気
を
払
う
」
か
ら
来
て
い
る
。
村

で
は
正
月
料
理
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な

い
縁
起
物
の
果
実
だ
っ
た
が
、
昭
和
47
年

に
国
内
は
も
と
よ
り
、
世
界
に
類
の
な
い

新
品
種
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
昭
和

52
年
に
農
業
種
苗
法
に
よ
る
品
種
登
録
を

出
願
し
、
昭
和
54
年
に
種
苗
名
称
登
録
許

可
を
得
た
。
そ
し
て
、
昭
和
57
年
、
村
内

に
農
園
を
確
保
し
、
産
業
化
事
業
を
ス
タ

ー
ト
し
た
。
そ
の
後
、
昭
和
61
年
に
集
出

荷
施
設
を
新
設
す
る
な
ど
、
生
産
も
順
調

に
伸
び
て
い
っ
た
。

　

し
か
し
、
知
名
度
の
低
さ
、
販
路
の
狭

さ
は
致
命
的
で
あ
り
、
商
品
の
余
剰
在
庫

を
抱
え
、
生
産
調
整
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
事
態
と
な
り
、
平
成
11
年
頃
に
は
、

じ
ゃ
ば
ら
事
業
は
北
山
村
の
お
荷
物
的
存

在
と
な
り
、
事
業
廃
止
も
検
討
さ
れ
た
。

　
「
飛
び
地
の
村
」
か
ら
く
る
不
便
さ
、

販
売
力
の
低
さ
と
い
っ
た
問
題
を
解
決
す

る
最
後
の
チ
ャ
ン
ス
と
し
て
取
り
組
ん
だ

の
が
、
じ
ゃ
ば
ら
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通

販
で
あ
っ
た
。

　

当
時
の
状
況
に
つ
い
て
北
山
村
観
光
産

業
課
の
池い
け
う
え
て
る
ゆ
き

上
輝
幸
さ
ん
が
語
る
。

　
「
2
年
頑
張
っ
て
も
駄
目
な
ら
、
じ
ゃ

ば
ら
を
諦
め
る
。
で
も
、
村
に
国
道
が
通

っ
て
い
て
も
車
が
通
ら
な
い
よ
う
な
と
こ

ろ
な
の
で
、
最
後
の
手
段
と
し
て
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
活
用
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
総
合
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

モ
ー
ル
の
出
店
を
決
め
ま
し
た
」

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
販
を
始
め
て
ま
も

な
く
の
平
成
13
年
2
月
、「
花
粉
症
に
効

く
」
と
い
う
顧
客
か
ら
の
情
報
を
手
が
が

り
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
モ

ニ
タ
ー
調
査
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
半

数
近
い
人
か
ら
「
効
果
が
あ
る
」
と
い

う
回
答
が
あ
っ
た
。

　

当
時
は
珍
し
か
っ
た
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
総
合
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
へ

の
自
治
体
の
出
店
や
、
モ
ニ
タ
ー

調
査
の
結
果
を
マ
ス
コ
ミ
が
取
り

上
げ
た
こ
と
も
あ
り
、
じ
ゃ
ば
ら

の
売
り
上
げ
は
飛
躍
的
に
伸
び
、

そ
の
後
も
平
成
17
年
度
ま
で
順

調
に
伸
び
た
。
し
か
し
、
翌
平

成
18
年
に
初
め
て
売
り
上
げ

が
ダ
ウ
ン
し
た
。

　
「
バ
イ
オ
マ
ス
ボ
イ
ラ
ー
の
採
用
を
決

め
た
き
っ
か
け
は
元
々
、
お
く
と
ろ
温
泉

の
燃
焼
用
の
重
油
ボ
イ
ラ
ー
が
、
温
泉
の

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
時
期
に
併
せ
て
更
新
時
期

に
来
て
い
た
こ
と
で
す
。
ボ
イ
ラ
ー
導
入

に
あ
た
っ
て
は
様
々
な
方
法
を
検
討
し
ま

し
た
が
、
搬
出
間
伐
材
や
更
新
さ
れ
た
筏

の
廃
材
を
利
用
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
、

薪
燃
料
タ
イ
プ
の
ボ
イ
ラ
ー
を
導
入
し
ま

し
た
」
と
、
北
山
村
観
光
産
業
課
長
の
田た

岡お
か
と
み
や
す

富
泰
さ
ん
は
語
る
。

　

そ
の
打
開
策
と
し
て
出
て
き
た
の
が
、

平
成
19
年
6
月
に
開
設
し
た
地
域
密
着
型

ブ
ロ
グ
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
「
村
ぶ
ろ
」
で

あ
る
。
池
上
さ
ん
は
語
る
。

　
「『
村
ぶ
ろ
』
を
立
ち
上
げ
た
主
な
理
由

は
、
じ
ゃ
ば
ら
の
フ
ァ
ン
に
じ
ゃ
ば
ら
の

評
判
を
書
い
て
欲
し
か
っ
た
こ
と
と
、
北

山
村
と
じ
ゃ
ば
ら
フ
ァ
ン
の
双
方
向
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
確
立
し
た
か
っ
た

こ
と
で
す
。
実
際
に
村
ぶ
ろ
を
立
ち
上
げ

て
、
じ
ゃ
ば
ら
は
北
山
村
に
し
か
な
い
も

の
と
い
う
事
を
再
認
識

北山村
観光産業課  池上  輝幸 さん

北山村
観光産業課長  田岡  富泰 さん

地域密着ブログ
ポータルサイト
「村ぶろ」のトップページ

（上）おくとろ温泉の宿泊棟
（下）おくとろ温泉の露天風呂
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小
さ
な
村
な
ら
で
は
の

村
づ
く
り
の
今
後
と
課
題

　

北
山
村
で
は
前
述
の
と
お
り
、
地
域
資

源
を
活
用
し
た
産
業
振
興
策
を
推
し
進
め

て
き
た
が
、最
大
の
課
題
は「
人
口
減
少
」

だ
。

　
「
か
つ
て
人
口
2
，0
0
0
人
を
超
え
て

い
た
北
山
村
も
現
在
は
5
0
0
人
。
さ
す

が
に
適
切
な
規
模
か
ら
い
う
と
少
な
い
気

が
す
る
」
と
奥
田
村
長
は
言
う
。

　

こ
れ
に
対
す
る
対
策
と
し
て
、
公
営
住

宅
整
備
等
の
各
種
若
者
定
住
策
や
教
育
環

境
の
整
備
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

な
か
で
も
、村
が「
究
極
の
過
疎
対
策
」

と
力
を
入
れ
て
い
る
の
が
教
育
施
策
。
そ

の
代
表
例
が
英
語
教
育
・
海
外
研
修
旅
行

で
あ
る
。

　

英
語
教
育
は
「
こ
れ
か
ら
は
国
際
化
の

時
代
。
ま
ず
は
英
語
か
ら
」
と
い
う
こ
と

で
4
年
前
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
。
Ａ
Ｌ
Ｔ

（
外
国
語
指
導
助
手
）
の
外
国
人
教
師
を

雇
い
、
保
育
所
・
小
学
校
か
ら
週
1
、2

回
の
別
枠
英
語
授
業
を
行
っ
て
い
る
。
ま

た
、
語
学
研
修
を
兼
ね
て
、
中
学
2
・
3

年
生
全
員
が
1
〜
2
週
間
の
予
定
で
海
外

修
学
旅
行
を
行
っ
て
い
る
。

　

公
営
住
宅
に
つ
い
て
も
、
全
世
帯
の
1

割
に
当
た
る
30
数
戸
を
整
備
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
若
者
定
住
施
策
の
ポ
イ
ン
ト
と

な
る
の
は
雇
用
の
場
の
確
保
だ
が
、
こ
れ

に
つ
い
て
北
山
村
総
務
課
長
の
藪や

ぶ
も
と
こ
う
い
ち

本
幸
一

さ
ん
は「
就
業
の
場
が
温
泉
と
そ
の
周
辺
、

行
政
、
郵
便
局
と
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、

現
在
は
官（
村
）が
直
営
で
や
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
こ
こ
数
年
、
役
場
で
数
名
ず
つ

新
入
職
員
を
入
れ
た
り
、
生
産
・
加
工
・

販
売
を
一
貫
で
や
っ
て
い
る
じ
ゃ
ば
ら
事

業
も
、
本
来
な
ら
民
間
が
や
る
べ
き
も
の

で
あ
る
が
、
村
が
特
別
予
算
を
組
ん
で
や

っ
て
い
る
」
と
話
す
。

　

今
後
の
村
づ
く
り
の
課
題
と
方
向
性
に

つ
い
て
奥
田
村
長
は
語
る
。

　
「
人
口
を
増
や
し
た
い
と
い
う
理
想
に

向
け
て
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
い
る
が
、
現
実

と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
り
、苦
労
し
て
い
る
。

し
か
し
、
小
さ
な
村
だ
か
ら
こ
そ
、
小
規

模
だ
か
ら
で
き
る
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
。

例
え
ば
、
役
場
・
議
会
も
小
規
模
な
の
で

意
志
決
定
が
早
く
、
予
算
も
村
民
の
た
め

に
有
効
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ

ん
、
小
規
模
ゆ
え
の
デ
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る

と
思
う
が
、
大
事
な
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
な

こ
と
を
先
々
と
心
配
す
る
よ
り
も
、
そ
の

時
点
で
こ
れ
が
ベ
ス
ト
と
考
え
た
こ
と
を

信
じ
て
前
に
進
む
こ
と
」。

　
「
全
国
唯
一
の
飛
び
地
」
の
小
さ
な
村

の
積
極
的
な
村
づ
く
り
は
こ
れ
か
ら
も
注

目
さ
れ
る
。

す
る
と
と
も
に
、
北
山
村
に
来
て
く
れ
た

人
や
ネ
ッ
ト
上
で
北
山
村
の
評
判
を
書
い

て
く
れ
る
『
ネ
ッ
ト
村
民
』
の
方
々
の
口

コ
ミ
の
効
果
を
実
感
し
ま
し
た
」

　

池
上
さ
ん
の
言
葉
を
裏
付
け
る
か
の
よ

う
に
、
じ
ゃ
ば
ら
の
売
り
上
げ
は
、
平
成

20
年
度
に
は
平
成
17
年
度
レ
ベ
ル
ま
で
回

復
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用

し
た
じ
ゃ
ば
ら
事
業
は
、６
次
産
業
化（
じ

ゃ
ば
ら
生
産
・
加
工
・
販
売
）
と
い
う
形

で
成
長
し
て
き
た
。

　

し
か
し
、
じ
ゃ
ば
ら
の
木
の
老
木
化
に

伴
う
生
産
量
の
落
ち
込
み
と
い
う
課
題
も

出
て
き
た
。
ま
ず
、
対
策
と
し
て
村
は
近

年
、
苗
木
を
植
え
て
、
じ
ゃ
ば
ら
の
木
を

定
期
的
に
更
新
し
て
い
る
。そ
の
一
方
で
、

「
村
ぶ
ろ
」
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ

ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
）
へ
の
対
応

が
課
題
だ
。
現
在
、
民
間
の
知
恵
を
借
り

な
が
ら
、
検
討
中
で
あ
る
。

北山村
総務課長  藪本  幸一 さん

公営住宅

英語の授業を行うALT（外国語指導助手）

じゃばらドリンクセット
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　大幅な人口減少と高齢化により、
20世紀末ごろから「観光振興は地域
活性化の起爆剤」として、様々な活動
が活発になってきている。
　その背景には、地域における産業
構造の変化や定住人口の減少などの
「負」の課題を、観光産業の創出で解
決するという考え方があった。大型
レジャー施設の誘致や開発、大量の
観光客に対応する観光コンテンツの
提起など、ハード、ソフト両面で、こ
うした「マスツーリズム」は一定の経
済効果を生み出すこととなった。
　しかし、一方で「環境破壊」、「文化
の真正性の喪失」といった様々な課
題を惹起することとなり、必ずしも
「経済の域内循環」や「訪問者の持続
的な獲得」には至らなかった。
　つまり、地域振興における「持続
性」というものが大きな課題として
浮かび上がってきたのである。
　その意味では、「マスツーリズム」
は地域振興という観点からは、期待
していたような有効性を持たなかっ
たといえる。
　そうした中、「そもそも観光とは何
か」という議論が沸き起こり「オルタ
ナティブ・ツーリズム（もう一つの観
光）」あるいは「ニュー・ツーリズム」
といったものが次々と提起されて、
地域振興における観光の役割をもう
一度見直してみようというのが、昨
今の傾向である。
　その契機となったのが、イギリス
の社会学者J・アーリの言う「観光の
まなざし」という概念だ。「『観光のま
なざし』とは『日常から離れた異なる
景色、風景、町並み』に対する『視線』」
であり、「それは社会的なものとして
形成される」というものだ。社会経済
的観点から見れば、観光とはホスト

側、ゲスト側を問わず、その「まなざ
し」を組織化・具体化する行為ともい
える。
　すなわち、ホスト側にとっては自
らの地域を見つめ直し、地域内の特
徴を自覚して、資源化してゆくこと、
ゲスト側にとっても、訪れた地域で
受ける様々な「刺激」によって自らや、
自らの住む地域を見つめ直すという
ことでもある。
　地域の景観、産業、産品、歴史、文
化、生活など、あらゆるものが、「観光
のまなざし」の対象になるのだ。

　そうした「まなざしの組織化」とし
て、有力な手法が観光に関連した「交
流」というものだ。
　本来、「旅」は地点間の移動なので、
必然的に「人の人との交わり」は生ま
れるのだが、さらに積極的にこれを
行い、様々な目的で地域を訪れる
人々を「交流人口」と捉えていこうと
する。ここでいう「交流」とは、地域の
人々と来訪者が、様々な内容やレベ
ルで「ヒト・モノ・
情報」を、「体験・
学習」などの多様
なコンテンツを通
して、積極的に交
換とするという意
味に他ならない。
　つまり、こうし
た「観光コンテン
ツ」を用意して、そ
れを「交流」によっ
て、相互に刺激し
あい、新たな地域
文化の形成に繋
げ、地域を活性化
させようとするも
のである。
　それは、訪問者

の側にとっても、地域の人々との「交
流」を通じて、自らのライフスタイル
を見詰め合う絶好の機会となる。最
近では「対流」という言葉で、その双
方で行き合う新しいライフスタイル
の実現を目指す動きもある。
　観光という言葉は、易経の「観国之
光  利用賓干王」という言葉に由来す
るといわれる。「国之光」即ち「美しく
輝く地域」を「観る」あるいは「観せ
る」ことでもある。
　あえて言えば、「光り輝かかせてい
く地域の様々な取り組み」それ自体
が、観光の取り組みであるともいえ
る。なぜならそれは地域に住む人々
が「住んでいる地域を誇りに思える
ような魅力的な地域をつくる」こと
であり、観光の取り組みもまさにこ
の一点にある。
　少なくとも、観光によるまちづく
りでは、かつての「マスツーリズム」
の時代のような、急激な経済効果を
期待することは困難になってきてい
る。経済効果は少なくても、多様なコ
ンテンツを提起しながら、息の長い
「持続的な活動」が必要となっている。

地域のあらゆるものが
「まなざし」の対象に

「ヒト・モノ・情報」を
積極的に交換する作業
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「交流」を核とした観光によるまちづくり
文責：地域振興部
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