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戦
後
、
沖
縄
が
返
還
さ
れ
る
ま
で
「
日
本
最

南
端
の
島
」
と
し
て
人
気
を
博
し
た
与よ

論ろ
ん
じ
ま島
。

泊
ま
る
宿
が
見
つ
か
ら
ず
「
廊
下
で
い
い
か

ら
寝
か
せ
て
く
れ
」
と
頼
み
込
む
観
光
客
も

多
く
、
部
屋
数
に
余
裕
が
あ
る
家
は
ほ
ぼ
す

べ
て
が
民
宿
の
看
板
を
掲
げ
た
と
い
う
。
高

台
か
ら
は
沖
縄
島
最
北
端
の
辺へ

ど
み
さ
き

戸
岬
を
望
む

こ
と
が
で
き
る
。
島
を
一
周
す
る
の
に
車
で

１
時
間
程
度
と
コ
ン
パ
ク
ト
な
サ
ン
ゴ
礁
の

島
の
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
水
事
情
と

魅
力
を
追
っ
た
。

与論島東部の大金久（おおがねく）海岸。
この沖に白い砂浜「百合ヶ浜」が出現する

与論島
面積20.56㎢ / 2057世帯 / 5327人
『SHIMADAS』（日本離島センター 2019）より

供利港

ヨロン駅

与論空港

茶花漁港
茶花

与論町役場

舵引き丘
（ハジピキパンタ）

与論島循環線

寺崎海岸

サザンクロスセンター
与論城跡

屋川

古里浄水場
（海水淡水化施設）

赤崎鍾乳洞
与論民俗村
アマンジョー
麦屋漁港ヤゴー

百合ヶ浜
大
金
久
海
岸

お
お
が
ね
く
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大
潮
の
干
潮
時
に
現
れ
る

幻
の
白
い
砂
浜

滞
在
３
日
目
。
よ
う
や
く
晴
れ
た
日

に
海
を
見
て
息
を
呑
ん
だ
。
な
ん
と
い

う
色
な
の
か
。
エ
メ
ラ
ル
ド
グ
リ
ー
ン

と
も
違
う
、
や
や
乳
白
が
か
っ
た
青
。

近
い
の
は
タ
ー
コ
イ
ズ
ブ
ル
ー
、
あ
る

い
は
白び
ゃ
く
ぐ
ん群か

―
。

奄
美
群
島
で
も
っ
と
も
南
に
位
置
す

る
与よ

論ろ
ん
じ
ま島

は
隆
起
サ
ン
ゴ
礁
の
島
で
あ

り
、
そ
の
海
の
美
し
さ
は
つ
と
に
知
ら

れ
て
い
る
。
運
の
い
い
こ
と
に
訪
れ
た

と
き
は
ち
ょ
う
ど
大
潮
の
時
期
で
、
干

潮
時
に
は
幻
の
砂
浜
と
呼
ば
れ
る
「
百ゆ

合り

ヶが

浜は
ま

」
が
現
れ
る
と
い
う
。「
年
齢
の

数
だ
け
星
砂
を
拾
え
ば
幸
せ
に
な
れ

る
」
と
教
え
て
も
ら
っ
た
が
、
と
て
も

拾
い
き
れ
る
数
で
は
な
い
の
で
あ
き
ら

め
た
。

百
合
ヶ
浜
に
は
大お
お
が
ね金
久く

海
岸
か
ら
グ

ラ
ス
ボ
ー
ト
で
渡
る
。
一
人
３
０
０
０

円
也
。
だ
が
そ
の
価
値
は
十
分
に
あ
る
。

海
と
白
い
砂
浜
、
青
い
空

―
身
も
心

も
ほ
ど
け
て
い
く
。

島
内
の
主
要
な
浜
の
そ
ば
に
は
シ
ャ

ワ
ー
を
備
え
た
公
共
ト
イ
レ
が
あ
る
。

泳
い
だ
後
に
無
料
で
シ
ャ
ワ
ー
が
使
え

る
の
は
う
れ
し
い
が
、
与
論
島
は
量
的

に
も
質
的
に
も
「
水
に
乏
し
い
島
」
で

あ
る
。
そ
の
こ
と
を
、
こ
こ
を
訪
れ
る

ほ
と
ん
ど
の
観
光
客
は
知
ら
な
い
。

人
び
と
が
水
を
得
た

井
戸
と
地
下
水

与
論
島
の
年
降
水
量
の
平
年
値
は
１

７
９
８
・
１
㎜
（
１
９
９
１
～
２
０
２
０
年
）。

奄
美
市
名
瀬
の
約
２
８
０
０
㎜
、
沖
縄

県
那
覇
市
の
約
２
０

０
０
㎜
に
比
べ
て
も

少
な
い
。
島
は
小
さ

く
、
水
を
蓄
え
ら
れ

る
高
い
山
も
森
も
な

い
。
た
と
え
雨
が
降

っ
て
も
隆
起
サ
ン
ゴ

礁
の
島
な
の
で
水
は

抜
け
て
し
ま
う
の
だ
。

た
だ
し
、
地
下
に

浸
透
す
る
水
が
と
こ

ろ
ど
こ
ろ
で
湧
き
出

し
て
い
る
。
古
来
、

人
び
と
は
そ
こ
で
水

を
得
て
い
た
。
今
も

残
る
井
戸
や
地
下
水

を
与
論
町
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課
の

南
勇
輔
さ
ん
に
案
内
し
て
も
ら
う
。

与
論
島
へ
最
初
に
上
陸
し
た
人
び
と

が
使
っ
た
と
伝
わ
る
の
が
、
赤
崎
海
岸

の
そ
ば
に
あ
る
井
戸
「
ア
マ
ン
ジ
ョ
ー
」。

付
近
に
は
緑
り
ょ
く
し
ょ
く
が
ん

色
岩
の
露
頭
が
あ
る
。「
硬

い
岩
に
浸
透
を
は
ば
ま
れ
た
水
が
出
て

く
る
よ
う
で
す
」
と
南
さ
ん
。
す
ぐ
そ

1上空から見た与論島。高い山も深い森もなく、周囲約23㎞ととても小さいが美しい島だ 
23最初に与論島へ上陸した人びとが使ったとされる井戸「アマンジョー」。内部はこのよう
にゴツゴツしている 45城（ぐすく）集落の生活用水として使われていた「屋川（ヤゴー）」。
急な階段を下りた先にある洞窟内を水が流れている。半竹状の石樋は与論城築城時につく
られたともいわれるが判然としない

与論町教育委員会生涯学習
課の南勇輔さん。町指定天
然記念物の「麦屋井（ヰ（イ）
ンジャゴー）」の前で

23
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ば
に
は
縄
文
晩
期
の
遺
跡
が
発
掘
さ
れ

て
い
る
。
縄
文
人
も
ア
マ
ン
ジ
ョ
ー
の

水
を
使
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

も
う
一
つ
有
名
な
の
が
「
屋ヤ
ゴ
ー川
」。

城ぐ
す
く集

落
の
そ
ば
の
洞
窟
に
あ
る
。
石
造

り
の
階
段
を
下
り
て
い
く
と
琉
球
石
灰

岩
の
台
地
に
浸
み
込
ん
だ
雨
が
地
下
水

と
な
り
滔
々
と
流
れ
て
い
た
。
手
を
浸

け
る
と
冷
た
い
。
水
を
導
く
た
め
の
半

竹
状
の
石
樋
が
据
え
ら
れ
て
い
る
が
、

い
つ
誰
が
つ
く
っ
た
か
定
か
で
は
な
い
。

石
樋
が
ど
こ
ま
で
続
い
て
い
る
の
か
確

か
め
よ
う
と
身
を
屈
め
て
奥
に
向
か
う

が
、
体
が
入
ら
ず
断
念
し
た
。

「
か
ん
水
」を
淡
水
化

硬
度
も
和
ら
げ
る
装
置

井
戸
や
地
下
水
、
雨
水
を
集
め
て
暮

ら
す
島
民
が
待
ち
望
ん
だ
水
道
（
簡
易
水

道
）
が
引
か
れ
た
の
は
１
９
６
４
年
（
昭

和
39
）。
し
か
し
、
水
道
水
の
量
と
質
の

問
題
は
そ
の
後
も
付
い
て
回
る
。

与
論
島
の
水
道
水
源
は
す
べ
て
地
下

水
だ
。
こ
の
水
は
琉
球
石
灰
岩
に
由
来

す
る
た
め
硬
度
が
高
い
。
健
康
に
影
響

は
な
い
が
、
石
灰
分
な
ど
が
析
出
す
る

こ
と
で
ボ
イ
ラ
ー
は
詰
ま
り
、
ヤ
カ
ン

や
ポ
ッ
ト
の
底
に
白
い
塊
が
こ
び
り
つ

く
。
観
光
客
が
押
し
寄
せ
る
夏
場
や
干

ば
つ
時
に
地
下
水
を
汲
み
上
げ
す
ぎ
る

と
そ
こ
に
海
水
が
浸
み
込
み
、
塩
水
化

す
る
危
険
を
常
に
は
ら
ん
で
い
た
。
畑

の
肥
料
や
家
畜
の
屎
尿
、
生
活
雑
排
水

に
よ
る
硝
し
ょ
う
さ
ん
た
い

酸
態
窒ち

っ

素そ

の
問
題
も
あ
っ
た
。

安
心
し
て
水
を
飲
み
た
い

―
そ
の

思
い
は
島
民
共
通
だ
っ
た
。
お
よ
そ
10

年
か
け
て
国
や
県
に
働
き
か
け
、
２
０

０
１
年
（
平
成
13
）
に
稼
働
し
た
の
が
「
海

水
淡
水
化
施
設
」
だ
。

与
論
町
水
道
課
の
仁に

禮れ
い

和
男
さ
ん
と

富
永
淳
さ
ん
に
頼
ん
で
、
海
水
淡
水
化

施
設
を
備
え
た
古ふ
る
さ
と里

浄
水
場
を
訪
ね
る
。

「
９
カ
所
の
水
源
か
ら
の
水
を
古
里
浄

水
場
へ
導
水
し
ま
す
。
急
速
ろ
過
設
備

で
前
処
理
を
行
な
っ
て
か
ら
、『
電
気

透
析
イ
オ
ン
交
換
膜
法
』
装
置
で
硬
度

や
不
純
物
、
窒
素
分
、
塩
分
な
ど
を
除

去
し
、
塩
素
で
消
毒
し
た
後
、
配
水
池

へ
送
水
し
て
い
ま
す
」
と
仁
禮
さ
ん
。

事
の
発
端
は
、
既
存
の
水
源
で
は
量

の
確
保
が
あ
や
し
く
な
っ
た
こ
と
。
新

た
な
水
源
と
し
た
の
は
、
既
存
の
水
源

よ
り
質
は
落
ち
る
も
の
の
水
量
は
確
保

で
き
る
、
海
水
と
淡
水
の
中
間
く
ら
い

の
塩
分
を
含
む
「
か
ん
水
」
だ
っ
た
。

そ
こ
で
、
既
存
の
水
源
の
水
と
合
わ
せ

て
電
気
透
析
イ
オ
ン
交
換
膜
法
で
処
理

し
て
質
を
高
め
、
配
水
す
る
こ
と
に
。

そ
の
結
果
、
か
ん
水
は
淡
水
（
真
水
）
に
、

カ
ル
シ
ウ
ム
や
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
の
数
値

も
下
が
り
、
硝
酸
態
窒
素
も
あ
る
程
度

除
去
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

悩
み
は
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
。
動
力

67海水を淡水に替えて不純物をろ過する電気透析イオン交換膜法を用いた海水淡水化装
置。水源の水を集めて屋外の急速ろ過設備で前処理を行ないこの装置を通す。メンテナンスは
年に2回。6月と12月に7～8名が2週間かけて洗浄する 8メンテナンス時や故障時に用いる予
備の交換膜（1台）。膜2枚・網2枚の計4枚が1セットで、1台で260セット必要。それが全部で5台
ある。膜は1枚5万円とかなり高価 9海水淡水化施設を備えた古里浄水場。屋外にあるのは急
速ろ過設備で奥の建屋に海水淡水化装置がある �右から与論町水道課の富永淳さん、仁礼
和男さん、浄水場や水源地の管理を担う平田裕之さん

89

10

■電気透析イオン交換膜法の原理

与論町水道課提供資料をもとに編集部作成

陽
極

陰
極

イオン交換膜と電気の働きで溶液中のイオン性物質の脱塩・濃縮・精製・回収を行ない、
脱塩液は飲料水となり濃縮液は捨てる

A C A C CA

濃縮液

濃縮液

原液

脱塩液

飲める
水

捨てる
水

A：陰イオン交換膜
C：陽イオン交換膜

脱塩室 濃縮室 脱塩室 濃縮室 脱塩室
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と
し
て
電
気
代
が
年
間
１
８
５
０
万
円
、

薬
品
代
が
同
１
３
０
０
万
円
弱
。
与
論

町
は
県
内
で
も
っ
と
も
水
道
料
金
が
高

い
。
節
水
し
な
い
と
島
の
人
び
と
に
迷

惑
を
か
け
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

多
様
だ
っ
た
南
の
島
の

か
つ
て
の
文
化
伝
え
る

そ
れ
は
こ
れ
ま
で
見
た
こ
と
が
な
い
、

変
わ
っ
た
形
の
茅
葺
屋
根
だ
っ
た
。

昔
の
民
家
や
民
具
を
残
す
私
設
資
料

館
「
与
論
民
俗
村
（
以
下
、
民
俗
村
）」
に
は
、

丸
い
茅
葺
屋
根
の
建
物
が
２
棟
並
ん
で

い
る
。

「
与
論
で
は
台
風
を
考
え
て
小
さ
な
建

物
を
分
け
て
、
し
か
も
低

く
建
て
ま
す
。
ま
た
、
風

切
り
を
よ
く
す
る
た
め
正

方
形
で
す
。
本
州
の
よ
う

な
長
方
形
だ
と
一
辺
が
風

を
多
く
受
け
て
ひ
っ
く
り

返
り
や
す
い
。
屋
根
材
も

与
論
は
ス
ス
キ
で
、
お
隣

の
ヤ
ン
バ
ル
（
沖
縄
島
北
部
）
は

竹
。
そ
の
島
が
も
つ
資
源

や
気
候
、
地
形
に
合
わ
せ
る
の
で
、
南

の
島
の
暮
ら
し
に
は
か
つ
て
多
様
性
が

あ
り
ま
し
た
」

そ
う
話
す
の
は
村
長
の
菊 

秀ひ
で
の
り史
さ

ん
。
民
俗
村
の
原
点
は
、
菊
さ
ん
の
母
、

千
代
さ
ん
が
「
こ
れ
以
上
失
わ
れ
た
ら

取
り
戻
せ
な
い
」
と
島
内
の
民
具
を
集

め
は
じ
め
た
昭
和
30
年
代
後
半
。
捨
て

よ
う
と
し
て
い
た
ご
み
を
集
め
る
の
で

当
時
は
変
人
扱
い
さ
れ
た
そ
う
だ
が
、

徐
々
に
島
民
の
理
解
を
得
て
膨
大
な
数

の
民
具
が
集
ま
っ
た
。

菊
さ
ん
は
小
学
校
１
、

２
年
生
の
こ
ろ
、
天
秤
棒

と
バ
ケ
ツ
を
持
っ
て
ア
マ

ン
ジ
ョ
ー
へ
水
汲
み
に
通

っ
た
。
こ
の
地
区
に
水
道

が
開
通
す
る
１
９
６
５
年

（
昭
和
40
）
ま
で
日
課
だ
っ

た
。
水
を
こ
ぼ
さ
ず
に
持

ち
帰
る
に
は
コ
ツ
が
あ
る
。

井
戸
の
そ
ば
の
ソ
テ
ツ
や
葉
が
多
く
つ

い
た
枝
を
バ
ケ
ツ
に
入
れ
る
と
表
面
張

力
が
働
い
て
こ
ぼ
れ
に
く
い
。

民
俗
村
に
は
雨
水
を
溜
め
る
昔
の
し

く
み
も
展
示
さ
れ
て
い
る
。
木
の
幹
に

撚
り
束
ね
た
草
を
巻
き
、
先
端
は
甕か
め

に

��茶花漁港に水揚げされた魚と島内の仲買人による競り。前
日は荒天予報だったため、通常よりかなり魚が少ない。すべて島
内で消費されるという �茶花漁港の競りを覗いた日、水揚げが
一番多かった阿野（あの）忠義さん。一度島を出て10年前に戻り
漁師となった。与論島には20代、30代の若手漁師が多いと言う

漁港に棲みついたウ
ミガメ

　ポカンポカンと何頭ものウミガメが呼吸をするために
浮上する。ここ茶花漁港にはウミガメが棲みついてい
る。７頭いると言う人もいれば、20頭近くいると話す人
もいて正確な数はわからない。ウミガメは漁師が獲物を
さばいて放るエラや内臓を食べて育つ。しかし困ったこ
ともある。「スーナ」というゆが
くと美味な海藻を食べつくして
しまうのだ。また釣り人はウミガ
メが現れると魚が釣りづらくな
るため、頭を抱える。自然と人の
共生は一筋縄ではいかない。

1112

151617
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突
っ
込
む
。
幹
を
つ
た
っ
て
落
ち
る
雨

を
集
め
る
た
め
だ
。
本
来
は
ガ
ジ
ュ
マ

ル
な
ど
の
常
緑
樹
に
し
か
け
る
。
使
い

古
し
の
ホ
ー
ス
を
巻
く
こ
と
も
あ
っ
た
。

菊
さ
ん
は
、
家
族
経
営
の
民
俗
村
で

郷
土
料
理
、
衣
服
、
芸
能
、

住
ま
い
な
ど
、
こ
の
島
の

文
化
を
伝
え
つ
づ
け
る
。

「
理
想
は
お
客
さ
ま
が
泊

ま
っ
て
、
海
に
行
っ
て
魚

を
釣
り
、
芋
を
つ
く
る
。

昔
話
を
し
な
が
ら
方
言
も

伝
え
て
…
…
私
の
代
で
実

現
す
る
の
は
厳
し
そ
う
な

の
で
、
子
ど
も
や
孫
に
引

き
継
ぎ
ま
す
」

自
給
自
足
の
香
り
残
る

与
論
島
の
暮
ら
し

島
内
を
巡
る
と
、
シ
ニ
ア
カ
ー
に
乗

っ
た
お
年
寄
り
が
多
い
こ
と
に
気
づ
く
。

ゆ
っ
く
り
走
り
、
店
先
を
覗
き
、
何
か

買
っ
て
は
走
り
出
す
。
与
論
島
の
の
ん

び
り
し
た
雰
囲
気
に
よ
く
似
合
う
光
景

だ
。
裏
を
返
せ
ば
乱
暴
な
運
転
を
す
る

人
が
い
な
い
な
ど
シ
ニ
ア
カ
ー
が
走
れ

る
生
活
環
境
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

ま
た
、
台
風
が
立
て
続
け
に
来
た
ら

物
流
が
２
週
間
止
ま
る
こ
と
も
あ
る
の

で
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
備
え
て
自
給
自

足
に
近
い
暮
ら
し
が
残
る
。
民
俗
村
そ

ば
の
漁
港
で
話
し
た
二
人
組
の
漁
師
は
、

家
で
食
べ
る
分
の
米
を
つ
く
り
、
海
に

出
て
は
魚
を
獲
り
、
親
戚
や
友
人
と
魚

や
野
菜
を
融
通
す
る
と
言
っ
て
い
た
。

最
盛
期
は
年
間
15
万
人
が
訪
れ
て
い

た
与
論
島
。
そ
の
後
は
減

少
し
た
も
の
の
コ
ロ
ナ
禍

の
前
は
Ⅴ
字
回
復
し
て
い

た
。
与
論
島
の
海
と
人
懐

っ
こ
い
島
の
人
び
と
に
惹

か
れ
、
半
年
単
位
で
本
土

と
行
き
来
し
て
働
き
暮
ら

す
女
性
た
ち
が
い
た
。
し

か
も
何
人
も
だ
。

取
材
を
終
え
、
沖
縄
島

の
本も
と

部ぶ

港
へ
向
か
う
フ
ェ

リ
ー
に
乗
る
。
徐
々
に
遠
ざ
か
る
小
さ

く
て
平
た
い
島
影
を
甲
板
か
ら
眺
め
な

が
ら
、
取
材
中
に
教
え
て
も
ら
っ
た
新

民
謡
『
与
論
小
唄
』
の
一
節
を
思
い
出

す
。

「
木
の
葉
み
た
い
な
わ
が
よ
ろ
ん

何
の
楽
し
み
も
な
い
と
こ
ろ

好
き
な
あ
な
た
が
い
れ
ば
こ
そ

い
や
な
与
論
も
好
き
と
な
る
」

形
は
木
の
葉
か
も
し
れ
な
い
が
、
吹

き
飛
ぶ
よ
う
な
軽
さ
は
な
い
。
与
論
島

の
魅
力
や
楽
し
み
は
、
美
し
い
海
以
外

に
も
た
く
さ
ん
あ
る
。

（
２
０
２
２
年
５
月
１
～
４
日
取
材
）

　菊 秀史さんの案内で与論民俗村を巡っ
たとき、天井から吊り下げられた丸い網
があった。これは赤ん坊を寝かせるため
のゆりかご。菊さんは子ども４人をこれで
育てた。鹿児島から北関東あたりはわら
で編んだ箱で、東北は丸いわらかごだが、
奄美大島から南はハンモック文化だと菊
さんは言う。ゆっくり揺らすので赤ん坊
の寝つきが早い。奄
美大島の名瀬港か
ら与論島の供

とも

利
り

港
までのフェリーでや
けにぐっすり眠れた
のは、ハンモックと
同じようにゆっくり
揺すられたからかも
しれない。

�与論民俗村にある丸い茅葺屋根の建物2棟。与論島は主にススキを用いるが、沖縄島北部は竹 �与論民俗村に展示されて
いる雨水を溜めるためのしくみ。水に恵まれない島で生きるための知恵と工夫だ �ずらりと並んだ甕。与論島の土では甕がつくれな
いので、大部分は沖縄産。杉など木材のある本州は樽が、木材が乏しい島は甕がそれぞれ発達した �与論民俗村を経営する菊 
秀史さん（右）、妻の友子さん、長男の凛太郎さん。友子さんはイトバショウの繊維を用いる「与論島の芭蕉布製造技術」（国指定重
要無形民俗文化財）を秀史さんの母、千代さんから受け継いだ。凛太郎さんは筑波大学大学院で民俗学を専攻して戻ってきた

�与論島の中心市街地、茶花のまちなみ。のんびり散歩するの
にちょうどいい規模。この日は憲法記念日だったため国旗が目立
つ �市街地を離れるとこうした風景が広がる。険しい山こそない
ものの起伏は比較的ある。台風被害を抑えるよう建物は低く建
てられている �供利（ともり）港に接岸したフェリー。空港もある
が物資の運搬という点では今も船の方が重要

南の島のハンモック
文化
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1819
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身も心もほどけるような楽園の水事情―与論島


