
このブックレットを手に取ってくれた「あなた」へ

「沖島」は日本で唯一、淡水湖に浮かぶ有人島。時が止まったような空気

に包まれ、すれ違う島の人たちは穏やかな笑顔であいさつしてくれます。

滋賀県近江八幡市の堀切港から船で約10分、気楽に訪れることができ

る離島です。

このブックレットを手に取った人は、こう思うかもしれません。

「これは、何？ガイドブック？研究書？」

ガイドブックを期待した人は、観光スポットがよくわからなくて、拍子抜け

するかも。でも、じっくり読むと、沖島に暮らす人の顔が浮かんでくるよう

な、沖島の魅力が詰め込まれています。

2023年、沖島と同じ近江八幡市にある美術館「ボーダレス・アートミュー

ジアムＮＯ-ＭＡ」では、沖島に関わる人たちの文化や生活、活動や島へ

の想いについてヒアリングしました。このブックレットはそれを記録とし

てまとめ、発信することで地域社会に還元することを目指しています※。

多くの人を惹き付ける沖島ですが、800人を超えていた人口は現在230

人にまで減り、超高齢化が進んでいます。「漁師の後継者問題」「空き家

問題」など課題も多く抱えています。一方、沖島の未来に光を照らす変化

も生まれています。若者が移住してきたり、新しい漁師の担い手が誕生し

たり、観光客も増えました。「大学生」を触媒とした「他出子」の変化は、

このブックレットを読んで感じていただきたいポイントの１つです。

なぜか、たくさんの人の「気になる」が集まってくる不思議な島。「気にな

る」が、ゆるやかな関係を生み、沖島を優しく包み込んでいます。このブッ

クレットを読んで、あなたが「沖島、気になるな」と思ったら、その時から、

あなたも沖島を取り巻く関係者の一人です。

「沖島のゆるやかなつながりが守るもの」

ヒアリングチーム一同

※令和５年度文化庁Innovate MUSEUM事業「ケアしあうミュージアム」の一環で実施しま

した。実施にあたり、社会福祉法人グロー法人事務局地域共生部と成安造形大学助教の

田口真太郎さん、café＆gallery汀
みず

の精
せい

オーナーの奥村ひとみさんを中心に調査チームを

結成して、インタビュー、分析、執筆を行い、ブックレットとして編集しました。

《御礼》
 ブックレットをまとめるにあたり、多くの人にご協力いただきました。

 あらためまして、御礼申し上げます。

インタビューに登場いただいた皆さん（順不同・敬称略）

奥村良平、奥村あいこ、本多有美子、小川文子、富田雅美、久田清、小川泰治、

塚本千翔、川瀬明日望、橋本花菜子、森田幸光、西居英治、櫻木みわ、上田洋平、

久保瑞季、奥村ひとみ、宮崎瑛圭

ケアしあうミュージアムWEBフォーラム「沖島」公開中
この事業を総括するフォーラムを沖島で開催し、

その様子をYouTubeにて配信しています。ぜひご覧ください。

https://youtu.be/ju8V3Biwzl4
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沖島の近代史

 1805（文化2）年 家数43、人口194人。田畑が必要となり、
対岸の小田ヶ浜、宮ヶ浜を開墾。

 1893（明治26）年 島村立沖島尋常小学校、開校。

 1903（明治36）年 沖島水産会が沖島漁業組合として組織される。

 1915（大正4）年 石材販売組合が組織される。
（1923年、石材価格が最高になる）

 1947（昭和22）年 関西配電により、水中ケーブルで送電が開始される。
島村立沖島中学校が併設され、
島村立沖島小学校と改称。

 1951（昭和26）年 島村を廃し、蒲生郡近江八幡町に編入。

 1955（昭和30）年 沖島153世帯、人口808人。以降は減少となる。

 1970（昭和45）年 石材販売組合、解散。

 1972（昭和47）年 琵琶湖総合開発計画、正式決定。

 1973（昭和48）年 沖島新漁港着工。琵琶湖総合開発により、
近代的な漁港の造成に。

 1991（平成3）年 琵琶湖総合開発事業、すべての工事が完了。

 1992（平成4）年 沖島小学校創立100周年記念式典。
老人憩いの家、開所。

 1999（平成11）年 沖島町営定期船運航開始（4月1日）。

 2001（平成13）年 「沖島21世紀夢プラン」始動、実行委員会開催。

 2012（平成24）年 沖島が離島振興対策実施地域に追加指定され、
翌年、沖島町離島振興推進協議会を立ち上げる。

 2018（平成30）年 沖島初の地域おこし協力隊（山角美佳子さん）着任。

 2019（平成31）年 「沖島民泊湖心koko」オープン。

 2022（令和4）年 沖島の人口が221人となる（男性99人、女性122人）。

（参考）西居正吉氏制作年表より

 

沖
島
の
左
義
長
祭
り

 

お
き
し
ま
の
さ
ぎ
ち
ょ
う
ま
つ
り

江
戸
時
代
末
期
に
始
ま
っ
た
伝
統
行
事
。毎
年

1
月
初
旬
に
、し
め
縄
な
ど
の
お
正
月
飾
り
を

燃
や
す
火
祭
り
行
事
に
加
え
て
、成
人
の
仲
間

入
り
す
る
こ
と
を
祝
う「
元
服
」の
行
事
も
兼
ね

て
行
わ
れ
る
の
が
沖
島
の
特
徴
。今
で
は
、五
穀

豊
穣
、大
漁
、無
病
息
災
、勉
学
祈
願
な
ど
島
民

挙
げ
て
の
祭
り
と
な
っ
て
い
る
。

 

宮
世
話

 

み
や
せ
わ

厄
年
の
男
性（
40
歳
）10
名
が
、厄
払
い
の
意
味

も
込
め
て
１
年
間
神
社
に
奉
仕
す
る
こ
と
。

 

他
出
者
＆
他
出
子

 

た
し
ゅ
つ
し
ゃ
＆
た
し
ゅ
つ
し

沖
島
を
離
れ
て
暮
ら
す
沖
島
出
身
者
の
な
か
で
、

親
世
代
が
沖
島
に
暮
ら
し
て
い
な
け
れ
ば
他
出

者
、今
で
も
沖
島
に
親
世
代
が
暮
ら
す
家
が
あ

れ
ば
他
出
子
と
い
う
。

 

沖
島
町
離
島
振
興
推
進
協
議
会

 

お
き
し
ま
ま
ち
り
と
う
し
ん
こ
う

 

す
い
し
ん
き
ょ
う
ぎ
か
い

通
称
、協
議
会
。2
0
1
3
年
、離
島
振
興
法
に

基
づ
き
発
足（
淡
水
湖
の
有
人
島
と
し
て
は
唯

一
）。自
治
会
、沖
島
漁
業
協
同
組
合
、湖
島
婦
貴

の
会
、女
性
会
、老
人
ク
ラ
ブ
な
ど
の
団
体
と
県

や
市
で
構
成
さ
れ
、沖
島
の
振
興
に
努
め
る
。

 

定
期
船（
通
船
）

 

て
い
き
せ
ん（
つ
う
せ
ん
）

1
9
9
9
年
、沖
島
港
と
対
岸
の
堀
切
港
を
結

ぶ
定
期
連
絡
船
と
し
て
就
航
。そ
れ
ま
で
、自
家

用
船
の
み
だ
っ
た
交
通
イ
ン
フ
ラ
が
劇
的
に
改

善
さ
れ
た
。所
要
時
間
は
、片
道
約
10
分
。現
在
は

１
日
10
往
復
ほ
ど
運
航
さ
れ
、観
光
客
の
増
加
に

も
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
。

 

沖
島
漁
業
協
同
組
合

 

お
き
し
ま
ぎ
ょ
ぎ
ょ
う
き
ょ
う
ど
う
く
み
あ
い

前
身
は
、1
9
0
3（
明
治
36
）年
に
組
織
さ
れ
た

沖
島
水
産
会
。現
在
は
、正
組
合
員
70
名
に
加
え

て
、後
継
者
育
成
事
業
と
し
て
長
期
研
修
を
終
え

た
30
代
の
準
組
合
員
52
名
が
加
わ
り
、深
刻
な

後
継
者
不
足
問
題
と
向
き
合
っ
て
い
る
。主
に

ア
ユ
や
ワ
カ
サ
ギ
、ス
ジ
エ
ビ
漁
な
ど
を
営
み
、

漁
獲
量
は
琵
琶
湖
漁
業
全
体
の
約
4
割
。。

 

み
ん
な
親
戚

 

み
ん
な
し
ん
せ
き

1
1
5
9
年
、保
元
・
平
治
の
乱
で
敗
れ
た
源
氏

の
武
士（
小
川
、北
、茶
谷
、中
村
、西
居
、久
田
、

南
の
7
姓
）が
沖
島
に
漂
着
し
て
住
み
着
い
た
。

今
も
こ
の
姓
の
家
が
多
く
、実
際
に
祖
先
を
た

ど
る
と
親
戚
関
係
に
あ
る
家
が
多
い
と
い
う
。

 

地
域
お
こ
し
協
力
隊

 

ち
い
き
お
こ
し
き
ょ
う
り
ょ
く
た
い

都
市
部
か
ら
全
国
の
過
疎
地
域
な
ど
へ
の
移
住

を
促
進
す
る
総
務
省
の
事
業
。地
域
の
魅
力
発

信
な
ど
、地
域
お
こ
し
活
動
の
支
援
を
行
い
な

が
ら
、活
動
者
の
定
住
・
定
着
を
図
る
取
り
組
み
。

隊
員
は
各
自
治
体（
沖
島
の
場
合
は
近
江
八
幡

市
）か
ら
委
託
を
受
け
て
、任
期
は
最
大
で
3
年
。

 

琵
琶
湖
総
合
開
発
事
業

 

び
わ
こ
そ
う
ご
う
か
い
は
つ
じ
ぎ
ょ
う

琵
琶
湖
の
自
然
環
境
保
全
を
目
的
に
、地
域
開

発
と
水
資
源
開
発
を
一
体
的
に
進
め
た
日
本
初

の
事
業
。治
水
や
利
水
対
策
と
し
て
湖
岸
堤
を

設
け
た
り
川
幅
を
広
げ
た
り
し
た
結
果
、琵
琶

湖
の
環
境
に
悪
影
響
を
与
え
た
と
い
わ
れ
る
。

20
年
を
か
け
、1
9
9
1
年
に
全
工
事
が
完
了
。

 

ア
イ
ラ
ン
ダ
ー

 全
国
の
離
島
関
係
者
が
年
に
一
度
東
京
に
集
い
、

観
光
P
R
や
特
産
品
販
売
を
行
う
イ
ベ
ン
ト
。

国
土
交
通
省
な
ど
が
主
催
し
、関
係
者
同
士
で

島
の
課
題
を
共
有
し
た
り
、移
住
希
望
者
の
相

談
窓
口
を
設
け
た
り
し
て
い
る
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
な
か
で
も
頻
繁
に
登
場
す
る

10
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
つ
い
て
ま
と
め
て
解
説
。

こ
れ
を
知
っ
て
お
け
ば
あ
な
た
も
沖
島
ツ
ウ
！

沖
島
の
暮
ら
し
と
文
化
を
象
徴
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
10

1
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日本で唯一の淡水湖に浮かぶ有人島

沖島 Okishima

琵琶湖
Lake Biwa



―
2
0
2
4
年
1
月
8
日
―
沖
島
の
左
義
長
＊
を
眺
め
て
い
る
。

大
学
1
回
生
か
ら
沖
島
に
関
わ
り
だ
し
て
、何
度
目
の
左
義
長
だ
ろ
う
か
。初
め
て
見
た
時
と
変
わ
ら
ず
、火
は
勢
い
良
く
燃
え
盛
り
、天
に
向
か
っ
て

大
き
な
火
柱
を
立
て
て
い
る
。年
始
め
の
祝
い
事
で
あ
る
左
義
長
は
、15
歳
の
青
年
に
と
っ
て
は
元
服
の
儀
式
、島
の
オ
ナ
ゴ
シ（
女
衆
）に
と
っ
て
は
裁

縫
の
上
達
祈
願
、漁
師
に
と
っ
て
は
今
年
の
豊
漁
祈
願
と
そ
の
方
角
を
占
う
行
事
な
ど
な
ど
、島
民
に
と
っ
て
多
く
の
意
味
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
。た
だ
、

ど
の
よ
う
な
立
場
に
し
ろ
、そ
の
年
の
無
事
を
祈
る
こ
と
は
い
つ
の
時
代
も
変
わ
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。も
し
、私
が
関
わ
り
始
め
た
時
か
ら
変

わ
っ
た
点
が
あ
る
と
し
た
ら
、火
を
囲
む
人
た
ち
の
多
様
さ
だ
と
思
う
。

―
8
年
前
の
2
0
1
6
年
に
、滋
賀
県
立
大
学
の
上
田
洋
平
先
生
に
連
れ
ら
れ
、初
め
て
左
義
長
に
参
加
し
た
。こ
の
時
は
、左
義
長
を
彩
る
紙
垂
を
切

る「
紙
切
り
」を
手
伝
っ
た
。こ
れ
が
私
に
と
っ
て
初
め
て
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
経
験
だ
っ
た
。当
時
、こ
の
準
備
作
業
を
担
っ
て
い
た
の
は
、島
の
自
治
会

の
役
員
だ
け
で
、宮
世
話
＊
も
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。役
員
の
お
っ
ち
ゃ
ん
た
ち
は
、孫
と
子
ど
も
の
間
く
ら
い
の
年
齢
の
私
に
親
切
に
紙
の
切
り

方
を
教
え
て
く
れ
た
。約
6
0
0
0
枚
の
赤
、紺
、黄
、緑
、白
の
色
と
り
ど
り
の
紙
を
木
枠
に
沿
っ
て
切
っ
て
い
く
。と
て
も
根
気
の
い
る
作
業
だ
っ
た

が「
来
て
く
れ
た
か
ら
、は
よ
終
わ
っ
た
わ
ー
」と
手
伝
い
に
来
た
こ
と
を
感
謝
さ
れ
た
。も
ち
ろ
ん
、手
伝
い
始
め
て
ま
も
な
い
私
が
力
に
な
る
は
ず
も

な
く
、い
つ
も
と
違
う
若
い
人
が
い
る
か
ら
、お
っ
ち
ゃ
ん
の「
作
業
が
は
か
ど
っ
た
」と
い
う
の
が
事
実
だ
っ
た
。こ
の
時「
若
者
が
い
る
と
作
業
も
進

む
し
、み
ん
な
笑
顔
や
な
あ
」と
初
め
て
若
者
が
そ
こ
に「
い
る
」こ
と
で
生
ま
れ
る
変
化
を
感
じ
た
。

　

そ
こ
か
ら
の
私
と
島
の
関
わ
り
は
、上
田
先
生
の
授
業
か
ら
始
ま
り
、祭
り
の
お
手
伝
い
な
ど
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
行
う
学
生
団
体「
座
・
沖
島
」の
立

ち
上
げ
、卒
業
論
文
で
の
他
出
者
＊
の
調
査
、社
会
人
に
な
っ
て
か
ら
は
毎
月
第
３
日
曜
日
、浜
大
津
駅
前
で
開
催
さ
れ
て
い
る「
浜
大
津
こ
だ
わ
り
朝

市
」に
出
店
す
る
沖
島
漁
師
の
会
の
手
伝
い
や
湖
魚
関
連
コ
ラ
ボ
イ
ベ
ン
ト
等
の
実
施
な
ど
、約
９
年
に
わ
た
る
。2
0
1
7
〜
2
0
1
9
年
の
2
年
間

は
実
際
に
移
住
し
、島
か
ら
大
学
へ
通
学
し
て
い
た
。沖
島
に
移
住
し
て
い
た
頃
、特
に
離
島
振
興
推
進
協
議
会（
以
降
、協
議
会
）の
方
々
、隣
に
住
む

「
島
父
・
島
母
」こ
と
漁
師
の
ご
夫
妻（
北
村
重
俊
さ
ん
、す
え
み
さ
ん
）に
あ
ら
ゆ
る
面
で
支
え
ら
れ
て
い
た
。お
金
も
な
く
自
炊
が
苦
手
な
私
を
毎
日
の

よ
う
に
食
卓
に
招
い
て
く
れ
た
り
、ク
ー
ラ
ー
が
な
い
部
屋
だ
っ
た
の
で
夏
の
暑
い
晩
に
は
泊
め
て
く
れ
た
り
し
た
。こ
の
よ
う
に
学
生
で
あ
る
私
を

温
か
く
受
け
入
れ
て
く
だ
さ
っ
た
方
が
い
る
一
方
で
、島
民
の
属
性
に
よ
っ
て
は
、関
係
を
築
け
て
い
な
か
っ
た
方
も
多
か
っ
た
と
思
う
。島
の
窓
口
と

遠
い
方
と
は
頻
繁
に
は
話
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。

　

そ
れ
を
裏
付
け
る
訳
で
は
な
い
が
、移
住
中
の
印
象
的
な
出
来
事
の
一
つ
と
し
て
、2
0
1
8
年
７
月
８
日
に
開
催
さ
れ
た「
沖
島
の
未
来
を
考
え
る

会
〜
七
夕
短
冊
に
願
い
を
込
め
て
〜
」と
い
う
イ
ベ
ン
ト
が
あ
る
。協
議
会
が
主
催
で
開
催
し
、島
内
外
か
ら
集
ま
っ
た
人
た
ち
が
、沖
島
の
未
来
や
願

い
を
七
夕
の
短
冊
に
し
た
た
め
、そ
れ
を
基
に
感
想
を
言
い
合
う
と
い
う
も
の
だ
。こ
の
時
、一
つ
の
短
冊
に「
島
は
よ
そ
者
に
慣
れ
て
き
た
」と
書
か
れ

て
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
。「
受
け
入
れ
る
」で
は
な
く「
慣
れ
て
き
た
」と
い
う
言
葉
に
、祭
り
を
手
伝
っ
て
い
た
学
生
等〝
よ
そ
者
〞に
よ
る
島
民
の
変

化
を
う
れ
し
く
思
う
気
持
ち
と
、ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
だ
と
い
う
悔
し
さ
が
同
時
に
湧
き
起
こ
っ
た
。

―
だ
が
、2
0
2
4
年
の
今
は
ど
う
だ
ろ
う
。左
義
長
で
は「
紙
切
り
」よ
り
も
大
変
な
竹
や
笹
を
切
る
作
業
を
、地
域
お
こ
し
協
力
隊
＊
な
ど
の
移
住
者

や
他
出
者
、学
生
も
手
伝
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。高
齢
化
が
進
む
自
治
会
の
役
員
で
こ
な
し
て
い
た
作
業
を
い
ま
や
よ
そ
者
も
共
に
担
う
よ
う
に
な
っ

た
。初
め
て
参
加
し
た
2
0
1
6
年
と
は
違
い
、左
義
長
の
火
柱
を
囲
ん
で
い
た
面
々
は
、移
住
者
、他
出
者
、学
生
、観
光
客
な
ど
な
ど
、島
民
以
外
の
よ

そ
者
も
多
く
存
在
し
て
い
る
。こ
の
光
景
は
数
年
前
で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
思
う
。沖
島
は
よ
そ
者
に「
慣
れ
て
き
た
」か
ら「
当
た
り
前
」に
な
り

つ
つ
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。そ
れ
は
島
民
に
認
め
て
も
ら
う
た
め
に
、溶
け
込
も
う
と
す
る
移
住
者
の「
頑
張
り（
努
力
と
私
が
言
う
に
は
お
こ
が
ま
し

い
の
で
）」は
も
ち
ろ
ん
、コ
ロ
ナ
禍
を
経
て
も
関
わ
り
続
け
る
学
生
、故
郷
を
想
っ
て
多
忙
で
も
帰
省
し
て
お
手
伝
い
を
す
る
他
出
者
な
ど
、島
を
支
え

続
け
る
よ
そ
者
の
存
在
が
大
き
い
と
思
う
。

　

し
か
し
、そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。よ
そ
者
も
島
民
の
受
け
入
れ
が
な
い
と
関
わ
る
こ
と
は
難
し
い
。冒
頭
の「
紙
切
り
」で
の
経
験
の
よ
う
に
、よ
そ
者
に

触
発
さ
れ
た
島
民
自
身
も
ゆ
っ
く
り
と
変
化
し
、受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
と
思
う
。そ
し
て
、そ
の
受
け
入
れ
が
よ
そ
者
に
と
っ
て
、

地
域
の
大
き
な
魅
力
と
な
り
、さ
ら
に
新
た
な
よ
そ
者
を
惹
き
付
け
る
。受
け
入
れ
て
、惹
き
付
け
ら
れ
、島
民
も
少
し
ず
つ
変
化
し
て
受
け
入
れ
、さ
ら

に
そ
れ
が
ま
た
違
う
よ
そ
者
を
呼
ん
で
く
る
。そ
の
好
循
環
が
少
し
ず
つ
少
し
ず
つ
広
が
り
始
め
、当
た
り
前
の
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。

―
さ
て
、話
は
戻
っ
て
今
年
の
左
義
長
を
眺
め
て
い
る
時
、島
の
知
恵
袋
・
西
居
正
吉
さ
ん
が
私
に
話
し
か
け
て
く
れ
た
。「
あ
の
焼
い
た
竹
を
な
、軒
下
に

入
れ
た
ら
蛇
が
こ
う
へ
ん
く
な
る
ね
ん
。ほ
ら
竹
は
細
長
い
や
ろ
。お
前（
蛇
）も
こ
う
な
る
ぞ（
焼
か
れ
る
）っ
て
こ
と
や
」。左
義
長
に
は
何
度
も
参
加
し

て
い
る
が
初
耳
の
話
だ
っ
た
。な
る
ほ
ど
、焼
か
れ
た
竹
か
ら
蛇
を
連
想
す
る
の
か
。き
っ
と
こ
れ
を
最
初
に
願
っ
た
人
は
、相
当
蛇
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た

の
か
も
し
れ
な
い
…
。そ
う
思
う
と
左
義
長
も
正
月
に
行
わ
れ
る
節
目
の
行
事
だ
っ
た
も
の
が
、さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
方
が
関
わ
る
よ
う
に
な
り
、元
服
の

儀
式
や
裁
縫
の
上
達
祈
願
な
ど
の
た
く
さ
ん
の
意
味
を
持
つ
祭
り
に
な
っ
た
の
か
。な
ら
ば
、こ
れ
か
ら
よ
そ
者
は
左
義
長
に
ど
ん
な
意
味
を
見
出
し

て
、ど
ん
な
こ
と
を
願
う
の
だ
ろ
う
。そ
う
し
て
、ま
た
左
義
長
は
島
民
や
よ
そ
者
に
と
っ
て
、な
く
て
は
な
ら
な
い
祭
り
に
な
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
。

　

地
域
も
同
じ
か
も
し
れ
な
い
。た
く
さ
ん
の
関
係
す
る
者
が
、そ
の
地
域
に
新
た
な
意
味
や
価
値
を
見
出
し
、多
く
の
者
に
と
っ
て
な
く
て
は
な
ら
な

い
地
域
に
な
っ
て
い
く
。人
が
人
を
呼
び
、関
わ
り
合
い
、そ
の
人
た
ち
が
新
た
な
意
味
を
見
出
し
、そ
の
地
域
は
か
け
が
え
の
な
い
も
の
に
な
る
。そ
う

や
っ
て
ず
っ
と
地
域
と
い
う
も
の
は
続
い
て
い
く
の
か
も
し
れ
な
い
。そ
ん
な
輪
が
生
ま
れ
続
け
る
こ
と
こ
そ
が
鍵
に
な
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
。

―
最
後
に
、最
近
惜
し
ま
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。2
0
2
3
年
の
年
末
に
奥
村
良
平
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
た
の
だ
。移
住
し
て
い
た
時
は
、自
宅
に
招
い

て
奥
村
さ
ん
一
家
と
ご
は
ん
を
ご
一
緒
し
た
り
、学
業
や
島
の
活
動
の
こ
と
な
ど
た
く
さ
ん
相
談
に
乗
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。社
会
人
に
な
っ
た
ば
か
り

で
不
安
だ
っ
た
時
に
は「
パ
ワ
ー
や
！
」と
喝
を
入
れ
て
い
た
だ
い
た
り
と
、い
つ
も
温
か
く
励
ま
し
て
い
た
だ
い
た
。私
に
と
っ
て
本
当
に
貴
重
な
存

在
だ
っ
た
。島
の
お
世
話
に
な
っ
た
人
が
一
人
ま
た
一
人
と
旅
立
っ
て
い
か
れ
る
。い
っ
た
い
私
に
何
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。こ
う
い
っ
た
時
い
つ
も
沖

島
の
母
こ
と
、北
村
す
え
み
さ
ん
の
言
葉
を
思
い
出
す
。

「
も
ら
っ
た
人
に
恩
は
返
せ
な
い
。だ
か
ら
違
う
人
に
恩
送
り
を
す
る
ん
や
で
」

　

恩
送
り
は
何
か
ら
し
た
ら
い
い
だ
ろ
う
。ま
ず
は「
ま
た
も
ん
て
こ
い（
も
ど
っ
て
こ
い
）」と
い
う
島
民
の
声
か
け
に
対
し
て「
ま
た
も
ん
て
き
ま
す
」と

い
う
よ
そ
者
の
小
さ
な
約
束
を
果
た
す
こ
と
か
ら
始
ま
る
の
で
は
な
い
か
。だ
か
ら
私
は
こ
れ
か
ら
も
島
に
も
ん
て
き
続
け
る
。私
は
た
だ
こ
の
島
に
暮

ら
す
人
と
そ
の
人
た
ち
の
望
む
暮
ら
し
が
無
事
で
い
て
ほ
し
い
だ
け
。そ
ん
な
祈
り
を
の
せ
て
、左
義
長
の
火
柱
と
そ
れ
を
囲
む
人
た
ち
を
眺
め
て
い
た
。

「
ま
た
も
ん
て
き
ま
す
」  

小
さ
な
約
束
を
果
た
し
続
け
る〝
よ
そ
者
〞の
祈
り
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