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平
和
な
島
を
沖
縄
県
民
の
手
に

平
和
な
島
を
沖
縄
県
民
の
手
に

「オール沖縄」の源流を訪ねて～ 不屈館館　長内村千尋さ　
　んに聞く

タ
ブ
ー
だ
っ
た

日
本
復
帰
求
め

　

「
戦
争
は
終
わ
っ
た
が
地

獄
は
続
い
て
い
た
」
―
―
。

敗
戦
後
の
沖
縄
を
統
治
し
た

米
軍
軍
政
下
、
住
民
は
銃
剣

と
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
で
土
地
を

奪
わ
れ
た
。
各
地
で
婦
女
暴

行
事
件
が
頻
発
し
て
い
た
。

　

〈
瀬
長
１
人
が
叫
ん
だ
な

ら
50
㍍
先
ま
で
聞
こ
え
る
。

（
中
略
）。
沖
縄
の
70
万
人

民
が
声
を
そ
ろ
え
て
叫
ん
だ

な
ら
ば
、
太
平
洋
の
荒
波
を

超
え
て
ワ
シ
ン
ト
ン
政
府
を

う
ご
か
す
こ
と
が
で
き
る
〉

　

敗
戦
か
ら
５
年
の
１
９
５

０
年
、
沖
縄
群
島
知
事
選
挙

に
立
候
補
し
、
タ
ブ
ー
だ
っ

た
祖
国
復
帰
へ
の
思
い
を
訴

え
た
亀
次
郎
の
言
葉
だ
。
亀

次
郎
は
落
選
し
た
が
、〝
カ

メ
さ
ん
の
背
中
に
乗
っ
て
日

本
へ
帰
ろ
う
〞
と
、
祖
国
復

帰
要
求
は
高
ま
っ
た
。

米
軍
へ
の
不
宣
誓
、

県
民
へ
献
身

　

52
年
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
講
和
条
約
で
日
本
が
独
立

し
た
後
も
、
沖
縄
は
米
国
の

間
接
統
治
に
置
か
れ
た
。
そ

の
年
、
第
１
回
立
法
議
員
選

挙
で
ト
ッ
プ
当
選
し
た
亀
次

郎
は
、
今
に
残
る
逸
話
を
残

す
。
琉
球
政
府
の
創
立
式
典

で
の
不
宣
誓
不
起
立
だ
。　

　

県
民
に
は
宣
誓
す
る
が
、

米
軍
に
は
宣
誓
し
な
い
―
。

議
員
が
呼
名
さ
れ
起
立
し
米

軍
に
宣
誓
す
る
中
、
最
後
に

呼
ば
れ
た
亀
次
郎
は
、
た
だ

一
人
無
言
で
着
席
し
続
け

た
。
占
領
軍
が
相
手
国
に
対

し
忠
誠
の
強
制
を
禁
じ
て
い

る
ハ
ー
グ
陸
戦
法
規
を
論
拠

に
し
た
行
為
だ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
米
軍
へ
の
賃
料

が
一
坪
年
間
コ
ー
ラ
１
本
に

も
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
た
当

時
、
立
法
議
員
と
し
て
、
米

軍
に
よ
る
土
地
の
強
制
収
用

に
反
対
す
る
住
民
を
支
援
し

た
。
米
軍
は
、
抵
抗
運
動
の

先
頭
に
立
つ
亀
次
郎
や
所
属

す
る
沖
縄
人
民
党
へ
の
弾
圧

を
強
化
す
る
。

弾
圧
に
屈
せ
ず
、

ヒ
ー
ロ
ー
に

　

54
年
に
は
退
去
命
令
に
従

わ
な
か
っ
た
人
民
党
員
を

「
か
く
ま
っ
た
」
と
い
う
口

実
で
、
獄
中
へ
。
裁
判
で
亀

次
郎
は
、
こ
う
述
べ
た
。　

　

〈
瀬
長
の
口
を
封
じ
る
こ

と
は
で
き
て
も
、
虐
げ
ら
れ

た
幾
百
万
人
の
口
を
封
じ
る

こ
と
は
で
き
な
い
。（
中

略
）。
被
告
瀬
長
を
投
獄
す

る
こ
と
は
で
き
て
も
、
70
万

県
民
を
閉
じ
込
め
る
こ
と
は

で
き
な
い
〉

　

１
年
半
後
、
刑
務
所
の
鉄

扉
が
開
か
れ
る
と
、
活
動
家

や
市
民
が
大
勢
で
出
迎
え
、

大
歓
声
に
包
ま
れ
た
。

　

弾
圧
は
抵
抗
を
呼
ぶ　

抵

抗
は
友
を
呼
ぶ
―
。
亀
次
郎

の
好
ん
だ
こ
の
言
葉
に
触
れ

な
が
ら
内
村
さ
ん
は
、「
米

軍
は
弾
圧
し
よ
う
と
投
獄
し

た
の
に
、
屈
し
な
か
っ
た
亀

次
郎
は
ヒ
ー
ロ
ー
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
」
と
振
り
返
る
。

　

「
土
地
を
守
る
４
原
則

（
一
括
払
い
反
対
、
適
正
補

償
、
損
害
補
償
、
新
規
接
収

反
対
）」
を
掲
げ
た
「
島
ぐ

る
み
闘
争
」
が
高
揚
す
る
な

か
、
亀
次
郎
は
奔
走
し
た
。

　

こ
の
年
の
那
覇
市
長
選

で
、
予
想
を
覆
し
当
選
。
直

後
か
ら
瀬
長
降
ろ
し
が
始
ま

っ
た
。
米
軍
の
意
向
を
受
け

た
銀
行
が
融
資
を
拒
否
す
る

な
ど
、
市
政
運
営
の
危
機
に

立
た
さ
れ
た
が
、
自
主
的
納

税
が
進
む
な
ど
、
危
機
を
救

っ
た
の
は
市
民
だ
っ
た
。

　

業
を
煮
や
し
た
米
軍
は
、

市
長
不
信
任
を
可
決
さ
せ
、

亀
次
郎
を
追
放
し
た
。

　

内
村
さ
ん
は
、「
民
意
を

無
視
し
た
強
権
的
な
や
り
方

は
、
当
時
の
米
軍
も
安
倍
政

権
も
同
じ
。
11
カ
月
で
市
長

の
座
を
追
わ
れ
た
亀
次
郎
だ

っ
た
が
、
民
衆
の
支
持
と
本

土
復
帰
の
要
求
を
高
め
る
こ

と
に
な
っ
た
」と
振
り
返
る
。

基
地
つ
き
の
本
土

復
帰
、
国
政
へ

　

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
（
１
９
６

０
―
75
）
が
激
化
す
る
中
、

米
政
府
は
、
日
本
へ
の
施
政

権
返
還
に
踏
み
切
っ
た
。

　

復
帰
前
の
70
年
、
戦
後
沖

縄
初
の
国
政
選
挙
で
衆
院
議

員
に
当
選
し
た
亀
次
郎
は
、

国
会
で
こ
う
演
説
し
た
。

　

〈
こ
の
沖
縄
の
大
地
は
、

再
び
戦
場
と
な
る
こ
と
を
拒

否
す
る
。
基
地
と
な
る
こ
と

を
拒
否
す
る
。
あ
の
紺
碧
の

空
、
サ
ン
ゴ
礁
に
取
り
囲
ま

れ
た
あ
の
美
し
い
海
。
沖
縄

県
民
の
手
に
返
っ
て
初
め

て
、
平
和
な
島
が
、
沖
縄
県

の
回
復
が
で
き
る
ん
だ
と
い

う
こ
と
を
26
年
間
、
叫
び
要

求
し
て
き
た
の
で
あ
る
〉

「
オ
ー
ル
沖
縄
・
オ
ー
ル

ジ
ャ
パ
ン
」へ

　

日
本
に
復
帰
（
72
年
）
し

て
四
十
余
年
。
昨
年
の
名
護

市
長
選
挙
、
沖
縄
県
知
事
選

挙
、
衆
議
院
選
挙
で
辺
野
古

へ
の
新
基
地
建
設
反
対
の
民

意
が
示
さ
れ
た
。

　

２
０
０
１
年
に
94
歳
で
、

こ
の
世
を
去
っ
た
亀
次
郎
。

島
ぐ
る
み
で
「
新
基
地
ノ

ー
」
を
訴
え
る
「
オ
ー
ル
沖

縄
」
の
姿
に
何
を
思
っ
た
だ

ろ
う
か
。
内
村
さ
ん
は
、

「
亀
次
郎
な
ら
全
国
の
世
論

が
ひ
と
つ
に
な
る
こ
と
を
訴

え
る
で
し
ょ
う
。
ベ
ト
ナ
ム

反
戦
の
全
国
の
声
が
祖
国
復

帰
を
後
押
し
し
た
よ
う
に
。

『
オ
ー
ル
沖
縄
』・『
オ
ー
ル

ジ
ャ
パ
ン
』
と
な
っ
て
、
辺

野
古
新
基
地
を
中
止
さ
せ
た

い
」
と
力
を
込
め
る
。

　

軍
政
下
の
沖
縄
で
、
祖
国

復
帰
へ
沖
縄
の
70
万
の
人
び

と
が
声
を
そ
ろ
え
よ
う
と
呼

び
か
け
た
亀
次
郎
。
人
々
の

連
帯
を
信
じ
、
献
身
し
た
不

屈
の
精
神
は
、「
オ
ー
ル
沖

縄
」に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

つ
も
聴
衆
で
あ
ふ
れ
た
と
い

う
。
無
類
の
読
書
家
で
勉
強

家
だ
っ
た
氏
は
、
民
衆
に
語

り
掛
け
る
よ
う
に
、
基
地
問

題
は
じ
め
、
難
し
い
こ
と
を

わ
か
り
や
す
く
、
時
に
は
巧

み
な
た
と
え
や
冗
談
も
交
え

な
が
ら
、
問
題
の
本
質
を
伝

え
た
そ
う
だ
。

　

不
屈
館
は
今
に
つ
づ
く
た

た
か
い
の
歴
史
の
宝
庫
で
あ

り
、
私
た
ち
が
知
る
べ
き
沖

縄
を
語
っ
て
く
れ
る
。

　

不
屈
館
を
見
学
し
、
氏
が

好
ん
で
揮
毫
し
た
〝
不
屈
〞

〝
奉
仕
〞
の
と
お
り
の
人
生

を
送
っ
て
お
ら
れ
た
こ
と
、

そ
の
風
貌
に
は
闘
い
の
半
生

が
刻
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
知

る
こ
と
が
で
き
た
。

　

瀬
長
氏
の
演
説
会
場
は
い

　

沖
縄
が
日
本
に
復
帰
し
て

の
初
の
総
選
挙
で
瀬
長
氏
が

当
選
し
た
時
の
遠
い
記
憶
が

私
に
は
あ
る
。
テ
レ
ビ
に

は
、
エ
ラ
が
張
っ
た
浅
黒
い

顔
、
小
柄
で
痩
身
、
ど
こ
か

教
養
が
に
じ
み
出
て
い
た
映

像
が
映
し
出
さ
れ
て
い
た
。

　

「
わ
れ
わ
れ
は
屈
し
な
い
」
―
―
。
辺
野
古
新
基
地
建

設
を
許
さ
な
い
「
オ
ー
ル
沖
縄
」
の
た
た
か
い
が
続
い
て

い
る
。
こ
の
保
革
を
超
え
る
連
帯
に
は
源
流
が
あ
っ
た
。

戦
後
の
沖
縄
で
、
米
軍
支
配
へ
の
抵
抗
・
本
土
復
帰
を
求

め
た
「
島
ぐ
る
み
闘
争
」
だ
。
不
屈
の
精
神
で
た
た
か
い

を
リ
ー
ド
し
た
の
が
、「
カ
メ
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
親
し
ま

れ
た
政
治
家
・
瀬
長
亀
次
郎
（
１
９
０
７
―
２
０
０
１
）

だ
。
亀
次
郎
の
資
料
や
遺
品
な
ど
を
展
示
す
る
「
不
屈

館
」（
沖
縄
県
那
覇
市
）
を
訪
ね
、
亀
次
郎
の
次
女
で
館

長
の
内
村
千
尋
さ
ん
に
聞
い
た
。
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カ
メ
さ
ん
の
風
貌
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