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2

　北大東島は、沖
おきなわ

縄県の中で最も東にある島です。那
な は

覇からは約360kmもはなれ

ています。北大東島を中心に、広い範
は ん い

囲をながめてみましょう。沖縄本島よりも

奄
あま

美
み

大島の方が近いことがわかります。真北の方向に線をのばしていくと、宮
みやざき

崎

県に当たります。

北大東島の位置1

1   広い地域の中の北大東村

１）北大東島を中心に見て、どの程度の距
きょ

離
り

にどんな地域があるか、どの地域とどの 

　　地域が同じくらいの距離にあるのかを地図から読み取ってみよう。

２）北大東島を中心に見て、どの方位にどんな地域があるか、どの地域とどの地域

　　が同じ方位にあるのかを地図から読み取ってみよう。
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　北大東村は、どこ

までの範
はん

囲
い

を指すの

でしょうか。北大東島

だけではなく、南の

方に約160kmもは

なれている沖大東島

も含まれます。

　一方で、約８kmし

かはなれていない南

大東島は、南大東村

という別の村になります。北大東島、南大東

島、沖大東島の３つの島をあわせて、大東

諸島と呼びます。北大東島の面積は11.9㎢

です。南大東島はその約３倍に近い広さで、

30.5㎢です。沖大東島の広さは10 分の１に

満たない1.15㎢です。

北大東島、南大東島、沖大東島の 3つの島を１つのまとまりとして、大東諸島と

呼ぶのはなぜだろうか。

北大東島と近くの島々2
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　 大 東 諸 島 は 、

沖
おきなわ

縄県の島々の

中で特別な場所

にあります。奄
あま

美
み

諸
しょとう

島 から先 島 諸

島 にいたる南 西

諸 島の島々のつ

らなりは 南 西 諸

島海
かいこう

溝（7,000m

以 上 の 深さの 海

底の溝）の西側に

ありますが、大東

諸島だけが東側

にあります。大東

諸島のうち、南・北大東島は同じ海底の山脈（大東海
かいれい

嶺といいます）の上にあり、

沖大東島は別の山脈（沖大東海嶺といいます）の上にあります。　

北大東島の地
ち

形
け い

3

1   

出典：海洋状況表示システム (https://www.msil.go.jp/) より作成

広い地域の中の北大東村 
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　大東海
かいれい

嶺にはひときわ高い2つの山があり、その頂
ちょうじょう

上付近が海面に出ています。

この海面に出ている部分が、わたしたちの住む南・北大東島です。

　２つの島は、それぞれとても高い山なので、その間は1,500mを超える深さの谷

のようになっています。

　北大東島と南大東島のある、大東海
かいれい

嶺は、約5,000から4,800万年前に、

現
げんざい

在の位置（北
ほく

緯
い

25度付近）よりも南に下った北緯20度付近（現在の沖ノ鳥島

と同じ緯度）で誕
たんじょう

生しました。このあたりで、プレート（地球をおおっている

十数枚の厚い岩盤の広がり）の沈
しず

みこみが起こり、その先で、火山活動が帯の

ようにつらなって起こりました。この時できた火山のつらなりを「島
とう

弧
こ

」と呼

びます。日本列島も海
かいこう

溝に沈
しず

みこんだプレートの影
えいきょう

響でできた島弧です。

　大東諸島のもう一つの島である沖大東島は、沖大東海
かいれい

嶺の中でひときわ高い

山です。沖大東海嶺は、現在の位置よりもはるか南の赤道付近で島弧として

誕生しました。沖大東海嶺は、大東海嶺の下に沈みこむ別のプレートの上に

乗っていました。

　２つの海嶺は、フィリピン海プレートの運動の影響により北上しながら、

沖大東海嶺が乗っているプレートが大東海嶺の下に沈みこむことで次第に接近

しました。沖大東海嶺が沈みこもうとした時、その端
はし

が大東海嶺に衝
しょうとつ

突してそ

れ以上沈みこむことができなくなってしまいました。このために、大東海嶺と

沖大東海嶺は西の端がぶつかって、東にいくほど離
はな

れているという現在のよう

な位置関係になりました。

北大東島の誕
たんじょう

生4
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1   

プレートが移動する仕組みを調べてみよう。

沖大東島の誕生

南
西
諸
島
海
溝

九州
太平洋
プレート

伊
豆
・
小
笠
原
海
溝

八丈島

青ヶ島

鳥島

三宅島

父島
母島

硫黄島

沖の鳥島

小
笠
原
諸
島

伊
豆
諸
島

ユーラシア
プレート

フィリピン海
プレート

北
上
し
て
い
く

今の沖の鳥島と同じ緯度の
北緯２０度付近で「島弧」と
して誕生し、西へ少しずつ
動いていく。

とう　こ

い　  ど

ほく　い

赤道付近で沖大東海嶺の
一つの高まりとして誕生し、北上。

プレート

マグマ

と
う　

こ

島
弧

南大東島

北大東島

今も毎年西へ
７cmずつ
動いています

約5,000～4,800万年前

1

2

3
沖縄島

海溝手前の大東島の動き

沖
大
東
島

南
大
東
島

北
大
東
島

ユーラシア
プレート

フィリピン海プレート

隆起帯（フォアバルジ）
りゅう   き   たい

赤道
せき　どう

南・北大東島の誕生
たん   じょう　

1

大
東
海
嶺
と
沖
大
東
海
嶺
の

西
の
端
ど
う
し
が
ぶ
つ
か
っ
て
、

沈
み
こ
み
が
停
止
。

一
緒
に
西
に
向
か
っ
て
少
し
ず
つ

移
動
し
て
い
る
。

は
し

沖大東海嶺
おき  だい  とう  かい  れい

大東海嶺
だい    とう   かい   れい

大東島の誕生と移動

海溝
かい   こう

せき   どう

赤道

かつての海溝

プレートの動き

　2つの海嶺はフィリピン海プレート上で一体となって北上し、現在の位置に達して

います。はるか未来ですが、フィリピン海プレートが南西諸島海溝に沈みこんで

いく運動により、２つの海嶺はやがて、海溝に沈んでいくと考えられています。

広い地域の中の北大東村 
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　大東諸島は、沖縄県、日本の中にありますが、さらに南の海には、太平洋諸
しょとう

島の

多数の島々があります。第二次世界大戦の前、日本は太平洋諸
しょとう

島（当時は南洋諸島

と呼んでいました）の島々の一部の統
とう

治
ち

を国際社会から任されていたことがあります。

これらの島々を委
い

任
にんとうちりょう

統治領と呼びました。このころ、大東島は日本の端
はし

ではなく、

日本人、特に沖縄出身が多く住んでいた南洋諸島の委任統治領と日本本土を結ぶ

中間にあったのです。

太平洋の中の北大東島5

s56_daitoujima_sassi_10aprint.indd   7 2020/03/20   11:36



8

1 2

　北大東島の主な産
さんぎょう

業は、農業、水産業、それらに関係する食品加工業であり、わた
したちの生活に欠かせない食料を生産しています。農業では、サトウキビが主要作
物であり、島内で原料糖

とう
に加工して、島外に出荷しています。他にも、ジャガイモ、

カボチャを生産し、島外に販
はんばい

売しています。水産業では、主にマグロ、サワラを捕
ほ

獲
かく

して、島外に運んでいます。北大東島で生産される食料が、どのように収
しゅうかく

穫・捕獲
され、加工されて、島外に運ばれ、利用・販売されているかを学習します。

　サトウキビの栽培は、植えつけ、管理、収
しゅうかく

穫の順に行われます。植えつけには、

春植えと夏植えの二種類があります。

　収穫を行った後で、最初の株
かぶ

からまた芽が出てくるので、植えつけをしなくても３回
から４回は収穫をすることができます。こうした栽培の方法を「株出し」といいます。

植
う

えつけ 株出し管理

サトウキビの栽
さ い ば い

培  サトウキビ1

2   島から生まれる食べもの

1 土から生まれる食べ物  2  -  
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　サトウキビ栽
さいばい

培の管理には、肥料散布、培
ばい

土
ど

※1、除
じょそう

草、防
ぼうちゅう

虫・防
ぼうじょ

除 ※2 、かんが

い※3などがあります。北大東島では降
こうすいりょう

水量が少なく、干
かん

ばつ※4が起こりやすいの

で、1999年から節水型の点
てんてき

滴かんがいを取り入れています。

　収穫は、農協（JA）が農家から一
いっかつ

括して引き受けて、大型収
しゅうかく

穫機械であるハーベ

スターでかり取り、原料運
うんぱん

搬車（伴
ばんそう

走車）で製
せいとう

糖工場に運んでいます。

※ 1   培土：作物を安定させるために根元に土を盛ること。

※ 2   防虫・防除：害虫を防ぐ。

※ 3   かんがい：農作物に必要な水を供給すること。

※ 4   干ばつ：長期間の水不足の状態で農作物などの被害を受ける自然災害。

防虫・防
ぼうじょ

除 点
てんてき

滴かんがい

培
ばい

土
ど

収
しゅうかく

穫

3

5 6	

4

１）春植えと夏植えはそれぞれどんな利点があるかを考えてみよう。

２）点滴かんがいが大東島に適している理由をくわしく考えてみよう。
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10

　どこの家の台所にもある砂
さ

糖
とう

は、おもにサトウキビまたはテンサイを原料と

してつくられます。サトウキビから砂糖をつくる工程は、①サトウキビの栽
さいばい

培

地にある工場で原料糖をつくる工程と②消費地に近い工場で原料糖を加工して

精製糖をつくる工程の２つの段階からなります。北大東島にある製糖工場では、

１つめの工程の原料糖をつくる作業を行なっています。

糖汁をしぼり出す 加熱して不純物を取り除く

濃
のうしゅく

縮した糖汁から結晶を育てる 結
けっしょう

晶を分離する

製
せいとう

糖工場による原料糖
とう

の生産・出荷

2   

原料糖をつくる工程

収
しゅうかく

穫したサトウキビを細かく切りくだいて、汁をし
ぼる。

上ずみ液（清
せいじょう

浄液
えき

）を煮
に

つめて、真空装
そう

置
ち

の中で
結
けっしょう

晶をつくる。

石
せっかい

灰乳を加えて加熱し、不
ふ

純
じゅんぶつ

物を集め固まらせて、
しずませる。

遠
えんしん

心分
ぶん

離
り

機
き

にかけて、結晶を取り出す。

1

3

2

4

島から生まれる食べもの
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　こうしてできた原料糖は、船で本土に

出荷され 、 千
ち ば

葉県にある工場で精製さ

れて砂
さ

糖
とう

になり、市場に供給されます。

　製
せいとう

糖期
き

（１月から３月）には、製糖工場は

24時間連続で毎日動き続けます。集中し

て労働力が必要となるため、季節工（ある

期間だけの労働者）を毎年

島外から募
ぼ

集
しゅう

します。製糖

工場は、宿舎や食堂を用意し

て、季節工をむかえます。

　糖 分をしぼりとった後 の

余りであるバガスなどはボ

イラ ー の 燃 料 や 畑 の 堆
たい

肥
ひ

として再利用されます。

出荷する原料糖

製糖工場にある堆
たい

肥
ひ

センター

原料糖は船で出荷する。

１）北大東島で黒糖がつくられていない理由を考えてみよう。

２）サトウキビの生産量が年によって変化する理由を考えてみよう。
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　サトウキビは、株
かぶ

出
だ

しをくり返して連続して栽
さいばい

培すること（連
れんさく

作）が可能な作物で

す。しかし、連作を続けると、だんだん収
しゅうかく

穫が低下します。これを連
れんさく

作障
しょうがい

害と言いま

す。連作障害を避
さ

けるためには、輪
りんさく

作といって他の作物と交互に栽培を行う必要

があります。高く売ることができる輪作作物を作れば、農家の収
しゅうにゅう

入が安定します。

　北大東島では、1992年(平成4年)から輪作作物としてジャガイモの栽培をはじ

めました。ジャガイモの栽培は、サトウキビの収穫を終えた畑を一年休ませて、そ

の間に行います。春から夏にかけて緑
りょく

肥
ひ

（植物を育ててそのまま田畑にすきこ

み肥
ひ

料
りょう

にする）の栽培を行った後で、10月から12月に植え付けて、２月から３月

に収穫します。

　サトウキビとの輪作で栽培するジャガイモは病虫害の発生が少ないことから、

普通は農薬を必要としません。このため、北大東島のジャガイモ農家は、環境にや

さしい農家として、沖縄県で第一号のエコファーマーに選ばれました。他の産地よ

りも早く２、３月に新じゃがを出荷でき

ることから、北大東産のジャガイモは

高い価格で取り引きされます。

　しかし、収穫に手間がかかるため

に、高
こうれい

齢化
か

が進んでいる農家にとって

負担が大きく、栽培する農家が減って

いるという問題があります。

ジャガイモの栽
さいばい

培

ジャガイモ2

ジャガイモの収穫はどうして手間がかかるのだろうか。カボチャの場合と比べてみよう。

ジャガイモの収穫風景

島から生まれる食べもの2   
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　ジャガイモの生産量のうち、形の悪いものや小さすぎるものは規格外品としてあ

つかわれて、以前は約15％が廃
はい

棄
き

されていました。規格外のジャガイモを捨
す

ててし

まうのはもったいないので、有効に利用できないかと考えましたが、収穫には人手

が必要です。そこに、本島の福
ふく

祉
し

施
し

設
せつ

から派
は

遣
けん

された援
えんのう

農隊
たい

が収穫を担うことに

なり、規格外のジャガイモを使用して加工品を開発することになりました。本島の

加工業者が協力してくれたので、ジャガイモを原料につくったお酒・じゃがいも焼
しょうちゅう

酎

「ぽてちゅう」が誕
たん

生
じょう

しました。このほかにも、北大東の中学生の発案で本島の

パン屋に協力してもらって、ジャガイモの入りのビスコッティを開発するなど、ジャ

ガイモを使った特産品が生まれています。

ジャガイモの加工
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　ジャガイモと同じく、サトウキビの輪
りんさく

作作物として、カボチャの栽
さいばい

培が2005年

（平成17年）に始まりました。連
れんさく

作障
しょう

害
がい

をさけるために栽培を休んでいるサト

ウキビ畑を利用して、８月から10月に土づくりを行い、11月から12月に植え付

け、２月から４月に収
しゅうかく

穫しています。

　多くは関東などの県外に出荷され、Ｌ玉とよばれる大きな実がなり、完
かん

熟
じゅく

し

ているのが特
とく

徴
ちょう

です。県外では収穫がない２月から４月に出荷できることか

ら、高い価格で取り引きされます。県内の有名な産地である南風原町の津
つ

嘉
か

山
ざん

でつくられるカボチャと並んで、品質は高く評価されています。2015年（平成

27年）には、北大東村は沖縄県からカボチャの拠
きょてん

点産地に認定されました。

カボチャ3

カボチャの収穫風景

１）ジャガイモの生産が減少し、カボチャの生産が増えているのはなぜだろうか。

　　考えてみよう。

２）カボチャを利用した特産品はまだ少ないが、どのような商品がよいかを考えてみよう。

2   島から生まれる食べもの
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　北大東島のまわりの海は、豊かな漁場です。島

から10kmほどはなれた位置に、沖
おきなわ

縄県と南・北

大東村が設置した浮
う

き魚
ぎ ょ

礁
しょう

（パヤオ）があり、島外

からも漁船が集まってきます。魚礁とは人工的に

つくった魚のすみかです。しかし、漁業はなかなか盛
さか

んになりませんでした。

　2018年（平成30年）までは北大東島では、船の出入りにはクレーンを用いる必

要があったため、２トン未満の小さな船しか使えませんでした。小さな船では海が

少しでも荒れるとパヤオに近づくことができず、漁をすることができませんでした。

2019年に漁港が開港したことで、大型の船
せんぱく

舶を使うことが可能になりました。

　2019年現在、専業の漁師は３人、農家などの兼業者もあわせると６人です。

近 年、若
わか

い見習いが増加しています。村は、2019年より４トン以上の漁船の

購
こうにゅう

入を進めています。この船を活用して、これからの漁業を担うウミンチュ（漁

師）を育成しようとしています。

　北大東島の漁師は、年間を通じて主にマグロ（キハダ）とサワラ（カマスサワラ）

をつります。夜に漁に出て、深海魚のナワキリ（クロシビカマス）をつることもあります。

変わりつつある北大東島の水産業

漁業1

2 海から生まれる食べ物  2  -  

島の漁師のつり方  

村が購入した 4 トン以上の漁船
（後ろは従来の小型漁船）

北大東島の漁業が長い間、盛んにならなかったのはなぜだろう。くわしく考えてみよう。
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　つれたナワキリを深海から引き上げてくる途
と

中
ちゅう

で、ナワキリを食べたインガンダル

マ（バラムツまたはアブラソコムツ）が代わりに上がってくることがあります。

　インガンダルマはおいしい魚ですが、油がきつく、食べるとお腹
なか

をこわしやすいの

で、食品として販売することは禁止されています。この他にも、カンパチ、ツンブリ、カ

ツオ、カジキ、タコ、イセエビ、沿岸にすみついている小魚（マチ類など）などをつる

こともありますが、数は多くありません。漁船が大きくなれば、ソデイカをつるように

なるかもしれません。

　１年の中では、５月から７月、９月から10月にマグロが多くつれます。サワラが多く

つれるのは、４、５月、または10、11月です。最近は、こうした１年の周期があいまいに

なってきているようです。夏場はどちらもつれないので、ナワキリ漁に切り替えるなど

しています。漁船が大きくなって、海が荒れる冬でも漁ができるようになると、冬の

漁
ぎょかくりょう

獲量も上がると考えられます。

　北大東島の漁師は、魚がつれた後は、すぐに神経じめ※1と血ぬきをおこなって、す

ぐにスラリー氷※2の入ったボックスに入れ、魚を新
しんせん

鮮に保つ努力をしていることで、

北大東島でつれる魚は、高い価格で島外に引き取られるようになってきました。

　マグロの漁法には、旗
はた

流し（たてはえなわ）、曳
ひ

き縄
なわ

つり（生き餌
え

流し［方言でイ

ケバイスンチャー］、疑
ぎ じ

似餌
え

流し）があります。サワラの漁法は、曳き縄つりです。

※ 1　神経じめ：先に神経をぬいて、死後硬直をふせぐことで、魚の身の品質を維持する手段のこと。

※ 2　スラリー氷：海水と細かい氷を混ぜシャーベット状にしたもの。魚などの冷やしたいものをまんべんなくおおっ      
　      て、鮮度を保つ事が出来る。

2   島から生まれる食べもの

s56_daitoujima_sassi_10aprint.indd   16 2020/03/20   11:36



17

s56_daitoujima_sassi_10aprint.indd   17 2020/03/20   11:36



18

　西港の近くに、水産加工施設が2013年（平成25年）に完成しました。ここは漁

船からおろされた魚をさばいて新
しんせん

鮮に保つため、沖縄県内でも最高水準の施設と

なっています。室温を15度に保持で

きる加工室、殺
さっきん

菌した海水を用いた

洗
せんじょう

浄 水
すい

の 配 管、魚 の 新 鮮さを保 つ

ための 特
とくしゅ

殊 な 氷であるスラリー 氷 

の製造設備などが設置されています。

この施設でさばかれた魚のうち、一部

は島民用として魚市場に供
きょうきゅう

給されま

すが、多くはスラリー氷がつまった出

荷用のコンテナにつめられ、定期船で

沖縄本島に運ばれて、スーパーなどで

販
はんばい

売されます。魚市場では、水産加工

施設から運ばれた魚をさばいて、島民

向けに販売しています。

水産加工施
し せ つ

設と魚市場

スラリー製氷施設

水産加工施設

北大東島の漁業が、主にマグロ、サワラを対象としてきたのはなぜだろうか。

他の魚種を対象とする場合、どんな問題があるかを考えてみよう。

島から生まれる食べもの2   
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　南・北大東島には、長い間、漁船が自力で出入りできる漁港がなく、漁業の発
はってん

展が

さまたげられてきました。

　一
いっぱん

般の漁港では、堤
ていぼう

防をつき出して海を囲うようにして、船が停泊できるようにし

ます。しかし、はげしい台風などの影
えいきょう

響を受けやすい大東島では、つき出し型の漁港

はすぐにこわされてしまうので、世界でもめずらしい掘
ほ

りこみ式の漁港を整備するし

かありませんでした。掘りこみ式の漁港は、島を内側にけずって船が停泊できる場所

をつくりだす方法で、多額の費用がかかるため、なかなか実現しませんでした。

　南大東島では1989年（平成元年）から漁港の整備が始まり、2008年（平成20年）

には主な施設は完成しました。南大東島の漁港は島の北側にあるため、北風が多い

冬場には使えない場合もあります。そのため北大東島の南側にもう一つの漁港を整

備することになりました。2010年に整備が始まり、2019年に完成しました。

　漁港の完成で、漁船を

大きくすることが可能とな

り、水
すい

産
さんぎょう

業の発
はってん

展が予想

されます。他にも、南・北大

東島の間で船の行き来が

しやすくなるなど、さまざ

まな効果が期待されてい

ます。

漁港の仕組み  

１）南・北大東島の両島にそれぞれ、対面する漁港が必要となったのはなぜか。
　　くわしく考えてみよう。

２）漁港の完成によって、北大東島にどのような影
えいきょう

響や効果が生じるのかについ 
　　て考えてみよう。

2   島から生まれる食べもの
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　自然環
かん

境
きょう

のきびしい大東島では、悪天候が続

いて、長い間、漁ができなくなることがあります。

このため、北大東村では2011年（平成23年）か

ら陸上で水産物を養
ようしょく

殖する技術の研究開発を行

なってきました。2015年には、陸上養殖施
し

設
せつ

、ふ

化施設を整備して、アワビ、ヒラメの陸上での養殖に取り組んでいます。2019年に

は、はじめてアワビの稚
ち

貝
がい

のふ化に成功し、完全に北大東島産のアワビを生産でき

るようになりました。陸上養殖で育てられたアワビ、ヒラメは、沖縄本島のスーパー

マーケット、飲食店などに向けて飛行機で出荷されています。

陸上養
ようしょく

殖業
ぎょう

2

ミネラルを多くふくむ水で
ヒラメやアワビを養殖しています。

アワビ ヒラメ

陸上養殖施設

しめる→真空→冷凍→出荷

わかめを食べ育ち、
出荷サイズの
６～８cmに
なるまで
2～３年
かかります。

アワビ

ヒラメ

アワビ

ヒラメ

出荷準備室

40cm

6～８cm

アワビをふ化させ
育てています。

養殖ふ化施設

配合飼料を食べ育ち、
出荷サイズ 40cmに
なるまで 15ヶ月
かかります。

し  りょう

真空→冷凍
れい とう

陸上養殖場の内部

海上養
ようしょく

殖に比べて、陸上養殖にはどのような利点があるかを考えてみよう。
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　2011年（平成23年）7月の地上デジタルテ

レビ放送が開始されました。それに間に合わ

せるため、沖縄本島と南・北大東島の間で放

送・通信をつなぐ海底光ファイバーケーブル

と無線の中
ちゅうけい

継局
きょく

の整備が行われました。南・北大東村ではそれまで沖縄県内の放送

が受信できなかったので、テレビ放送はようやく「本島並
な

み」になりました。

　海底光ファイバーケーブルは、沖縄本島と南大東島の間の約400kmにわたって

約7,000mの深さの海底に設置されています。海底ケーブルの設置は、専用の船を

使って行われました。本島―大東島間の海底ケーブルの設置を行う時に使われた

船は、NTT関連会社が保有する「SUBARU」です。

　海底光ファイバーケーブルは、沖縄本島と南大東島を結び、テレビ・電話・イン

ターネットの通り道になっています。南大東島と北大東島の間は、中継局を通して、

無線で放送・通信が伝えられます。

　これらのシステムが整備されたことで、テレビ放送では沖縄県内と同じ番組を見る

ことができるようになりました。また、情報通信でも加入制限がなくなり、速度はそれ

までのおよそ10倍となりました。

　南・北大東島の放送・通信の環
かんきょう

境は、大きく前進しましたが、沖縄本島―南大

東島間の１ルートの海底ケーブルにたよっているため、このルートに故
こ

障
しょう

があった

3   離
り

島
と う

に情報が届
と ど

くまで

1 海底ケーブルでつながる放送・通信3  -  

海底光ファイバーケーブル

ケーブル敷
し

設
せつせん

船 SUBARU（NTT WE マリン提供）
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場合には放送・通信が停止するおそれがあります。

このため、沖縄本島―北大東島間にもう１ルート

を追加して、二重にすることが必要と考えられます。

海底ケーブルを二重化することはなぜ必要なのだろうか。くわしく考えてみよう。

光ファイバーケーブル断面模
も

型
けい
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　2011年（平成23年）7月から、地上デジタルテレビ放送がはじまり、沖縄県内と同

じテレビ放送を見ることができるようになりました。

　その前の1998年（平成10年）から、地上波５局のテレビ放送の受信は始まってい

ました。しかし、東京都が小
お が さ わ ら

笠原村のために整備した通信衛星設備を利用したため

に、沖縄県内の放送ではなく、東京地区の放送を見ることになりました。

　その前は、地上波の放送を見ることはできず、衛星放送を受信していました。

1984年（昭和59年）に衛星

放送の受信が開始された時

には、島中がお祝いの式典

で大いにもり上りました。こ

の時に見ることができたの

は、NHKの地上波２チャン

ネルとBS１のみでした。

　北大東島は、沖縄本島から遠く離
はな

れた離
り

島
とう

です。水道・電気をはじめとした生活に
必要な施

し
設
せつ

である生活基
き

盤
ばん

の整備はなかなかうまりませんでした。、さまざまな面で
本島とは大きな差がありました。なかでも、放送・通信の差は、なかなか差がうまり
ませんでした。「本島並み」を目指して、島の放送・通信を発達させてきた歴史をふ
り返りましょう。

放送1

2 「本土並
な

み」になるまでの放送・通信3  -  

3   

NHK 衛星放送開始記念祝賀会（1984年）

離島に情報が届くまで
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　さらにその前は、放送と同時の受信ができず、本島から空輸されるビデオを夜間

２時間だけ放送するものでした。放送は１ヶ月おくれになることもありました。これ

が島のテレビ放送の始まりで、1975年（昭和50年）のことでした。

　テレビ放送が始まる前、情報を得る手段は主にラジオでした。トランジスタ

ラジオが普
ふ

及
きゅう

する前は、1954年（昭和24年）から1963年（昭和38年）にかけて親

子ラジオが放送されました。米軍から配給された設備を使って、役場内で受

信した放送を、有線で各住宅の

子機スピーカーで流すというも

のでした。朝、昼、晩
ばん

の一定時間

だけの放送でしたが、新聞・雑

誌が大
おおはば

幅におくれるのがあたり

まえだったので、毎日のニュース

がすぐ聞けることは大きな進歩で

した。

　海底ケーブルが設置される前は、インターネットは衛星通信で伝えられていま

した。2008年（平成20年）から村直営のブロードバンドサービスが始まりました

が、当時は通信速度がおそいADSL方式で、回線数も80までと限られていました。

通信2

地上デジタル中継局
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　北大東島は、携
けいたい

帯電話が使えるようになったのが県内でもっともおそかった地
ち

域
いき

でした。1999年（平成11年）にようやく携帯電話の通信がはじまりました。当初は

NTTドコモ１社のみでしたが、2013年までに主要３社の携帯電話が使えるように

なりました。

　家の電話から全国どこへでもすぐにかけられるようになったのは1979年（昭和

54年）のことでした。1966年（昭和41年）には、郵
ゆうびんきょく

便局に置かれた電話交
こうかん

換機を通

じて、それぞれの住宅から電話がかけられるようになりました。しかし相手の電話回

線をつなげる電話交換が必要だったので、通話できるまでに長い待ち時間がありま

した。それ以前は、島外に通じるのは1963年に郵便局に設置された一台の電話だ

けでした。

　島内で通じる電話は、戦前から島を運営する会社が主要な施
し

設
せつ

に設置してい

ました。戦後もしばらく使用しましたが、

1961年に琉
りゅうきゅう

球電信電話公社が島内電話

を開通させました。

　電話が通じるまでは、島外への通信は、

戦前から無線通信が使われました。当時

の無線通信局の建物のあとが字港の集落

内に残されています。 無線通信局建物あと

離島に情報が届くまで3   
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　情報通信のための環
かんきょう

境が

整ってきたので、インターネッ

トや携
けいたい

帯端
たんまつ

末が利用しやすく

なり、島内にはさまざまな変

化がおこっています。

　 特 に、インター ネットを

使った買い物が当たり前にな

り、島にいながら、ほとんどの

ものを購
こうにゅう

入することができる

ようになっています。

　情報通信を活かした新たな取り組みとしては、オンライン双
そう

方
ほうこう

向授業があります。

2013年（平成25年）から、なかよし塾
じゅく

では、インターネット回線を通じて、島の小・

中学生が東京にいる東大生とやりとりしながら授業を受ける取り組みが行われて

います。

情報通信を活かした新たな取り組み3

なかよし塾での双方向授業の様子

１）情報通信の環境整備が進むことで、島内にどんな変化がおこったかを考えてみよう。

２）情報通信を活用してどんなことができるといいかを考えてみよう。
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　島のくらしに必要だけれど、民間の会社が整備・管理することがむずかしい施
し

設
せつ

は、税金などを使って、国や県、市町村が整備します。このような施設のことを公共施設

とよびます。北大東村にある公共施設をさがしてみましょう。

学校、資料館、運動場など教育、文化・スポーツ活動のための施設です。

水道、廃
はい

棄
き

物
ぶつ

処
しょ

理
り

などの日常生活に不可欠な施設です。電気を作って、送る電業所は、沖縄
電力が運営しています。

 4    役場・議会とくらし

1 島のくらしを支える公共施
し

設
せ つ4  -  

日常生活に不可欠な施
し せ つ

設

教育・文化・スポーツの施設

民
みんぞく

俗資料館

最終処分場

村
そんえいじゅく

営塾スポーツセンター

幼
よう

稚
ち

園
えん

ごみ処理施設

運動場

学校

海水淡
たんすい

水化
か

施設
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診
しんりょうじょ

療所、福
ふく

祉
し

施設など福祉・衛
えいせい

生のための施設です。

駐
ちゅうざい

在所
しょ

、消
しょうぼう

防施設など防災・保安のための施設です。

港や道路など交通・物流のための施設です。交通・物流のための施設

防
ぼうさい

災・保
ほ

安
あん

のための施設

福祉・衛生のための施設

空港

保健福祉センター

灯台

村道

漁港

歯科診療所

消防施設

県道

理
り

髪
はつ

店
てん複合型福祉施設

港

診療所

駐在所

s56_daitoujima_sassi_10aprint.indd   29 2020/03/20   11:37



30

農業や水
すい

産
さんぎょう

業の生産の基
き

盤
ばん

となる施
し

設
せつ

です。

離
り

島
とう

での居住を支えるために役場が管理する住
じゅうたく

宅です。

役場、公民館など行政、住民自治のための施設です。

民間の事業を支
し

援
えん

したり、直営の事業を行って、産業を
振
しんこう

興するための施設です。
産業を振興するための施設

行政・自治のための施設

居
きょじゅう

住のための施設

生産の基
き ば ん

盤となる施設

魚市場

公民館

定住促
そくしん

進住宅

パヤオ

陸
りくじょう

上 養
ようしょく

殖施
し

設
せつ

人材交流センター

村営住宅

ファームポンド

月
げっとう

桃加
か

工
こう

施
し

設
せつ

村役場

県営住宅

ため池

役場・議会とくらし4   
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観光案内所水産加工施設ハマユウ荘

１）村が整備・所有していることが不思議だと思った施設はあるだろうか。村が整備・

　　所有しているのはなぜかについて考えてみよう。

２）北大東島の灯台はどんな役
やくわり

割を持っているのかについて考えてみよう。
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　北大東村の行政事務を行う組織として、

村役場が置かれています。

　役場は、村長、副村長の下に、分野ごと

に５つの課が置かれています。各課には、

職員が配置されて、日常の業務を行なっ

ています。また、村長から独立した機関として、教育委員会などが設けられてい

ます。教育委員会では、教育長のもとで、事務局である教育課が教育に関する

業務を行なっています。2019年現在、村長、副村長、教育長をふくめて53人の

職員（うち嘱
しょくたく

託は22人）がいます。

　村長は、任期が４年で選挙によって選ばれます。2019年現在の村長は、村制

施
し

行
こう

以来、20代目・６人目になります。

　小規模な自治体なので、役場の職員が地域の様々な団体に所属して、通常業務

以外にも行事や祭事の準備・運営を担当しています。村には、祭を運営する奉
ほうさん

賛会
かい

、

スポーツ大会を運営する体育協会をはじめ、消防団、青年会など、さまざまな団体が

あって、重要な働きをしています。

組織1

2 村役場の組織と財政4  -  

４−１の公共施
し

設
せつ

は、それぞれどの課で担
たんとう

当しているかを整理してみよう。

北大東村役場

役場・議会とくらし4   
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　2013年度を例にとって、村の収入や支出を

見てみましょう。

　村の毎年度の収入を歳
さいにゅう

入といいます。総額は

約29億６千万円です。村の直接の収入は、村税

といわれる税金ですが、歳入全体のわずか3％

です。国や県からもらう交
こう

付
ふ

税
ぜい

や補
ほ

助
じょ

金
きん

などが

76％を占めます。村の借
しゃっきん

金である村
そん

債
さい

も10％

をしめます。

　村の毎年度の支出を歳
さいしゅつ

出といいます。総額

は約27億1千万円です。農地やため池の整備な

どに使う農林水産費が41％でもっとも多く、次

いで、公務員の給
きゅう

与
よ

や消
しょうぼう

防などに使う総務費が

24％、道路や公
こうきょう

共住
じゅうたく

宅の整備などに使う土木

費が11％という順になります。

　歳
さいしゅつ

出の金額は、年によって変動しますが、次

第に増加する傾
けいこう

向にあります。

収
しゅう

入
にゅう

と支出2

村税の内訳を見ながら、村税を増やすために

どうすればよいかを考えよう。

役場・議会とくらし4   
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　村議会は、条例、予算、決算などの村の方向性に関わる重要な事項を決める機関

です。村の行政が適正に行われているか、チェックする役
やくわり

割も持っています。

　北大東村議会の議員は5名です。2005年（平成17年）以来、全国最少の規
き ぼ

模にな

りました。議員は任期４年で選挙により選ばれます。また、議長は、議員の中から選

ばれます。2019年現在の議長は22代目・12人目に当たります。議会の運営のための

事務は、議会事務局が担
にな

います。

　通常、年に４回、定例会（3月、6月、9月、12

月）が開かれます。この他に、緊
きんきゅう

急の議題が

ある場合には、臨
りん

時
じ

会を開きます。議会で

は、議場の中で、議案について質
しつ

疑
ぎ

が行われ

ます。質疑は、議案に関連して、議員が質問

を行い、村長または課長以上の管理職の職員が回答するものです。質疑の内容をふ

まえて、議案について議決が行われます。

組織1

議会の進め方2

3 村議会の役
や く わ り

割4  -  

村議会の様子

北大東村の議会の議員は、どんな経験を持った人かを調べてみよう。
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　沖 縄では、昔 から、はるか 東の海のむこう

に神々の理
り

想
そう

郷
きょう

ニライカナイがあると信じら

れてきました。「うふあがりじま（大東島）」は、

はるか東にある島という意味で、伝説の島の

名前でした。

　大東諸
しょとう

島のもっとも古い記録は、1543年に、

スペイン人が南・北大東島を発見して、二人姉

妹という意味の「ロス・ドス・ヘルマナス」という

名前を付けたというものです。古い世界地図に

は、南西諸島の東の海上に２つならんだ島じま

が描かれ、この名前が書かれています。後の地図

にはオランダ人が名付けたという「アムステルダ

ム」という名前が書かれたものもあります。

　1820年にロシアの軍人が南・北大東島を「ボロジノ諸
しょとう

島」

と名付けたという記録があります。1853年、江
え ど

戸幕
ばく

府
ふ

に開

国をせまったアメリカ人のペリー提
ていとく

督もボロジノ諸島を確認

したと記しています。

　長い間、無人島であった南西諸島の東にある３つの島が

1885年（明治18年）に日本の領土に組み入れられました。

この時、伝説の島の名前「うふあがりじま」すなわち「大東島」

がこれらの島々に名付けられたのです。

5   島のくらしを育んだ歴史

1 大東諸島の発見5  -  

メルカトル「印度位置図」（1575年拡大）

ブラウ「中国日本近傍図」（1650年拡大）

ペリー提督

大東諸島が、長い間、なぜ無人だったのかについて考えてみよう。
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　長い間、無人島であった南・北大東島

を開拓※1したのは、八
はちじょう

丈島出身の玉置半

右衛門※2でした。半右衛門は開
かいたく

拓主
ぬし

とよ

ばれています。

　半右衛門は、南・北大東島を国から借

り受けて、開拓するため、1900年（明治

33年）に、八丈島などで募
ぼ

集
しゅう

した24名の開拓団を島に送りこみました。すでに62才に

なっていた半右衛門自身は加わらず、

冒
ぼうけん

険仲間の依
よりおか

岡省
しょうぞう

三※3に団長を任せま

した。悪天候に進路をはばまれました

が、3度目の挑
ちょうせん

戦でようやく一行は南大

東島への上陸に成功しました。

　半右衛門は現地に事務所を開設して、

開
かいたく

拓を管理しました。まず、南大東島での開拓を先行して、1916年（大正5年）ごろまで

には可能な土地をすべて畑にしました。

　北大東島の開拓にはしばらく手を付けませんでしたが、開拓の意思を表すために

1903年に部下を派
は

遣
けん

して、いまの役場前を少し耕して、サトウキビを８株
かぶ

植えました。

この時、部下が上陸した場所がいまの上陸公園です。

※ 1   開拓：山林や原野を切り開いて、田畑や住宅地、道路などをつくること。

※ 2  玉置半右衛門（1838-1910）：八丈島出身で、若い時から小
お

笠
がさわら

原の開拓、鳥島の開発に取り組み、アホウドリの羽毛 
　　 販

はんばい

売などで巨
きょがく

額の富を得た。晩
ばんねん

年は大東島の開発に取り組んだ。

※ 3  依岡省三 (1865-1911)：硫黄島、大東島、ボルネオ島の開発に取り組んだ冒
ぼうけん

険的な企業家。 

玉
た ま お き

置半
は ん

右
え

衛門
も ん

による南・北大東島の開
か い た く

拓  1

2 燐
り ん こ う

鉱山で栄えた会社時代5  -  

依岡省三玉置半右衛門

開墾作業（大正期）
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　北大東島で燐
りんこう

鉱石
せき

が発見されたため、1910年（明治43年）、半右衛門は燐鉱山

の開発を始めました。しかし、技術が未
み

熟
じゅく

だったために翌
よくねん

年には開発を中止するこ

とになりました。そこで、北大東島でもようやくサトウキビ畑の開拓に着手して、現在

の役場周辺の池
いけ

之
の

澤
さわ

から島中に畑を広げていきました。

　1910年、半右衛門は玉置商会を設立し代表となりましたが、病のために72才で

この世を去りました。玉置商会は半右衛門の息子たちが受けつぎましたが、次第に

事業はうまくいかなくなり、1916年には東洋製
せいとう

糖に吸
きゅうしゅう

収合
がっぺい

併されました。

　南・北大東島では、1946年（昭和21

年）に村になるまで、自治体がありません

でした。島の運営は、玉置商会、東洋製糖

（1916年に玉置商会を吸収）、大日本製糖

（1927年に東洋製糖を吸収）といった民

間企業がすべてをとりしきってきました。

玉置は、八
はちじょうじま

丈島からの移民を「島民・親

方」、沖縄出身の労働者を「仲間」と呼ん

で、社員―島民―仲間という上下関係を

基本とする社会をつくりました。

民間会社が支配した島の運営

東洋製糖・大日本製糖に
よる島の経営  

2

１）玉置半右衛門はなぜ大東島の開
かいたく

拓に取り組んだのかを考えてみよう。大東島の

　　開拓を始める前の玉置半右衛門の経歴を調べてみよう。

２）大東島の開拓が池之澤から始まったのはなぜかについて考えてみよう。

2 代目の校舎（昭和初期）

島のくらしを育んだ歴史5   
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　小学校、病院、売店といった生活に必要な施設は会社がすべて建設・運営し

たり、島内のみで流通する金券（物品引
ひきかえけん

換券）をつくって、お金の代わりにしたり

しました。人の出入り、樹
じゅもく

木や水産物の利用など、すべてが会社の監
かん

視
し

のもとに

置かれました。東洋製糖、大日本製糖でも、これらの仕組みを引きついで、民間

会社が島を運営する時期が続きました。

港に水揚げされた魚（大正後期）

玉置商会、東洋製糖、大日本製糖が発行した物品引換券

１）島の社会に上下関係がつくられたの

　　はなぜかについて考えてみよう。

２）物品引換券を使ったのはなぜかにつ

　　いて考えてみよう。

出張所内部の販売所（昭和17年ころ）
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　玉置商会は島を国から借りていましたが、東洋製糖は国に払
はら

い下げを申
しんせい

請して、

島を所有しようとしました。この時、会社と移民たちは対立しました。

　移民たちは、玉置半右衛門が移住者を募
ぼ

集
しゅう

した時に、将来は開
かいたく

拓した土地の所

有権を与
あた

えるという約束をしたのだから、所有権は開拓した自分たちに与えるべき

だと主張しました。しかし、1916年（大正5年）、国は東洋製糖に島を払い下げてしま

いました。この問題は、戦後の土地所有権問題につながることになります。

　北大東島では、東洋製糖が1918年

（大正7年）に燐鉱山の開発を再開しま

した。この時、すでにラサ島（沖大東島）

では、1911年に恒
つねとうのりたか

藤規隆※1が燐
りんこう

鉱山
ざん

の

経営を開始しており、国内で最大の産地

として栄えていました。北大東島の燐鉱

山は、当初、販
はんばい

売に苦しみましたが、ラサ島の燐鉱山が一時営業を停止していた時

期に主要な産地になりました。

※ 1　 恒藤規隆（1857-1938）：無人島だったラサ島（沖大東島）の開発を行なった人。日本最初の農学博士の    
　　　1 人で、一生を燐鉱の探

たんさく

索と開発に捧
ささ

げた。

土地の払い下げ

燐
りんこうざん

鉱山で栄えた島

西港の全景。停
ていはく

泊する燐鉱積取船（左）と燐鉱積荷桟
さんばし

橋（通称：象の鼻）

露
ろ

天
てん

掘
ぼ

りの燐鉱石採
さいくつ

掘場（大正後期）

島のくらしを育んだ歴史5   
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　北大東島は大いに栄
さか

えて、1928年（昭和3年）には人口が史上最大の2,690人に達

しました。 燐鉱石は主に化学肥料の原料として使われ、国の発展に必要な食
しょくりょう

糧生産

を支える重要な資源となっていました。燐鉱石の確保は、主に輸入にたよっていたた

め、二度の大きな戦争で輸入品の供
きょうきゅう

給がきびしくなった時、ラサ島と北大東島は、燐

鉱石の確保にとても役立ちました。 　　　  

　東洋製糖によって燐鉱山が再開された時に、

西港の南側の海岸沿いに鉱夫の集落「大
たいしょうむら

正村」

が生まれました。燐鉱山の施設が整備されると、

社
しゃたくがい

宅街がつくられて「燐
りんこう

鉱山
やま

」と呼ばれるように

なりました。さらに、1920年代には、社宅街の北

側に鉱夫の集落「下
しもさかむら

坂村」がつくられました。 

　　　  

１）恒藤規隆はなぜラサ島の開拓に取り組んだのかを考えてみよう。ラサ島の開拓を

　　始める前の恒藤規隆の経歴を調べてみよう。

２）戦前の日本で燐鉱石はなぜ必要だったかについてくわしく考えてみよう。

社宅街「燐鉱山」全景（昭和５年頃）

鉱夫が住んでいた茅
かや

ぶき木造住宅が集って
いた大正村（大正後期）
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　玉置商会の時代の開
かいたく

拓は、会社直営で行ったため

に、なかなか進みませんでした。東洋製
せいとう

糖が小
こ

作
さく

制※1に

切りかえたために、開拓は一気に進みました。

　1917年（大正6年）には、池
いけ

之
の

澤
さわ

村
むら

、西村、東村と

いう３つの集落が生まれ、1926年ごろには、丸
まるやま

山

村、南村ができました。

　東洋製糖の時代には、3、4戸の小作人が組合をつくって、収
しゅうかく

穫から製糖までを共

同で行いました。サトウキビをしぼる作業では、牛を動力とした機械を使いました。

　大日本製糖が島の経営を引き継
つ

いだころには、123もの小さな製糖工場がありま

したが、1929年(昭和4年)以降、電気を動力にした5つの工場にまとめられました。

この頃には、集落の名
めいしょう

称は工場の名前で呼ばれるようになりました。

※ 1  小作制：農地を所有せず、持ち主から借りて農作物を育てる仕組み。農作物を育てる人を小作人と呼び、収入   
　　  の 一部を持ち主に小作料として支

し

払
はら

う。

サトウキビの収
しゅうかく

穫（大正前期）

牛の力を使ったキビの加工（大正中期）

５カ所にあった戦前の製糖工場の
うちの第二工場（昭和 6 年頃）

島のくらしを育んだ歴史

戦前の糖業

5   
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　第二次世界大戦当時に大日本製糖が所有した施
し

設
せつ

の配置図があります。

　燐鉱山の生産施設や社
しゃたく

宅のほか、病院、学校、巡
じゅん

査
さ

派
は

出
しゅつ

所
じょ

が確
かくにん

認できます。

また、運 動 場、庭 球 場、

クラブ（囲
い ご

碁、将
しょう

棋
ぎ

、ビリ

ヤードができる施設）と

いった娯
ご

楽
らく

施設も設けら

れました。庭球場では、た

まに映
えい

画
が

上映会が行わ

れてにぎわったと言いま

す。これらの施設は、すべ

て会社が建設し、運営し

ました。

１）小作制度の導入で開拓がなぜ進んだのかについて考えてみよう。

２）島では牛はさまざまな役に立ってきた。どのような役割を担ったのかを調べてみ

　　よう。また、現在では、牛はなぜいなくなったのかを考えてみよう。

　池之澤村と丸山村が「第一工場」、西村が「第三工場」、東村が「第四工場」とな
り、南村は分かれて「第二工場」と「第五工場」になりました。

１）会社が所有していた施設がどのような役
やくわり

割を持っていたかについて、調べてみよう。

２）会社が所有していない建物には、どのようなものがあったのかを調べてみよう。

北大東島建物配置図（昭和 16 〜 20 年の間）

戦前の会社の施設
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　南大東島には製
せいとうじょ

糖所、北大東島には出張所が置かれ、そ

れぞれの所長は、島の経営を取り仕切る立場にあり、いわ

ば小さな王様として、島の人々の頂
ちょうてん

点にありました。この中

で、ユニークな人物として、大日本製糖の2代目出張所長で

ある山
やまなり

成不
ふ じ

二麿
まろ

を取り上げます。山成は、地質学者であり、北大東島の燐鉱石につ

いて研究し、多数の論
ろんぶん

文を書く一方で、島の風物をスケッチして、絵画帳として残し

ています。この一部を掲
けいさい

載しますので、何が書かれているかを読み取ってみましょ

う。この他に、現在まで残されているスケッチはすべて『北大東村誌』に掲載されて

います。

島の王様・出張所長コラム

山成不二麿

左上：黒部岬近くの船着き場に係留された「はし
　　　け」から上陸する山成所長の家族達
右上：船揚げ場で海水浴を楽しむ
左下：「暴風が過ぎてまず露

ろ

天
てん

風
ぶ ろ

呂が始まった」と
　　　記されている

島のくらしを育んだ歴史5   
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　1941年（昭和16年）に始まった太平洋戦

争の影
えいきょう

響は、1943年には大東島にも及び、

南大東島に建設される新滑
かっ

走
そう

路
ろ

の工事の

ために、北大東島からも人
にん

夫
ぷ

として働きに行

くようになりました。1944年の3月と4月に、燐鉱石の積出船が潜
せんすいかん

水艦から魚
ぎょらい

雷の

攻
こうげき

撃を受けて沈
ちんぼつ

没し、多数の死
し

傷
しょうしゃ

者を出ました。

　1944年（昭和19年）、大東諸島に日本軍の守備隊が配置されました。3つの島そ

れぞれに配備するために、3隊編成で、43隻
せき

の大小の船
せんぱく

舶に兵士が乗りこみ、大東

諸島を目指しました。

戦争の影
かげ

3 島の戦争5  -  

戦地に行く島民を見送るようす（昭和14年頃）

左：「暴風で戸がふくらみ、かんぬきがきかない。
　　倶

く ら ぶ

楽部まで逃
に

げた」
下：小高い丘

おか

から煙
けむり

が上がる３つの製糖工場を
　　望むピクニック中の家族。右はしに天

てん

狗
ぐ

岩。
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　守備隊が上陸した後、残
ざんりゅう

留を指示された者以外は、島から引きあげることになりま

した。社員は本土へ、沖縄出身者は本島へと引きあげが続きました。沖縄本島には

敵の上陸があると考えて、沖縄からの疎
そ

開
かい

※1を引き受けていた宮崎県、大分県に向

かった者もいました。最初は、沖縄本島への直行便がありましたが、後には奄
あま

美
み

大島

を目指すようになりました。奄美大島でも空
くうしゅう

襲にあって、死亡・負傷した者もいまし

た。奄美大島から本島に向かう途
と

中
ちゅう

で銃
じゅうげき

撃を受けて死亡した者もいます。

　引きあげは1945年（昭和20年）3月まで続き、2,000人近くいた島民は700人余

りに減少して、守備隊の人数が島民の数を大きく上回るようになりました。

　守備隊がもっとも力を入れたのは、陣
じん

地
ち

づくり

で、島民も総出で手伝いました。特に水
みずぎわ

際陣地は

力を入れてつくりました。水際陣地とは、海岸沿

いの岩場に穴を開けて、銃
じゅう

でねらえるようにした

ものです。防
ぼうくうごう

空壕として使うために、自然の洞
どうくつ

窟

を利用したり、長幕のふもとなどに新たに穴をほったりしました。兵士たちの通行の

ために、戦車壕、交通壕と呼ばれる掘
ほりわり

割※2もはりめぐらされました。

※ 1  疎開：敵襲による被害を避けるため、より安全な場所へ分散・移動すること。

※ 2  掘割：ここでは地面を掘って作った通路。

　北大東島には、須
す

永
なが

力
りき

之
の

助
すけ

隊長のもとに、陸軍1,010人、海軍519人が配備されました。

　兵隊の宿舎として、学校の校舎、社
しゃたく

宅、製
せいとう

糖工場、民家が提
ていきょう

供されました。学校の

授業は屋外の木かげで行い、家を空けわたした住人は小屋に住みました。

引き揚げ

陣地づくり

守備隊本部壕の遺構

島のくらしを育んだ歴史5   
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　1944年（昭和19年）8月より、敵機の来
らいしゅう

襲を

知らせる警
けいほう

報がよく出されるようになりました。

敵機を高
こうかくほう

角砲で撃
げきつい

墜したこともありましたが、

アメリカ軍の仕返しが激
はげ

しかったので、攻
こうげき

撃し

ないことになりました。

　1945年3月からは本格的な空襲がはじまり、第四製糖工場が全焼するなど、

複数の施設が被害を受けました。艦
かんぽうしゃげき

砲射撃や空
くうしゅう

襲により、貯蔵庫、出張所など

の主要な施
し

設
せつ

が壊
こわ

され、砂糖倉庫が全焼しました。

　6月23日、沖縄における日本軍の組織的戦
せんとう

闘は終結し、8月15日、終戦となりま

した。大東島への情報伝達はおくれ、25日になってようやく守備隊の任務は解
かいじょ

除

されました。終戦後も少年兵としての訓練が続いていたと、当時少年だった島民が

証言しています。

　10月には米軍が到
とうちゃく

着し、兵器や弾
だんやく

薬が西港から捨てられ、守備隊の兵士は

復員船で引きあげていきました。

　黄金山の中腹の掘割道には、隊長が指揮をとる本部壕がつくられました。本部壕

のあとは、現在も完全な形で残っています。

　この時、造られたものは陣地だけではありません。1945年2月から5月にかけて、

兵士と島民が協力し、海の安全を祈願して金
こ と ひ ら

刀比羅宮
ぐう

が建
こんりゅう

立されました。

戦争の被害

１）疎
そ

開
かい

がなぜ必要だったかについて考えてみよう。

２）守備隊の本部壕あとに入って、当時の苦労を想像してみよう。

出張所遺構の壁
かべ

に残る銃
じゅうげき

撃のあと
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　戦前、北大東島には自治体がなかったので、島民には沖縄県会議員の選
せんきょけん

挙権もあ

りませんでした。村制が施
し

行
こう

され、北大東村が誕
たんじょう

生したのは、1946年（昭和21年）

6月12日のことでした。

　村制の導入を実行したのは、当時の行政機関である民政府の民政官※ 1に任命さ

れた福
ふくしま

島民
たみ

夫
お

でした。たまたま燐
りんこう

鉱の調査に来ていた民間人が、知事代理に相当

する権限を与
あた

えられたのです。福島は、まず、各地区の長を新たに区長に任命しま

した。次に、区長たちの推
すいせん

薦によって、出張所の経理責任者だった前
まえしろ

城嘉
か

達
たつ

を初代

村長に任命しました。各地区は、５つの行政区に再編されました。池之澤区（それま

での第一工場）、北区（第三・第四工場）、南区（第二・第五工場）、西区（燐鉱山・下

坂村）、大正区の５つです。区
く わ

割りは、1950年に、中之区（池之澤区・北区）、南区、

港区（西区・大正区）の3つに改められて、現在の3つの字と同じ形になりました。

　戦争により中断していた燐鉱の積み出しは、1946年2月に再開されて、島には

活気がもどってきました。村制導入の際に、大日本製糖の資産はすべて軍政府※2

により取り上げられました。軍政府のもとで、民政府の大東支庁燐鉱課の所管とし

て北大東島鉱業所が置かれ、燐鉱山の経営が再開されました。鉱業所の運営を

にぎるために、軍政府は軍人を島に派
は

遣
けん

しました。最初はガーン中
ちゅう

尉
い

、次いでサン

チェーズ技師でした。
※ 1　民政官 : 当時の行政機関である米国民政府（「付録２」参照）の民政副長官の補佐役として置かれた役職。
※ 2　軍政府（米軍政府）: 終戦後の沖縄におけるアメリカ軍による政府。1950 年廃止され、民政府となる（「付録２」
　　　参照）。

村の誕生と燐鉱山の閉
へ い

鎖
さ

1
4 村の誕生と土地所

し ょ ゆ う

有権
け ん

運動5  -  

村の誕生

燐鉱山の再開と閉
へ い さ

鎖

島のくらしを育んだ歴史5   
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土地所
し ょ ゆ う け ん

有権問題と糖
とうぎょう

業の発
は っ て ん

展2
土地所有権問題

割られた貯蔵庫あとのトンネル

１）会社が島の運営をしていた時代と村制が導入されたあとの時代ではなにがち

　　がうのかについて考えてみよう。

２）燐鉱山が閉
へい

鎖
さ

されたのはなぜかについてくわしく考えてみよう。

土地所有権獲得のための集会（1959 年）

　軍政府は、ブルドーザー、スクレーパーなどの

大型機械を導入して、人力で行なっていた採
さいくつ

掘

をもっと効率的にしようとしました。サンチェー

ズ技師は積み出しを効率化するためにベルトコ

ンベアを導入しようとして、貯蔵庫のトンネルを

割ってしまいました。そのあとは、現在も貯蔵庫

の遺
い

跡
せき

に残っています。大型機械で採掘を行ったために、良い燐鉱石を選別するこ

とができず、北大東島の燐鉱石は品質が低下し、売れ行きが悪くなっていきました。

このため、1950年に燐鉱山は閉
へい

鎖
さ

されることになりました。

　戦後すぐに、南・北大東の村が直面したの

は、土地の所有権を獲
かくとく

得するための闘
たたか

いでし

た。５−２ ２ の「土地の払
はら

い下げ」(40ページ)

のところでお話ししたように、土地を移民に与
あた

えるという玉置半右衛門の約束は果たされて

いませんでした。このため、島の農民の中には

長い間、不満がたまっていました。
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　1951年（昭和26年）に、米国政府が取り上げていた大東島

の土地の所有権を大日本製糖にもどそうとしたために、大東島

の人々は強く反発しました。

　それから、土地所有権をめぐる南・北大東村の闘
たたか

いは、1964年

（昭和39年）までの14年間におよぶことになります。1951年から

の6年間で5回にわたる陳
ちんじょう

情、1959年からの村・大日本製糖・

琉球政府※1の三者による2年間4回にわたる会談が重ねられました。しかし、会社と

両村はそれぞれ所有権を主張して折り合うことはありませんでした。

　そこに登場したのが、当時の琉球列島米国民政府のキャラウェイ高等弁務官でし

た。キャラウェイは、1961年に両村の陳情を受けて、問題の解決に強い意欲を示し

ました。このため、1963年に米国民政府土地裁
さいばんしょ

判所において審
しん

議
ぎ

が開始されまし

た。8回の審議を経て、1964年に農民に対して土地所有権を全面的に認
みと

める採決

が下されたのです。あまり評価の高くないキャラウェイですが、南・北大東島にとって

は大恩人となりました。

　燐
りんこうざん

鉱山を閉山したため、島を支える別の産業が必要になりました。そこで、サトウ

キビを栽
さいばい

培し、製糖を行う糖業に一層力を入れるようになりました。

　戦前に600haに達していた農地の多くは、戦争の際に荒
あ

れ地
ち

にもどり、1950年

（昭和25年）には155haにまで減少していました。失業した鉱山の労働者にも荒れ

地を割り当てて、耕地を増やそうと努力した結果、1964年（昭和39年）には430ha

まで増加しました。

※ 1　琉球政府：1952 年４月１日に設立された沖縄住民側の中央政府（「付録２」参照）。

キャラウェイ高等弁務官

糖業主体への産業の転換

島のくらしを育んだ歴史5   
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　従来の製糖設備では足りなくなっ

たので、1959年には大型の含
がんみつ

蜜工場

が完成しました。農家は製糖作業から

解放され、獲
かくとく

得した自らの土地でサト

ウキビの栽
さいばい

培に専念できるようになっ

たので、収
しゅうかく

穫はさらに増加しました。

　しかし、大東産の黒糖は塩分濃
のう

度
ど

が高いために価格が低下してしまいました。塩分の分
ぶん

離
り

が可能な分
ぶんみつとう

蜜糖に変える必

要が生じたので、1966年に分蜜工場に増改築しました。

　一時期、人手不足から台
たいわん

湾、韓
かんこく

国から労働者を受け入れていましたが、1972年

（昭和47年）以降、ハーベスター（かり取り機械）を導入して、機械化を進めてきまし

た。さらに、1983年（昭和53年）以降は、機械化に対応できるように畑を大きく整っ

た形に変え、干
かん

ばつに耐
た

えられるように、ため池やかんがい施
し

設
せつ

を整備する農業

基
き

盤
ばん

の整備が進んできました。

　これらの取り組みによって、サトウキビの生産は次第に安定していきています。ま

た、サトウキビ畑は、３、４年に１回程度休ませる必要があるため、輪作作物として、

1992年(平成4年)からはジャガイモ、2005年(平成17年)からはカボチャの栽培も

導入しています。

土地所有権の獲得はなぜ必要だったのかについて考えてみよう。

大型の含蜜工場（昭和 34年ごろ）
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　 戦前は、会社の用意した船が月に１回程

度、本土から人や物資を運んできました。航

路は、大
おおさか

阪から、北九州市の門
も じ

司を経て、大東

島に着き、いったん東京にもどって、大阪に帰

るというものでした。1月から5月にかけては、

燐
りんこうせき

鉱石の積出船が7、8回ほど、本土から入港

しました。

　沖縄本島との間でも年に4、5回、労働者の

出入りや物資の搬
はんにゅう

入のために会社の用意した

船が行き来していました。これらの船が入港す

る西港は、出入りの人や迎
むか

え・送りの人、物資の荷役のためにとてもにぎわいました。

　戦後、燐鉱山が閉
へい

鎖
さ

されると、一時、海上交通が途
と だ

絶えがちになり、食
しょくりょう

糧不足にお

ちいることもありました。民間の海運業者が航路を引き継いでくれたので、島の生命

線はつながれました。最初のころは、小さな木造船だったので、不幸にも難
なん

破
ぱ

してし

まったこともありました。航路は命がけで守られたのです。

　1986年（昭和61年）には、南・北大東村が共同で大東海運株式会社を設立し、定期船

「だいとう」が就
しゅうこう

航しました。現在の「だいとう」は2代目で、2013年（平成25年）に就航

したものです。

海と空の交通1

5 本土復帰とくらしの変化5 -  

海上交通の移り変わり

初代の「だいとう」

開港当時の西港（大正後期）

島のくらしを育んだ歴史5  
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　年間を通じて風
かざしも

下になりやすい西港が、定期船の入港に多く使われます。風向き

によっては、戦後に整備された江崎港、北港が利用

されることもあります。

　北大東島の港は外海に直接面しているために、

船を接岸することができず、人の乗り降
お

りも荷役

も、開
かいたく

拓の当初から一
いっかん

貫してクレーンなどの設備を

使って行ってきました。港の荷役の方法は、当初の

３本マストクレーンにはじまり、戦後にはワイヤー

荷役から１本マストクレーン、さらに現在のクレー

ン車へと変化してきました。

　2019年に漁港が開港しましたが、定期船は引き

続き、従
じゅうらい

来の港を利用することから、空飛ぶ荷役の

風景は今後も続いていくことになります。

　南大東島に、定期航空路が開かれたのは1967年（昭和42年）のことでした。北大

東島からは、サバニやモーターボートでいったん南大東島にわたる必要がありまし

た。1971年に北大東島に簡
かん

易
い

滑
かっそう

走路
ろ

が整備されると、村の有志が出資して４人乗

りセスナ機を購
こうにゅう

入して、南・北大東島間の往復に利用しました。
左：南北大東島間を　
　　つないだセスナ機
　　（昭和50年ごろ）
右：北大東空港の就航　
　　一号機（昭和53 年
　　ごろ）

空路の発達

ワイヤー荷役のようす
（昭和38 年ごろ）

マストクレーンによる荷役
（昭和50年ごろ）
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　北大東島に本格的な空港が整備され、定期便が就
しゅうこう

航したのは1978年のことで

す。当初は19人乗りでいつも満席という状態でした。1995年(平成7年)に滑
かっ

走
そう

路
ろ

が

延
えんちょう

長されて、39人乗りの飛行機が就航し、混雑は緩
かん

和
わ

されました。

　2016年(平成28年)には、さらに50人乗りの飛行機が導入されて、貨物室も大きく

なりました。悪天候が続いて、定期船「だいとう」が入港できない期間が長引いた時

でも、航空機で緊
きんきゅう

急物資を運ぶことができるようになりました。

　戦前、西港に近い社
しゃたくがい

宅街には、島でただ一つ

の発電施
し

設
せつ

があり、夜でも電気の光が灯
とも

って、明

るかったといわれています。一方で、島の大部分

は電気が通じず、夜はランプの灯
あか

りにたよっていました。

　燐
りんこうざん

鉱山が閉
へい

鎖
さ

されると社宅街の発電施設も役目を終えましたが、島の中心部の

池之澤に住む有志が自家発電を始めました。次第に遠くの地区にも送電したのです

が、遠方では電圧が低下してたよりない光になったと言います。

　発電施設の管理は農協に引きつがれて、1964年（昭和39年）にようやく全島で電

気が通じるようになりました。

電気と水道2

１）島の西の端に最初に港がつくられたのはなぜかについて考えてみよう。西港、　

　　江崎港、北港、漁港はそれぞれどのような役割があるのかを調べよう。

２）現在の50人乗りの航空機は、本来の座
ざ

席
せき

数をけずって、貨物室を大きくしたが、

　　なぜそのような改造をしたのかについて考えてみよう。

全島電化

全島電化を祝うパレード（昭和39年）

島のくらしを育んだ歴史5  
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　当初は4時間のみの送電でした。24時間送電が実現したのは、本土復帰後に沖

縄電力が事業を引きついだ1972年のことでした。料金もふくめて、電力については

「本島並
な

み」が実現しました。

　北大東島には川がなく、池や沼
ぬま

もわずかしかありません。中央の低地に井戸はあ

りましたが、水は塩分をふくんでいて、飲料水には適しませんでした。このため、飲料

水の確保には、長い間、雨水をためるタンクを用いてきました。戦前、会社は社
しゃたくがい

宅街

や鉱夫村にコンクリート造の貯水タンクを多数設置しました。いまでも、鉱夫用共同

浴場あとの背
はい

後
ご

に、当時のタンクを見ることができます。

　農夫は、自前でタンクを用意しましたが、茅
かや

ぶきの屋根で受けて雨水をためたた

め、水は茶色くて少しにおったといいます。タンクに鯉
こい

を放して、水質を確認した家も

ありました。

　戦後は民家でも鉄
てっきん

筋コンクリート造のタンクを設けるところが多くなりました。

琉
りゅうきゅう

球政府時代に、字ごとに１つずつ建造した共同タンクが現在も残っています。

　貯水タンクにたよっていたころは、雨が降らない日が続くと水ききんになやまされ

ることがありました。このため、海
かいすいたんすい

水淡水化
か

施
し

設
せつ

を建造することになり、1985年（昭

和60年）には簡
かん

易
い

水道が整備され、送水が開始されました。水道の維
い じ

持には費用が

かかるので、水道料金は本島よりもかなり高く、「本島

並み」はまだ実現されていません。

生活面で、本島との格差は解消されているだろ
うか。解消していないとすれば、何が必要なの
かについて考えてみよう。

鉱夫用共同浴場あと

海水淡水化 

s56_daitoujima_sassi_10aprint.indd   55 2020/03/20   11:37



56

　北大東島のくらしは、長い間、無人島だった島が燐
りんこうせき

鉱石の産地として栄え、人々が

定住するようになったという歴史の中で育まれてきました。燐鉱山は1950年（昭和

25年）に閉
へいざん

山しましたが、当時の施
し

設
せつ

の遺
い

跡
せき

を現在も見ることができます。

　現在見ることができるのは、採
さいくつ

掘場
じょう

、運
うんぱん

搬のためのトロッコ軌
き

道
どう

、乾
かんそう

燥させる

ドライヤー建屋、貯
ちょぞう

蔵庫
こ

、積荷桟
さんばし

橋などの遺跡です。遺跡をめぐることで、採掘

から、運搬、加工、貯蔵を経て、積出しにいたる当時の燐鉱石の生産の仕組み

を学ぶことができます。北大東島のような燐鉱山の遺跡は、国内には他にはなく、

貴
き

重
ちょう

な文化財です。このため、北大東島燐鉱山遺跡は2017年（昭和29年）に

国の史跡に指定されました。

　この遺跡がある場所は、台風、高
たかしお

潮などの影
えいきょう

響を受けやすいため、遺跡の損
そんしょう

傷や

劣
れっ

化
か

が年々進んでいます。特に、北大東島の景観のシンボルでもある貯蔵庫の石積

みは、損傷が進んでおり、2018年の台風で大きくくずれました。これ以上の損傷を

受けないように補
ほ

強
きょう

するなど、現在の姿
すがた

を保つための対
たいさく

策が進められています。

北大東島燐鉱山遺跡1

6 燐鉱山の時代を伝える文化財5  -  

ドライヤー建屋あとトロッコ軌道あと

貯蔵庫の復元イメージ積荷桟橋あと貯蔵庫あと

採掘場あと

島のくらしを育んだ歴史5  
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　燐
りんこうざん

鉱山には、生産施
し

設
せつ

だけではなく、事務所・倉庫などの会社の施設、燐鉱山で働

いた人々の住宅、生活や娯
ご

楽
らく

のための施設、人の出入りや物資を運び入れるのに使

われた港の施設などがあります。これらの施設を活かしながら、島の人々は遠
えんかく

隔離
り

島
とう

に定住する基
き そ

礎を築いていきました。燐鉱山の時代に築かれた社宅街や周辺の景

観は、現在も島の人々の毎日のくらしの中に受けつがれています。わたしたちは、そ

の景観を未来へと引きつぐ役
やくわり

割を持っています。字港の集落全体の景観は重要な文

化財として評価され、2018年(平成30年)に国の重要文化的景観に選定されました。

　島の司
し

令
れいとう

塔の役割をになった出張所をはじめ、社員や鉱夫が利用した共同浴場、

発電所、娯楽施設、社宅など、燐鉱山時代のくらしを支えた施設のあとが現在も残っ

ています。社宅、魚市場、娯楽施設などの一部は、現在も住宅や宿
しゅくはく

泊施
し

設
せつ

として活用

されています。

　今後は、当時の姿に復元したり、見学しやすいように経路を整備したりして、遺跡

を学習、観光などに活用していく必要があります。

燐鉱山由来の文化的景観2

社宅あとを利用した住居

発電所あと

戦前の魚市場あとを利用した住居

娯
ご

楽
らく

施設あとを利用した施設

社員用共同浴場あと

出張所あとを復元・利用した施設
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　出張所の建物は戦争中

に破壊され、長い間廃
はいきょ

墟

となっていましたが、2016

年に当時の姿
すがた

に復元されま

した。内部は、燐
りんこうざん

鉱山に

関する文化財の解説・展
てん

示
じ

施設、飲食施設として活用

されています。このように、

集落の景観を守り、当時

の建物を直して、うまく使

うことで、観光や居住のために活用することができます。

１）文化財を大切にするためになにができるかについて考えてみよう。

２）文化財を活用して、どんなことができるかについて考えてみよう。

島のくらしを育んだ歴史5  

s56_daitoujima_sassi_10aprint.indd   58 2020/03/20   11:38



59

s56_daitoujima_sassi_10aprint.indd   59 2020/03/20   11:38



60

s56_daitoujima_sassi_10aprint.indd   60 2020/03/20   11:38








