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喜
界
町
が
誕
生
し
た
昭
和

三
十
一
年
九
月
十
日
の
翌

年
、
現
在
の「
広
報
き
か
い
」

の
初
版
に
当
た
る
「
町
政
喜

界
た
よ
り
」が
発
刊
さ
れ
た
。

　

当
時
の
喜
界
町
長
・
豊
岡

壱
氏
（
故
）
は
「
昨
年
九
月

十
日
、『
旧
喜
界
、
早
町
』

両
町
村
が
合
併
し
て
、
新
し

い
喜
界
町
と
し
て
発
足
し
て

か
ら
、
は
や
九
ヶ
月
が
経
過

し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
間
、

町
長
選
挙
、
議
会
議
員
選

挙
、
行
政
機
構
の
改
革
、
予

算
編
成
が
つ
ぎ
つ
ぎ
行
わ
れ

一
応
民
主
自
治
行
政
の
ル
ー

ル
が
し
か
れ
、
一
六
〇
〇
〇

町
民
の
御
協
力
と
期
待
の
う

ち
に
新
町
育
成
へ
の
努
力
が

続
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
し

か
し
な
が
ら
『
道
は
、
遠
く

無
限
で
あ
る
』。
合
併
し
た

趣
旨
に
照
ら
し
て
、
そ
の
効

果
を
す
ぐ
に
期
待
す
る
こ
と

は
早
計
で
あ
り
、
む
し
ろ
今

後
に
よ
こ
た
わ
る
困
難
な
諸

問
題
を
い
か
に
解
決
し
、
い

か
に
建
設
す
る
と
い
う
こ
と

が
肝
要
で
あ
り
ま
す
」
と
挨

拶
を
述
べ
て
い
る
。

（「
広
報
き
か
い
」
縮
刷
版

よ
り
抜
粋
）

▲紬工場で機を織る老婦人

▲

「
広
報
き
か
い
」
の
前
身
「
町
政

喜
界
だ
よ
り
」

▼農道を走る耕耘機

特
集
号
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町村合併５０周年に寄せて

喜界町議会議長　乾　和夫 喜界町長　加藤啓雄

　

町
村
合
併
五
十
周
年
を
迎
え
、
一
言
ご
あ
い
さ
つ
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
平
素
よ
り
町
政
各
般
に
わ
た
っ
て
ご
協
力
を
賜
り
、
衷
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昭
和
三
十
一
年
九
月
十
日
に
喜
界
町
、
早
町
村
が
合
併
し
、
新
し
い
喜
界
町
が
誕
生
い
た
し
ま
し
た
。
今
年
は
、
そ
の

合
併
か
ら
五
十
年
を
迎
え
る
節
目
の
年
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
今
年
は
、
町
村
合
併
五
十
周
年
と
併
せ
、
二
十
数
年
前

か
ら
建
設
基
金
を
創
設
し
て
進
め
て
き
た
待
望
の
喜
界
町
新
庁
舎
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
が
完
成
い
た
し
ま
し

た
。
五
月
二
日
に
は
、
多
く
の
ご
来
賓
を
迎
え
、
落
成
式
を
挙
行
い
た
し
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

広
大
な
畑
地
、
海
原
を
越
え
た
向
こ
う
に
大
島
本
島
を
一
望
で
き
る
景
勝
の
地
に
、
近
代
的
な
庁
舎
が
完
成
い
た
し
ま

し
た
。
古
来
、
島
に
生
え
親
し
ま
れ
て
き
た
樹
木
を
植
栽
し
た
、
町
民
憩
い
の
場
「
町
民
の
森
」
に
囲
ま
れ
た
庁
舎
で
業

務
で
き
ま
す
こ
と
に
、
関
係
各
位
、
町
民
の
皆
様
方
に
心
か
ら
感
謝
し
、
職
員
共
々
、
さ
ら
な
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

を
図
っ
て
ま
い
る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
日
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
の
も
、
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
幾
多
の
変
遷
を
乗
り
越
え
て

こ
ら
れ
た
先
人
達
、
そ
し
て
な
に
よ
り
町
民
各
位
が
共
に
力
を
合
わ
せ
、「
新
生
・
喜
界
町
」
の
限
り
な
い
発
展
に
邁
進

し
て
き
た
結
果
で
あ
り
、
各
人
の
ご
努
力
と
各
般
へ
の
ご
協
力
・
ご
指
導
・
ご
支
援
が
あ
っ
て
こ
そ
と
強
く
感
じ
て
い
る

と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

先
日
の
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
講
師
の
久
岡
学
氏
か
ら
、「
未
来
は
足
元
に
あ
る
。
喜
界
町
は
資
源
・
人
材
と
も
に
揃
っ

て
い
る
。
自
立
自
興
の
精
神
を
忘
れ
ず
夢
と
希
望
を
持
っ
て
進
め
」
と
励
ま
さ
れ
、
参
加
者
一
同
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。

　

女
子
中
学
生
か
ら
は
「
明
る
い
未
来
を
つ
く
り
出
す
の
は
、
私
た
ち
自
身
で
す
」
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
り
、
若
い
労

働
組
合
員
か
ら
は
「
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
に
は
、
ま
ず
役
場
職
員
の
質
の
向
上
を
」
と
の
心
強
い
発
言
も
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、県
の
福
祉
事
務
所
長
か
ら
は
「
喜
界
町
は
、生
活
保
護
世
帯
の
割
合
が
少
な
い
、
税
の
滞
納
も
少
な
い
、
介
護
保
険

料
は
群
島
一
安
い
、
す
ば
ら
し
い
町
民
性
で
す
。
で
も
、
あ
ま
り
頑
張
り
す
ぎ
な
い
で
」
と
お
褒
め
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

総
務
省
の
新
し
い
財
政
指
標
「
公
債
比
率
」
で
喜
界
町
は
一
一
・
一
％
と
い
う
県
内
第
四
位
の
数
字
で
し
た
。
先
達
の

足
跡
の
確
か
さ
と
現
町
長
の
施
政
方
針
の
正
し
さ
を
国
が
証
明
し
て
み
せ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
議
会
人
も
ま
た
行
政
当
局

と
と
も
に
、
全
力
で
喜
界
町
の
「
今
」
を
支
え
て
い
こ
う
、
と
決
意
を
新
た
に
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
と
も
に
が
ん
ば

り
ま
し
ょ
う
。
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「
未
来
へ　

年
後
の
喜
界
町
」を
テ
ー
マ
に
、「
町
村
合
併
五
十
周

５０

年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」が
九
月
十
日
、
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン

タ
ー
多
目
的
ホ
ー
ル
で
開
か
れ
た
。

　

南
海
日
々
新
聞
社
編
集
局
整
理
部
副
部
長
の
久
岡
学
氏
の
、「　
５０

年
後
の
喜
界
町－

未
来
は
足
元
に
あ
る
」
と
題
す
る
基
調
講
演
・

町
内
小
・
中
学
校
六
校
の
児
童
生
徒
代
表
の
「
未
来
へ
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
」
朗
読
、
パ
ネ
ル
討
議
な
ど
が
あ
っ
た
。「
本
町
の
将
来
へ
の
展

望
」
と
題
し
、
島
の
現
状
と
課
題
な
ど
に
つ
い
て
約
四
時
間
に
わ

た
っ
て
熱
心
に
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
展
開
さ
れ
、
会
場
の
町
民

か
ら
も
ま
る
ご
と
喜
界
島
を
捉
え
た
提
言
が
出
さ
れ
た
。

町村合併５０周年記念シンポジウム

“喜界島の未来”をパネル討議
～未来へ　５０年後の喜界町～

　

喜
界
町
の
ま
ち
づ
く
り
の
主
役

の
皆
さ
ん
に
ご
登
場
い
た
だ
き
、

パ
ネ
ル
討
議
を
進
め
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　
　

◇　
　

◇　
　

◇

加
藤
町
長

行
政
課
題

　

こ
れ
か
ら
単
独
で
や
っ
て
い
く

喜
界
島
に
お
い
て
は
、
ま
ず
最
初

に
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の

は
、
財
政
問
題
だ
と
常
に
思
っ
て

お
り
ま
す
。

▽
地
方
交
付
税
の
現
状

　

新
聞
、
テ
レ
ビ
な
ど
メ
デ
ィ
ア

で
報
道
さ
れ
て
い
る
通
り
、
国
の

財
政
再
建
と
絡
ん
で
、
本
町
の
命

の
綱
と
言
わ
れ
る
地
方
交
付
税
が

毎
年
一
億
円
以
上
減
ら
さ
れ
て
き

て
い
る
。
こ
う
い
う
自
治
体
で
ど

う
や
れ
ば
健
全
財
政
を
確
保
し
て

将
来
に
つ
な
い
で
い
け
る
の
か
と
い

う
こ
と
を
常
に
考
え
お
り
ま
す
。

▽
施
設
職
員
の
現
状

　
「
一
島
一
町
」
で
あ
り
ま
す
の

で
、
都
市
並
み
に
い
ろ
ん
な
施
設

を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
診

療
所
、
と
畜
場
、
火
葬
場
、
老
人

ホ
ー
ム
と
か
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

と
い
う
よ
う
に
、
行
政
部
局
外
の

施
設
が
沢
山
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
職

員
を
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
大
き
な
悩
み
が
あ
り
ま

す
。

　

町
政
懇
談
会
な
ど
で
よ
く
住
民

か
ら
「
職
員
は
う
っ
さ
そ
う
あ
ら

ん
な
、
は
ん
さ
な
ー
」
と
言
わ
れ

ま
す
が
、
実
は
、
類
似
団
体
の
他

の
町
村
よ
り
町
長
部
局
の
職
員
の

数
は
少
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
先
程
言
っ
た
よ
う
に
い
ろ

ん
な
施
設
が
あ
る
た
め
に
全
体
と

し
て
は
職
員
を
抱
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
が
行
政
の
大
き
な

問
題
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま

す
。

▽
合
併
効
果

　

市
町
村
合
併
の
時
に
一
番
考
え

た
の
は
、
喜
界
島
に
合
併
効
果
は

あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
。
ほ
と
ん

ど
な
い
わ
け
で
す
。

　

財
政
を
大
き
く
ま
と
め
れ
ば
国

が
面
倒
を
見
て
や
る
と
い
う
か
ら

皆
さ
ん
（
他
の
市
町
村
）
は
、
や
っ

て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
本

町
に
と
っ
て
は
合
併
効
果
は
な
い

よ
う
な
気
が
し
た
わ
け
で
ご
ざ
い

ま
す
。
幸
い
に
、
町
民
の
皆
様

方
、
特
に
旧
早
町
地
区
の
皆
さ
ん

か
ら
「
や
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
や
っ

て
み
る
」
と
い
う
よ
う
な
熱
烈
な

る
激
励
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
本
町

は
合
併
し
な
い
と
い
う
こ
と
を

早
々
に
決
め
ま
し
た
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、
法
定
協
議
会
と
か
、
合

併
に
関
す
る
会
合
と
か
、
負
担
金

と
か
無
駄
を
は
ぶ
け
ま
し
た
。
奄

美
群
島
の
ど
の
町
村
よ
り
も
真
っ

先
に
、
住
民
投
票
も
行
わ
ず
に
町

民
の
大
き
な
英
断
を
頂
い
た
こ
と

に
よ
り
、「
わ
ー
ち
ゃ
島
の
人
は

す
ご
い
な
」
と
、
私
も
そ
う
で
す

し
他
の
方
々
も
そ
う
い
う
評
価
し

て
く
だ
さ
い
ま
す
。

将
来
展
望

　

考
え
て
い
る
の
は
、
明
る
い
未

来
の
喜
界
町
を
ど
う
や
っ
て
構
築

し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

▽
ま
ず
は
足
元
か
ら
『
先
祖
か
ら

の
伝
承
』

　

現
在
、
喜
界
に
は
島
の
先
祖
が

大
事
に
育
て
て
き
た
、
過
酷
な
自

然
条
件
の
中
で
生
き
残
っ
て
き

た
、
無
農
薬
で
で
き
る
ゴ
マ
や
そ

ら
豆
、
ま
た
、
各
家
々
の
庭
先
に

は
喜
界
ミ
カ
ン
は
じ
め
、
い
ろ
ん

な
雑
柑
類
が
あ
り
ま
す
。
そ
ら
豆

な
ど
は
今
ま
で
誰
も
触
れ
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が

あ
り
ま
す
。

　

こ
の
何
れ
を
と
っ
て
も
、
大
学

の
先
生
な
ど
に
言
わ
せ
る
と
素
晴

ら
し
い
健
康
食
品
だ
と
い
う
こ
と

で
、
分
析
結
果
も
す
べ
て
出
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
を
本
町
の
特
産
品
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と
し
て
、
い
か
に
育
て
て
い
け
る

か
が
、
ポ
イ
ン
ト
だ
と
思
い
ま
す
。

▽
加
工
セ
ン
タ
ー
に
期
待

　

島
に
は
ウ
ヤ
フ
ジ
が
残
し
た
ほ

ん
と
に
素
晴
ら
し
い
自
然
な
ど
が

あ
る
。
こ
れ
を
食
の
安
全
と
か
い

ろ
い
ろ
な
サ
プ
リ
メ
ン
ト
な
ど
が

出
回
っ
て
い
る
こ
の
と
き
に
大
い

に
発
信
し
て
、
特
産
品
を
作
り
上

げ
た
ら
ど
う
か
。
そ
の
た
め
に
現

在
、
加
工
セ
ン
タ
ー
を
二
億
八
千

万
円
ぐ
ら
い
か
け
て
建
設
し
て
い

ま
す
。
館
だ
け
で
は
な
く
い
ろ
い

ろ
な
機
器
類
が
揃
っ
て
い
ま
す
か

ら
是
非
、
皆
さ
ん
で
生
か
し
て
も

ら
い
た
い
。

　

町
民
ど
な
た
で
も
い
い
ん
で

す
。
例
え
ば
お
土
産
用
の
ゴ
マ
菓

子
で
も
、
ト
ー
マ
ミ
ー
の
菓
子
で

も
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
で
も
い

い
。
島
独
特
の
安
全
無
農
薬
の
素

材
を
使
っ
た
製
品
を
造
っ
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。

　
「
あ
れ
も
や
り
た
い
、
こ
れ
も

や
り
た
い
」
と
い
ろ
い
ろ
要
求
は

あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
ま
ず
は
無

農
薬
で
安
全
な
素
材
を
造
り
、
そ

れ
を
加
工
し
、
付
加
価
値
を
つ
け

て
売
り
込
む
か
�
�
い
う
こ
と
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

▽
最
後
に
「
人
材
」

　

児
童
生
徒
の
発
表
に
も
あ
り
ま

し
た
が
、「
島
は
好
き
だ
け
ど
も

働
く
場
所
が
な
い
」
と
い
つ
も
言

わ
れ
ま
す
。
子
ど
も
議
会
で
も
そ

う
い
う
意
見
が
出
ま
す
。

　

私
は
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て

働
く
場
所
と
い
う
の
は
、
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
か
役
場
か
学
校
の
先
生

か
、
結
局
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
な
る

と
い
う
感
じ
を
も
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
島
の
大
部
分
の
人

は
、
こ
れ
か
ら
の
島
の
産
業
を

「
担
っ
て
い
く
、
継
い
で
い
く
」

人
々
が
育
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。

　

島
の
基
幹
産
業
で
あ
る
農
業
、

漁
業
を
育
て
る
た
め
に
、
ま
ず

「
人
を
、
後
継
者
を
、
人
材
を
」、

ど
う
や
っ
て
確
保
す
る
か
と
い
う

こ
と
が
、
将
来
の
素
晴
ら
し
い
夢

の
実
現
に
必
要
な
こ
と
と
思
い
ま

す
。

　

皆
さ
ん
と
一
緒
に
な
っ
て
、
い

ろ
い
ろ
な
知
恵
を
絞
っ
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

る
島
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と

思
い
ま
す
。

　

先
程
、
上
嘉
鉄
小
学
校
の
作
田

さ
ん
が
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
中
で
「
私

は
喜
界
島
が
大
好
き
な
の
で
大
き

く
な
っ
て
も
喜
界
島
に
住
み
た

い
。
だ
け
ど
若
い
人
た
ち
が
働
け

る
職
場
が
な
い
か
ら
確
保
し
て
ほ

し
い
」と
発
表
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
会
場
の
皆
さ
ん
と
共
に

わ
れ
わ
れ
大
人
が
子
ど
も
の
夢
や

希
望
を
叶
え
て
や
る
た
め
に
、
努

力
す
る
責
任
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

自
衛
隊
の
追
加
工
事
や
空
港
の

滑
走
路
の
問
題
な
ど
も
あ
り
ま
す

が
、
今
後
は
、「
施
設
の
管
理
を
す

る
人
」
な
ど
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ

で
若
者
の
職
を
確
保
し
て
い
か
な

け
れ
ば
島
の
活
性
化
は
図
れ
な
い

じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

商
工
会
は
町
の
活
性
化
、
町
の

繁
栄
と
と
も
に
あ
り
ま
す
の
で
、

行
政
と
は
足
並
み
を
揃
え
て
繁
栄

の
た
め
に
努
力
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

た
よ
う
に
、
ど
こ

に
行
っ
て
も
都
会

の
人
た
ち
か
ら

「
喜
界
島
っ
て
沖

縄
？
」
と
よ
く
言

わ
れ
ま
す
。
知
っ

て
い
る
人
は
、
喜

界
島
っ
て
言
っ
た

ら
「
あ
っ
俊
寛
の
島
。
悲
惨
な
人

生
を
歩
ん
だ
俊
寛
の
島
だ
よ
ね
」。

怖
い
言
い
方
を
す
る
人
も
い
る
ん

で
す
よ
。
ま
だ
ま
だ
島
は
知
ら
れ

て
い
な
い
も
ん
で
す
か
ら
、
私
は

黒
砂
糖
を
売
り
に
行
く
と
き
は
片

手
に
喜
界
島
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、

片
手
に
黒
砂
糖
を
持
っ
て
売
り
込

み
ま
す
。

　

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
見
て
、「
こ

ん
な
き
れ
い
な
島
だ
っ
た
ら
島
に

移
住
を
し
て
み
た
い
ね
」
と
い
う

南
村
フ
サ
エ
さ
ん（
志
戸
桶
）

▽
課
題
と
現
状

　
「
特
産
の
黒
糖
の
島
外
販
売
を

通
じ
て
、
郷
友
会
の
皆
さ
ん
の
島

へ
の
思
い
を
知
る
と
と
も
に
新
た

な
島
の
良
さ
を
再
認
識
し
た
」。

ま
た
、「
島
は
必
要
以
上
に
手
を

加
え
な
い
方
が
伸
び
て
い
く
の
で

は
な
い
か
」
と
も
話
し
た
。

▽
展
望

　

喜
禎
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
い
ま
し

に
厳
し
い
こ
と
で
、
私
も
以
前
、

観
光
協
会
に
携
わ
っ
て
い
ま
し
た

け
ど
も
観
光
客
を
増
や
す
と
い
う

の
は
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は
い
い

が
現
状
は
難
し
い
。
Ｕ
タ
ー
ン
、

Ｉ
タ
ー
ン
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま

す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
現
実
に
は

数
字
は
な
か
な
か
上
が
っ
て
こ
な

い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
中
で

何
か
に
取
り
組
む
に
し
て
は
私
達

は
島
を
守
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い

か
な
い
し
、
い
わ
ゆ
る
若
い
人
た

ち
、
子
ど
も
た
ち
に
夢
を
持
た
せ

を
述
べ
、「
三
位
一

体
改
革
や
自
由
化
に

伴
っ
て
、
小
売
業
な

ど
の
売
り
上
げ
を
見

通
す
と
厳
し
い
。
ま

た
、
行
革
に
伴
っ
て

公
共
事
業
が
減
少

し
、
若
者
の
雇
用
が

半
減
す
る
」、「
島
内
産
品
（
ゴ
マ

な
ど
）
の
二
次
製
品
化
の
取
り
組

み
が
遅
れ
て
い
る
」と
指
摘
し
た
。

▽
展
望

　
「
人
口
を
増
や
す
努
力
」。
非
常

豊
岡　

力
さ
ん（
赤
連
）

▽
課
題
と
現
状

　
「
一
島
一
町
で
あ
る
た
め
島
内

需
要
が
半
数
以
上
あ
る
」
と
現
状

商工会長
�喜力代表／交通安全協会長
／喜界町夏まつり協賛会副会
長／元・町観光協会会長

黒糖製造
町農業委員／さとうきび経営
３５０ａ／黒糖製造・販売・体験
学習受入／生活改善グループ
会員
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人
も
現
に
出
て
き
て
い
ま
す
。
こ

う
し
て
歩
く
こ
と
に
よ
っ
て
都
会

の
人
た
ち
に
も
分
か
っ
て
も
ら
え

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。

　

去
年
、
東
京
の
人
が
「
俊
寛
さ

ん
の
お
墓
の
お
掃
除
に
い
く
か
ら

よ
ろ
し
く
ね
」
と
言
う
ん
で
す
。

言
う
だ
け
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た

ん
で
す
が
、
四
人
の
女
性
が
わ
ざ

わ
ざ
島
ま
で
き
て
俊
寛
の
墓
を
掃

除
し
て
く
れ
ま
し
た
。
や
は
り
島

の
歴
史
、
文
化
を
勉
強
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
ん
だ
な
と
思
い
な
が

ら
、
そ
の
人
達
に
島
を
案
内
し
ま

し
た
。
そ
し
た
ら
も
の
す
ご
く
喜

ん
で
く
れ
ま
し
て
、
今
で
も
は
が

き
の
や
り
と
り
な
ど
も
し
て
い
ま

す
。
島
の
人
、
一
人
ひ
と
り
が
そ

う
い
う
思
い
や
り
が
あ
っ
た
ら
、

ま
だ
ま
だ
観
光
で
も
い
ろ
ん
な
所

で
喜
界
島
を
分
か
っ
て
も
ら
え
る

ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

今
後
は
農
業
だ
け
で
は
な
く
、

島
を
伝
え
て
い
く
た
め
に
は
、
残

さ
れ
た
私
達
一
人
ひ
と
り
が
そ
う

い
う
役
目
を
果
た
す
こ
と
が
大
切

だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
人
も
増
え
、
行
政
の
方

で
も
産
業
の
誘
致
を
し
て
く
れ
た

ら
一
人
ひ
と
り
の
所
得
も
よ
く
な

り
、
島
の
人
口
も
増
え
て
い
く
の

で
は
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま

す
。

要
」
な
ど
と
訴
え

た
。

▽
展
望

　

島
の
農
業
を
ど

う
し
て
い
く
の

か
。
サ
ト
ウ
キ
ビ

は
今
ま
で
島
そ
の

も
の
を
支
え
て
き

た
作
物
だ
と
言
え
る
と
思
い
ま

す
。
た
だ
、
こ
の
未
来
を
サ
ト
ウ

キ
ビ
で
支
え
て
い
く
の
か
支
え
ら

れ
る
の
か
と
考
え
た
と
き
、
若
干

不
安
を
覚
え
ま
す
。
一
つ
の
作
物

に
依
存
し
す
ぎ
る
怖
さ
を
一
部
感

じ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

　

サ
ト
ウ
キ
ビ
に
取
っ
て
代
わ
る

矢
竹　

毅
さ
ん（
赤
連
）

▽
課
題
と
現
状

　
「
農
産
物
の
量
と
質
の
両
方
か

ら
販
路
の
開
拓
を
」。「
ハ
ウ
ス
の

台
風
対
策
に
お
け
る
ラ
ン
ニ
ン
グ

コ
ス
ト
を
軽
減
す
る
た
め
に
は
、

硬
プ
ラ
ハ
ウ
ス
の
リ
ー
ス
が
必

JAトマト部会員
平成１４年東京からＵターン／
町営農支援センターで研修
後、無農薬・化学肥料を使わ
ない農業を目指し就農

　

一
九
五
六
年
に
喜
界
町
と
早
町

村
が
合
併
し
て
今
年
で
五
十
年
。

町
は
各
種
イ
ベ
ン
ト
や
行
事
に

「
合
併
五
十
周
年
」の
冠
を
付
け
、

「
こ
れ
か
ら
の
町
、
島
」
を
考
え

る
き
っ
か
け
に
し
て
い
る
。
十
日

は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
あ
っ
た
。

「
一
島
一
町
」
の
町
は
今
回
、
平

成
の
大
合
併
に
参
加
せ
ず
、
単
独

で
歩
ん
で
い
く
こ
と
を
決
め
て
い

る
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
も
、
決
意

を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
た
。

　

喜
界
島
は
約
五
十
平
方
㌔
。
奄

美
大
島
の
東
北
に
あ
る
小
さ
な
島

だ
が
、
じ
っ
く
り
と
見
渡
せ
ば
多

く
の
資
源
と
魅
力
が
あ
る
。
自
然

の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
オ
オ
ゴ
マ

ダ
ラ
の
北
限
で
あ
り
、
町
は
条
例

を
定
め
て
保
護
し
て
い
る
。
罰
則

規
定
が
な
い
た
め
、
条
例
の
効
果

に
疑
問
を
持
っ
た
本
土
紙
の
記
者

が
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
す
ぐ
に
質
問

が
無
意
味
だ
っ
た
こ
と
に
気
付
い

た
そ
う
だ
。

　

町
の
職
員
は
こ
う
答
え
た
。

「
チ
ョ
ウ
の
こ
と
は
学
校
の
総
合

学
習
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

て
、
捕
っ
た
り
し
た
ら
、
い
け
な

い
こ
と
は
小
さ
な
子
供
か
ら
お
年

寄
り
ま
で
知
っ
て
い
る
」。
毎
年
、

金
融
機
関
の
店
舗
先
に
オ
オ
ゴ
マ

ダ
ラ
が
産
卵
し
た
と
い
う
記
事
が

本
紙
を
飾
る
が
、
そ
の
た
び
に
ほ

お
が
緩
む
。
小
さ
な
生
き
物
に
心

を
配
る
優
し
さ
が
こ
の
島
に
は
あ

る
。

　

産
業
の
視
点
で
見
れ
ば
、
サ
ト

ウ
キ
ビ
の
品
質
の
高
さ
は
言
う
に

及
ば
ず
、
今
や
全
国
産
地
に
成
長

し
た
ゴ
マ
、
花
良
治
み
か
ん
、
荒

木
ス
イ
カ
な
ど
多
種
多
彩
だ
。
地

域
に
あ
っ
た
特
産
品
が
あ
る
。

　

喜
界
島
は
「
自
立
」
を
考
え
る

上
で
貴
重
な
体
験
も
あ
る
。
一
九

五
九
年
、
大
型
製
糖
工
場
が
進
出

し
て
き
た
時
の
こ
と
。
原
料
を
出

荷
す
る
た
め
に
農
道
整
備
が
必
要

に
な
っ
た
。
し
か
し
、
予
算
が
な

い
。
そ
こ
で
町
と
住
民
が
協
力
し

て
「
五
万
円
農
道
」
を
整
備
し
た
。

お
カ
ネ
に
余
裕
が
あ
る
人
は
寄
付

を
し
、
な
い
人
は
労
働
力
を
提
供

す
る
。
町
の
職
員
は
自
ら
重
機
を

操
作
し
た
。
今
は
や
り
の「
協
働
」

を
実
践
し
て
い
た
の
だ
。
農
協
の

自
主
再
建
問
題
、
平
成
の
大
合
併

を
め
ぐ
る
一
連
の
論
議
も
島
の
位

置
付
け
を
考
え
る
上
で
い
い
機
会

に
な
っ
た
。

　

自
立
の
た
め
の
資
源
や
経
験
が

あ
る
と
い
っ
て
も
、
ず
る
ず
る
と

流
さ
れ
て
い
て
は
、
未
来
は
明
る

く
な
い
。
三
位
一
体
改
革
な
ど

「
地
方
い
じ
め
」
と
も
言
え
る
国

主
導
の
行
革
が
続
く
中
、
行
政
だ

け
に
頼
っ
て
い
て
は
じ
り
貧
に

な
っ
て
い
く
ば
か
り
だ
。
単
独
で

歩
む
決
意
を
し
た
以
上
、
ど
ん
な

に
財
政
は
厳
し
く
て
も
「
や
っ
て

い
く
し
か
な
い
」
の
だ
。
航
路
問

題
な
ど
古
く
か
ら
の
課
題
も
ぜ
ひ

克
服
し
て
ほ
し
い
。

　

そ
こ
で
提
唱
し
た
い
こ
と
が
あ

る
。「
高
い
と
こ
ろ
に
は
自
分
た

ち
の
足
で
上
ろ
う
よ
」
と
い
う
こ

と
だ
。
和
泊
町
の
切
り
花
農
家
は

さ
ま
ざ
ま
な
圧
力
に
屈
せ
ず
、
一

大
産
地
を
つ
く
り
上
げ
る
原
動
力

に
な
っ
た
し
、
高
知
県
馬
路
村
は

厄
介
者
扱
い
さ
れ
て
い
た
ユ
ズ
を

加
工
し
、
特
産
品
化
し
た
。

　

喜
界
町
に
は
期
待
の
持
て
る
素

材
が
た
く
さ
ん
あ
る
し
、
そ
れ
を

生
か
す
気
風
も
あ
る
。
人
材
も
い

る
。
ど
こ
か
の
だ
れ
か
を
ま
ね
た

他
所
行
き
や
お
仕
着
せ
の
地
域
振

興
策
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
で
創

意
工
夫
し
、
身
の
丈
に
あ
っ
た
シ

マ
づ
く
り
を
進
め
て
ほ
し
い
。
未

来
は
足
元
に
あ
る
。

　

※
本
稿
は
講
演
を
元
に
、
社
説

と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
九

月
十
八
日
付
、「
南
海
日
日
新
聞
」

社
説
よ
り

講　

演　

要　

旨

久
岡　
　

学
氏　
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と
ま
で
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
サ
ト

ウ
キ
ビ
に
万
が
一
の
事
が
あ
っ
た

と
し
て
も
、
そ
れ
を
補
う
よ
う
な

も
の
を
今
か
ら
手
を
打
っ
て
い
か

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま

す
。
サ
ト
ウ
キ
ビ
で
島
の
命
運
が

決
ま
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
危

な
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
島
は
農
業
で

や
っ
て
い
く
の
が
ベ
ス
ト
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
の
で
、
農
業
の
い

ろ
ん
な
分
野
の
裾
野
を
広
げ
て
い

く
こ
と
が
大
事
で
は
な
い
か
な
と

感
じ
て
い
ま
す
。

し
は
で
き
な
い
。

若
い
人
だ
っ
た
ら

そ
れ
は
可
能
な
ん

で
す
。
若
い
人
が

違
う
店
に
買
い
に

行
っ
た
ら
、
島
の

住
民
が
そ
れ
だ
け

減
っ
て
い
く
こ
と

な
ん
で
、
や
は
り
住
民
サ
ー
ビ
ス

「
商
品
（
住
民
サ
ー
ビ
ス
）」
は

向
上
さ
せ
な
い
と
い
け
な
い
。

　

商
品
知
識
と
か
行
政
サ
ー
ビ
ス

の
知
識
を
向
上
さ
せ
る
の
は
も
ち

ろ
ん
、
そ
れ
以
上
に
大
事
だ
と
思

う
の
は
、「
五
万
円
農
道
の
手
法
」

で
す
。
こ
れ
に
よ
く
表
れ
て
い
る

ん
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
昔
の
日

本
復
帰
し
た
頃
と
違
っ
て
、
こ
の

ご
時
世
、
何
か
事
業
を
す
る
に
当

た
っ
て
「
お
金
が
な
い
よ
」
と
住

民
の
皆
さ
ん
に
「
こ
こ
に
道
路
を

通
す
か
ら
皆
さ
ん
十
万
円
払
っ
て

く
だ
さ
い
よ
」
と
言
っ
て
も
Ｏ
Ｋ

す
る
住
民
は
い
な
い
と
思
い
ま

す
。

　

だ
け
ど
、
そ
ん
な
大
金
は
出
せ

な
い
け
ど
も
、「
少
し
な
ら
出
せ

る
よ
」、「
あ
る
い
は
基
金
を
造
っ

た
ら
。
基
金
だ
っ
た
ら
だ
せ
る

よ
」「
土
曜
、
日
曜
、
仕
事
が
な

い
と
き
だ
っ
た
ら
応
援
す
る
よ
」

と
い
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
も
ら
う

役
場
に
す
る
に
は
、「
君
の
言
う

植
村
義
彦
さ
ん（
奄
美
市
）

▽
課
題
と
現
状

　

合
併
し
た
奄
美
市
の
現
状
を
振

り
返
っ
て
「
島
は
一
島
一
町
の
方

が
メ
リ
ッ
ト
は
あ
る
」
と
話
し
、

「
財
政
面
で
の
適
正
な
人
事
配

置
」
と
「
よ
り
よ
い
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
に
は
、
職
員
の
質
の
向

上
が
必
要
」
と
訴
え
た
。

▽
展
望

　
「
職
員
の
資
質
」
が
一
番
大
事
。

住
民
サ
ー
ビ
ス
と
は
何
か
と
考
え

る
と
、
住
民
一
人
ひ
と
り
の
立
場

に
立
っ
て
同
じ
よ
う
に
考
え
て
い

く
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
役
場

を
会
社
と
考
え
た
と
き
に
、
住
民

サ
ー
ビ
ス
は
商
品
な
ん
で
す
。
商

品
と
考
え
れ
ば
、
悪
い
商
品
は
皆

さ
ん
買
い
ま
せ
ん
。
買
わ
な
い
ん

で
す
け
ど
も
喜
界
島
に
い
れ
ば
、

喜
界
の
も
の
を
売
っ
て
い
る
店
は

喜
界
町
し
か
な
い
。
喜
界
島
の
商

品
は
イ
ヤ
だ
か
ら
隣
町
に
買
い
に

行
こ
う
と
し
て
も
簡
単
に
引
っ
越

町役場職員
平成９年喜界町役場採用／経
済課、企画課を経て、平成１６
年４月から大島地区職員労働
組合専従

か
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。
質
の
良
さ
と
い
う

部
分
で
は
無
農
薬
と
か

無
化
学
肥
料
と
か
、
そ

う
い
う
問
題
も
出
て
く

る
。
ま
ず
量
よ
り
も
質

な
ん
で
す
が
、
質
の
良

い
も
の
が
よ
り
よ
く
で

き
れ
ば
い
い
わ
け
で
、
た
く
さ
ん

造
る
製
糖
工
場
の
設
備
等
も
考
え

て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
で

す
が
、
本
当
に
良
い
も
の
を
造
る

た
め
に
今
、
研
究
の
段
階
で
す
。

造
っ
て
い
て
よ
か
っ
た
と
言
え
る

よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ

で
す
。

　

そ
う
い
こ
と
を
含
め
て
、
島
の

活
性
化
の
た
め
に
は
魅
力
あ
る
喜

界
島
を
感
じ
て
も
ら
う
必
要
が
あ

り
ま
す
。
島
の
人
は
も
ち
ろ
ん
、

島
外
の
人
も
そ
う
だ
と
思
う
ん
で

す
が
、
魅
力
を
感
じ
て
も
ら
う
た

め
に
は
人
材
と
環
境
が
非
常
に
大

事
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

喜
禎
浩
之
さ
ん
（
湾
）

▽
課
題
と
現
状

　
「
焼
酎
造
り
を
通
じ
て
喜
界
島

を
伝
え
る
。
半
面
、
原
料
（
黒
糖
）

の
課
題
も
抱
え
て
い
る
」
と
話
し

た
。

▽
展
望

　

先
程
述
べ
ら
れ
た
「
喜
界
島
を

伝
え
て
い
な
い
」
の
問
題
に
関
し

て
は
、
簡
単
に
言
え
ば
島
の
質
の

良
い
黒
糖
を
増
や
す
と
い
う
た
だ

一
言
な
ん
で
す
が
、
そ
れ
も
そ
う

簡
単
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。
コ

ス
ト
の
面
も
あ
る
し
、
雇
用
の
問

題
も
あ
り
ま
す
。

　

自
分
達
だ
け
で
造
っ
て
い
く
の

か
、
農
家
を
巻
き
込
ん
で
い
く
の

朝日酒造�専務
東京農業大学醸造学科卒／小
鹿酒造勤務（鹿児島市）

町
の
沿
革

　

琉
球
服
属
時
代
を
経
て
、

薩
摩
藩
下
の
藩
政
時
代
に
は

代
官
所
が
置
か
れ
、
代
官
の

下
に
六
間
切
に
分
け
て
大
親

役
（
後
に
与
人
役
〜
横
目
に

代
わ
る
）
に
島
政
を
行
わ
せ

た
。
明
治
二
年
、
代
官
所
を

代
藩
所
に
改
め
、
喜
界
島
六

間
切
は
三
間
切
に
な
り
、
そ

れ
ぞ
れ
戸
長
を
お
い
た
。
明

治
十
九
年
、
間
切
制
度
を
廃

し
湾
方
、
早
町
方
の
二
村
に

改
め
、
戸
長
を
お
く
こ
と
に

な
っ
た
。
明
治
四
十
一
年
、

島
し
ょ
町
村
制
の
施
行
に

よ
っ
て
両
町
村
が
合
併
、
喜

界
村
と
称
し
た
。
大
正
八

年
、
喜
界
村
、
早
町
村
の
二

カ
村
に
分
村
、
昭
和
十
六
年

喜
界
村
は
町
制
を
施
行
し

た
。
昭
和
二
十
一
年
、
米
軍

覚
書
に
よ
り
行
政
分
離
と

な
っ
た
が
、
昭
和
二
十
八
年

に
完
全
復
帰
を
み
た
。
昭
和

二
十
八
年
施
行
さ
れ
た
町
村

合
併
促
進
法
に
基
づ
き
、
昭

和
三
十
一
年
九
月
十
日
、
両

市
町
村
が
合
併
し「
喜
界
町
」

が
誕
生
し
た
。
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こ
と
だ
っ
た
ら
分
か
る
。
納
得
い

か
な
い
け
れ
ど
も
君
の
言
う
こ
と

だ
っ
た
ら
聞
こ
う
」
と
い
う
体
質

に
し
て
い
く
こ
と
が
大
事
で
す
。

行
政
も
万
能
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。

　

百
パ
ー
セ
ン
ト
住
民
が
納
得
で

き
る
策
と
い
う
の
は
、
こ
れ
か
ら

難
し
く
な
っ
て
い
く
。
逆
を
言
え

ば「
住
民
の
方
に
も
お
願
い
す
る
」

こ
れ
が
住
民
サ
ー
ビ
ス
と
職
員
の

資
質
の
向
上
に
つ
な
が
る
の
で
は

な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
住
民
に

「
よ
し
、
協
力
し
よ
う
」
と
一
言

言
っ
て
も
ら
え
る
に
は
、
並
大
抵

の
努
力
じ
ゃ
で
き
ま
せ
ん
が
、
こ

れ
が
ひ
と
つ
の
解
決
点
だ
と
思
い

ま
す
。

こ
れ
は
下
げ

る
。
国
民
年

金
は
非
常
に

安
い
の
で
、

こ
れ
は
上
げ

る
。」福
祉
を

ど
ん
ど
ん
充

実
さ
せ
る
と

福
祉
関
係
で
新
た
な
需
要
と
雇
用

を
生
み
出
さ
れ
る
の
で
、
そ
こ
か

ら
消
費
を
回
復
さ
せ
る
。
そ
こ
で

米
増
孝
造
さ
ん（
赤
連
）

▽
課
題
と
現
状

　

福
祉
行
政
を
通
じ
喜
界
の
島
民

性
を
「
恥
の
文
化
が
色
濃
く
残
る

責
任
感
が
強
い
島
」
と
語
り
、「
高

齢
化
率
・
介
護
保
険
料
・
生
活
保

護
受
給
者
・
母
子
、
寡
婦
貸
付
」

に
関
す
る
現
状
を
統
計
的
な
見
地

か
ら
話
し
た
。

▽
展
望

　
「
雇
用
を
特
に
安
定
さ
せ
る
」。

そ
れ
に
よ
っ
て
一
人
ひ
と
り
の
所

得
を
向
上
さ
せ
る
。
い
ろ
ん
な
社

会
負
担
金
は
上
が
っ
て
く
る
の
で

県喜界事務所
福祉課長
立教大学卒業後、昭和４８年８
月鹿児島県庁に入庁／肝属福
祉事務所を皮切りに福祉関係
の職場に従事

　

わ
た
く
し
た
ち
は
、
美
し

い
自
然
・
豊
か
な
人
情
・
そ

し
て
先
人
が
築
い
た
歴
史
と

伝
統
を
も
と
に
、
郷
土
を
愛

し
、
町
民
ひ
と
り
ひ
と
り
が

誇
り
と
自
覚
を
も
っ
て
、
活

気
に
満
ち
た
文
化
と
産
業
の

町
づ
く
り
を
め
ざ
し
、
こ
こ

に
町
民
憲
章
を
定
め
、
そ
の

実
践
に
努
め
ま
す
。

一
、
わ
た
く
し
た
ち
喜
界
町

民
は
、
自
ら
学
び
、
た
く

ま
し
い
子
ど
も
の
育
つ
町

を
つ
く
り
ま
す
。

一
、
わ
た
く
し
た
ち
喜
界
町

民
は
、
ふ
れ
あ
い
を
大
切

に
し
、
親
切
な
町
を
つ
く

り
ま
す
。

一
、
わ
た
く
し
た
ち
喜
界
町

民
は
、
仕
事
に
は
げ
み
、

み
の
り
豊
か
な
町
を
つ
く

り
ま
す
。

一
、
わ
た
く
し
た
ち
喜
界
町

民
は
、
緑
を
守
り
環
境
を

と
と
の
え
、
美
し
い
町
を

つ
く
り
ま
す
。

一
、
わ
た
く
し
た
ち
喜
界
町

民
は
、
心
身
を
き
た
え
、

健
康
な
町
を
つ
く
り
ま
す
。

町
民
憲
章

景
気
が
回
復
す
る
と
、
税
金
が
増

収
に
な
っ
て
福
祉
が
充
実
す
る
。

そ
う
い
う
循
環
に
な
っ
て
い
け
ば

よ
い
と
思
い
ま
す
。

　

喜
界
が
農
業
と
福
祉
関
係
で
需

要
を
生
み
出
し
、
元
気
な
島
に

な
っ
て
い
け
ば
い
い
な
と
感
じ
て

い
ま
す
。

源
、
人
材
も
い
ろ

い
ろ
あ
る
こ
と
が

確
認
で
き
た
と
思

い
ま
す
し 
、
先
程

も
申
し
上
げ
ま
し

た
が
、「
高
い
と

こ
ろ
に
上
る
」
自

分
達
の
足
を
持
っ

て
い
る
島
だ
と
い
う
こ
と
を
実
感

し
ま
し
た
。

　

喜
界
島
を
取
り
巻
く
様
々
な
問

題
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
日

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
、
そ
れ
ら
を

乗
り
越
え
、
将
来
に
夢
を
抱
い
て

進
ん
で
い
く
き
っ
か
け
に
な
れ
ば

嬉
し
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

久
岡　

学
さ
ん
（
龍
郷
町
）

▽
ま
と
め

　

多
彩
な
分
野
か
ら
発
言
を
頂
い

て
、
実
に
こ
の
島
の
事
を
真
摯
に

考
え
て
工
夫
を
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
分
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

  
結
果
、
喜
界
島
に
は
自
然
、
資

南海日々新聞社
編集局副部長
駒沢大学法学部卒／昭和６０年
南海日々新聞入社　緑は平和と安らぎの象徴です。四季

を通じて絶えることのない緑は、実り
豊かな、そして平和で健康な長寿の島
として、私たちの誇りです。
　人情豊かな楽園の喜界島が、いつま
でも美しい島でありますようにとの願
いを込めたものです。

　竜舌蘭（りゅうぜつらん）は長い歳
月を日照りや風雨、波浪など自然の試
練に耐えて生き抜き、見事な花を咲か
せる強さがあります。町民もこの竜舌
蘭にあやかって、どんな苦しみにもう
ち勝つ根性を培い、島興しに反映させ
ようと町花に定められました。

　町章は喜界町の「喜」の平
仮名「き」を図案化したもの。
本町の合い言葉である「和」
と「団結」を円によって表し、
古い殻を破って飛躍発展す
る意志を左右に突き出た鋭
角で表す。逆さにしても全
く同じというこの章で、町
の円滑、明朗な行政を象徴
している。

町　章

〈竜舌蘭〉町　花

〈緑〉シンボルカラー
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こ
れ
か
ら
の
喜
界
島

上
嘉
鉄
小
六
年　

作　

田　

い
づ
み　

　

少
し
ず
つ
変
わ
り
始
め
て
い
る

喜
界
島
。
ぴ
か
ぴ
か
に
輝
く
新
し

い
役
場
、
一
つ
も
な
か
っ
た
信
号

機
が
で
き
た
こ
と
、
新
し
い
レ
ス

ト
ラ
ン
な
ど
、
新
し
い
暮
ら
し
が

始
ま
っ
て
い
く
よ
う
で
、
胸
が
わ

く
わ
く
し
て
き
ま
す
。
と
こ
ろ

が
、
建
物
だ
け
は
増
え
て
い
く
の

に
、
島
の
人
口
は
減
っ
て
い
く
ば

か
り
で
す
。

　

最
近
、
喜
界
島
の
高
校
生
が
、

鹿
児
島
や
東
京
の
大
学
な
ど
に

行
っ
て
、
島
を
離
れ
て
い
く
こ
と

を
聞
き
ま
し
た
。
喜
界
島
に
い
て

も
、
働
く
場
所
が
な
い
か
ら
な
の

で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
私
も
、

き
っ
と
高
校
を
卒
業
す
る
と
き

は
、
き
っ
と
島
を
離
れ
る
こ
と
を

選
ぶ
で
し
ょ
う
。
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
喜
界
島
に
す
る
た
め
に
、
私

が
こ
の
島
に
望
む
こ
と
は
二
つ
で

す
。

　

ま
ず
一
つ
目
は
、
自
然
を
残
す

と
い
う
こ
と
で
す
。
建
物
が
増
え

る
と
、
そ
の
分
、
空
が
せ
ま
く
な

り
ま
す
。
青
々
と
し
た
さ
と
う
き

び
畑
や
美
し
い
花
、
そ
し
て
蝶
ら

の
姿
も
減
っ
て
し
ま
う
こ
と
で

し
ょ
う
。
一
度
失
わ
れ
た
自
然
は

取
り
戻
す
こ
と
は
難
し
い
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
喜
界
島
の
す

ば
ら
し
い
自
然
は
、
わ
た
し
た
ち

の
宝
で
す
。
い
つ
ま
で
も
守
っ
て

ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

二
つ
目
は
、
若
い
人
た
ち
の
働

く
場
を
作
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ

と
で
す
。
島
に
暮
ら
し
た
い
と
い

う
思
い
が
あ
っ
て
も
、
収
入
が
な

け
れ
ば
生
活
し
て
い
く
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。

　

わ
た
し
た
ち
人
間
が
生
活
し
て

い
く
た
め
に
は
、
豊
か
さ
と
便
利

さ
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
そ
の
一

方
、
今
の
喜
界
島
が
持
つ
、
自
然

の
美
し
さ
を
失
っ
て
は
い
け
ま
せ

ん
。
自
然
と
人
間
が
共
に
幸
せ
に

な
れ
る
島
、
そ
れ
が
未
来
の
喜
界

島
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い

ま
す
。
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未
来
の
喜
界
島
に
つ
い
て

早
町
小
五
年　

萩　

原　

昭　

真　

　

ぼ
く
は
喜
界
が
大
好
き
で
す
。

だ
か
ら
こ
そ
未
来
の
喜
界
島
に
今

よ
り
よ
く
な
っ
て
ほ
し
い
こ
と
が

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　

一
つ
目
は
、
排
気
ガ
ス
を
使
う

も
の
を
減
ら
す
こ
と
で
す
。
理
由

は
排
気
ガ
ス
を
減
ら
せ
ば
、
地
球

温
だ
ん
化
を
止
め
る
こ
と
に
な
る

し
、
人
に
も
い
い
か
ら
で
す
。

　

二
つ
め
は
、
ご
み
の
ポ
イ
捨
て

で
す
。
遊
ん
で
い
る
と
、
空
き
缶

や
、
た
ば
こ
の
す
い
が
ら
が
た
く

さ
ん
落
ち
て
い
て
、
び
っ
く
り
し

ま
す
。
ご
み
を
捨
て
た
り
す
る

と
、
生
き
物
に
も
た
く
さ
ん
の
け

が
を
さ
せ
ま
す
。
以
前
テ
レ
ビ
で

海
鳥
や
川
辺
に
い
る
鳥
の
頭
や
体

に
ダ
ー
ツ
で
使
う
よ
う
な
、
は
り

が
さ
さ
っ
て
い
た
の
を
見
て
「
ご

み
を
捨
て
た
ら
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ

で
め
い
わ
く
が
か
か
る
ぞ
」
と
思

い
ま
し
た
。

　

三
つ
目
は
、
さ
と
う
き
び
で

も
っ
と
有
名
に
す
る
こ
と
で
す
。

そ
う
す
れ
ば
喜
界
島
が
日
本
全
国

で
有
名
に
な
っ
て
そ
れ
で
観
光
客

も
増
え
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で

す
。
喜
界
島
の
黒
ざ
と
う
は
、
最

高
で
す
。
も
っ
と
も
っ
と
た
く
さ

ん
の
ひ
と
に
食
べ
て
も
ら
い
た
い

か
ら
で
す
。

　

四
つ
目
は
自
然
で
す
。
喜
界
島

に
は
、
美
し
い
自
然
と
海
が
あ
り

ま
す
。
ぼ
く
は
、
ひ
こ
う
き
か
ら

見
る
喜
界
島
が
大
好
き
で
す
。
緑

の
島
と
す
き
と
お
っ
た
青
い
海
。

い
つ
か
喜
界
島
が
世
界
自
然
遺
産

に
え
ら
ば
れ
る
よ
う
に
、
喜
界
町

全
体
で
取
り
組
ん
で
い
け
た
ら
い

い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

五
つ
目
は
、
い
ろ
ん
な
こ
と
の

後
つ
ぎ
で
す
。
さ
と
う
き
び
は
、

ほ
と
ん
ど
お
年
寄
り
が
し
て
い
る

の
で
そ
の
後
つ
ぎ
の
人
が
い
な
く

な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
事
が
大
切

だ
と
思
い
ま
す
。

　

喜
界
島
の
よ
さ
を
失
わ
な
い
よ

う
に
そ
し
て
、
さ
ら
に
よ
く
な
っ

て
い
く
よ
う
に
み
ん
な
で
努
力
し

て
い
け
た
ら
い
い
な
と
思
っ
て
い

ま
す
。

　

喜
界
大
地
の
恵
み
を
未
来
へ

荒
木
小
五
年　

豊　

島　

琴　

乃　

　

わ
た
し
は
、
生
ま
れ
た
こ
ろ
か

ら
こ
の
喜
界
島
に
住
ん
で
い
ま

す
。
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
公
園
へ

行
っ
て
遊
ん
だ
り
、
ス
ギ
ラ
ビ
ー

チ
で
泳
い
だ
り
し
て
き
て
こ
の
島

が
と
て
も
大
好
き
で
す
。
だ
け

ど
、
こ
の
島
に
対
し
て
三
つ
思
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

一
つ
目
は
、
喜
界
島
と
奄
美
大

島
を
結
ぶ
大
き
な
橋
が
で
き
る
と

い
い
な
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

わ
た
し
は
よ
く
、
奄
美
大
島
へ

遊
び
に
行
き
ま
す
。
奄
美
大
島
に

行
く
た
め
に
は
、
朝
の
四
時
に
起

き
て
船
に
乗
っ
て
行
か
な
い
と
い

け
な
い
の
で
つ
ら
い
で
す
。
橋
が

あ
れ
ば
朝
早
く
か
ら
起
き
な
く
て

も
い
い
の
で
、
と
て
も
便
利
だ
と

思
い
ま
す
。
橋
が
で
き
る
と
、
お

年
寄
り
の
人
も
バ
ス
や
タ
ク
シ
ー

を
使
う
と
す
ぐ
に
行
け
る
の
で
、

喜
界
島
の
み
ん
な
が
喜
ぶ
と
思
い

ま
す
。
わ
た
し
は
、
喜
界
島
と
奄

美
大
島
を
結
ぶ
橋
が
で
き
る
と
い

い
な
と
思
い
ま
す
。

　

二
つ
め
は
、
ゴ
ミ
の
ポ
イ
捨
て
を

や
め
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

わ
た
し
た
ち
荒
木
小
学
校
の
子

供
会
で
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し

て
、
毎
月
第
三
日
曜
日
に
、
朝
八

時
か
ら
美
化
活
動
を
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
毎
月
し
て
い
て
も

な
か
な
か
ゴ
ミ
の
量
は
、
減
っ
て

は
い
き
ま
せ
ん
。
私
は
、
こ
の
ま

ま
だ
と
喜
界
島
が
ご
み
の
島
と

な
っ
て
し
ま
う
と
思
い
ま
す
。
わ

た
し
は
、
大
好
き
な
喜
界
島
が
、

ご
み
の
島
に
な
っ
て
し
ま
う
の

は
、
と
て
も
い
や
で
す
。
喜
界
島

の
み
ん
な
一
人
一
人
が
、
ご
み
の

ポ
イ
す
て
に
気
を
付
け
る
と
喜
界

島
は
も
っ
と
き
れ
い
な
島
に
な
る

と
思
い
ま
す
。

　

三
つ
目
は
、
喜
界
島
の
自
然
を

み
ん
な
に
大
切
に
し
て
ほ
し
い
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

お
父
さ
ん
の
話
で
は
、
昔
は

「
も
っ
と
自
然
が
い
っ
ぱ
い
だ
っ

た
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
以
上

に
緑
が
多
く
、
鳥
の
鳴
き
声
が

い
っ
ぱ
い
聞
こ
え
て
い
た
そ
う
で

す
。
わ
た
し
は
、
い
ろ
い
ろ
な
所

で
鳥
の
鳴
き
声
を
聞
い
て
み
た
い

で
す
。

　

わ
た
し
は
、
み
ん
な
で
こ
の
喜

界
島
の
自
然
を
守
っ
て
い
き
た
い

で
す
。

　

私
は
、
海
も
き
れ
い
な
こ
の
喜

界
島
を
、
世
界
で
一
番
美
し
い
島

に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
も
、
ご
み
の
ポ
イ
捨

て
を
や
め
て
自
然
い
っ
ぱ
い
の
喜

界
島
に
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

観
光
か
ら
人
口
増
加
を
目
指
し
て

第
二
中
二
年　

伊　
集　
院　
　

恵　

ろ
う
と
思
う
問
題
点
は
、
人
口
減

少
だ
と
思
い
ま
す
。
私
が
一
番
身

近
で
感
じ
て
い
る
事
で
も
あ
り
ま

す
。
な
ぜ
な
ら
、
学
校
の
生
徒
数

が
年
々
減
っ
て
き
て
い
る
か
ら
で

す
。
昔
は
、
何
百
人
も
の
生
徒
が

通
っ
て
い
た
こ
の
第
二
中
学
校
も

今
で
は
、
二
十
人
ほ
ど
の
と
て
も

小
さ
な
学
校
に
な
り
ま
し
た
。
人

数
が
少
な
い
と
で
き
な
い
事
が
多

　

喜
界
島
の
こ
れ
か
ら
も
続
く
だ
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く
あ
り
ま
す
。

　

喜
界
島
の
人
口
が
増
え
な
い
の

は
、
な
ぜ
な
の
か
考
え
て
み
る
と

二
つ
の
理
由
が
考
え
つ
き
ま
し

た
。
一
つ
目
は
、
観
光
場
所
が
あ

ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で

す
。
二
つ
め
は
、
空
き
家
が
な
い

こ
と
で
す
。
引
っ
越
し
て
来
た
い

と
は
思
っ
て
も
家
が
な
い
と
住
め

ま
せ
ん
。
特
に
観
光
場
所
は
、
喜

界
島
に
旅
行
へ
来
て
く
れ
た
人
へ

ア
ピ
ー
ル
で
き
る
必
要
な
要
素
で

す
。
だ
か
ら
、
も
っ
と
積
極
的
に

高
め
て
い
く
べ
き
だ
と
思
い
ま

す
。
例
え
ば
わ
た
し
な
ら
、
オ
オ

ゴ
マ
ダ
ラ
な
ど
の
ち
ょ
う
が
飛
ん

で
い
る
季
節
に
、
百
之
台
や
喜
界

島
の
史
跡
な
ど
を
ま
わ
る
ウ
オ
ー

ク
ラ
リ
ー
の
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
が

あ
っ
た
ら
、
う
れ
し
い
と
思
い
ま

す
。
そ
し
て
、
観
光
と
は
少
し
そ

れ
ま
す
が
歩
道
に
年
中
咲
い
て
い

る
よ
う
な
花
を
植
え
れ
ば
、
島
の

印
象
も
更
に
明
る
く
な
る
よ
う
な

気
が
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
工
夫

を
す
れ
ば
、
島
外
か
ら
遊
び
に
来

た
り
移
住
し
て
く
る
人
も
増
え
、

人
口
も
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
く
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

喜
界
島
の
人
口
を
増
加
さ
せ

て
、
わ
た
し
は
学
校
で
た
く
さ
ん

の
友
達
を
作
り
、
い
ろ
い
ろ
な
こ

と
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
た
い
で

す
。
そ
し
て
、
未
来
の
喜
界
町
が

活
気
あ
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
し

て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

で
き
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う

早
町
中
二
年　

真　

井　

大　

樹　

　

そ
れ
は
地
域
の
行
事
に
参
加
し

た
と
き
の
こ
と
で
す
。
喜
界
島
で

し
か
聞
く
こ
と
の
で
き
な
い
言

葉
、
即
ち
方
言
を
使
っ
て
い
る
人

が
、「
高
齢
者
」
の
方
ば
か
り
だ
っ

た
こ
と
で
す
。
喜
界
島
の
人
々
の

心
を
通
わ
せ
て
き
た
、
心
の
言
葉

で
あ
る
方
言
が
若
い
世
代
で
は
全

く
使
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
未
来
に
お
い
て
、
互
い
を
い

た
わ
り
あ
う
言
葉
が
消
え
て
し
ま

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
つ
の
方

言
か
ら
心
を
学
ぶ
機
会
も
な
く
な

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
と

て
も
寂
し
い
こ
と
で
す
。

　

二
つ
目
に
朝
は
小
鳥
の
さ
え
ず

り
、
十
一
月
ま
で
響
く
元
気
な
セ

ミ
の
声
、
伊
勢
エ
ビ
、
ガ
ラ
な
ど

豊
か
な
海
の
恵
み
に
あ
ふ
れ
た
喜

界
島
の
生
態
系
が
壊
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
す
。
私
た
ち
が
住
み
や
す

い
環
境
を
求
め
る
た
め
、
観
光
客

を
呼
び
込
む
た
め
の
観
光
化
な
ど

か
ら
自
然
が
壊
さ
れ
て
い
ま
す
。

危
惧
し
て
い
る
こ
の
点
を
、
回
避

し
未
来
へ
喜
界
島
の
よ
さ
を
残
そ

う
と
行
動
す
る
の
は
今
で
す
。

　

ま
ず
、
積
極
的
に
高
齢
者
と
交

流
し
、
生
活
の
中
か
ら
生
ま
れ
た

方
言
を
使
い
こ
な
し
て
い
く
こ

と
。
そ
し
て
、
小
さ
な
こ
と
で
す

が
、
自
然
の
中
に
人
工
ゴ
ミ
を
増

や
さ
な
い
活
動
を
ゴ
ミ
の
分
別
、

物
を
大
切
に
使
う
な
ど
、
で
き
る

い
気
持
ち
に
な
れ
る
よ
う
な
青
い

海
。
そ
し
て
お
い
し
い
空
気
、
サ

ト
ウ
キ
ビ
、
ゴ
マ
が
た
く
さ
ん
実

る
豊
か
な
土
壌
‥
‥
。
ま
た
、
地

域
の
小
さ
な
子
ど
も
た
ち
か
ら
高

齢
者
ま
で
が
楽
し
い
ひ
と
時
を
共

有
す
る
十
五
夜
行
事
な
ど
、
私
の

周
り
に
は
自
慢
で
き
る
喜
界
島
が

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
大
好
き
な

場
所
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
大
好
き
な
喜
界
島
で
過

ご
す
中
で
感
じ
て
い
る
不
安
が
二

つ
あ
り
ま
す
。

　

島
独
特
の
文
化
で
あ
る
方
言
、

二
十
メ
ー
ト
ル
下
の
魚
ま
で
見
渡

せ
、
い
ろ
い
ろ
な
生
き
物
が
生
き

て
い
て
、
泳
ぐ
と
海
の
よ
う
な
広

こ
と
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
。
私
の

自
慢
の
喜
界
島
を
未
来
へ
残
し
、

未
来
の
人
た
ち
に
も
喜
界
島
を
愛

し
て
も
ら
う
た
め
に
‥
‥
。

　

未
来
の
喜
界
島

第
一
中
三
年　

成　

田　

愛　

香　

　

未
来
の
喜
界
島
は
、
い
っ
た
い

ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。
私
の
未
来
の
喜
界
島
は
、

「
自
然
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
み

ん
な
の
笑
顔
が
あ
ふ
れ
て
い
る
喜

界
島
」
で
す
。

　

最
近
、
日
本
各
地
で
は
自
然
破

壊
が
お
こ
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、

私
た
ち
は
自
然
の
お
か
げ
で
生
き

て
い
る
の
に
自
然
を
大
切
に
し
て

い
ま
せ
ん
。
な
の
で
自
然
が
あ
る

こ
の
喜
界
島
を
大
切
に
し
て
未
来

の
喜
界
島
で
も
た
く
さ
ん
の
自
然

を
残
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し

て
二
つ
目
、
み
ん
な
の
笑
顔
が
あ

ふ
れ
て
い
る
喜
界
島
で
は
、
喜
界

島
は
都
会
と
ち
が
っ
て
た
く
さ
ん

の
い
い
所
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
悪
い
所
も
あ
り
ま
す
。
喜
界
島

の
い
い
と
こ
ろ
の
中
の
一
つ
は
、

地
域
が
一
体
と
な
っ
て
行
事
・
イ

ベ
ン
ト
を
完
成
さ
せ
る
と
こ
ろ
で

す
。
こ
れ
は
、
喜
界
島
だ
か
ら
こ

そ
、
喜
界
島
し
か
で
き
な
い
こ
と

だ
と
私
は
、
思
い
ま
す
。
だ
か

ら
、
私
の
未
来
の
喜
界
島
で
も
み

ん
な
で
協
力
し
あ
っ
て
笑
顔
が
栄

る
喜
界
島
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
。

　

私
達
が
大
人
に
な
っ
た
ら
こ
の

喜
界
島
を
出
て
い
く
人
が
い
る
か

も
し
れ
な
い
し
、
新
し
い
時
代
が

き
て
い
ろ
い
ろ
な
物
が
発
達
す
る

か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
、
私
は

私
の
故
郷
「
喜
界
島
の
よ
い
所
」

を
守
っ
て
い
き
、
そ
し
て
悪
い
と

こ
ろ
は
ど
ん
ど
ん
直
し
て
い
っ
て

喜
界
島
カ
ラ
ー
「
緑
」
自
然
を
大

切
に
喜
界
島
ら
し
い
喜
界
島
を
私

た
ち
の
手
で
作
り
上
げ
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

未
来
の
喜
界
島
、
ど
ん
な
、
喜

界
島
に
な
る
か
は
私
達
に
も
分
か

り
ま
せ
ん
。
未
来
の
喜
界
島
、
い

え
、
未
来
は
私
達
に
た
く
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
心
に
し
っ

か
り
と
受
け
と
め
、
た
く
さ
ん
の

け
い
け
ん
と
努
力
を
し
な
が
ら
未

来
へ
歩
ん
で
い
き
た
い
で
す
。
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▲人の往来で活気づく湾港

▲空から見た操業前の生和糖業

▲塩道側から貨物船が入港する早町港

昭和３４年２月１５日発行／「町政喜界だより」第２号
見出し：「明けゆく郷土の港」
　台風や冬の海の時化など自然的・地理的悪条件を解消す
るため総事業費１億円（当時）を投入し整備が進められた。
　「将来、本港（早町港）を中心に南方漁業への躍進が大
きく期待されると共に本町の産業、文化は一段と飛躍する
だろう」と述べられている。

昭和３２年９月発行／「町政喜界だより」第４号
見出し：「新生活運動と農業革命～叫ばれている合理的營農」
　「ラジオ・電気という科学文明は喜界島創生以来、はじめ
て喜界島民に与えられた歴史的出来事である。その技術
は、人間の創意工夫によって構築された。農業においても
干ばつ暴風を防ぐことは困難であるが対応した設備、農法
を科学的に研究し、緊急に農業革命を断行することが、真
の意味で初めて私たちの生活は安定するのでは」と呼び掛
けている。

昭和３２年発行／「町政喜界だより」第６号
見出し：「新町の難題～赤字解消、ようやく見通つく」
　当時の予算規模は約七千八百万円程度。支出が最も多い
のは、奄美群島復興事業費３８．２７％、次に役場費が３３．０７％、
続いて教育費が１２．２４％となっている。
　財政事情公表によると「道路橋梁、港湾などに巨額な財
源が必要。本町の財政は財源にうみ合わせて予算に計上し
なければならず従って現在の貧しい財源ではどうしても十
分な施策は出来ない」とされている。

昭和３０年代

画像と広報紙で
た
ど
る　

年
の
足
跡

５０



町村合併５０周年記念特集号　（１２）

昭和４０年６月１５日発行／「広報きかい」第５４号
見出し：「生和・大和製糖工場合併」
　「さとうきびの生産増に対する処理能力や糖業をとりま
く内外の情勢悪化、糖価の大暴落などによって大混乱

�

�

」。課題も多く含まれていたが「対策として生和・大和
合併がなされた」と記載されている。

昭和４６年１月１日発行／「広報きかい」第９０号
見出し：「喜界町で初の知事と語る会～船、キビ、紬、専門医
等身近な問題で質疑」
　現職の知事が訪れて、知事と語る会が１０月２２日、第一中学
校体育館で開かれ、町民およそ五百人と親しく語る。会は「発展
のための基盤整備・産業開発・社会問題・しまぐるみで流出防
止～サトウキビは大島の農業の軸」と大きく四つの項目に意見が
集中。知事は「キビは大島の農業の軸。最近労力の不足から反
当収量が落ちていることを心配している」などと語り、「県も土地
改良・農道・町道の整備を協力していく。沖縄の復帰ということも
影響してくるが、省力化・品種改良などに積極的に取り組んで
反収をあげてほしい」と激励した。

▲麦打ちは、農作業の中でも特に重労働であった

▲赤連の松村商店から湾方向を望む
▲
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昭和４０年代

昭和４２年２月１５日発行／「広報きかい」第６６号
見出し：「今後は高校全入運動へ～喜界高校商業科２学級を
増設」
　競争率１．２倍のカベを破りなんとか高校入試の競争率を緩和
しようと高校所在地の市町村長や議長は学級増問題で陳情を
行う。結果、喜界高校も商業科２学級増設され普通科２、商
業科３にとなった。
　「これまで鹿児島の照国高校などに相当数の子弟が進学し
ており、家庭で仮に月一万八千円送金して、百人進学していた
とすれば年間二千百六十万円もの大金が送金されることにな
る。今後はこれらの学生が地元の高校に進学することによって父
兄の負担は大幅に軽減される」と述べられている。



（１３）　町村合併５０周年記念特集号

▲昭和５０年代の正月風景

▲
興
南
丸
お
別
れ
航
海

昭和５０年代

昭和５０年１１月号発行／「広報きかい」第１３３号
　見出し：「きび価引き上げ（生産者大会）」
　「今期キビ価格引き上げ要求の第３次陳情団の一行８１人
が、１０月１８日午前７時半出港のあまみ丸で東京晴海ふ頭へ
向けて出発した」と記載されている。
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昭和５３年５月発行／「広報きかい」第１６０号
見出し：「にぎわう魚のセリ市」
　「漁業協同組合の魚市場では、毎日朝早くから水揚げされた魚のセ
リ市でにぎわう。セリ場には多種多様な魚が並べられて取引され、
今の時節ではサワラがもっとも多い。昨年１月から１２月までの水揚
げ量は約１３万８千㎏で毎年漁獲高も伸びている。最近、漁業無線、製
氷所なとが設置されて漁船も板付船から３～５トンの小型動力船に
かわりつつある」と漁業振興の成果が述べられている。

昭和５０年１２月発行／「広報きかい」第１３４号
見出し：「初の婦人スポーツ大会～綱引き競争など盛況」
　島内の婦人会千人が町総合グラウンドに集い、第１回体
力づくり婦人スポーツ、レクリエーション大会があった。
お手玉競争や年代別リレーなどで熱戦が繰り広げられ、開
催目的の健康増進や全婦人の親睦が図られた。大会は「婦
人達の楽しそうな姿が印象的」とある。

昭和５１年１２月発行／「広報きかい」第１４４号
見出し：「合併２０周年の記念式典を開催～功労者１３人を表彰」
　式典は台風１７号の襲来で当初予定９月１０日開催から延期
され、１２月１０日、中央公民館で開催。式典には町議会議員
や区長、町民など２００人が参加。「感謝状や表彰状の贈呈が
行われ、最後に町のブラスバンドなどの演奏が披露され、
盛況のうちに終えた」とある。繁多忠利町長（故）は「和
親協力して、豊かで楽しい日々を送る姿こそもっとも美し
い」として、「過ぎし２０年を思い起こし、一島一町の良さ
を生かし、何事にも力を合わせて喜界島の発展に邁進して
いきたい」と挨拶を述べている。



町村合併５０周年記念特集号　（１４）

▲湾の岩田商店から赤連方向を望む

▲地球人宣言を乗せてメキシコから来航したマリガラ
ンテ号

昭和６０年代

昭和６０年４月発行／「広報きかい」第２１８号
見出し：「知識の公園完成～長島氏感謝の念で寄贈」
　本町羽里出身者の長島公佑氏（故）の篤志によって建設
された喜界町図書館の落成式が同年３月１４日、盛大に行わ
れた。
氏は「わたしを育ててくれた郷土喜界島に感謝の気持ちを
表す方法として図書館の建設に着手した。町の教育文化の
発展のために役立ててください」とあいさつを述べている。
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昭和６０年８月発行／「広報きかい」第２２０号
見出し：「名誉町民に繁多氏～職責を全うし、多く
の業績を残す」
　５期２０年間にわたり、町長として町勢発展に尽
力された繁多忠利氏（故）　の名誉町民称号授与式
及び顕彰祝賀会が、同年８月８日、自然休養村管
理センターで官公庁の代表や議会議員など３５０人
が出席して盛大に行われた。

▲海の玄関・湾港と空の玄関・喜界空港の滑走路



（１５）　町村合併５０周年記念特集号

　　▲城久半田遺跡

そして平成へ

平成７年１１月発行／「広報きかい」第３４１号
見出し：「震度５　喜界を襲う～喜界沖地震」
　震度５の強震が１０月１８・１９の両日、喜界島
を襲った。防災無線による非避難の呼び掛
けで高台に避難する町民、混乱する情報な
どパニック状態が続いた。
　被害は港湾の亀裂３カ所、山崩れによる
道路の通行止め、石垣の崩れ９１ヵ所などが
確認されており、また、民宿・タクシー会
社などは災害報道関係者の来島で逆に潤う
ところもでたが、観光客や展示会、宴会な
どの相次ぐキャンセルにホテル業界は、「一
日も早い終息を」との述べている。
　役場の対応は防災無線の的確な放送で住
民からは「気象庁の判断をうのみにせず、独
自の情報を流し、敏しょうな決断は、役場
のイメージを高めた」と述べられ、混乱の中
での冷静な対応を評価。

平成１１年１１月発行／「広報きかい」第３８９号
見出し：「地下ダム止水壁が完成～農業
の多様化に期待が高まる」
　平成４年に着工した国営地下ダム事
業の止水壁が平成１１年１０月７日に完
成。町内外から関係者が集い締切式、
祝賀会が盛大に行われた。
　挨拶に立った野村良二町長（故）は
「農業立島を掲げながら、地勢や自然
の厳しい条件は、将来の展望を拓く。
地下に水を貯めるという夢のような施
設の完成が現実となり感慨無量。恒常
的な水不足が解消され、多様な農業の
展開が可能」と感激の面もちで喜びを
述べている。
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平成１８年６月発行／「広報きかい」第４６８号
見出し：「合併５０周年と新庁舎落成を祝う～児童・生徒や郷友会もメッセージ」
　町民、来賓、町関係者など合わせて約３００人が５月２日、町コミュニティセン
ターに集い、記念式典、祝賀会が盛大に行われた。
　各小・中学校の代表３人による「喜界町の未来へのメッセージ」朗読や感謝
状、表彰状が寄贈品の贈り主や町政功労者などに贈呈された。
　加藤啓雄町長は「この厳しい時代に町民が心と力を合わせ、これだけの大きな
事業を成し得た誇りと自信を持って、これからの町勢発展のために、一層の努
力を注いでいく」と決意を述べている。

平成１５年６月発行／「広報きかい」第４３２号
見出し：「なぜ今、市町村合併か」
　「町独自に作成された財政シミュレーションなどでは『来年度には基金
（貯金）貯金も底をつく』。予想をはるかに上回るペースで財政は悪化、平
成２２年度には累積赤字は５０億円に達する」と解説。住民、議員、職員とも
に『合併反対の声は多い』。しかし、住民説明会では、独自の財政シミュ
レーションの結果に将来を不安視する声も以前より多く聞かれた。
　第２回住民意識調査集計結果では「合併の不必要が７６．１％、必要が
１９．４％、残りが回答なし」で依然、合併反対の意向が強く見受けられる」
と合併の是非を含めた協議が深まる。



町村合併５０周年記念特集号　（１６）

　喜界町では、町民はもちろん島外に住む出身者の皆様と共に、「豊かで活力に満ちた島づくり」に積極的に取

り組んでいくため、町づくりに対する意見・提言を募集しています。

　お寄せいただいたご意見・ご提言は、今後の町政に反映させるよう努めてまいります。

　なお、この意見・提言は今後の喜界島はどうあるべきかという羅針盤であるため、非難・中傷的な投稿は、

ご遠慮ください。

　投稿の方法

　一、手紙か電子メール

　一、住所（島外者は出身集落名）、氏名、年齢、性別、職業名、役職を明記

　一、提出先　喜界町役場企画課

　　①　住所　〒８９１（６２９２）　鹿児島県大島郡喜界町湾１７４６

　　②　電子メールアドレス　koho＠town.kikai.lg.jp

「島への提言」を募ります


