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透
明
度
が
高
い
海
岸
線
で
は
、
地
元
で
「
オ
サ
」
と
呼
ぶ
良
質
の
ア
オ

サ
が
採
れ
ま
す
。
周
辺
海
域
は
好
漁
場
で
、ア
ラ
カ
ブ
（
カ
サ
ゴ
）
や
マ

ダ
イ
、
タ
コ
な
ど
が
捕
れ
る
ほ
か
、
ブ
リ
や
タ
イ
の
養
殖
も
盛
ん
で
す
。

ま
た
、
斜
面
の
い
た
る
所
で
紅
甘
夏
や
デ
コ
ポ
ン
、
ポ
ン
カ
ン
な
ど
の

柑
橘
類
を
栽
培
し
て
お
り
、
そ
の
味
に
は
定
評
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
地
理
的・地
形
的
な
条
件
が
悪
く
、
農
業
基
盤
や
道
路
、
生

活
環
境
な
ど
の
整
備
が
取
り
残
さ
れ
た
形
と
な
っ
て
お
り
、
高
齢
化
や

人
口
減
少
が
町
内
で
最
も
顕
著
で
す
。
こ
れ
ら
は
第
一
次
産
業
の
低
迷

と
と
も
に
、
地
域
活
力
の
低
下
を
ま
ね
く
要
因
と
な
っ
て
お
り
、
地
域

の
将
来
が
極
め
て
深
刻
な
状
況
に
あ
る
と
い
え
ま
す
。
島
の
大
部
分
が

山
林
で
、
平
地
は
ど
の
集
落
も
海
岸
線
に
わ
ず
か
に
広
が
る
の
み
、
耕

獅
子
島
の
概
況

獅し

子し

島
は
、
本
土
か
ら
長
島
を
経
て
架
橋
さ
れ
て
い
る
諸し

ょ

浦う
ら

島
の
北

東
約
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、鹿
児
島
県
の
最
北
端
に
位
置
し
て
い
ま
す
。海

に
面
し
た
四
集
落
で
構
成
さ
れ
、
人
口
六
四
七
人
、
世
帯
数
二
六
八
世

帯
（
令
和
二
年
国
勢
調
査
）
の
有
人
島
で
す
。

獅
子
島
の
片か

た

側そ
ば

港
と
諸
浦
島
の
間
を
定
期
フ
ェ
リ
ー
が
一
日
八
往
復
、

不
定
期
フ
ェ
リ
ー
が
五
往
復
運
航
し
て
い
る
ほ
か
、
幣へ

串ぐ
し

港
と
熊
本
県

の
水み

な

俣ま
た

港
を
結
ぶ
旅
客
船
も
三
往
復
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
同
県
天
草

下
島
の
中
田
港
と
の
間
に
も
航
路
が
あ
り
ま
す
。

島
で
は
漁
業
と
農
業
が
盛
ん
で
、
海
・
山
の
幸
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。

長
島
町
長
　
川
添 

健

夢
と
希
望
に
あ
ふ
れ
る
島
の
実
現
に
向
け
て

鹿
児
島
県
長
島
町
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地
面
積
は
島
全
体
の
四
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
留
ま
っ
て
い
ま
す
。
農
家

の
約
八
割
が
農
業
所
得
よ
り
兼
業
所
得
が
多
い
第
二
種
兼
業
農
家
で
、

戸
数
は
年
々
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
平
均
経
営
耕
地
面
積
は
、
〇
・

五
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
零
細
で
す
。

四
面
を
海
に
囲
ま
れ
た
環
境
を
活
か
し
、
こ
れ
ま
で
に
養
殖
漁
業
を

推
進
し
、
浅
海
漁
場
造
成
な
ど
を
行
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、
エ
サ
不
足

や
魚
価
の
低
迷
、
環
境
汚
染
や
近
年
の
二
度
に
わ
た
る
赤
潮
被
害
な
ど

の
問
題
も
生
じ
て
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
獅
子
島
は
町
内
で
唯
一
の
有
人
離
島
（
離
島
振
興
対
策
実

施
地
域
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、産
業
面
以
外
に
も
救
急
患
者
の
発
生
時
の

搬
送
、
高
校
進
学
、
就
職
、
結
婚
・
子
育
て
な
ど
生
活
の
す
べ
て
に
わ

た
り
、
住
民
は
本
土
に
は
な
い
不
安
と
悲
哀
を
感
じ
て
い
ま
す
。
本
町

で
は
、
こ
れ
ら
を
解
消
す
る
た
め
に
架
橋
の
実
現
を
大
き
な
目
標
と
し

て
掲
げ
、
平
成
二
四
年
か
ら
「
夢
追
い
獅
子
島
架
橋
基
金
」
へ
の
積
み

立
て
を
行
な
っ
て
い
ま
す
（
後
出
）。

特
徴
あ
る
人
材
育
成
施
策
の
展
開

長
島
町
で
は
、
小
規
模
で
あ
る
利
点
を
活
か
し
、
幼
小
中
一
二
年
間

の
一
貫
教
育
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
小
学
生
の
無
人
島
で
の
ヒ
ラ
メ
放

流
や
遠
足
、
中
学
生
の
釣
り
大
会
や
魚
捌
き
体
験
、
小
中
学
校
合
同
で

の
和
太
鼓
演
奏
な
ど
豊
か
な
体
験
活
動
も
行
な
っ
て
い
ま
す
。

獅子島架橋の早期実現を訴えるバナー。

課
題
は
、
教
職
員
の
定
数
制
限
で
、
と
く
に
中
学
校
で
は
教
科
の
専

門
教
諭
が
配
置
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
、
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学

級
編
成
基
準
を
改
め
、
自
治
体
ご
と
に
柔
軟
な
対
応
が
採
れ
る
よ
う
に

す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
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地
元
の
人
材
の
確
保
に
向
け
て
は
、「
ぶ
り
奨
学
金
制
度
（
町
外
へ
進

学
後
、Ｕ
タ
ー
ン
す
れ
ば
返
済
不
要
）」
な
ど
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。
財
源

と
し
て
ふ
る
さ
と
納
税
を
は
じ
め
と
す
る
寄
附
な
ど
を
活
用
し
て
い
ま

す
が
、
さ
ら
な
る
制
度
の
充
実
の
た
め
に
、
辺
地
債
（
辺
地
対
策
事
業
債
）

や
過
疎
債
（
過
疎
対
策
事
業
債
）
を
活
用
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
た
だ
き

た
い
で
す
。

ま
た
、
全
国
か
ら
集
ま
っ
た
現
役
大
学
生
が
、
学
習
法
な
ど
を
町
内

の
中
学
生
に
教
え
、進
路
相
談
に
も
応
じ
る
「
獅
子
島
の
子
落
と
し
塾
」

を
、
こ
れ
ま
で
に
三
〇
回
以
上
開
催
し
て
き
ま
し
た
。
講
師
募
集
の
た

め
の
財
源
の
継
続
確
保
を
求
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

民
間
事
業
者
と
の
連
携
に
よ
る
空
き
家
の
活
用

獅
子
島
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
島
の
男
性
と
島
外
の
女
性
を
マ
ッ
チ
ン

グ
さ
せ
る
取
り
組
み
を
実
施
し
、
六
年
間
で
六
組
の
カ
ッ
プ
ル
が
誕
生
、

一
二
人
の
産
声
が
あ
が
り
ま
し
た
。
現
在
、
島
の
小
学
生
は
一
三
人
で

す
が
、
一
〇
年
後
は
二
五
人
に
ま
で
増
え
る
と
い
う
試
算
を
し
て
い
ま

す
。
若
干
な
が
ら
、
Ｕ
Ⅰ
タ
ー
ン
者
も
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
島
内
に
居
住
で
き
る
家
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
こ
れ
ま
で
整

備
し
て
き
た
公
営
住
宅
も
数
に
限
り
が
あ
る
た
め
、
未
利
用
の
空
き
家

を
な
ん
と
か
活
用
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
平
成
三
〇
年
に
空
き
家

改
修
補
助
制
度
を
拡
充
（
補
助
率
の
嵩
上
げ
〈
１
／
３
→
２
／
３
〉、借
主
に
よ

る
改
修
も
補
助
対
象
に
追
加
な
ど
）
し
た
こ
と
で
、
空
き
家
の
活
用
は
進
み

つ
つ
あ
り
ま
す
。
ま
た
従
来
、
物
件
の
仲
介
は
町
が
行
な
っ
て
い
ま
し

た
が
、
現
在
は
民
間
の
不
動
産
業
者
と
提
携
し
て
い
ま
す
。

チ
ャ
レ
ン
ジ
が
で
き
る
島
を
目
指
し
て

海
外
の
離
島
振
興
を
み
る
と
、
例
え
ば
ク
ロ
ア
チ
ア
で
は
島
の
住
民

向
け
に
発
行
す
る
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
で
車
両
の
優
先
輸
送
な
ど
の
権
利
認
証

が
な
さ
れ
て
い
る
と
聞
き
ま
す
。
日
本
で
も
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

活
用
を
工
夫
す
る
こ
と
で
、
島
の
住
民
向
け
施
策
が
講
じ
ら
れ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

獅
子
島
で
町
が
加
温
ハ
ウ
ス
を
整
備
し
、柑
橘
栽
培
農
家
の
「
継け

い

業ぎ
ょ
う

」

を
実
現
し
た
例
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、移
住
者
に
ワ
カ
メ
や
ヒ
ジ
キ
、ア

カ
モ
ク
な
ど
の
餌
や
り
が
不
要
な
養
殖
に
取
り
組
ん
で
も
ら
い
、
そ
の

刈
り
取
り
を
来
島
者
に
体
験
メ
ニ
ュ
ー
と
し
て
提
供
す
る
な
ど
、
観
光

の
視
点
も
加
え
る
こ
と
で
面
白
い
動
き
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

島
で
展
開
し
て
い
る
高
齢
者
向
け
配
食
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
現
在

は
本
土
側
（
長
島
）
で
調
理
し
て
運
ん
で
い
ま
す
。
例
え
ば
、島
で
ア
ン

テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
を
営
む
事
業
者
が
、
島
内
で
食
事
を
用
意
で
き
る
よ
う

に
な
れ
ば
、
新
し
い
仕
事
の
創
出
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
島
は
、
今
あ
る
も
の
を
生
か
し
な
が
ら
、
新
し
い
こ
と

に
挑
戦
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
を
持
つ
人
材
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町
民
か
ら
の
寄
附
や
ふ
る
さ
と
納
税
に
よ
る
全
国
の
支
援
者
か
ら
の
寄

附
が
集
ま
り
、
令
和
三
年
度
現
在
、
計
画
を
大
幅
に
上
回
る
一
五
億
七

三
〇
〇
万
円
を
積
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
。

県
内
で
は
薩さ

つ

摩ま

川せ
ん

内だ
い

市
の
甑こ

し
き

島
で
悲
願
の
島
間
架
橋
が
実
現
し
ま
し

た
（
詳
細
は
本
誌
二
六
四
号
参
照
）。
私
も
建
設
中
の
甑
大
橋
を
視
察
し
ま

し
た
が
、架
橋
で
住
民
の
生
活
も
劇
的
に
変
化
す
る
だ
ろ
う
、「
獅
子
島

架
橋
は
絶
対
必
要
だ
。
甑
の
次
は
獅
子
島
だ
！
」
と
、
架
橋
建
設
へ
の

思
い
を
一
層
強
く
し
ま
し
た
。
県
民
の
皆
さ
ん
に
獅
子
島
を
知
っ
て
い

た
だ
く
た
め
、
令
和
三
年
度
に
南
日
本
新
聞
へ
全
面
広
告
を
出
し
た
と

こ
ろ
、
期
待
以
上
の
反
響
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
今
年
度
よ
り
島
の
主
要
道
路
で
あ
る
獅
子
島
一
周
林
道
を
町

道
に
昇
格
し
、
道
路
改
良
事
業
な
ど
を
行
な
い
、
架
橋
実
現
に
向
け
て

の
施
策
を
実
施
し
て
い
く
予
定
で
す
。

観
光
交
流
人
口
の
増
加
や
経
済
の
活
性
化
の
取
り
組
み
な
ど
を
進
め

る
と
と
も
に
、「
将
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
に
は
夢
を
」「
働
く
人
々
に

は
活
力
を
」「
高
齢
者
や
弱
者
、子
育
て
中
の
か
た
が
た
に
は
一
人
ひ
と

り
を
大
切
に
す
る
福
祉
」
の
充
実
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め

に
は
、
獅
子
島
へ
の
架
橋
建
設
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

改
正
離
島
振
興
法
へ
の
期
待

獅
子
島
の
住
民
の
多
く
は
ミ
カ
ン
農
家
で
、
経
済
対
策
が
も
っ
と
も

を
育
成
し
、チ
ャ
レ
ン
ジ
が
で
き
る
環
境
づ
く
り
を
目
指
す
こ
と
で
、島

の
活
性
化
が
図
ら
れ
新
し
い
産
業
な
ど
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て

い
ま
す
。

全
町
民
が
願
う「
獅
子
島
架
橋
」

昭
和
四
九
年
に
長
島
と
本
土
を
結
ぶ
黒
之
瀬
戸
大
橋
が
開
通
し
、
私

た
ち
の
生
活
は
劇
的
に
変
わ
り
ま
し
た
。
平
成
八
年
の
長
島
本
島
と
伊い

唐か
ら

島
を
結
ぶ
伊
唐
大
橋
が
開
通
し
た
こ
と
に
よ
り
、
町
内
で
架
橋
さ
れ

て
い
な
い
有
人
島
は
獅
子
島
だ
け
と
な
っ
て
い
ま
す
。

獅
子
島
架
橋
建
設
に
向
け
て
は
、
獅
子
島
の
住
民
の
み
な
ら
ず
、
全

町
民
が
一
体
と
な
っ
て
国
や
県
な
ど
の
関
係
機
関
に
「
町
民
み
ん
な
の

願
い
」
と
し
て
要
望
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
町
、
議

会
、
漁
協
、
農
協
、
商
工
会
な
ど
多
く
の
組
織
が
加
わ
り
、
平
成
六
年

一
二
月
に
「
獅
子
島
架
橋
建
設
促
進
期
成
会
」
を
立
ち
上
げ
、
長
島
町

が
一
丸
と
な
っ
て
県
や
国
へ
の
陳
情
・
要
望
活
動
を
継
続
し
て
行
な
っ

て
い
ま
す
。

し
か
し
、
架
橋
事
業
は
町
の
試
算
で
四
百
億
円
を
超
え
る
巨
大
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
。
具
体
的
な
動
き
が
な
い
ま
ま
、
時
が
過
ぎ
て
い
く
中
、
架

橋
構
想
を
さ
ら
に
進
展
さ
せ
る
た
め
、
毎
年
、
町
民
一
人
当
た
り
一
万

円
、
三
〇
年
で
三
〇
億
円
の
積
み
立
て
を
目
標
に
「
夢
追
い
獅
子
島
架

橋
基
金
」
を
平
成
二
四
年
に
創
設
し
ま
し
た
。
町
の
予
算
は
も
と
よ
り
、



47
No.270季刊しま

鹿児島県長島町

重
要
で
す
。
農
業
分
野
に
お
け
る
水
産
庁
の
「
離
島
漁
業
再
生
支
援
交

付
金
」
の
よ
う
な
交
付
金
制
度
の
創
設
、
定
住
体
験
住
宅
な
ど
の
移
住

者
の
受
け
入
れ
環
境
整
備
支
援
な
ど
、
島
の
課
題
解
決
に
資
す
る
施
策

を
積
極
的
に
講
じ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
の
度
の
離
島
振
興
法
の
改
正
に
あ
た
っ
て
、「
架
橋
促
進
」
の
考
え

方
を
盛
り
込
む
な
ど
、
架
橋
事
業
に
よ
っ
て
離
島
の
隔
絶
性
を
解
消
し
、

架
橋
後
も
継
続
し
て
振
興
を
図
る
と
い
う
発
想
の
転
換
が
求
め
ら
れ
る

と
思
い
ま
す
。
同
法
が
獅
子
島
架
橋
の
実
現
に
向
け
た
、
大
き
な
一
歩

と
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
や
み
ま
せ
ん
。

こ
れ
ま
で
も
手
厚
い
支
援
を
い
た
だ
い
て
き
ま
し
た
が
、
離
島
振
興

は
永
続
的
に
進
め
て
い
く
べ
き
も
の
で
す
。
そ
こ
で
、
過
疎
債
や
辺
地

債
で
足
ら
ざ
る
部
分
を
補
う
た
め
、
離
島
の
特
性
に
応
じ
た
離
島
地
域

の
み
で
活
用
で
き
る
財
政
措
置
と
し
て
、「
離
島
振
興
事
業
債
（
仮
称
）」

の
導
入
を
強
く
願
っ
て
い
ま
す
。

私
は
、「
夢
へ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
、
で
き
な
い
理
由
で
は
な
く
、
で
き
る

方
法
を
考
え
る
」
を
信
念
と
し
て
い
ま
す
。

夢
を
描
か
な
け
れ
ば
、
実
現
へ
の
挑
戦
は

で
き
ま
せ
ん
。
夢
を
描
け
ば
情
熱
が
湧
い

て
き
ま
す
。
情
熱
は
行
動
に
移
り
、
行
動

す
れ
ば
必
ず
成
果
が
と
も
な
い
ま
す
。
必

ず
そ
う
な
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。�

■

長島町役場の前には「長島町民の役に立つ人のいるところ」との標語が掲げられている。

川添 健 （かわぞえ たけし）

昭和19年生まれ。同38年旧東
町役場入庁、企画財政課長 、
総務課長 、収入役を歴任。平
成 15 年から東町議会議員、同
17年から東町長、同18年3月か
ら合併後の長島町長（初代）を
務める。現在5期目。


