


ふぇー かじ

財団法人 海洋博覧会記念公園管理財団 
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首
里
城 

東
　
光
一（
あ
ず
ま
・こ
う
い
ち
） 

一
九
五
五
年
糸
満
市
生
ま
れ
。,76
年

東
京
デ
ザ
イ
ナ
ー
学
院
卒
業
。,
83

年
個
展（
ギ
ャ
ラ
リ
ー
波
留
）、,88
年

個
展（
ギ
ャ
ラ
リ
ー
タ
カ
ノ
）、,98
年「
ト

ヨ
タ
自
動
車
」カ
タ
ロ
グ
表
紙
イ
ラ

ス
ト
13
点
製
作
、,05
年
個
展（
那
覇

市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
）、,06
年「
沖
縄
振

興
開
発
金
融
公
庫
」カ
レ
ン
ダ
ー

画
製
作
、「
国
立
劇
場
お
き
な
わ
」

玉
城
朝
薫
の
組
踊
ポ
ス
ト
カ
ー
ド

製
作
。 

新年のご挨拶 

　新年明けましておめでとうございます。皆様方に

おかれましては、希望に満ちた2007年の新しい

お年をお迎えのことと心からお喜び申し上げます。 

　昨年は沖縄観光の順調な伸びに支えられ、海洋博

公園、首里城公園ともに多くのお客様にご来園いた

だきました。また、当財団が設立から30年という

節目の年を迎えることができたことは、ひとえに皆

様のご指導、ご支援の賜と感謝申し上げます。 

　今後も亜熱帯性動植物及び首里城に関する調査

研究事業、普及啓発事業や、お客様が安全で快適に

ご利用頂けるよう公園の管理運営を進めていく所存

でございます。 

　さて、財団設立30周年記念事業のひとつとして

スタート致しました、小誌「南ぬ風（ふぇーぬかじ）」

も、第2号発刊の運びとなりました。 

　今回は当財団で実施しております調査研究事業の

紹介を公園管理技術の観点から、植物による大型

造形物の製作や管理手法、大型生物ジンベエザメの

輸送方法、海獣等の飼育管理などについて掲載して

いる他、首里城公園で行っている正月儀式「朝拝

御規式」について紹介しております。 

　この他、海洋博公園、首里城公園で開催いたし

ます花のイベントのお知らせや、沖縄の伝統工芸の

話題や民話等をお届け致します。多くの皆様にご高

覧頂き、沖縄からの風、当財団からの風を感じて

頂ければと存じます。 

表
紙
イ
ラ
ス
ト
に
つ
い
て 

誌名『南ぬ風（ふぇーぬかじ）』について 

「南ぬ風」は梅雨明けとともに南から吹き込んでく
る強い風のことです。この南の風によって育まれ
てきた沖縄の自然や文化をさらに「南ぬ風」に載せ
全国に発信することを意味しています。 

 

冨田  祐次  理事長 

�	 沖縄の色・形

漂う琉球王朝の気高さ　首里織
取材協力/宮平織物工房

�� 沖縄日和 

鉄腕アトムの行方　文＝大城貞俊

�
 財団の事業紹介

大型造形花壇の開発と活用［植物課］ 

大型魚類の輸送技術の開発ージンベエザメの輸送ー［魚類課］ 

健康管理技術の開発ー人工尾びれー［海獣課］ 

平成5年度 首里城正月儀式「朝拝御規式」調査［首里城公園］ 

沖縄の民話

猿の生肝　協力/NPO法人沖縄伝承話資料センター

�
 公園ニュース & イベント情報

海洋博公園／海洋博公園　1～3月期イベント

　　　　　　寒さを感じさせないイベントがいっぱい

首里城公園／首里城公園「新春の宴」

　　　　　　首里城に書院・鎖之間オープン

　　　　　　首里城花まつり

　　　　　　首里城基金事業のお知らせ

ふしぎがいっぱい公園点描

亀の浜
��

首里城

【 経 営 理 念 】  

沖縄の宝、地球の宝を次の世代へ 

世界の宝・沖縄の自然と歴史を通して、 

一つひとつの生命と出会い、 

地球の素晴らしさや自然の大切さ、 

時をかけて育まれた文化の尊さをまなび 

豊かな未来へ継承・創造していきます。 

そして、訪れたお客様に「感動」と「満足」をご提供します。 
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織
っ
た
人
の
気
持
ち
を
考
え
る

織
っ
た
人
の
気
持
ち
を
考
え
る

首
里
の
着
だ
お
れ

首
里
の
着
だ
お
れ

　
戦
後
、
宮
平
さ
ん
は
、
沖
縄
の
統
治
機
構
で
あ

る
沖
縄
諮
詢
会
が
あ
っ
た
石
川
市
（
現
・
う
る
ま

市
）
で
生
活
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
が
、
東
京
を
後
に

す
る
と
き
に
「
沖
縄
の
織
物
を
広
め
る
よ
う
に
」

と
い
う
恩
師
・
柳
宗
悦
氏
の
言
葉
を
思
い
出
し
、

織
物
や
工
芸
品
を
製
作
し
て
販
売
す
る
こ
と
を

決
心
す
る
。
ま
だ
、
人
々
が
米
軍
払
い
下
げ
の
Ｈ

Ｂ
Ｔ
服
や
落
下
傘
で
作
っ
た
洋
服
を
着
て
い
た
敗

戦
三
年
目
の
こ
と
で
あ
る
。「
材
料
が
少
な
か
っ
た

の
で
、
わ
ず
か
な
も
の
し
か
作
れ
な
か
っ
た
」
と
語

る
宮
平
さ
ん
だ
が
、
そ
の
後
、
琉
球
政
府
の
中
央

農
業
研
究
所
に
勤
務
し
、
絹
の
加
工
や
植
物
染
料

の
研
究
に
従
事
、
沖
縄
の
織
物
復
興
に
尽
力
す
る

こ
と
に
な
る
。 

　
宮
平
さ
ん
が
道
屯
織
を
戦
後
初
め
て
復
元
し
た

の
は
昭
和
三
十
四
（
一
九
五
九
）
年
四
月
で
あ
る
。

道
屯
織
は
織
り
方
次
第
で
変
化
に
富
む
デ
ザ
イ
ン

が
表
現
で
き
る
。
し
か
も
、
経
糸
の
紋
部
が
両
面

と
も
経
方
向
に
浮
く
紋
織
技
法
で
両
面
使
用
が

可
能
で
あ
る
。
デ
ザ
イ
ン
に
合
わ
せ
て
二
色
の
糸

を
交
互
に
配
列
し
、
あ
ぜ
の
組
み
替
え
を
す
る
と
、

表
と
裏
が
異
な
る
配
色
に
な
る
。
宮
平
さ
ん
の
道

屯
織
の
復
元
は
当
時
の
新
聞
紙
上
で
大
き
く
報
道

さ
れ
た
。
ま
た
、
平
成
四
年
に
は
首
里
城
開
園
を

記
念
し
て
の
首
里
城
祭
で
は
、
王
妃
衣
装
の
「
黄

地
花
織
内
掛
け
」、
摂
政
衣
装
の
「
花
倉
織
」、
親

方
衣
装
の
「
花
織
」
を
復
元
。
観
覧
者
の
注
目
を

集
め
る
と
と
も
に
、
首
里
織
の
素
晴
ら
し
さ
を
改

め
て
知
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

　
宮
平
さ
ん
の
織
物
に
は
、
よ
く
ツ
バ
メ
の
模
様
が

織
り
込
ま
れ
る
。「
ツ
バ
メ
は
稲
の
害
虫
を
駆
除
し

て
く
れ
ま
す
の
で
、
有
り
難
さ
を
感
じ
て
い
る
ん
で

す
よ
」
と
宮
平
さ
ん
。
模
様
一つ
に
も
織
る
人
の
心

や
思
想
が
感
じ
ら
れ
る
。
宮
平
さ
ん
ら
の
努
力
に

よ
っ
て
復
元
・
復
興
さ
れ
た
首
里
織
は
、
単
に
琉

球
の
工
芸
品
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
琉
球

文
化
そ
の
も
の
の
継
承
と
言
え
る
。 

首
里
織
の
復
元
で
注
目
を
集
め

首
里
織
の
復
元
で
注
目
を
集
め
る

手縞／首里絣の一種で、経緯縞の中に絣の入った織り方。
士族以上の衣装であった。

煮綛芭蕉布（ニーガシー芭蕉布）／芭蕉糸を経、緯糸と
もに撚りをかけて綛糸にし、灰水で精錬した糸のこと
を煮綛といっている。その糸を使って絣や紋織に織っ
たもの。上流家庭用として用いられた。

「好きなことだから苦労はありません」
と語る宮平初子さん

織り機を回りながら一人ひとりに丁寧に指導する宮平さん

手花織。模様の糸を入れているところ

手花織の帯地と杼（ひ：緯糸を巻いた管を入れるもの）

綾の中／縞の中に絣柄を配列したもの。平常着として
用いられた。

花織／経浮花織、緯浮花織、両面浮花織、手花織など四
種類の紋織を花織という。士族以上の着衣として用い
られた。

道屯織／平織組織の中に、部分的に糸の密度を濃くし、
経糸を表裏両面とも経方向に浮かせる技法。

　
首
里
織
に
は
大
き
く
分
け
て
紋
織
物
と
絣
織
物

の
二
種
類
が
あ
る
。
紋
織
物
に
は
「
花
倉
織
」「
花

織
」「
道
屯
織
」
が
あ
り
、
絣
織
物
に
は
「
手
縞
」

「
諸
取
切
」「
綾
の
中
」
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
他
に

「
花
織
手
巾
」「
煮
綛
芭
蕉
布
」
が
あ
る
。
木
綿
・

絹
・
芭
蕉
な
ど
多
様
な
素
材
を
用
い
て
紋
織
か
ら

絣
織
ま
で
多
彩
な
織
物
が
織
ら
れ
る
の
が
首
里
織

の
特
徴
で
あ
る
。
中
で
も
「
花
倉
織
」
や
「
道
屯

織
」
は
琉
球
王
朝
の
王
家
や
貴
族
専
用
で
首
里
で

し
か
織
ら
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

の
格
調
高
い
織
物
も
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
年
）

の
琉
球
王
国
の
滅
亡
に
よ
り
、
そ
の
基
盤
が
失
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
沖
縄
戦
に
よ
っ
て
首
里

織
は
存
亡
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
。 

　
そ
う
い
う
苦
難
の
歴
史
の
中
に
あ
っ
て
、
首
里
織

の
復
元
・
復
興
に
力
を
注
い
で
き
た
の
が
宮
平
初

子
さ
ん
で
あ
る
。
現
在
、
首
里
織
に
従
事
し
て
い
る

人
々
の
多
く
は
宮
平
さ
ん
に
教
え
を
乞
い
、
織
物

の
道
へ
導
か
れ
た
人
た
ち
で
あ
る
。 

　
宮
平
さ
ん
は
首
里
織
復
興
の
苦
労
を
あ
ま
り
語

ろ
う
と
は
し
な
い
。「
取
材
に
こ
ら
れ
る
方
か
ら
、

よ
く
苦
労
の
こ
と
を
訊
ね
ら
れ
ま
す
が
、
自
分
の

大
好
き
な
道
で
し
た
か
ら
苦
労
な
ん
て
感
じ
ま
せ

ん
。
好
き
だ
か
ら
復
興
で
き
た
ん
で
す
よ
」
と
に
こ

や
か
に
話
さ
れ
る
が
、
並
大
抵
の
苦
労
で
は
な
か
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
あ
の
敗
戦
直
後
に
、
織
り
機
や

糸
を
ど
の
よ
う
に
集
め
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う

か
。
焼
け
残
っ
た
織
り
機
の
部
品
を
集
め
た
り
、
防

空
壕
で
燃
え
残
っ
た
糸
を
探
し
た
り
、
食
べ
る
物
も

ろ
く
に
な
い
時
代
に
食
べ
物
と
糸
を
交
換
し
た
り
、

落
下
傘
の
ヒ
モ
を
集
め
た
り
も
し
た
よ
う
で
あ
る
。

宮
平
さ
ん
が
糸
を
探
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
人
づ

て
に
聞
い
て
、
わ
ざ
わ
ざ
糸
を
届
け
て
く
れ
た
女

性
も
い
た
と
い
う
。「
本
格
的
な
首
里
織
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
終
戦
か
ら
十
年
ほ
ど
し
て
か
ら
」

だ
と
い
う
。 

　
宮
平
さ
ん
は
大
正
十
一（
一
九
二
二
）
年
十
一
月
、

首
里
に
生
ま
れ
る
。
三
歳
の
と
き
、
木
の
葉
の
上
に

虫
を
お
い
た
小
さ
な
箱
を
仏
壇
の
中
に
入
れ
た
。

翌
日
、
祖
父
の
比
嘉
朝
亀
さ
ん
が
、
ご
先
祖
様
へ
の

朝
の
挨
拶
を
す
る
た
め
に
仏
壇
を
開
け
た
と
こ
ろ
、

虫
が
這
い
回
っ
て
い
る
の
に
び
っ
く
り
す
る
。
思
い
当

た
る
節
が
あ
っ
た
。「
孫
の
初
子
が
近
く
に
あ
る
養

蚕
場
を
見
て
、
虫
を
蚕
と
思
い
、
そ
の
真
似
を
し
た

の
だ
ろ
う
」
と
思
っ
た
と
い
う
。
大
事
な
仏
壇
な
の

で
、
ふ
つ
う
は
孫
を
叱
る
と
こ
ろ
だ
が
、
祖
父
は
そ
の

行
動
を
温
か
く
見
守
っ
て
く
れ
た
と
い
う
。
こ
れ
は

宮
平
さ
ん
が
初
め
て
布
へ
の
関
心
を
示
し
た
エ
ピ
ソ

ー
ド
と
し
て
語
り
継
が
れ
て
い
る
。 

　「
首
里
の
着
だ
お
れ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ

れ
は
「
那
覇
の
食
い
だ
お
れ
」
に
対
す
る
言
葉
で
あ

り
、
首
里
の
気
高
い
気
質
を
物
語
る
言
葉
で
も
あ
る
。 

　「
首
里
の
女
性
た
ち
は
井
戸
に
水
汲
み
に
来
て
も
、

着
物
の
話
ば
か
り
で
、
家
の
こ
と
や
食
べ
物
の
話
、

他
人
の
噂
話
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
し
な
か
っ
た
で
す
ね
。

着
物
に
対
す
る
意
識
が
高
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
」
と
宮
平
さ
ん
は
話
す
。
王
府
時
代
か
ら
培

わ
れ
て
き
た
着
物
に
対
す
る
思
い
が
感
じ
ら
れ
る
話

で
あ
る
。 

　
宮
平
さ
ん
は
昭
和
十
四
（
一九
三
九
）
年
三
月
、
”城

の
学
校
“と
呼
ば
れ
て
い
た
沖
縄
県
立
女
子
工
芸
学

校
を
卒
業
す
る
。
こ
の
年
、
日
本
民
芸
協
会
の一
行

が
沖
縄
の
工
芸
調
査
の
た
め
に
来
沖
。
宮
平
さ
ん
は

織
物
の
技
術
・
知
識
が
他
の
生
徒
よ
り
も
優
れ
て
い

た
の
で
、
学
校
側
か
ら
東
京
で
の
研
修
生
に
推
薦
さ

れ
る
。
そ
し
て
、
柳
宗
悦
氏
に
伴
わ
れ
て
上
京
、
日

本
民
芸
館
で
研
修
に
励
む
こ
と
に
な
る
。「
柳
悦
孝

染
織
研
究
所
」
で
は
植
物
染
色
や
紋
織
り
の
指
導

を
受
け
る
。
東
京
で
二
年
間
の
研
修
を
終
え
た
あ

と
、
母
校
の
沖
縄
県
立
女
子
工
芸
学
校
に
迎
え
ら

れ
、
染
織
り
の
指
導
と
研
究
を
行
う
こ
と
に
な
る
。 

　
東
京
で
は
、
単
に
織
り
や
染
め
の
技
術
を
習
得

す
る
だ
け
で
な
く
、
着
物
を
陳
列
す
る
方
法
も
教

え
ら
れ
た
。
柳
氏
か
ら
「
展
示
す
る
際
に
は
、
着
物

を
作
っ
た
人
の
心
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

教
え
ら
れ
る
。「
教
え
ら
れ
た
と
い
っ
て
も
、
先
生
は

陳
列
方
法
を
細
か
く
指
示
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
た

だ
無
言
で
見
て
い
る
だ
け
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
横

に
掛
け
た
り
、
畳
ん
だ
り
、
ど
う
飾
っ
た
ら
よ
い
の
か
、

自
分
で
考
え
な
が
ら
陳
列
し
ま
し
た
。
陳
列
す
る
の

に
四
、
五
日
か
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
」
と
の
こ

と
。
宮
平
さ
ん
は
「
ど
う
い
う
気
持
ち
で
織
っ
た
着

物
で
あ
る
か
を
考
え
な
が
ら
陳
列
す
る
こ
と
は
、
そ

の
着
物
が
持
っ
て
い
る
風
格
、
雰
囲
気
を
う
ま
く
出

す
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
」
と
当
時
を
振
り
返
る
よ

う
に
語
っ
て
く
れ
た
。 

手縞

道屯織

綾の中

煮綛芭蕉布

花織

ろ
う
と
ん
う
い 

て
じ
ま 

む
ね
よ
し 

よ
し
た
か 

む
る
ど
ぅ
っ
ち
り 

あ
や 

に
ー
が
し
ー
ば
し
ょ
う
ふ 

て
さ
じ 

う
い 

は
な
く
ら
う
い 

は
な 
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今
、ぼ
く
ら
の
ヒ
ー
ロ
ー
の一
人
は
、間
違
い
な

く
ゴ
ル
フ
界
の
宮
里
藍
だ
。爽
や
か
な
笑
顔
に
、

き
ら
き
ら
光
る
瞳
を
も
っ
て
、夢
に
向
か
っ
て
果

敢
に
挑
戦
し
て
い
る
姿
は
、実
に
魅
力
的
だ
。

思
わ
ず
拍
手
を
送
り
た
く
な
る
。爽
や
か
な

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
も
、け
れ
ん
み
が
な
い
。た
ぶ
ん
、

世
代
を
越
え
て「
藍
ち
ゃ
ん
」の
活
躍
は
共
感

を
呼
ん
で
い
る
に
違
い
な
い
。藍
ち
ゃ
ん
の
活

躍
は
、自
ら
を
鼓
舞
し
、自
ら
の
人
生
の
支
え

に
し
て
い
る
人
も
多
い
と
思
わ
れ
る
。 

　
考
え
て
み
る
と
、か
つ
て
こ
の
よ
う
な
ヒ
ー
ロ
ー

を
、ぼ
く
た
ち
は
、も
う
一
人
有
し
て
い
た
。 

一
九
七
○
年
代
に
活
躍
し
た
ボ
ク
シ
ン
グ
界
の

ヒ
ー
ロ
ー
具
志
堅
用
高
だ
。具
志
堅
は
カ
ン
ム

リ
ワ
シ
と
呼
ば
れ
、リ
ン
グ
に
上
が
る
と
、眼
光

鋭
く
相
手
を
睨
み
付
け
、鋭
い
パ
ン
チ
を
繰
り

出
し
て
Ｋ
Ｏ
を
重
ね
て
い
っ
た
。そ
の
姿
は
、ま

さ
に
ぼ
く
ら
を
勇
気
づ
け
た
。ウ
チ
ナ
ー
ン
チ
ュ

（
沖
縄
の
人
々
）全
体
の
誇
り
で
あ
っ
た
。具
志

堅
用
高
が
勝
つ
と
、本
土
に
就
職
し
て
い
る 

ウ
チ
ナ
ー
ン
チ
ュ
た
ち
は
、肩
を
揺
ら
し
、風
を

切
っ
て
歩
い
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。 

　
具
志
堅
用
高
も
藍
ち
ゃ
ん
も
、ぼ
く
ら
の 

ヒ
ー
ロ
ー
で
あ
る
が
、そ
の
間
に
は
、長
い
時
間
が

流
れ
た
よ
う
に
思
う
。ウ
チ
ナ
ー
ン
チ
ュ
と
し
て
、

同
じ
ヒ
ー
ロ
ー
で
あ
っ
て
も
、二
人
へ
の
思
い
は
微

妙
に
ず
れ
て
い
る
。
例
え
ば
具
志
堅
用
高
の 

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
は
、何
と
な
く
恥
じ
ら
い
を
覚

え
、ま
た
、同
じ
ウ
チ
ナ
ー
ン
チ
ュ
で
あ
る
が
ゆ
え

の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
感
じ
、不
必
要
に
目
を
逸

ら
し
た
も
の
だ
。そ
れ
は
、具
志
堅
用
高
の
素
朴

な
応
答
と
、宮
里
藍
の
英
語
を
駆
使
し
た
堂
々

と
し
た
受
け
答
え
だ
け
に
起
因
す
る
も
の
で
は

な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。二
人
の
間
に
横
た

わ
っ
て
い
る
の
は
、長
い
文
化
の
時
間
で
あ
り
、歴

史
の
時
間
だ
。狭
窄
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、

ウ
チ
ナ
ー
ン
チ
ュ
に
対
す
る
差
別
や
偏
見
を
取

り
除
き
、辺
境
意
識
を
払
拭
す
る
時
間
だ
。そ

し
て
、そ
れ
は
多
く
は
ウ
チ
ナ
ー
ン
チ
ュ
自
ら
が

努
力
し
、勝
ち
得
た
も
の
で
あ
る
。 

　
も
ち
ろ
ん
、二
人
の
ヒ
ー
ロ
ー
が
栄
冠
を
勝
ち

得
る
ま
で
に
は
、ぼ
く
ら
に
は
目
に
見
え
な
い
水

面
下
の
努
力
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。目
標
を
定
め
、

汗
を
流
し
、極
限
下
の
状
況
に
耐
え
る
精
神
や

肉
体
を
鍛
え
て
い
く
。二
人
に
は
、お
よ
そ
ぼ
く

ら
に
は
耐
え
る
こ
と
の
出
来
な
い
凝
縮
さ
れ
た

時
間
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。そ
れ
ゆ
え
に
、な
お
一
層
、

二
人
の
姿
に
驚
嘆
し
、応
援
を
し
た
く
な
る
の
だ
。 

　
し
か
し
、ぼ
く
ら
に
も
、だ
れ
で
も
が
ヒ
ー
ロ
ー

に
な
れ
る
時
代
が
あ
っ
た
。そ
れ
は
、夢
と
現
実

の
境
を
生
き
て
い
た
少
年
時
代
だ
。自
ら
を
憧

れ
の
ヒ
ー
ロ
ー
に
重
ね
、ヒ
ー
ロ
ー
に
な
ろ
う
と
努

力
し
た
。そ
し
て
だ
れ
も
が
、容
易
に
ヒ
ー
ロ
ー

に
な
る
こ
と
が
出
来
た
の
だ
。 

　
ぼ
く
は
、ヤ
ン
バ
ル
と
呼
ば
れ
る
沖
縄
本
島
北

部
の
小
さ
な
村
に
生
ま
れ
、そ
こ
で
成
長
し
た
。

ぼ
く
の
周
り
に
は
、た
く
さ
ん
の
ヒ
ー
ロ
ー
た
ち

が
燦
然
と
輝
い
て
い
た
。た
と
え
ば
、そ
の
ヒ
ー
ロ
ー

は
、鉄
腕
ア
ト
ム
で
あ
っ
た
り
、赤
銅
鈴
之
助
で

あ
っ
た
り
、真
田
十
勇
士
で
あ
っ
た
り
し
た
。ぼ

く
ら
は
、そ
ん
な
ヒ
ー
ロ
ー
に
憧
れ
、仏
桑
華
の

幹
を
削
っ
た
刀
を
腰
に
差
し
、赤
銅
鈴
之
助
に

な
っ
て
竜
巻
雷
之
進
を
切
り
倒
し
た
。
鉄
腕 

ア
ト
ム
に
な
る
た
め
に
、暑
い
日
に
も
長
靴
を
履

き
、風
呂
敷
の
マ
ン
ト
を
な
び
か
せ
た
。ま
た
、厚

手
の
紙
を
型
ど
っ
て
手
裏
剣
を
作
り
、霧
隠
才

蔵
に
な
っ
た
。な
か
に
は
、手
裏
剣
を
ブ
リ
キ
で

作
り
、木
の
幹
に
突
き
刺
し
て
は
、母
親
た
ち
に

叱
ら
れ
る
者
も
い
た
。 

　
ヒ
ー
ロ
ー
は
、い
つ
で
も
ど
こ
で
も
誕
生
し
た
。

と
り
わ
け
、仲
間
た
ち
同
士
の
遊
び
で
は
、数
多

く
の
ヒ
ー
ロ
ー
が
次
々
と
生
ま
れ
た
。腕
力
の
強

い
喧
嘩
大
将
は
、も
ち
ろ
ん
一
番
の
ヒ
ー
ロ
ー
だ
。

浜
辺
に
棒
高
跳
び
の
杭
を
突
き
立
て
、最
も
高

く
飛
べ
た
者
は
、隣
村
ま
で
名
を
響
か
せ
た
。ま

た
、最
も
高
い
竹
馬
に
乗
れ
る
者
は
、尊
敬
の
ま

な
ざ
し
で
見
上
げ
ら
れ
た
。 

　
ぼ
く
ら
は
ヒ
ー
ロ
ー
に
な
る
た
め
に
、あ
ら
ゆ

る
努
力
を
し
た
。パッ
チ
ィ（
め
ん
こ
）の
裏
に
石
油

を
こ
す
り
つ
け
て
、ひ
っ
く
り
返
ら
な
い
よ
う
に

工
夫
を
し
た
。ゴ
ー
ル
ー
マ
ー
セ
ー（
輪
回
し
）の 

ゴ
ー
ル
ー（
鉄
の
輪
）を
磨
き
、イ
ッ
パ
ー
ウ
ッ
チ
ェ
ー 

（
イ
ッ
パ
ー
打
ち
合
い
）の
イ
ッ
パ
ー
を
美
し
く
削
っ

た
。か
け
っ
こ
で
は
先
頭
を
走
り
、魚
釣
り
で
は
、

面
白
い
よ
う
に
数
多
く
の
ク
サ
バ
ー（
ベ
ラ
科
の

魚
）を
釣
り
上
げ
る
ヒ
ー
ロ
ー
も
い
た
。或
い
は
、

自
ら
が
ヒ
ー
ロ
ー
に
な
る
た
め
に
、ル
ー
ル
を
改

変
し
、新
し
い
遊
び
を
考
案
す
る
者
も
い
た
。小

さ
な
村
で
あ
っ
た
が
、子
供
た
ち
の
世
界
は
、夢

や
工
夫
に
溢
れ
、日
替
わ
り
の
ヒ
ー
ロ
ー
が
次
々

と
誕
生
し
た
。だ
れ
も
が
個
性
的
な
ヒ
ー
ロ
ー

だ
っ
た
。 

　
あ
れ
か
ら
、ぼ
く
ら
の
村
に
も
、ぼ
く
自
身
に

も
、随
分
と
時
間
が
流
れ
た
。し
か
し
、藍
ち
ゃ

ん
が
活
躍
す
る
ゴ
ル
フ
場
の
風
も
、ぼ
く
ら
が 

ヒ
ー
ロ
ー
に
な
っ
た
村
の
風
も
、そ
れ
ほ
ど
変
わ

っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
。藍
ち
ゃ
ん
は
夢
を
追
い

続
け
、ぼ
く
ら
は
、自
ら
の
夢
を
、つ
ま
ら
な
い
も

の
だ
と
捨
て
去
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。鉄
腕
ア
ト
ム

に
な
る
夢
を
追
い
続
け
れ
ば
、あ
る
い
は
優
れ

た
科
学
者
に
な
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。霧
隠
才

蔵
に
な
る
夢
は
、あ
る
い
は
優
れ
た
映
画
監
督

を
生
み
出
し
た
か
も
し
れ
な
い
。 

　
も
ち
ろ
ん
、物
事
は
、そ
れ
ほ
ど
簡
単
に
成

就
出
来
る
も
の
で
は
な
い
し
、単
純
に
割
り
切

れ
る
も
の
で
も
な
い
。ま
た
、凡
人
に
は
凡
人
の

幸
せ
が
あ
る
の
だ
。だ
が
、そ
う
考
え
る
こ
と
が
、

す
で
に
凡
人
の
域
に
留
ま
ら
せ
る
要
因
か
も
し

れ
な
い
。 

　
少
年
の
こ
ろ
、村
に
た
く
さ
ん
い
た
ヒ
ー
ロ
ー
た

ち
が
、藍
ち
ゃ
ん
や
、具
志
堅
用
高
に
な
る
た
め

に
は
何
が
必
要
だ
っ
た
の
か
。そ
し
て
今
な
お
、

次
々
と
生
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
幼
い
ヒ
ー
ロ
ー

た
ち
の
成
長
に
は
、何
が
必
要
な
の
か
。こ
の
よ
う

な
こ
と
を
考
え
る
こ
と
は
、楽
し
い
こ
と
で
あ
る
。 

一
九
四
九
年
沖
縄
県
大
宜
味
村
生
ま
れ
。
琉
球
大

学
国
文
学
科
卒
業
。『
椎
の
川
』で
具
志
川
市
文

学
賞
。『
山
の
サ
バ
ニ
』で
沖
縄
市
戯
曲
大
賞
。『
ア

ト
ム
た
ち
の
空
』で
第
二
回
文
の
京
文
芸
賞
。『
或

い
は
取
る
に
足
り
な
い
小
さ
な
物
語
』で
第
28
回

山
之
口
貘
賞
。二
○
○
六
年
沖
縄
タ
イ
ム
ス
芸
術

選
奨（
小
説
部
門
）大
賞
。
最
新
刊
に『
記
憶
か
ら

記
憶
へ
』（
文
芸
社
）、『
運
転
代
行
人
』（
新
風
舎
）

が
あ
る
。 

大
城
貞
俊（
お
お
し
ろ
・
さ
だ
と
し
） 

7 6

※ 

※イッパー 
イッパーは丸太木を小鳥に似せて三角形に削って地面に置き、その頭を棒き
れで叩いて、跳ね上がったところをさらに叩いて、遠くまで飛ばしあう遊びです。 
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Ocean Exposition commemorative Park Foundation

イルカとシーサー君（本部大橋交差点）

沖縄美ら海水族館を代表するイルカのオキちゃんと、沖縄を守るシーサーを組み合わせて美ら海を守る心を

大切にしたいという思いがデザインされています。高さ3.5m幅4mです

カクレクマノミのカップル（本部町伊豆味）

カクレクマノミのカップルとハートの造形によって、愛情と平和、自然との共生を表現しています。カクレ

クマノミは高さ2m幅1.5mです

    
　 

           

大
型
造
形
花
壇
の
開
発
と
活
用

 

は
じ
め
に
　
　
　
　 

　
草
花
を
用
い
た
飾
花
技
術
は
、
１
９
９
０

年
に
開
催
さ
れ
た
国
際
花
と
緑
の
博
覧
会
以

降
急
速
に
進
展
し
、
平
面
的
に
デ
ザ
イ
ン
さ

れ
た
も
の
か
ら
、
ハ
ン
ギ
ン
グ
バ
ス
ケ
ッ
ト

や
ウ
ォ
ー
ル
ポ
ッ
ト（
壁
掛
け
）、
金
属
製
の

ポ
ー
ル
、
ス
タ
ン
ド
を
用
い
た
立
体
的
な
も

の
な
ど
が
普
及
し
て
来
ま
し
た
。
最
近
で
は
、

金
属
製
の
枠
組
み
に
土
壌
を
つ
め
て
固
定
し
、

植
物
を
モ
ザ
イ
ク
状
に
組
み
合
わ
せ
立
体
的

に
仕
上
げ
る
モ
ザ
イ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
称
さ
れ

る
大
型
の
造
形
花
壇
が
作
ら
れ
、
世
界
大
会

が
開
催
さ
れ
る
な
ど
新
し
い
飾
花
技
術
が
開

発
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
立
体
的
に
仕

上
げ
る
技
術
に
よ
り
、
見
る
人
に
驚
き
と
感

動
を
与
え
、
展
示
効
果
を
高
め
て
い
ま
す
。

当
財
団
で
は
、
公
園
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
太

陽
と
花
と
海
」
の
「
花
」
を
強
く
印
象
づ
け

る
も
の
と
し
て
平
成
14
年
度
か
ら
こ
れ
ま
で

に
な
い
大
型
の
造
形
花
壇
の
制
作
に
取
り
組

み
、
来
園
者
の
満
足
度
を
高
め
る
と
と
も
に
、

地
域
に
も
そ
の
技
術
を
活
用
し
、
美
化
並
び

に
緑
化
を
推
進
し
て
い
ま
す
。 

 

造
形
物
花
壇
の
し
く
み

　
こ
れ
ま
で
に
製
作
し
た
造
形
花
壇
は
、
ジ

ン
ベ
エ
ザ
メ
、
マ
ン
タ
、
ヤ
ド
カ
リ
、
タ
コ
、

カ
ニ
、
イ
カ
な
ど
の
水
族
館
の
動
物
シ
リ
ー

ズ
で
す
。
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
と
マ
ン
タ
は
特
に

大
型
の
も
の
で
、
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
の
全
長
は

約
10
ｍ
、
高
さ
約
３
ｍ
、
マ
ン
タ
は
全
長
約

７
ｍ
、
高
さ
２
ｍ
と
巨
大
で
、
遠
く
か
ら
で

も
十
分
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
造
形

物
は
鋼
管
で
大
き
な
骨
格
を
作
っ
た
後
、
鉄

筋
で
外
形
を
形
づ
く
り
、
外
形
に
沿
っ
て
草

花
を
置
く
ト
レ
ー
（
５
寸
ポ
ッ
ト
用
）
を
針

金
で
固
定
し
、
造
形
物
全
体
の
輪
郭
を
形
づ

く
っ
て
い
ま
す
。
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
、
マ
ン
タ

等
の
目
や
口
は
F 
R 
P
加
工
物
に
ペ
イ
ン
ト

し
、
表
情
を
出
し
親
し
み
や
す
く
な
る
よ
う

に
仕
上
げ
て
い
ま
す
。
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
製
作

に
必
要
な
草
花
の
鉢
数
は
５
、
０
１
０
鉢
で

あ
り
マ
ン
タ
は
４
、
５
２
５
鉢
で
す
。 

　
造
形
物
は
可
動
式
に
な
っ
て
お
り
、
大
型

の
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
と
マ
ン
タ
は
分
割
し
て
移

動
す
る
仕
組
み
で
す
。
２
・
９
ト
ン
吊
り
の

ク
レ
ー
ン
付
き
ト
ラ
ッ
ク
に
積
載
可
能
で
あ

り
、
イ
ベ
ン
ト
時
に
は
必
要
に
応
じ
て
移
動

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
ま
た
、
後
ろ
側
に
階
段
を
設
置
し
上
部
に

乗
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
で
記
念
撮
影
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
そ
の
他
の
造
形
物
は
高
さ
・
幅
と
も
３
ｍ

で
、
同
様
に
分
割
し
て
移
動
で
き
る
仕
組
み

で
す
。 

　
　 

造
形
物
花
壇
の
管
理

　
年
間
を
通
し
た
主
な
維
持
管
理
作
業
に
は

４
回
／
年
の
草
花
の
入
れ
替
え
、
潅
水
、
花

柄
摘
み
、
台
風
対
策
、
生
育
不
良
株
の
取
り

替
え
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
草
花
の
入
れ
替
え

に
は
動
物
本
来
の
持
つ
色
合
い
と
ラ
イ
ン
を

草
花
の
鮮
や
か
な
色
合
い
で
表
現
す
る
よ
う

に
デ
ザ
イ
ン
し
て
い
ま
す
。
潅
水
作
業
は
、

９
cm
ポ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
か
ら
乾
燥
が
早

く
、
夏
場
は
ほ
ぼ
毎
日
行
い
ま
す
。
台
風

対
策
は
、
草
花
の
取
り
外
し
、
ま
た
は
大
型

の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
で
固
定
し
ネ
ッ

ト
保
護
を
行
い
、
台
風
通
過
後
に
付
着
し
た

塩
分
を
洗
い
流
す
作
業
を
行
い
ま
す
。 

　
今
後
の
課
題
は
、
夏
場
の
乾
燥
や
台
風
に

強
い
植
物
材
料
の
選
定
、
保
水
性
を
保
つ
た

め
の
改
良
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
海
岸
植

物
の
モ
ク
ビ
ャ
ッ
コ
ウ
や
グ
ラ
ン
ド
カ
バ
ー

と
し
て
使
用
さ
れ
る
ム
ラ
サ
キ
オ
モ
ト
、
セ

ト
ク
レ
セ
ア
、
モ
ヨ
ウ
ビ
ユ
な
ど
夏
場
を
乗

切
る
た
め
の
植
物
材
料
試
験
、
ま
た
躯
体
へ

の
自
動
潅
水
装
置
の
設
置
、
保
水
性
を
保
つ

た
め
の
躯
体
の
改
良
な
ど
を
行
う
予
定
で
す
。 

 

地
域
の
花
や
花
道
づ
く
り 

　
名
護
市
か
ら
本
部
町
の
海
洋
博
公
園
に
い

た
る
沿
道
に
、
地
域
住
民
や
観
光
客
な
ど
多

く
の
方
々
を
和
ま
せ
、
楽
し
ま
せ
る
路
線
に

す
る
こ
と
並
び
に
美
観
の
向
上
と
地
域
の
活

性
化
な
ど
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
に
立
体
花

壇
を
設
置
し
て
い
ま
す
。
躯
体
と
使
用
さ
れ

る
草
花
は
海
洋
博
覧
会
記
念
公
園
管
理
財
団

が
提
供
し
、
管
理
は
地
元
の
方
々
が
行
う
シ

ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
ま
す
。
実
施
に
あ
た
っ

て
は
、
国
、
県
、
地
元
市
町
村
・
観
光
協
会
、

沿
道
の
観
光
関
連
施
設
等
か
ら
な
る
『
ア
ク

ア
フ
ラ
ワ
ー
ロ
ー
ド
計
画
』
検
討
委
員
会
、

ま
た
実
際
に
管
理
に
携
わ
る
地
元
の
方
々
に

よ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
を
行
っ
て
き
ま

し
た
。 

　
現
在
、本
部
町
内
の
浦
崎
交
差
点
に
高
さ
４

ｍ
、幅
４
ｍ
の
造
形
物
花
壇
「
ツ
ノ
ダ
シ
と
大
シ

ャ
コ
貝
」、
本
部
大
橋
交
差
点
に
高
さ
3.5
ｍ
、

幅
４
ｍ
の
「
イ
ル
カ
と
シ
ー
サ
ー
君
」
、
伊
豆

味
の
県
道
84
号
沿
い
に
高
さ
２
ｍ
、
幅
1.5
ｍ
の

「
カ
ク
レ
ク
マ
ノ
ミ
の
カ
ッ
プ
ル
」
を
設
置

し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
設
置
場
所
に
は

海
洋
博
公
園
、
沖
縄
美
ら
海
水
族
館
ま
で
の

距
離
表
示
と
管
理
を
行
っ
て
い
る
方
々
を
表

示
し
て
お
り
、
楽
し
み
な
が
ら
海
洋
博
公
園

に
辿
り
着
く
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

お
わ
り
に 

　
国
営
沖
縄
記
念
公
園
で
は
、
昨
年
度
の
１

月
末
か
ら
２
月
に
か
け
て
「
首
里
城
花
ま
つ

り
」
と
「
美
ら
海
花
ま
つ
り
」
を
開
催
し
ま

し
た
。
こ
の
花
ま
つ
り
は
、
国
内
の
ほ
と
ん

ど
の
地
域
が
寒
く
、
花
の
少
な
い
冬
場
に
暖

か
い
沖
縄
を
演
出
す
る
も
の
で
、
立
体
の
草

花
装
飾
技
術
を
駆
使
し
て
開
催
さ
れ
る
も
の

で
す
。
今
年
度
も
さ
ら
に
充
実
し
た
内
容
の

展
示
を
計
画
し
て
い
ま
す
。 

　
ま
た
ア
ク
ア
フ
ラ
ワ
ー
ロ
ー
ド
計
画
は
、

地
域
住
民
と
連
携
し
た
花
づ
く
り
に
よ
り
、

道
路
植
栽
桝
や
住
居
周
辺
地
な
ど
へ
の
花
づ

く
り
が
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
観
光

客
の
増
加
の
呼
び
水
に
な
り
、
さ
ら
に
地
域

の
子
供
達
の
環
境
学
習
、
情
操
教
育
に
役
立

つ
も
の
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。 

　
今
後
、
草
花
を
用
い
た
装
飾
技
術
は
よ
り

高
度
に
な
る
も
の
と
予
想
さ
れ
ま
す
が
、
亜

熱
帯
性
気
候
下
唯
一
の
国
営
公
園
で
あ
る
海

洋
博
公
園
を
メ
イ
ン
に
国
内
の
ど
の
地
域
に

も
な
い
独
自
性
の
あ
る
装
飾
を
行
っ
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

  

当
財
団
で
は
、
国
民
の
心
身
の
健
全
な
発
達
を
目
的
に
、
国
営
沖
縄
記
念
公
園(

海
洋
博
覧

会
地
区･

首
里
城
地
区)

の
維
持
管
理
業
務
を
行
う
と
と
も
に
、
亜
熱
帯
性
動
植
物
に
関
す

る
調
査
研
究
及
び
技
術
開
発
な
ら
び
に
知
識
の
普
及
啓
発
、
首
里
城
に
関
す
る
調
査
研
究
及

び
知
識
の
普
及
啓
発
活
動
を
実
施
し
て
お
り
、
そ
の
成
果
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。 

 

【
植
物
課
】 

財団の 
事業紹介 

動物シリーズ・マンタ

動物シリーズ・ジンベエザメ
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大
型
魚
類
の
輸
送
技
術
の
開
発 

　
　

│
│
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
の
輸
送
│
│

財団の事業紹介 Ocean Exposition commemorative Park Foundation

   

は
じ
め
に

　
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
は
成
長
す
る
と
最
大
全
長

14
ｍ
に
達
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
、
魚
類
中

最
も
大
き
く
な
る
サ
メ
の
仲
間
で
す
。
世
界

の
熱
帯
か
ら
亜
熱
帯
海
域
に
生
息
し
て
い
ま
す
。

体
の
模
様
が
夏
用
の
普
段
着
の
「
甚
兵
」
に

似
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
の
名
前
が
付
い
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
水
族
館
の
「
黒
潮
の
海
」

大
水
槽
で
は
、
３
尾
の
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
を
展

示
中
で
、
現
在
の
全
長
は
そ
れ
ぞ
れ
７
・
５
、

６
・
５
、
６
・
０
ｍ
で
年
間
40
㎝
ほ
ど
成
長
し

て
い
ま
す
。
展
示
中
の
全
長
７
・
５
ｍ
の
「
ジ

ン
タ
」
は
本
種
の
飼
育
世
界
最
長
記
録（
平
成

19
年
3
月
末
で
飼
育
12
年
）を
日
々
更
新
し

て
い
ま
す
。 

　
サ
メ
と
言
う
と
凶
暴
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り

ま
す
が
、
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
は
動
物
プ
ラ
ン
ク

ト
ン
や
小
魚
な
ど
の
小
動
物
を
エ
サ
と
し
て

お
り
、
人
に
危
害
を
く
わ
え
る
事
は
あ
り
ま

せ
ん
。
エ
サ
の
食
べ
方
は
豪
快
で
、
ま
わ
り

の
海
水
ご
と
エ
サ
を
吸
い
込
み
、
鰓
板
（
さ

い
ば
ん
）
と
い
わ
れ
る
器
官
を
使
っ
て
、
エ

サ
だ
け
を
こ
し
と
っ
て
食
べ
ま
す
。
余
計
な

海
水
は
エ
ラ
孔
（
あ
な
）
よ
り
排
出
さ
れ
ま
す
。

一
度
に
吸
い
込
む
海
水
の
量
は
100 
ℓ
ほ
ど
で
、

垂
直
（
水
面
に
対
し
て
）
に
立
ち
泳
ぎ
を
し

な
が
ら
エ
サ
を
食
べ
ま
す
（
写
真
❶
）。 

　
水
族
館
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
ジ
ン
ベ
エ
ザ

メ
は
、
読
谷
村
の
沖
に
あ
る
定
置
網
に
入
っ

た
も
の
を
運
ん
で
き
ま
し
た
。
定
置
網
は
魚

を
網
の
中
へ
誘
導
す
る
垣
網
、
魚
の
群
を
集

め
る
囲
網
（
運
動
場
）、
魚
を
取
り
上
げ
る
落

網
（
箱
網
）
の
３
つ
の
部
分
か
ら
で
き
て
い
て
、

こ
こ
に
迷
い
込
ん
で
き
た
魚
を
捕
ま
え
る
漁

法
で
す
。
沖
縄
県
内
に
は
大
小
あ
わ
せ
て
25

統
ほ
ど
定
置
網
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。 

　
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
を
運
ぶ
方
法
に
は
、
２
つ

の
方
法
が
あ
り
ま
す
。
１
つ
は
海
路
を
使
っ

て
運
ぶ
海
上
輸
送
。
そ
し
て
も
う
１
つ
は
陸

路
を
運
ぶ
、
陸
上
輸
送
で
す
。
体
の
大
き
な

ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
を
運
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、

ど
ち
ら
の
方
法
で
も
お
の
ず
と
大
が
か
り
な

作
業
に
な
り
ま
す
。
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
を
運
ぶ

道
具
を
移
動
す
る
だ
け
で
も
、
ク
レ
ー
ン
付

の
８
ト
ン
ト
ラ
ッ
ク
が
必
要
と
な
り
ま
す
。 

 

海
上
輸
送 

　
海
上
輸
送
に
は
、
船
形
の
曳
航
コ
ン
テ
ナ

を
使
い
ま
す
。
大
き
さ
は
外
寸
で
、
長
さ
９
・

０
ｍ
、
幅
３
・
２
ｍ
、
高
さ
２
・
０
ｍ
で
す
。

船
と
い
っ
て
も
エ
ン
ジ
ン
や
操
縦
す
る
舵
な

ど
は
な
く
、
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
を
出
し
入
れ
す

る
扉
が
後
ろ
に
あ
る
ぐ
ら
い
で
、
ご
く
簡
単

な
作
り
に
な
っ
て
い
る
Ｆ
Ｒ
Ｐ
製
コ
ン
テ
ナ

で
す
。
移
動
す
る
際
は
漁
船
で
曳
航
し
ま
す
（
写

真
❷
・
❸
）。 

　
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
が
定
置
網
に
入
る
と
こ
の

コ
ン
テ
ナ
を
落
網
の
部
分
に
設
置
し
、
コ
ン

テ
ナ
の
扉
を
網
の
中
で
開
き
ま
す
。
そ
の
後
、

ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
を
コ
ン
テ
ナ
の
中
へ
入
れ
る

た
め
網
を
絞
っ
て
い
き
ま
す
。
網
を
絞
っ
て

い
る
最
中
、
飼
育
係
は
６
名
ほ
ど
で
ジ
ン
ベ

エ
ザ
メ
が
網
の
た
る
ん
だ
と
こ
ろ
へ
入
り
込

ま
な
い
よ
う
注
意
深
く
観
察
し
ま
す
。
最
初
、

水
深
40
ｍ
ほ
ど
あ
っ
た
網
の
底
も
ジ
ン
ベ
エ

ザ
メ
を
コ
ン
テ
ナ
に
入
れ
る
頃
に
は
２
ｍ
ほ

ど
に
な
る
ま
で
絞
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ

ろ
に
な
る
と
さ
す
が
の
”の
ん
び
り
屋
“
の
ジ

ン
ベ
エ
ザ
メ
も
暴
れ
出
し
ま
す
。
網
の
た
る

み
も
多
く
な
り
、
こ
の
部
分
に
入
り
込
ま
れ

る
と
網
に
絡
ま
る
恐
れ
も
あ
る
の
で
、
細
心

の
注
意
を
払
っ
て
コ
ン
テ
ナ
の
中
へ
誘
導
し

ま
す
（
写
真
❹
・
❺
）。    

　
暴
れ
る
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
を
上
手
く
誘
導
す

る
コ
ツ
は
、
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
の
眼
を
手
で
押

さ
え
て
暗
く
し
て
や
る
こ
と
で
す
。
こ
う
す

る
と
一
瞬
、
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
の
力
が
抜
け
、

こ
の
間
に
胸
ビ
レ
の
後
ろ
を
押
し
、
コ
ン
テ

ナ
の
中
へ
押
し
込
み
ま
す
。
コ
ン
テ
ナ
の
中

へ
入
っ
た
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
は
尾
ビ
レ
を
激
し

く
振
る
な
ど
落
ち
着
き
が
な
い
様
子
で
す
が
、

し
ば
ら
く
す
る
と
お
と
な
し
く
な
り
ま
す
。

そ
の
後
、
全
長
や
性
別
の
確
認
、
採
血
な
ど

を
行
い
、
そ
れ
か
ら
輸
送
を
開
始
し
ま
す
。

漁
船
で
の
曳
航
中
は
、
コ
ン
テ
ナ
の
前
と
底

の
部
分
に
開
け
ら
れ
た
穴
（
ス
カ
ッ
パ
ー
）

よ
り
常
に
新
鮮
な
海
水
が
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
の

エ
ラ
孔
（
あ
な
）
の
方
向
へ
流
れ
て
い
き
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
の
呼
吸
を
確
保

し
ま
す
。
し
か
し
、
普
段
泳
ぎ
な
が
ら
呼
吸

を
し
て
い
る
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
が
コ
ン
テ
ナ
の

中
で
止
ま
っ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、

か
な
り
の
負
担
で
あ
る
こ
と
に
代
わ
り
は
あ

り
ま
せ
ん
。
搬
送
中
は
呼
吸
や
定
置
網
、
コ

ン
テ
ナ
の
中
な
ど
で
負
っ
た
ス
リ
傷
な
ど
を

中
心
に
注
意
深
く
観
察
し
ま
す
。
読
谷
村
の

定
置
網
を
出
発
し
て
約
６
時
間
で
水
族
館
の

あ
る
本
部
町
に
到
着
し
ま
す
。 

　 

陸
上
輸
送 

　
陸
上
輸
送
と
海
上
輸
送
で
最
も
違
う
点
は
、

ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
の
体
重
の
影
響
で
す
。
飼
育

し
て
い
る
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
の
ジ
ン
タ
で
約
５
・

５
ト
ン
あ
り
ま
す
。
水
中
で
あ
れ
ば
、
浮
力

が
あ
り
ま
す
か
ら
体
重
の
影
響
は
少
な
い
の

で
す
が
、
水
上
に
上
げ
れ
ば
５
・
５
ト
ン
と

い
う
”重
さ
“が
移
動
の
た
め
の
道
具
に
全
て

加
わ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
重
み
に
耐

え
る
こ
と
の
で
き
る
輸
送
具
を
独
自
に
開
発

し
て
い
ま
す
。 

　
定
置
網
や
海
上
生
簀
な
ど
か
ら
近
く
の
港

ま
で
は
、
曳
航
コ
ン
テ
ナ
で
移
動
し
ま
す
。

港
で
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
を
吊
り
上
げ
る
際
に
は
、

60
ト
ン
ク
レ
ー
ン
を
使
用
し
ま
す
。
吊
り
上

げ
は
、
コ
ン
テ
ナ
ご
と
で
は
な
く
、
ジ
ン
ベ

エ
ザ
メ
だ
け
を
専
用
の
担
架
を
使
っ
て
行
い

ま
す
。
こ
の
担
架
は
ク
レ
ー
ン
で
吊
り
上
げ

る
２
本
の
鉄
製
の
棒
に
タ
ー
ポ
リ
ン
シ
ー
ト
（
塩

化
ビ
ニ
ー
ル
製
シ
ー
ト
）
で
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ

を
包
む
袋
と
補
強
の
た
め
外
側
に
モ
ッ
コ
（
荷

役
用
の
ベ
ル
ト
を
網
目
状
に
縫
っ
た
も
の
）

を
取
り
付
け
た
も
の
で
す
（
写
真
❻
）。
吊
り

上
げ
た
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
は
、
10
ト
ン
ダ
ン
プ

の
荷
台
に
仮
設
で
作
っ
た
水
槽
に
入
れ
ま
す
。

水
槽
は
タ
ー
ポ
リ
ン
シ
ー
ト
を
荷
台
に
敷
い

て
海
水
を
入
れ
た
だ
け
の
簡
単
な
も
の
で
す
。

ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
専
用
の
水
槽
を
作
る
と
な
る
と
、

か
な
り
大
型
の
水
槽
に
な
り
ま
す
か
ら
こ
れ

を
ト
ラ
ッ
ク
に
積
み
お
ろ
し
す
る
だ
け
で
、

大
が
か
り
な
作
業
を
伴
い
ま
す
。
か
え
っ
て
、

仮
設
の
水
槽
の
ほ
う
が
専
用
の
も
の
よ
り
機

動
性
が
あ
り
ま
す
し
、
比
較
的
簡
単
に
準
備

が
で
き
、
機
能
的
に
も
優
れ
て
い
ま
す
（
写

真
❼
）。 

　
ト
ラ
ッ
ク
で
の
輸
送
中
も
海
上
輸
送
同
様

の
注
意
を
払
い
ま
す
。
特
に
呼
吸
を
確
保
す

る
た
め
水
槽
内
に
酸
素
を
注
入
し
、
曝
気
を

欠
か
す
事
が
出
来
ま
せ
ん
。
ま
た
、
水
質
の

悪
化
に
も
十
分
注
意
し
ま
す
。
海
上
と
は
違

っ
て
い
つ
も
新
鮮
な
海
水
を
送
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
長
距
離
を
輸
送
す
る
場
合

は
別
の
ト
ラ
ッ
ク
に
海
水
を
あ
ら
か
じ
め
準

備
し
て
お
き
、
途
中
で
水
を
入
れ
替
え
ま
す
。

輸
送
時
間
は
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
が
捕
獲
さ
れ
た

場
所
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
す
が
最
も
時
間

が
か
か
っ
た
輸
送
で
約
６
時
間
で
す
。 

　
水
族
館
に
到
着
す
る
と
再
び
担
架
で
取
り

上
げ
、
４
点
吊
り
の
天
井
ク
レ
ー
ン
（
40
ト

ン
）
で
黒
潮
水
槽
ま
で
移
動
し
ま
す
。
搬
入

口
か
ら
水
槽
ま
で
ク
レ
ー
ン
の
レ
ー
ル
が
敷

か
れ
て
お
り
直
接
水
槽
の
上
ま
で
運
ぶ
こ
と

が
で
き
ま
す
（
写
真
❽
・
❾
）。 

　
水
槽
に
初
め
て
入
っ
た
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
は

最
初
、
壁
が
わ
か
ら
ず
激
突
す
る
こ
と
が
あ

る
た
め
ダ
イ
バ
ー
が
付
き
添
っ
て
泳
ぎ
ま
す
。

し
か
し
、
２
、
３
周
も
す
れ
ば
次
第
に
壁
を

避
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

お
わ
り
に 

　
こ
の
よ
う
に
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
の
輸
送
は
、

大
型
の
ク
レ
ー
ン
や
道
具
を
使
う
こ
と
か
ら

か
な
り
の
大
作
業
で
す
。
そ
れ
に
加
え
、
こ

の
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
の
捕
獲
は
正
に
「
水
も
の
」

で
あ
り
、
突
然
の
朝
一
番
の
電
話
か
ら
ス
タ

ー
ト
し
、
遅
く
と
も
次
の
日
に
は
、
実
施
、

完
了
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

他
で
は
決
し
て
行
う
こ
と
の
で
き
な
い
貴
重

な
体
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
ら

の
大
型
の
動
物
を
輸
送
す
る
の
も
正
に
飼
育

係
と
い
う
仕
事
の
醍
醐
味
の
ひ
と
つ
だ
と
言

え
ま
す
。 

❶垂直泳ぎでエサを食べるジンベエザメ(黒潮大水槽)

❷FRP製曳航コンテナ

　(外寸：長さ9.0ｍ、幅3.2ｍ、高さ2.0ｍ)

❹定置網でのコンテナ設置❺ジンベエザメをコンテナ内へ誘導

❻クレーンを使って専用担架で吊り上げる

❼10トンダンプ荷台の仮設水槽での陸上輸送

❽水族館搬入口に到着したジンベエザメ❾黒潮大水槽の上まで運ばれたジンベエザメ

❸曳航コンテナでの海上輸送

【
魚
類
課
】 

ば
っ
き 



❸イルカの餌づくり

　運動能力の回復をみせるフジ

X線検査

❾餌以外のものを食べてしまった時などにはX線検査を行い異物を確認します

❻経口投与＝エサの魚に薬をつめる❼筋肉内注射

❽静脈内注射 ❷イルカプール清掃（イルカラグーン）

❶当水族館で孵化した仔ガメの甲羅みがき

環境整備 

餌料管理 

肛門

❹プローブを約15cm挿入し直腸内の温度をはかる❺血液検査＝尾鰭からの採血10

10

Ocean Exposition commemorative Park Foundation

 
健
康
管
理
技
術
の
開
発 

　
　│
│
人
工
尾
び
れ
│
│

財団の事業紹介 

13 12

【
海
獣
課
】 

       

は
じ
め
に 

　
海
獣
課
で
は
、
動
物
管
理
に
お
い
て
、
飼

育
動
物
の
健
康
管
理
を
行
う
と
と
も
に
、
よ

り
よ
い
飼
育
環
境
保
持
に
努
め
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
毎
日
の
水
温
、
気
温
、
湿
度
の
計
測
、

水
質
管
理
、
餌
料
管
理
を
行
い
、
随
時
、
体

重
測
定
や
血
液
検
査
、
細
菌
検
査
等
を
実
施

し
て
い
ま
す
。 

　 環
境
整
備

　
鯨
類
の
飼
育
施
設
と
し
て
、
オ
キ
ち
ゃ
ん
劇

場
、
い
る
か
ス
タ
ジ
オ
、
イ
ル
カ
ラ
グ
ー
ン
の

３
施
設
が
あ
り
、
飼
育
展
示
お
よ
び
シ
ョ
ー
を

運
営
し
て
い
ま
す
。
各
施
設
、
週
に
１
〜
２
回

の
頻
度
で
プ
ー
ル
掃
除
を
行
い
良
好
な
環
境
を

保
つ
よ
う
に
し
て
い
ま
す（
写
真
❶
・
❷
）。

 
               

                  
餌
料
管
理

　
餌
料
の
管
理
に
お
い
て
は
品
質
、
鮮
度
等

を
良
好
に
保
つ
よ
う
管
理
し
使
用
し
て
い
ま

す
。
良
い
餌
は
、
動
物
を
健
康
に
飼
育
し
て

い
く
上
で
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
餌
は
食
べ
や
す

く
、
消
化
が
良
く
、
生
理
的
な
障
害
を
与
え

る
物
質
を
含
ま
な
い
こ
と
が
望
ま
し
く
、
自

然
界
で
鯨
類
が
食
べ
て
い
る
餌
料
生
物
を
与

え
る
の
が
理
想
で
す
。
ま
た
、
餌
料
構
成
と

し
て
は
赤
身
魚
と
白
身
魚
を
混
合
し
、
脂
肪

分
が
少
な
く
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
食
と
な
ら
な
い

よ
う
に
配
慮
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
栄
養
バ

ラ
ン
ス
や
嗜
好
性
の
固
定
を
な
く
す
た
め
、

丸
餌
や
切
り
身
な
ど
の
サ
イ
ズ
や
形
状
に
変

化
を
与
え
、
定
期
的
に
体
重
測
定
を
行
っ
て

各
個
体
の
給
餌
量
を
決
め
て
い
ま
す
。
一
般

的
に
は
体
重
を
維
持
す
る
た
め
の
給
餌
量
は
、

１
日
あ
た
り
体
重
の
４
％
〜
10
％
の
給
餌
量

と
さ
れ
て
お
り
、
成
長
過
程
に
あ
る
若
い
個

体
の
給
餌
率
は
高
く
な
り
ま
す
。
当
水
族
館

で
は
平
均
７
％
の
餌
を
与
え
て
い
ま
す
（
写

真
❸
）。

 
 

健
康
管
理

　
し
か
し
、
い
く
ら
良
い
水
、
良
い
餌
、
良

い
環
境
で
飼
育
し
て
い
て
も
病
気
は
避
け
ら

れ
ま
せ
ん
。
主
な
疾
病
は
感
染
症
や
外
傷
な

ど
で
す
が
、
時
に
は
ス
ト
レ
ス
が
要
因
と
な

り
病
気
を
ひ
き
お
こ
す
場
合
も
あ
り
ま
す
。

健
康
管
理
は
、
疾
病
の
早
期
発
見
と
早
期
治

療
が
重
要
で
す
。
こ
れ
ら
は
、
摂
餌
の
状
態

や
一
般
行
動
、
シ
ョ
ー
動
作
等
、
係
員
の
観
察

に
基
づ
く
「
主
観
的
な
方
法
」
と
、
体
温
測
定
、

血
液
検
査
や
細
菌
検
査
等
に
よ
る
「
客
観
的

方
法
」
に
よ
り
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す（
写

真
❹
・
❺
）。

 

 

治
療

　
主
に
、
客
観
的
方
法
で
あ
る
血
液
検
査
や

細
菌
・
真
菌
学
的
検
査
の
結
果
に
よ
り
治
療

を
開
始
し
ま
す
が
、
必
要
に
応
じ
て
Ｘ
線
検

査
や
超
音
波
画
像
診
断
、内
視
鏡
検
査
を
行
い
、

よ
り
確
実
な
診
断
を
基
に
治
療
を
開
始
す
る

場
合
も
あ
り
ま
す
。
基
本
的
に
は
経
口
投
与

に
よ
り
抗
菌
薬
等
を
与
え
動
物
に
負
担
を
か

け
ず
に
治
療
を
行
い
ま
す
。
状
況
に
よ
っ
て

は
筋
肉
内
注
射
や
静
脈
内
注
射
で
の
処
置
も

行
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
国
内
に
お
け
る

疾
病
治
療
技
術
は
未
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
い

現
状
に
あ
り
ま
す
。
当
館
に
お
い
て
は
、
健

康
管
理
技
術
の
向
上
を
目
指
し
日
々
努
力
し
、

独
自
に
行
う
研
究
の
ほ
か
、
他
の
医
療
機
関
、

大
学
研
究
機
関
と
共
同
研
究
を
行
い
飼
育
技

術
の
向
上
に
努
め
て
い
ま
す（
写
真
❻
・
❼
・

❽
・
❾
）。 

お
わ
り
に

　
こ
れ
ま
で
の
研
究
と
し
て
、
飼
育
者
か
ら

の
提
案
に
よ
る
試
み
と
し
て
、
バ
ン
ド
ウ
イ

ル
カ
「
フ
ジ
」
の
人
工
尾
び
れ
の
共
同
開
発

が
あ
り
ま
す
。
２
０
０
４
年
、
株
式
会
社
ブ

リ
ヂ
ス
ト
ン
、
そ
の
他
多
く
の
方
々
の
協
力

を
得
て
完
成
し
た
人
工
尾
び
れ
。
現
在
は
、

イ
ル
カ
本
来
の
尾
鰭
の
機
能
に
関
す
る
研
究

と
し
て
、
遊
泳
速
度
計
測
器
（
ロ
ガ
ー
）
を

体
側
に
取
り
付
け
、
遊
泳
時
や
ジ
ャ
ン
プ
動

作
時
に
お
け
る
助
走
最
高
速
度
と
、
そ
れ
に

到
達
す
る
ま
で
の
ス
ト
ロ
ー
ク
数
を
計
測
し

て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
健
常
な
バ
ン
ド
ウ

イ
ル
カ
で
M
A
X:

７
ｍ
／
秒
速
、ス
ト
ロ
ー

ク
数
７
回
に
対
し
、
人
工
尾
び
れ
装
着
な
し

で
は
、M
A
X:

5.9
ｍ
／
秒
速
、ス
ト
ロ
ー
ク
数

11
回
、
人
工
尾
び
れ
装
着
時
に
は
M
A
X:

6.8
ｍ
／
秒
速
、
ス
ト
ロ
ー
ク
数
9
回
と
、
健

常
な
イ
ル
カ
に
近
い
結
果
と
な
り
、
人
工
尾

び
れ
の
有
益
性
と
、
イ
ル
カ
尾
鰭
の
機
能
に

関
す
る
研
究
に
お
い
て
重
要
な
知
見
を
得
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

　
今
後
は
、
よ
り
耐
久
性
と
安
全
性
に
優
れ

た
人
工
尾
び
れ
を
目
指
し
改
良
を
行
っ
て
い

き
ま
す（
写
真
　
　）。 

    

        

　
海
獣
課
で
は
、
動
物
管
理
に
お
い
て
、
飼

育
動
物
の
健
康
管
理
を
行
う
と
と
も
に
、
よ

り
よ
い
飼
育
環
境
を
保
持
し
、
安
全
か
つ
棲

み
よ
い
環
境
で
動
物
を
健
康
に
飼
育
す
る
よ

う
日
々
努
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
は
毎
日
の

水
温
、
気
温
、
湿
度
の
計
測
、
水
質
管
理
、

餌
料
管
理
を
行
い
、
定
期
的
、
不
定
期
的
に

体
重
測
定
や
血
液
検
査
、
細
菌
検
査
等
を
実

施
し
て
い
ま
す
。 

　 環
境
整
備 

　
鯨
類
の
飼
育
施
設
と
し
て
、
オ
キ
ち
ゃ
ん

劇
場
、
い
る
か
ス
タ
ジ
オ
、
イ
ル
カ
ラ
グ
ー

ン
の
３
施
設
が
あ
り
、
飼
育
お
よ
び
シ
ョ
ー

運
営
し
て
い
ま
す
。
各
施
設
、
週
に
１
〜
２

回
の
頻
度
で
プ
ー
ル
掃
除
を
行
い
環
境
を
維

持
し
、
プ
ー
ル
内
の
水
質
を
良
好
に
保
つ
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。 

餌
料
管
理 

　
飼
料
等
に
お
い
て
も
品
質
、
鮮
度
等
を
良

好
に
保
つ
よ
う
管
理
し
使
用
し
て
い
ま
す
。

良
い
餌
は
、
動
物
を
健
康
に
飼
育
し
て
い
く

上
で
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
飼
育
下
の
餌
は
鯨
類

が
好
ん
で
食
べ
、
消
化
が
良
く
、
生
理
的
な

障
害
を
与
え
る
物
質
を
含
ま
な
い
こ
と
が
望

ま
し
く
、
自
然
界
で
鯨
類
が
食
べ
て
い
る
餌

料
生
物
を
与
え
る
の
が
理
想
で
す
。
ま
た
、

餌
料
構
成
と
し
て
は
赤
身
魚
と
白
身
魚
を
混

合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
脂
肪
分
を
少
な
く
し
、 

高
エ
ネ
ル
ギ
ー
食
と
な
ら
な
い
よ
う
に
配
慮

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
栄
養
バ
ラ
ン
ス
や
嗜

好
性
の
か
た
よ
り
を
な
く
す
た
め
、
丸
餌
や

切
り
身
な
ど
の
サ
イ
ズ
や
形
状
に
変
化
を
与
え
、

定
期
的
に
体
重
測
定
を
行
っ
て
各
個
体
の
給 

餌
量
を
決
め
て
い
ま
す
。
一
般
的
に
は
体
重

を
維
持
す
る
た
め
の
給
餌
率
は
１
日
あ
た
り

体
重
の
４
％
〜
１０
％
の
給
餌
量
と
さ
れ
て
お
り
、

成
長
し
て
い
る
最
中
の
若
い
固
体
の
給
餌
率

は
高
く
な
り
ま
す
。
当
水
族
館
で
は
平
均
７

％
の
餌
を
与
え
て
い
ま
す
。 

健
康
管
理 

　
し
か
し
、
い
く
ら
良
い
水
、
良
い
餌
、
良

い
環
境
で
飼
育
し
て
い
て
も
病
気
は
避
け
ら

れ
ま
せ
ん
。
感
染
症
的
な
も
の
や
外
傷
的
な

も
の
、
時
に
は
ス
ト
レ
ス
が
要
因
と
な
り
病

気
を
ひ
き
お
こ
す
場
合
も
あ
り
ま
す
。
健
康

管
理
は
、
疾
病
の
早
期
発
見
と
早
期
治
療
が

重
要
で
す
。
こ
れ
ら
は
、
摂
餌
の
量
や
一
般

行
動
、
シ
ョ
ー
行
動
等
、
係
員
の
観
察
に
基

づ
く
「
主
観
的
な
方
法
」
と
、
体
温
測
定
、

血
液
検
査
や
細
菌
検
査
等
に
よ
る
「
客
観
的

方
法
」
に
よ
り
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

治
療

　
主
に
血
液
検
査
や
細
菌
・
真
菌
学
的
検
査

の
結
果
に
よ
り
治
療
を
開
始
し
ま
す
が
、
必

要
に
応
じ
て
Ｘ
線
検
査
や
超
音
波
画
像
診
断
、

内
視
鏡
検
査
を
行
い
、
よ
り
確
実
な
診
断
を

基
に
治
療
を
開
始
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

基
本
的
に
は
経
口
投
与
に
よ
り
抗
菌
薬
等
を

与
え
動
物
に
負
担
を
か
け
ず
に
治
療
を
行
い

ま
す
。
状
況
に
よ
っ
て
は
筋
肉
注
射
や
静
脈

注
射
で
の
処
置
も
行
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

国
内
に
お
け
る
海
獣
類
の
疾
病
治
療
技
術
は

未
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
す
。 

疾
病
治
療
技
術
の
向
上
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

健
康
管
理
技
術
の
向
上
を
目
指
し
日
々
努
力

し
、
独
自
に
行
う
研
究
の
ほ
か
、
他
の
医
療

機
関
、
大
学
研
究
機
関
と
共
同
研
究
を
行
っ

て
技
術
開
発
に
努
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で

の
研
究
と
し
て
、
飼
育
者
か
ら
の
提
案
に
よ

る
試
み
と
し
て
、
バ
ン
ド
ウ
イ
ル
カ
「
フ
ジ
」

の
人
工
尾
び
れ
の
共
同
開
発
が
あ
り
ま
す
。 

　
２
０
０
４
年
、
株
式
会
社
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
、

そ
の
他
多
く
の
組
織
や
個
人
の
方
々
の
協
力

を
得
て
完
成
し
た
人
工
尾
び
れ
。
現
在
は
、

イ
ル
カ
本
来
の
尾
鰭
の
機
能
に
関
す
る
研
究

と
し
て
、
遊
泳
速
度
計
測
器
（
ロ
ガ
ー
）
を

体
側
に
取
り
付
け
、
遊
泳
時
や
ジ
ャ
ン
プ
動

作
時
に
お
け
る
助
走
最
高
速
度
と
、
そ
れ
に

到
達
す
る
ま
で
の
ス
ト
ロ
ー
ク
数
を
計
測
し

て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
健
常
な
バ
ン
ド
ウ

イ
ル
カ
で
Ｍ
Ａ
Ｘ
‥
７
ｍ
／
秒
速
、
ス
ト
ロ

ー
ク
数
７
回
に
対
し
、
フ
ジ
の
人
工
尾
び
れ

装
着
な
し
で
は
、
Ｍ
Ａ
Ｘ
‥
５
・
９
ｍ
／
秒
速
、

ス
ト
ロ
ー
ク
数
１１
回
、
人
工
尾
び
れ
装
着
時

に
は
Ｍ
Ａ
Ｘ
‥
６
・
８
ｍ
／
秒
速
、
ス
ト
ロ

ー
ク
数
９
回
と
、
健
常
な
イ
ル
カ
に
よ
り
近

い
結
果
と
な
り
、
人
工
尾
び
れ
の
有
効
性
と
、

イ
ル
カ
尾
鰭
の
機
能
に
関
す
る
研
究
に
お
い

て
重
要
な
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

　
現
在
は
、
よ
り
耐
久
性
と
安
全
性
に
優
れ

た
人
工
尾
び
れ
に
す
る
た
め
の
改
良
を
行
っ

て
い
ま
す
。 

アメリカマナティーのマヤ（左）
とプール生まれのユマ親仔

　これまでの研究として、飼育者

からの提案による試みとして、バ

ンドウイルカ「フジ」の人工尾びれ

の共同開発があります。2004年、

株式会社ブリヂストン、その他多

くの方々の協力を得て完成した人

工尾びれ。現在は、イルカ本来の尾

鰭の機能に関する研究として、遊

泳速度計測器（ロガー）を体側に取

り付け、遊泳時やジャンプ動作時

における助走最高速度と、それに

到達するまでのストローク数を計

測しています。その結果、健常なバ

ンドウイルカでMAX：７ｍ／秒速、

ストローク数７回に対し、人工尾

びれ装着なしでは、MAX：5.9ｍ／

秒速、ストローク数11回、人工尾び

れ装着時にはMAX：6.8ｍ／秒速、

ストローク数9回と、健常なイルカ

に近い結果となり、人工尾びれの

有益性と、イルカ尾鰭の機能に関

する研究において重要な知見を得

ることができました。

　今後は、より耐久性と安全性に

優れた人工尾びれを目指し改良を

行っています。（写真❺）

　
こ
れ
ま
で
の
研
究
と
し
て
、
飼
育
者
か
ら
の
提

案
に
よ
る
試
み
と
し
て
、
バ
ン
ド
ウ
イ
ル
カ
「
フ

ジ
」
の
人
工
尾
び
れ
の
共
同
開
発
が
あ
り
ま
す
。

２
０
０
４
年
、
株
式
会
社
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
、
そ
の

他
多
く
の
方
々
の
協
力
を
得
て
完
成
し
た
人
工
尾

び
れ
。
現
在
は
、
イ
ル
カ
本
来
の
尾
鰭
の
機
能
に

関
す
る
研
究
と
し
て
、
遊
泳
速
度
計
測
器
（
ロ
ガ
ー
）

を
体
側
に
取
り
付
け
、
遊
泳
時
や
ジ
ャ
ン
プ
動
作

時
に
お
け
る
助
走
最
高
速
度
と
、
そ
れ
に
到
達
す

る
ま
で
の
ス
ト
ロ
ー
ク
数
を
計
測
し
て
い
ま
す
。

そ
の
結
果
、
健
常
な
バ
ン
ド
ウ
イ
ル
カ
で

M
A
X:

７
ｍ
／
秒
速
、
ス
ト
ロ
ー
ク
数
７
回
に

対
し
、
人
工
尾
び
れ
装
着
な
し
で
は
、
M
A
X:

5.9
ｍ
／
秒
速
、
ス
ト
ロ
ー
ク
数
11
回
、
人
工
尾
び

れ
装
着
時
に
は
M
A
X:

6.8
ｍ
／
秒
速
、
ス
ト
ロ
ー

ク
数
9
回
と
、
健
常
な
イ
ル
カ
に
近
い
結
果
と

な
り
、
人
工
尾
び
れ
の
有
益
性
と
、
イ
ル
カ
尾
鰭

の
機
能
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
重
要
な
知
見
を

得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

　
今
後
は
、
よ
り
耐
久
性
と
安
全
性
に
優
れ
た
人

工
尾
び
れ
を
目
指
し
改
良
を
行
っ
て
い
ま
す
。（
写

真
　
　） 
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大通り（諸官への振る舞い酒）

子之方御拝（国王の拝礼）

子之方御拝（国王の出御）

朝之御拝（国王への拝礼）

朝拝御規式

時間 内容 
12月31日～ 
元日7時頃 楽の準備・飾りの準備・庭への砂まき等が行われる。 
元日早朝 当番の三司官が登城する。 
8時頃 奉神門が開門し、楽が演奏される。王の御印を開く儀式が行われ
る。 
9時前 朝拝御規式に参加する人々は、正装をして登城する。 
9時～10時頃 国王がとう唐いしょう衣裳に着替える。 
10時以降  
＊「にぬふぁーぬうぬふぇー子之方御拝」 
　儀式の参加者は、奉神門の左右の門からうなー御庭に入り、北殿に向
かって並ぶ。 
　国王が、正殿より出御し、北殿前で焼香し、中国語のとな唱えに従って、
国王・諸官が北方に向かって拝礼をする。 
国王が、正殿に入御した後に、諸官がそれぞれ退出する。 
＊「ちょうぬうぬふぇー朝之御拝」 
　正殿正面のうき浮みち道（御庭中央にある道）に飾りを移動し、次の
儀式の準備をする。 
　諸官が御庭の所定の位置につく。 
　国王が、からは唐玻ふ豊（正殿2階の御庭に面した小部屋）に出御する。 
　三司官が焼香を行い、中国語の唱えに従って、諸官は国王に拝礼をする。 
　国王が退座し、諸官も退去する。 
＊この後、南殿でのお酒の献上の儀式、正殿・御庭での酒とお茶の振る
舞いが行われ、正月儀式は終了する。 

■正月儀式の主な内容 

朝之御拝（高官の焼香）

       

は
じ
め
に

　
首
里
城
で
の
正
月
儀
式
の
「
朝
拝
御
規
式
」

と
は
、
正
月
元
旦
に
琉
球
王
国
の
国
家
の
繁

栄
と
安
泰
の
祈
願
や
、
国
王
へ
の
祝
賀
を
す

る
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
で
す
。 

　「
朝
拝
御
規
式
」
に
は
、
旧
暦
の
正
月
元
旦

に
北
殿
前
に
祭
壇
を
設
け
、
正
装
を
し
た
国

王
を
は
じ
め
、
王
族
、
高
官
、
諸
臣
た
ち
が
、

天
の
神
様
の
い
る
北
方
に
向
か
っ
て
拝
む
「
子

之
方
御
拝
（
に
ぬ
ふ
ぁ
ぬ
う
ぬ
ふ
ぇ
ー
）」
や
、

臣
下
達
が
正
殿
２
階
の
唐
玻
豊
の
間
で
椅
子

に
着
座
し
て
い
る
国
王
に
向
か
っ
て
拝
礼
す

る「
朝
之
御
拝（
ち
ょ
う
ぬ
う
ぬ
ふ
ぇ
ー
）」
な

ど
の
儀
式
が
あ
り
ま
す
。 

　
平
成
４
年
の
首
里
城
開
園
の
翌
年
に
、
琉

球
王
国
時
代
の
首
里
城
で
の
正
月
儀
式
「
朝

拝
御
規
式
」
に
つ
い
て
の
調
査
を
行
い
、
文

献
資
料
の
整
理
、
中
国
で
の
事
例
調
査
、
儀

式
の
時
系
列
で
の
整
理
等
を
し
て
、
儀
式
の

具
体
像
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。 

 

文
献
資
料
の
整
理 

　「
朝
拝
御
規
式
」
に
つ
い
て
、
最
も
詳
し
い

文
献
は
、
浦
添
市
立
図
書
館
所
蔵
の
「
琉
球

国
王
家
年
中
行
事 

正
月
式
之
内
」
と
い
う
資

料
で
、
本
文
中
の
約
９
割
が
元
旦
の
儀
礼
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
正
月
儀
式
を
詳
し
く
記
述
し

た
資
料
は
他
に
は
な
く
、
大
変
重
要
な
資
料

で
す
。 

　
本
調
査
で
は
、「
琉
球
国
王
家
年
中
行
事
正

月
式
之
内
」
を
中
心
に
、
原
本
か
ら
翻
刻
（
草

書
体
で
あ
る
原
本
を
活
字
化
す
る
こ
と
）
し
、

そ
れ
を
読
み
下
し
て
、
記
述
さ
れ
た
内
容
を

整
理
し
て
い
き
ま
し
た
。 

　
こ
の
資
料
か
ら
、
正
月
儀
式
前
日
か
ら
時

間
経
過
に
沿
っ
て
、
儀
式
の
準
備
の
様
子
や

儀
式
中
の
国
王
や
役
人
達
の
動
き
等
が
詳
細

に
わ
か
り
ま
し
た
。 

 

中
国
で
の
事
例
調
査 

　「
朝
拝
御
規
式
」
は
、
中
国
の
影
響
を
受
け

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
こ
と
か
ら
、
中
国
王

朝
の
王
宮
で
あ
る
故
宮
で
の
正
月
儀
式
に
つ

い
て
の
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
を
中
国
第
一
歴
史
档
案

館
等
で
行
い
ま
し
た
。 

　
そ
の
結
果
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か

り
ま
し
た
。 

　
首
里
城
の
建
物
の
構
成
や
儀
式
の
や
り
方
は
、

中
国
皇
帝
が
行
う
太
和
殿
（
故
宮
の
中
心
的

な
建
造
物
。宮
廷
行
事
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
）

で
の
「
大
朝
」
の
儀
式
に
よ
く
似
て
い
ま
す
。 

　「
朝
拝
御
規
式
」
で
の
儀
式
の
１
つ
で
あ
る

「
子
之
方
御
拝
」
は
、
天
の
神
様
の
い
る
北
方

に
向
か
っ
て
拝
み
ま
す
が
、
中
国
の
儀
式
と

は
違
い
が
あ
り
ま
す
。
中
国
で
は
「
拝
天
」

と
い
う
儀
式
が
天
壇
（
天
に
対
す
る
祭
祀
を

行
っ
た
宗
教
施
設
）
で
行
わ
れ
る
の
で
、
故

宮
で
は
、
こ
の
よ
う
な
儀
式
は
行
わ
れ
ま
せ
ん
。 

　
琉
球
で
は
、
冬
至
と
正
月
に
儀
式
が
行
わ

れ
ま
し
た
が
、
中
国
で
の
「
拝
天
」
の
儀
式
は
、

皇
帝
の
誕
生
日
・
冬
至
・
正
月
に
行
わ
れ
ま

し
た
。 

　
琉
球
で
は
、
国
王
の
前
に
香
炉
を
置
い
て

拝
み
ま
し
た
が
、
中
国
で
も
同
じ
よ
う
に
香

を
焚
い
て
拝
む
「
焚
香
朝
拝
」
が
行
わ
れ
て

い
ま
し
た
。 

　
そ
の
他
、
琉
球
と
中
国
の
儀
式
で
の
類
似

点
が
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。 

 

儀
式
の
時
系
列
で
の
整
理

　
文
献
資
料
の
整
理
を
受
け
て
、
正
月
儀
式

を
時
間
経
過
に
沿
っ
て
、
一
覧
表
に
ま
と
め

ま
し
た
。
そ
の
表
の
中
か
ら
、
主
な
内
容
を

抜
粋
し
ま
す
（
表
参
照
）。 

　
こ
の
よ
う
な
流
れ
で
、
正
月
儀
式
が
執
り

行
わ
れ
た
こ
と
が
、
文
献
資
料
の
整
理
と
儀

式
の
時
系
列
に
よ
る
一
覧
表
の
作
成
に
よ
っ

て
わ
か
り
ま
し
た
。 

お
わ
り
に 

　
こ
の
調
査
の
結
果
を
ふ
ま
え
て
、
当
財
団

で
は
、
平
成
5
年
度
か
ら
、
正
月
儀
式
の
一

部
を
抜
き
出
し
て
脚
色
し
、「
新
春
の
宴
」
と

い
う
イ
ベ
ン
ト
を
催
し
て
お
り
ま
す
。
首
里

城
公
園
の
正
月
を
彩
る
イ
ベ
ン
ト
に
も
、「
首

里
城
正
月
儀
式
『
朝
拝
御
規
式
』
調
査
」
の

成
果
が
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

海
獣
課
で
は

ど
の
よ
う
な
調
査
研
究
を

さ
れ
て
い
ま
す
か
？

question
Q1

【
亜
熱
帯
性
動
物
に
関
す
る
こ
と
】 

 

平
成
５
年
度  

首
里
城
正
月
儀
式 

 
「
朝
拝
御
規
式
」
調
査 

ち
ょ
う
は
い
お
き
し
き 

ち
ょ
う
は
い
お
き
し
き 

か
ら
は
ふ 

こ
き
ゅ
う 

と
う
あ
ん 

ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
の
輸
送 

財団の事業紹介 Ocean Exposition commemorative Park Foundation

た
い
わ
で
ん 

に
ぬ
ふ
ぁ
ぬ
う
ぬ
ふ
ぇ
ー 

て
ん
だ
ん 

時　間�

12月31日～元日7時頃 

 

元日早朝 

8時頃 

 

9時前 

 

9時～10時頃 

10時以降 

 

内　容

楽の準備・飾りの準備・庭への砂ま

き等が行われる。 

当番の三司官が登城する。 

奉神門が開門し、楽が演奏される。

王の御印を開く儀式が行われる。 

朝拝御規式に参加する人々は、正装

をして登城する。 

国王が唐衣裳に着替える。 

「子之方御拝」 

　　儀式の参加者は、奉神門の左右の 
　門から御庭に入り、北殿に向かって
　並ぶ。 
　　国王が、正殿より出御し、北殿
　前で焼香し、中国語の唱えに従って、
　国王・諸官が北方に向かって拝礼
　をする。 
　　国王が、正殿に入御した後に、諸
　官がそれぞれ退出する。 

「朝之御拝」 

　　正殿正面の浮道（御庭中央にあ
　る道）に飾りを移動し、次の儀式
　の準備をする。 
　　諸官が御庭の所定の位置につく。 
　　国王が、唐玻豊（正殿2階の御
　庭に面した小部屋）に出御する。 
　　三司官が焼香を行い、中国語の
　唱えに従って、諸官は国王に拝礼
　をする。 
　　国王が退座し、諸官も退去する。 
 
※この後、南殿でのお酒の献上の儀式、
正殿・御庭でのお酒とお茶の振る舞
いが行われ、正月儀式は終了する。 

とういしょう 

にぬふぁぬうぬふぇー 

うなー 

とな 

ちょうぬうぬふぇー 

うきみち 

からはふ 

ほ
ん
こ
く 

【
首
里
城
公
園
】 
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八
重
山
と
は
、
琉
球
列
島

の
南
西
端
に
位
置
す
る
八

重
山
諸
島
の
こ
と
を
指
し

ま
す
。大
小
三
十
一
の
島
々

か
ら
な
る
島
嶼
で「
ヤ
イ
マ
」

と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。石
垣
市
、竹
富
町
、与
那
国

町
の
一
市
二
町
か
ら
な
り
、域
内
に
は
十
一
の
有
人

島（
石
垣
島〈
石
垣
市
〉、西
表
島
、波
照
間
島
、黒
島
、

小
浜
島
、竹
富
島
、新
城
島〈
上
地
島
・
下
地
島
〉、鳩
間

島
、由
布
島〈
以
上
竹
富
町
〉、与
那
国
島〈
与
那
国
町
〉）

が
あ
り
ま
す
。琉
球
王
朝
時
代
の
苦
難
の
歴
史
に
よ

り
哀
調
を
お
び
た
民
謡
や
伝
説
が
多
く
、大
陸
や
南

方
の
影
響
を
受
け
た
貴
重
な
文
化
や
習
俗
が
多
く

残
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
島
々
は
亜
熱
帯
特
有
の

自
然
景
観
に
恵
ま
れ
、西
表
島
と
石
垣
島
間
の
石
西

礁
湖
は
西
表
国
立
公
園
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

八重山

民
話
民
話
の

八重山諸島図 

沖 縄 の 民 話  

き
も

り
ゅ
う
ぐ
う

や
ま
も
も

ふ
か

た
こ

き
ね

は
り
せ
ん
ぼ
ん

う
す

資料提供　ＮＰＯ法人沖縄伝承話資料センター 

猿の
生肝
猿の
生肝

さるのいきぎも

　
昔
、
竜
宮
の
お
姫
様
が
病
気
に
な
っ

た
そ
う
で
す
。
そ
こ
で
お
医
者
さ
ん

の
ミ
ー
バ
イ
に
診
察
し
て
も
ら
っ
た

と
こ
ろ
、「
こ
の
病
気
に
は
猿
の
生
の

肝
が
よ
く
き
き
ま
す
。
こ
の
ま
ま
で

は
な
お
り
ま
せ
ん
の
で
早
く
猿
を
連

れ
て
き
て
く
だ
さ
い
。
」
と
王
様
に
申

し
上
げ
ま
し
た
。
王
様
は
、
「
海
の
も

の
で
あ
れ
ば
ど
ん
な
所
で
も
取
っ
て

こ
れ
る
が
、陸
に
住
む
猿
の
肝
を
も
っ

て
く
る
の
は
、
こ
れ
は
な
か
な
か
で

き
る
も
ん
じ
ゃ
な
い
。
」
と
皆
と
顔

を
見
合
わ
せ
て
、
悩
ん
で
し
ま
い
ま

し
た
。
す
る
と
、あ
る
者
が
、「
そ
う
だ
。

亀
だ
っ
た
ら
、普
段
か
ら
陸
に
も
あ

が
れ
ま
す
。
亀
な
ら
ば
大
丈
夫
だ
か

ら
行
か
せ
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
」

と
提
案
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
王
様
は
、

呼
び
出
し
た
亀
に
「
お
前
は
陸
に
行
っ

て
猿
を
必
ず
連
れ
て
来
て
く
れ
」
と

言
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
王
様
は
鱶
を

呼
ん
で
、「
お
前
は
、
猿
を
無
事
に
連

れ
て
く
る
よ
う
護
衛
の
た
め
に
つ
い

て
行
け
。
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
亀
と

鱶
は
「
か
し
こ
ま
り
ま
し
た
。
」
と
陸

を
目
指
し
て
出
発
し
ま
し
た
。

　
砂
浜
に
上
が
っ
た
亀
は
猿
を
探
す

こ
と
に
し
ま
し
た
。
す
る
と
山
の
方

を
見
上
げ
る
と
、た
く
さ
ん
の
木
が
茂
っ

て
い
て
、
木
の
枝
に
座
っ
て
い
る
猿

の
姿
が
見
え
ま
し
た
。
亀
は
の
そ
の

そ
と
猿
の
い
る
木
の
下
ま
で
近
寄
っ

て
、「
お
猿
さ
ん
、
そ
こ
で
何
を
し
て

い
る
の
で
す
か
。
」
と
た
ず
ね
る
と
、

「
あ
あ
、
亀
さ
ん
、
山
桃
を
採
っ
て
食

べ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
よ
。
」
と
猿
が

答
え
ま
し
た
。「
そ
れ
よ
り
亀
さ
ん
。

わ
ざ
わ
ざ
こ
こ
ま
で
何
を
し
に
来
た

の
で
す
か
。
」
と
逆
に
猿
が
聞
き
ま
し

た
。
亀
が
「
大
事
な
用
件
が
あ
っ
て
、

あ
な
た
に
会
い
に
来
ま
し
た
。
実
は

竜
宮
の
王
様
の
誕
生
日
の
お
祝
い
が

あ
る
の
で
、
ぜ
ひ
陸
の
動
物
の
あ
な

た
を
招
待
し
て
ご
ち
そ
う
を
さ
し
あ

げ
よ
う
と
鱶
と
一
緒
に
お
迎
え
に
来

ま
し
た
。
」
と
言
う
と
、
猿
も
、「
あ
あ

そ
う
で
す
か
。
そ
れ
な
ら
ば
行
き
ま
し
ょ

う
。
」
と
非
常
に
喜
び
ま
し
た
。
そ
し

て
、
亀
の
背
中
に
乗
っ
て
海
の
中
に

入
り
ま
し
た
が
、
大
き
な
鱶
が
後
ろ

か
ら
つ
い
て
来
る
の
で
何
だ
か
不
安

に
な
っ
て
、「
私
た
ち
を
食
べ
な
い
の

か
な
。
」
と
猿
が
心
配
す
る
と
、「
大

丈
夫
で
す
よ
。あ
な
た
を
守
る
た
め
に
、

つ
い
て
来
て
い
る
ん
で
す
よ
。
心
配

い
り
ま
せ
ん
。」と
亀
が
答
え
ま
し
た
。

　
だ
ん
だ
ん
と
、
竜
宮
城
に
近
付
い

て
来
ま
し
た
が
、
そ
の
と
き
蛸
に
出

会
い
ま
し
た
。
す
る
と
蛸
が
、「
お
お
、

猿
さ
ん
、よ
く
来
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

あ
り
が
と
う
。
こ
れ
で
あ
な
た
の
肝

を
お
姫
様
の
お
口
に
差
し
上
げ
ら
れ

る
。
」
と
言
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
聞
い

た
猿
は
「
し
ま
っ
た
、だ
ま
さ
れ
た
か
。」

と
思
い
ま
し
た
が
、知
恵
が
あ
っ
た

の
で
、「
あ
あ
、
し
ま
っ
た
。
そ
う
で

し
た
か
。
亀
さ
ん
何
で
早
く
そ
れ
を

言
わ
な
か
っ
た
の
で
す
か
。
僕
の
肝

は
あ
の
木
の
枝
に
下
げ
て
お
い
て
あ

る
ん
で
す
。
引
き
返
し
て
取
っ
て
来

ま
し
ょ
う
。
」
と
言
い
ま
し
た
。
そ
う

言
わ
れ
た
亀
は
、
そ
の
肝
と
い
う
も

の
が
分
か
ら
な
か
っ
た
も
の
で
す
か

ら
「
あ
っ
そ
う
で
す
か
」
と
ま
た
鱶

と
一
緒
に
陸
に
向
か
っ
て
行
き
、
亀

は
浜
に
上
が
り
ま
し
た
。

　
猿
は
浜
に
上
が
っ
た
途
端
、石
を
持
っ

て
木
に
登
り
、「
よ
く
も
お
れ
を
だ
ま

し
て
肝
を
取
と
ろ
う
と
し
た
な
。
肝

は
木
の
枝
に
ほ
せ
る
も
ん
じ
ゃ
な
い
。

肝
は
お
れ
の
体
の
中
に
あ
る
ん
だ
。

取
ら
れ
た
ら
死
ん
で
し
ま
う
じ
ゃ
な

い
か
。
」
と
、
亀
に
向
か
っ
て
石
を
投

げ
つ
け
ま
し
た
。
そ
の
石
が
亀
の
甲

に
当
っ
た
の
で
、
ひ
び
の
は
い
っ
た

甲
羅
に
な
り
ま
し
た
。ま
た
、猿
が
鱶

め
が
け
て
石
を
な
げ
た
の
が
頭
に
当

た
っ
た
の
で
、
鱶
の
頭
の
上
は
平
た

く
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
亀
と
鱶
は
、

「
陸
に
い
た
ら
猿
に
殺
さ
れ
る
。」
と

オ
ウ
オ
ウ
と
泣
き
な
が
ら
竜
宮
城
に

逃
げ
て
行
き
ま
し
た
。

　
逃
げ
帰
っ
た
亀
と
鱶
は
「
実
は
竜

宮
城
の
近
く
ま
で
来
ま
し
た
が
、
蛸

が
よ
け
い
な
こ
と
を
お
し
ゃ
べ
り
し

た
た
め
に
猿
に
逃
げ
ら
れ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。
」

と
王
様
に
報
告
し
ま
し
た
。
王
様
は
怒
っ

て
、「
蛸
の
奴
を
懲
ら
し
め
て
や
る
か

ら
連
れ
て
来
い
。
蛸
を
臼
に
入
れ
て

杵
で
つ
つ
け
。
」
と
命
令
し
ま
し
た
。

蛸
は
臼
に
入
れ
ら
れ
杵
で
突
か
れ
た

の
で
、
蛸
の
骨
が
体
中
か
ら
飛
び
出

て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
蛸
は
骨

な
し
の
体
で
ぐ
に
ゃ
ぐ
に
ゃ
に
な
り

ま
し
た
。
飛
ん
で
い
っ
た
骨
は
、
近

く
に
い
た
欲
張
り
な
ア
バ
サ
ー
が
「
こ

れ
は
も
っ
た
い
な
い
」
と
全
部
拾
い

上
げ
て
、自
分
の
体
に
刺
し
て
く
っ

つ
け
ま
し
た
。
そ
れ
で
そ
の
魚
は
今

の
針
千
本
と
い
う
名
前
に
な
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

<

参
考:

沖
縄
大
百
科
辞
典
／
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社>

竹富島

黒島

小浜島

新城島

鳩間島与那国島

波照間島

石垣島

由布島

西表島
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正月催事「新春果報でーびる」餅つき体験

海洋博公園首里城公園

※イベント内容等は変更になる場合があります。最新情報や詳細はHP等でご確認をお願いいたします。（HPアドレスは裏表紙参照）

公園ニュース＆イベント情報 

お正月の遊びや沖縄のお祝い料理を体験できるプログラム

●1月1日（月）～3日（水）  ●参加条件：無し ●定員：ミニ凧作り体験　1回40

人　1日120人／コマ作り体験1回50人　1日100人／正月クラフト体験　1

回40人　1日120人／餅つき体験　1回200人　1日400人／琉球かるた体験

　1日50人／福笑い・ぬりえ1日400人／くわっちー振舞　(1)サーターアンダギー

　1回800人　1日1600人　(2)沖縄のお祝い料理　1回200人　1日200人／お

茶振舞い　9：00～16：00／獅子舞演舞　10：00　12：00　15：00　16：00 

●申込方法：当日申込●お問合せ／業務課（TEL0980-48-2741）

新春果報でーびる

無料場所 噴水広場・おきなわ郷土村・海洋文化館コミュニティーホール

寒
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い

　
　
イ
ベ
ン
ト
が
い
っ
ぱ
い
！

　
　
　
　
　
　
海
洋
博
公
園

　
海
洋
博
公
園
で
は
、沖
縄
独
特
の
温
暖
な

気
候
の
な
か
、冬
を
感
じ
さ
せ
な
い
イ
ベ
ン
ト

を
た
く
さ
ん
用
意
し
て
い
ま
す
。
今
年
も
恒

例
の「
沖
縄
国
際
洋
蘭
博
覧
会
」
を
熱
帯
ド

リ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
で
二
月
三
日
か
ら
十
二
日
ま

で
開
催
し
ま
す
。
冬
に
咲
く
鮮
や
か
な
洋
蘭

を
是
非
ご
覧
に
な
っ
て
下
さ
い
。 

　
沖
縄
美
ら
海
水
族
館
で
は
、「
南
海
の
巨

鯨
と
巨
魚
！！
　大
動
物
展
」
を
開
催
し
ま
す
。

大
型
の
鯨
や
魚
の
体
の
仕
組
み
の
違
い
や
、餌

の
捕
り
方
な
ど
を
紹
介
し
ま
す
。ま
た
お
正

月
は
恒
例
の「
新
春
果
報
で
ー
び
る
」
を
一
月

一
日
か
ら
三
日
ま
で
開
催
し
ま
す
。家
族
み
ん

な
で
遊
べ
る
体
験
イ
ベ
ン
ト
や
、沖
縄
の
お
菓

子
振
舞
い
な
ど
を
行
い
ま
す
の
で
、ふ
る
っ
て

ご
参
加
下
さ
い
！！
 

　
　
　
　
　
　
　
※
詳
し
い
内
容
は
下
記
を
ご
覧
下
さ
い
！

海
洋
博
公
園 

一
月
〜
三
月
期
イ
ベ
ン
ト 

■
実
施
日
時
／
平
成
十
九
年
一
月
一
日（
月
）〜

一
月
三
日（
水
）ま
で
 

■
実
施
場
所
／
首
里
城
公
園
御
庭
・
下
之
御
座
 

■
実
施
概
要
／
期
間
中
、首
里
城
な
ら
で
は
の

特
色
あ
る
正
月
装
飾
が
施
さ
れ
た
御
庭
に
て
、

「
朝
拝
御
規
式
」と
い
う
琉
球
王
朝
時
代
の
朝

賀
の
儀
式
を
三
部
構
成
に
て
再
現
し
ま
す
。 

 　
 
q

正
月
儀
式「
朝
拝
御
規
式（
ち
ょ
う
は
い
お

　
き
し
き
）」 

　
・
第
一
部
「
子
之
方
御
拝（
に
ぬ
ふ
ぁ
ぬ
う
ぬ

　
ふ
ぇ
ー
）」 

　・第
二
部「
朝
之
御
拝（
ち
ょ
う
ぬ
う
ぬ
ふ
ぇ
ー
）」 

　
・
第
三
部「
大
通
り（
お
お
と
ー
り
）」 

w

御
座
楽（
う
ざ
が
く
）の
演
奏
 

e
御
酒
・
御
茶
振
る
舞
い
 

r

古
典
舞
踊
 

首
里
城
公
園 

「
新
春
の
宴
」 

■
実
施
日
時
／
平
成
十
九
年
一
月
二
十
七
日（
土
）

〜
二
月
二
十
五
日（
日
）ま
で
 

■
実
施
場
所
／
首
里
城
公
園
 

■
実
施
概
要
／
昨
年
に
引
き
続
き
首
里
城
花

ま
つ
り
が
開
催
さ
れ
ま
す
。 

　
海
洋
国
家
と
し
て
繁
栄
し
た
琉
球
王
国
。進
貢

船
な
ど
の
草
花
の
造
型
物
で
琉
球
王
朝
の
姿
を

再
現
し
ま
す
。ま
た
、開
催
期
間
中
は
、ラ
ン
人
形

の
展
示
や
イ
ベ
ン
ト
な
ど
が
行
わ
れ
ま
す
。 

　
皆
さ
ま
の
お
越
し
を
お
待
ち
い
た
し
て
お
り
ま
す
。 

N E W S & E V E N TP ARK

第二部「朝之御拝」

　
先
の
大
戦
で
国
内
外
に
散
逸
し
て
し
ま
っ
た

貴
重
な
琉
球
文
化
遺
産
を
収
集
・
保
存
す
る
た

め
、当
財
団
で
は
県
、市
町
村
、各
種
団
体
、ま
た

多
く
の
方
々
か
ら
ご
協
力
を
得
て
、「
首
里
城
基

金
」を
設
立
し
、そ
の
事
業
内
容
の
充
実
を
図
る

べ
く
、広
く
県
内
外
に
寄
付
を
募
っ
て
お
り
ま
す
。

「
首
里
城
基
金
」の
主
旨
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、

皆
様
の
温
か
い
ご
協
力
、ご
支
援
を
い
た
だ
き
た

く
、お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

【
首
里
城
基
金
の
受
付
】 

〒
九
〇
三-

〇
八
一
五
 

沖
縄
県
那
覇
市
首
里
金
城
町
一-

二
　
　
 

（
財
）海
洋
博
覧
会
記
念
公
園
管
理
財
団
 

首
里
城
公
園
管
理
セ
ン
タ
ー
　
 

△
お
振
込
み
の
場
合
△
 

沖
縄
銀
行
首
里
支
店（
普
通
）1
3
1
8
6
3
9
 

琉
球
銀
行
首
里
支
店（
普
通
）6-

4
9
5
 

沖
縄
海
邦
銀
行
首
里
支
店（
普
通
）0-

4
8
2-

1
5
5
 

口
座
名
　
首
里
城
基
金
 

首
里
城
基
金
の
し
く
み
 

海洋博公園を中心にやんばるの豊かな自然の中で開催される5千名余が参加

する人気のトリムマラソン大会

●1月14日（日）　●見学自由／申し込みは終了しました。●開会式 9：30～（雨

天決行）

第28回海洋博公園全国トリムマラソン大会

見学無料　場所 海洋博公園・本部町

ジンベエザメ・マンタなどの魚や昆虫、花の立体花壇に鮮やかな花を植栽展示

して沖縄の亜熱帯気候の特徴を活かし、冬でも華やかな公園を演出します。

●1月27日（土）～2月25日（日）  ●参加条件：無し ●定員：無し ●申込方法：無

し●お問合せ／植物課（TEL0980-48-3624）

美ら海花まつり

無料場所 海洋博公園内

国内外の洋蘭愛好家並びに生産者等が情報交換を行い、洋蘭を広く国民へ普

及するとともに優良品種の確保、保存により洋蘭の品質向上を図り、花弁園芸

の普及並びに芸術文化の創造、観光復興等に寄与すること並びに都市緑化の

推進、公園利用促進を目的としています。

●2月3日（土）～2月12日（月） ●内容：世界の珍しいラン展／ランとの生活／

ランの栽培相談コーナー・ガイドツアー／オ－キッド・コンサ－ト／展示即売

会／洋蘭プレゼントクイズ／ランの栽培教室(2/4～10・11・12)／オーキッド

ブライダル(2/4)／ミニコサ－ジュ教室（2/3～2/5）／ランに関する講演会（2/3）

●お問合せ／植物課（TEL0980-48-3624）

平成18年度沖縄国際洋蘭博覧会

無料　但し、熱帯ドリームセンター入館料は必要場所 熱帯ドリームセンター

大型鯨類と大型魚類の体の構造の違い、餌の捕り方、繁殖、迷入座礁等について骨

格標本や写真パネル、映像等で展示紹介します。

●12月20日（水）～1月21日（日） ●参加条件：無し ／見学自由●定員：無し●申込

方法：無し●お問合せ／海獣課（TEL0980-48-2748）

南海の巨鯨と巨魚!! 大動物展

無料　場所 沖縄美ら海水族館イベントホール

最も進歩の著しい深海の研究をテーマに開催します。国内外の研究者20名程度を

招聘し、深海生物・環境についてのシンポジウムを行います。

●2月23日（金）～2月25日（日） ●参加条件：無し ／見学自由●定員：無し●申込方

法：無し●お問合せ／魚類課（TEL0980-48-2742）

設立30周年記念  深海生物国際シンポジウム「未知の世界へ、

神秘の深海生物を探るー国際シンポジウムー」

無料　場所 沖縄美ら海水族館イベントホール

地元のおじぃ・おばぁと楽しくゆんたく（おしゃべり）しながら、三線演奏・簡単な

踊りの体験をしてみませんか？

●毎日　9：00～17：00 ●参加条件：無し ／見学自由●定員：三線体験　1回10名程

度 ／踊り体験　1回10名程度 ／お茶振舞い・ゆんたく　無し●申込方法：当日申込

み●お問合せ／業務課（TEL0980-48-2741）

昔のおきなわ生活体験

無料　場所 沖縄郷土村

植物を使ったクラフト作りで、楽しくカレンダーやかわいい金魚・馬を作って

みませんか？

●12月26日（火）～3月31日（土）　8：30～17：30●内容：カレンダー作り（12/26

～1/31）／アダンで金魚作り（2/1～2/28）／フトイで馬グヮー作り（3/1～3/31）

●定員：無し●申込方法：当日申込(10名以上は要予約)

●お問合せ／植物園（TEL0980-48-3782）

植物のクラフト作り

無料　場所 都市緑化植物園

世界の蘭が一同に「沖縄国際洋蘭博」 「三線体験」  おばぁと一緒にゆんたくしませんか？ 「植物のクラフト作り」の一コマ

■
実
施
日
時
／
平
成
十
九
年
一
月
二
十
七
日（
土
）よ
り
 

■
実
施
場
所
／
首
里
城
公
園
 

　
書
院
は
国
王
が
日
常
の
執
務
を
行
っ
た
建
物

で
あ
り
、取
次
役
や
近
習
な
ど
の
役
人
が
そ
の

周
辺
に
控
え
て
い
ま
し
た
。 

　
三
司
官（
大
臣
）は
取
次
役
を
通
じ
て
国
王

に
面
会
し
、報
告
を
行
う
と
と
も
に
指
示
を
仰

い
で
い
ま
し
た
。ま
た
、中
国
皇
帝
の
使
者（
冊

封
使
）や
那
覇
在
住
の
薩
摩
役
人
を
招
き
、こ

こ
で
接
待
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。 

　
鎖
之
間
は
王
子
な
ど
の
控
所
で
あ
り
、諸
役

の
者
た
ち
を
招
き
懇
談
す
る
施
設
だ
っ
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。 

※
近
習（
き
ん
じ
ゅ
う
・
き
ん
じ
ゅ
）:

国
王
に
仕
え
る
役
人
。 

※
三
司
官（
さ
ん
し
か
ん
）:

国
王
を
補
佐
す
る
大
臣
ク
ラ
ス

　
の
役
人
、三
人
制
で
法
司
・
法
司
官
と
も
い
う
。 

首
里
城
に 

書
院
・
鎖
之
間(

し
ょ
い
ん・
さ
す
の
ま) 

オ
ー
プ
ン
!
 

書院･鎖之間外観イメージ図

※ 

※ 

※写真は昨年度の実施状況です

首
里
城
花
ま
つ
り 
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