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美らなる島の輝きを御万人へ
うまんちゅちゅ

伊
敷
索
の
、
新
崎
の
鳴
響
み
浦
で
、
今
日

の
良
き
日
、
輝
か
し
い
日
に
、
稲
米
、
新
米

を
降
ろ
し
て
言
祝
ぎ
で
あ
る
よ
。
神
女
た
ち

が
神
遊
び
を
し
て
、
喜
び
祝
福
し
て
い
る
さ

ま
の
美
し
い
こ
と
よ
。

「
い
ち
な
は
」
は
地
名
。
伊
敷
索
。
久
米

島
町
具
志
川
、
嘉
手
苅
の
地
内
。
伊
敷
索
城

の
城
跡
が
あ
る
。
チ
ナ
ハ
グ
シ
ク
と
い
う
。

「
い
ち
な
は
の
と
よ
み
う
ら
」
は
、
伊
敷
索

城
下
に
あ
る
今
の
旧
具
志
川
村
の
兼
城
港
。

「
と
よ
み
う
ら
」
名
高
い
浦
。
美
称
。

「
い
な
こ
み
」（
稲
米
）
は
、「
い
な
よ
ね
」

と
も
謡
わ
れ
て
い
る
。

新
米
を
収
穫
し
て
村
中
が
喜
び
祝
福
し
て

い
る
よ
う
す
が
謡
わ
れ
て
い
る
オ
モ
ロ
で
あ
る
。

久
米
島
は
稲
が
豊
か
に
と
れ
る
と
こ
ろ
で

有
名
で
あ
る
。

お
も
ろ
さ
う
し
の

植
物

其
の
六

琉
球
王
国
第
4
代
尚
清
王
代
に
首
里
王
府
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
歌
謡
集

「
お
も
ろ
さ
う
し
」に
登
場
す
る
植
物
の
紹
介
コ
ー
ナ
ー
。

※ 

海
洋
博
公
園
内
お
も
ろ
植
物
園
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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（
イ
ネ
）

イ
ネ
の
茎
は
、根
ぎ
わ
で
枝
別

れ
し
て
生
長
し
、
高
さ
50
〜
90

セ
ン
チ
に
な
る
。
多
数
に
枝
別

れ
し
た
各
小
枝
の
先
に
、小
穂

が
1
個
ず
つ
付
く
。
こ
の
円
錐

花
序
が
い
わ
ゆ
る
稲
穂
で
、花

の
時
期
は
立
っ
て
い
る
が
、米

が
熟
す
る
に
つ
れ
て
、自
重
で

垂
れ
て
く
る
。栽
培
の
イ
ネ
は
、

ア
ジ
ア
イ
ネ
と
ア
フ
リ
カ
イ
ネ

の
二
種
が
あ
る
。
ア
ジ
ア
イ
ネ

は
、温
帯
に
適
し
た
ジ
ャ
ポ
ニ

カ
系
と
熱
帯
に
適
応
し
た
イ
ン

デ
ィ
カ
系
、ジ
ャ
ワ
ニ
カ
系
の

3
つ
の
栽
培
型
に
分
か
れ
、日

本
で
は
主
に
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
系
が

栽
培
さ
れ
て
い
る
。
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当財団では、これまでに蓄積してきたノウハウを活かし、普及啓発、環境保全、地域貢献等の活動に取り組んでいます。
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40周年記念
特別インタビュー

40周年記念特別インタビュー

海
洋
博
覧
会
記
念
公
園
管
理
財
団
と
し
て
の
設
立

か
ら
40
年
。

沖
縄
美
ら
島
財
団（
以
下
、
財
団
）が
磨
い
て
き
た
公

園
管
理
技
術
の
背
景
に
は
、
40
年
か
け
て
蓄
積
し
て

き
た
研
究
デ
ー
タ
が
あ
っ
た
。

そ
こ
で
今
号
で
は
、
各
分
野
で
研
究
を
担
っ
て
い
る

職
員
に
、
研
究
の
こ
れ
ま
で
と
こ
れ
か
ら
に
つ
い
て

特
別
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。

41
年
目
か
ら
の
財
団
が
、
研
究
の
成
果
を
ど
の
よ
う

に
地
域
社
会
へ
還
元
し
て
い
く
か
な
ど
に
つ
い
て

話
を
聞
い
た
。

38
号
か
ら
42
号
ま
で
の
1
年
間
は
、沖
縄
県
立
芸
術
大
学
・

大
学
院
造
形
芸
術
研
究
科「
第
27
回
卒
業
・
修
了
作
品
展
」

に
て
受
賞
し
た
4
作
品
が
表
紙
を
飾
り
ま
す
。残
り
1
号

も
学
生
の
瑞
々
し
い
作
品
を
お
楽
し
み
に
！

作品タイトル 「智覚」　

教職課程の授業からインスパイアされた、二枚で一組の作品。右側が過去の自分、左側が
現在の自分で、過去の自分を認識・認知した瞬間を日本画の技法で表現した。過去は過ぎ
去るのではなく、今につながっていることを意識しつつ、その対比を描いたという。

誌
名「
南
ぬ
風（
ふ
ぇ
ー
ぬ
か
じ
）」と
は…

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
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

沖縄県立博物館・美術館館長賞

沖縄県立芸術大学 美術工芸学部 美術学科 絵画専攻 日本画コース
須澤 芽生さん（長野県出身）

一
見
、地
味
に
見
え
る
研
究
こ
そ
が

華
や
か
な
観
光
の
表
舞
台
を
支
え
る

2
0
1
5
（
平
成
27
）年
度
は
年
間

4
6
0
万
人
以
上
が
来
園
し
た
海
洋
博

公
園
。同
公
園
で
人
気
の
イ
ル
カ
や
ウ
ミ

ガ
メ
、沖
縄
美
ら
海
水
族
館（
以
下
、水
族

館
）の
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
や
ナ
ン
ヨ
ウ
マ
ン

タ
な
ど
、飼
育
動
物
の
健
康
管
理
を
行
う

の
が
、動
物
健
康
管
理
室
だ
。室
長
の
植

田
啓
一
を
含
め
、獣
医
師
は
3
名
。X
線

や
エ
コ
ー
、C
T
を
使
っ
た
画
像
診
断
を

行
う
一
方
、全
身
麻
酔
を
使
っ
た
イ
ル
カ

の
外
科
手
術
に
も
成
功
す
る
な
ど
、そ
の

医
療
技
術
へ
の
評
価
は
高
い
。ま
た
、イ

ル
カ
の
画
像
診
断
技
術
か
ら
得
た
ノ
ウ

ハ
ウ
を
応
用
し
、企
業
と
共
同
で
完
全
防

水
・
防
圧
ケ
ー
ス
で
あ
る
ハ
ウ
ジ
ン
グ

の
開
発
を
行
っ
た
。ナ
ン
ヨ
ウ
マ
ン
タ
な

ど
の
妊
娠
診
断
に
活
用
し
、世
界
的
に
も

珍
し
い
技
術
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。

「
こ
れ
ら
の
技
術
や
研
究
は
、さ
ま
ざ

ま
な
企
業
や
医
療
機
関
、大
学
な
ど
の

協
力
や
連
携
が
あ
っ
て
の
賜
物
。海
で

生
き
る
動
物
た
ち
の
た
め
に
何
が
で
き

る
か
と
い
う
目
的
意
識
の
も
と
に
専
門

家
が
集
ま
っ
て
、初
め
て
可
能
に
な
っ

た
こ
と
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
」

と
植
田
は
語
る
。感
染
症
で
尾
び
れ
を

失
っ
た
バ
ン
ド
ウ
イ
ル
カ
の
フ
ジ
の
た
め

に
、企
業
と
の
連
携
で
人
工
尾
び
れ
が
開

発
さ
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
映
画
に
も
な
っ

た
。植
田
自
身
の
専
門
分
野
で
あ
る
真
菌

感
染
症
も
研
究
課
題
の
一
つ
だ
が
、今
後

の
最
重
要
テ
ー
マ
と
し
て
は
イ
ル
カ
の

繁
殖
が
挙
げ
ら
れ
る
。植
田
は
言
う
。

「
野
生
イ
ル
カ
の
入
手
が
難
し
い
と

い
う
現
状
か
ら
、国
内
の
水
族
館
で
は

す
で
に
取
り
組
み
が
加
速
し
て
い
ま

す
。財
団
と
し
て
は
、イ
ル
カ
の
子
育
て

環
境
に
着
目
す
る
と
と
も
に
、自
然
繁

殖
と
人
工
授
精
の
両
方
を
視
野
に
入
れ

て
研
究
を
進
め
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。沖
縄
に
は
、熱
帯
の
海
が
あ
る
。こ

の
特
性
を
活
か
し
た
繁
殖
研
究
を
行
う

こ
と
は
意
義
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。」

沖
縄
の
海
に
は
大
型
の
鯨
類
も
来
遊

す
る
。ホ
エ
ー
ル
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
は
冬
場

の
沖
縄
観
光
の
人
気
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ

だ
。財
団
で
は
1
9
9
1
年
か
ら
ザ
ト
ウ

ク
ジ
ラ
の
生
態
を
研
究
し
て
い
る
。

「
沖
縄
近
海
で
は
こ
れ
ま
で
30
種
ほ

ど
の
鯨
類
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
の
中
で
よ
く
見
ら
れ
る
の
が
ザ
ト
ウ

ク
ジ
ラ
。冬
に
な
る
と
時
お
り
海
洋
博

公
園
か
ら
も
沖
を
泳
ぐ
ク
ジ
ラ
の
姿
が

目
撃
さ
れ
る
ん
で
す
よ
」

と
語
る
の
は
、総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
動

物
研
究
室
の
岡
部
晴
菜
だ
。岡
部
に
よ

る
と
、ホ
エ
ー
ル
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
な
ど

で
親
し
ま
れ
て
い
る
ザ
ト
ウ
ク
ジ
ラ
だ

が
、そ
の
生
態
は
ま
だ
わ
か
ら
な
い
こ

と
が
多
い
の
だ
と
か
。沖
縄
を
は
じ
め

と
し
、ハ
ワ
イ
や
メ
キ
シ
コ
な
ど
も
本

種
の
繁
殖
地
域
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る

が
、交
尾
や
出
産
が
確
認
さ
れ
た
例
は

世
界
的
に
も
存
在
し
な
い
と
い
う
。

「
ザ
ト
ウ
ク
ジ
ラ
の
繁
殖
生
態
を
研
究

す
る
う
え
で
個
体
の
雌
雄
情
報
は
重
要

で
す
が
、実
は
見
た
目
で
は
雌
雄
の
区
別

は
つ
き
ま
せ
ん
。し
か
し
、過
去
の
研
究

か
ら
、ソ
ン
グ
と
呼
ば
れ
る
繁
殖
海
域
特

有
の
鳴
き
声
を
発
す
る
個
体
は
雄
、仔
ク

ジ
ラ
を
伴
っ
て
い
る
個
体
は
雌
と
判
別

で
き
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。調
査

で
は
、尾
び
れ
の
形
や
模
様
で
個
体
識
別

を
行
い
、識
別
さ
れ
た
個
体
ご
と
に
来
遊

記
録
を
ま
と
め
て
い
ま
す
。財
団
で
は
こ

れ
ま
で
の
約
25
年
間
に
わ
た
る
調
査
で

約
1
5
0
0
頭
分
の
デ
ー
タ
を
収
集
し
、

こ
れ
ら
の
来
遊
履
歴
か
ら
雄
、雌
を
判
別

し
て
い
ま
す
」

（
詳
し
く
は
14
ペ
ー
ジ
参
照
）。

岡
部
ら
研
究
チ
ー
ム
は
、国
内
外
の
研

究
者
や
地
元
の
ホ
エ
ー
ル
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ

関
係
者
ら
の
協
力
を
得
て
、尾
び
れ
の
写

真
や
観
察
デ
ー
タ
の
収
集
に
力
を
入
れ
て

い
る
。冬
の
ほ
と
ん
ど
を
船
上
で
過
ご
す
こ

と
に
な
る
と
い
う
苦
労
が
実
り
、
デ
ー
タ

の
蓄
積
か
ら
わ
か
っ
て
き
た
こ
と
も
多
い
。

「
冬
の
来
遊
期
間
の
前
半
（
1
月
〜
2

月
）は
雌
雄
の
ペ
ア
が
多
く
、交
尾
を
終

え
た
で
あ
ろ
う
メ
ス
は
北
の
摂
餌
海
域

に
帰
っ
て
し
ま
い
ま
す
。そ
の
後
、2
月

中
旬
か
ら
3
月
末
に
か
け
て
は
母
子
が

増
え
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。」

こ
う
し
た
研
究
成
果
は
年
に
一
度
の

「
沖
縄
ザ
ト
ウ
ク
ジ
ラ
会
議
」で
発
表
。

ホ
エ
ー
ル
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
関
係
者
に
公

表
さ
れ
る
と
同
時
に
、沖
縄
の
観
光
産

業
振
興
に
も
一
役
買
っ
て
い
る
。

「
近
年
で
は
、毎
年
1
月
か
ら
3
月
は

約
1
千
頭
の
ザ
ト
ウ
ク
ジ
ラ
が
沖
縄
の

海
に
や
っ
て
き
ま
す
。年
々
、そ
の
数
は
増

え
て
い
る
ん
で
す
よ
。沖
縄
の
海
は
、ザ
ト

ウ
ク
ジ
ラ
に
と
っ
て
は
生
ま
れ
故
郷
。今

後
も
調
査
を
継
続
す
る
こ
と
で
ク
ジ
ラ

と
う
ま
く
か
か
わ
っ
て
い
け
る
よ
う
手

助
け
で
き
た
ら
、う
れ
し
い
で
す
ね
」

研
究
の
対
象
と
な
る
の
は
、イ
ル
カ

や
ク
ジ
ラ
だ
け
で
は
な
い
。沖
縄
の
海

を
そ
の
ま
ま
展
示
す
る
と
い
う
コ
ン
セ

プ
ト
の
水
族
館
を
支
え
る
に
は
、熱
帯

性
海
洋
生
物
全
般
の
研
究
が
欠
か
せ
な

い
。財
団
の
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
動
物

研
究
室
室
長
の
佐
藤
圭
一
は
、そ
の
中

で
も
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
、マ
ン
タ
、深
海
ザ

メ
な
ど
大
型
の
サ
メ
・
エ
イ
類
の
研
究

を
専
門
と
し
て
い
る
。

「
世
界
に
約
5
0
0
種
い
る
サ
メ
の

う
ち
、日
本
海
域
に
は
約
1
3
0
〜

1
4
0
種
、沖
縄
近
海
だ
け
で
も
約
90

種
が
生
息
し
て
い
ま
す
。特
に
、ホ
ホ
ジ

ロ
ザ
メ
、イ
タ
チ
ザ
メ
、オ
オ
メ
ジ
ロ
ザ

メ
な
ど
の
危
険
種
と
呼
ば
れ
る
サ
メ
が

す
べ
て
見
ら
れ
る
の
は
、沖
縄
海
域
だ

け
な
ん
で
す
よ
」

沖
縄
を
含
む
日
本
周
辺
の
海
で
は
多

く
の
サ
メ
が
生
息
し
て
い
る
の
だ
が
、専

門
的
に
研
究
し
て
い
る
研
究
機
関
は
ほ

と
ん
ど
な
い
。サ
メ
は
飼
育
が
難
し
い

上
、成
熟
ま
で
に
長
い
年
月
を
要
す
る
た

め
、研
究
対
象
に
な
り
に
く
い
と
い
う
。

「
実
は
、僕
ら
の
よ
う
に
サ
メ
の
研
究

を
専
門
的
に
行
っ
て
い
る
こ
と
自
体
が
、

世
界
的
に
も
重
要
な
ん
で
す
。県
内
漁
業

者
と
の
協
力
関
係
や
沖
縄
と
い
う
環
境

が
あ
っ
て
こ
そ
、熱
帯
域
唯
一
の
国
内
研

究
施
設
と
し
て
の
役
割
が
果
た
せ
ま
す
」

海
外
の
研
究
者
と
共
同
で
取
り
組
む

調
査
も
多
く
、研
究
成
果
は
科
学
雑
誌

や
専
門
誌
で
世
界
に
発
信
。さ
ら
に
水

族
館
の
「
サ
メ
博
士
の
部
屋
」な
ど
の
展

示
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。

「
現
在
取
り
組
ん
で
い
る
課
題
の
一

つ
が
、水
族
館
の
看
板
で
も
あ
る
ジ
ン

ベ
エ
ザ
メ
の
繁
殖
。実
態
は
、わ
か
っ
て

い
な
い
こ
と
が
多
い
ん
で
す
。も
し
交

尾
か
ら
出
産
ま
で
を
水
族
館
で
観
察
で

き
た
ら
、こ
れ
は
史
上
初
の
快
挙
。水
族

館
で
は
十
数
年
前
に
、国
内
で
唯
一
の

ナ
ン
ヨ
ウ
マ
ン
タ
の
繁
殖
に
成
功
し
て

い
ま
す
か
ら
、そ
の
実
績
を
生
か
し
て
、

が
ん
ば
り
た
い
で
す
ね
」

と
、佐
藤
。怖
い
生
き
物
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
の
強
い
サ
メ
類
だ
が
、絶
滅
危
惧
種

も
多
い
。自
然
界
に
い
る
彼
ら
の
生
命

を
脅
か
す
原
因
の
一
つ
が
、人
間
の
出

す
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
だ
と
い
う
。

「
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
が
小
さ
な
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
片
を
幽
門
部
（
胃
の
出
口
）に

つ
ま
ら
せ
て
死
ん
だ
と
思
わ
れ
る
例

が
あ
り
ま
す
。サ
メ
は
世
界
的
に
は
保

護
対
象
の
生
き
物
。ジ
ン
ベ
エ
や
ナ
ン

ヨ
ウ
マ
ン
タ
も
国
際
自
然
保
護
連
合

（
I
U
C
N
）の
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
に
入
っ

て
い
ま
す
。世
界
中
の
水
族
館
に
は
、そ

う
し
た
環
境
問
題
の
啓
発
活
動
を
行
う

と
い
う
役
割
も
あ
る
ん
で
す
よ
」

地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
緑
化
で
、

沖
縄
を
緑
ゆ
た
か
な
美
ら
島
に
！

総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
、亜
熱
帯
性

植
物
に
関
す
る
調
査
研
究
も
実
施
し
て
い

る
。沖
縄
の
島
々
に
自
生
す
る
植
物
を
は

じ
め
、街
路
樹
、公
園
樹
な
ど
の
都
市
緑
化

植
物
や
、食
用
や
工
芸
材
料
な
ど
暮
ら
し

に
役
立
つ
有
用
植
物
に
い
た
る
ま
で
、幅

広
い
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。植
物

研
究
室
室
長
の
篠
原
礼
乃
は
こ
う
語
る
。

「
日
本
で
唯
一
の
亜
熱
帯
性
気
候
に
属

す
る
沖
縄
で
は
、生
育
す
る
植
物
が
日
本

本
土
と
は
異
な
り
ま
す
。ま
た
、台
風
が

多
い
地
域
で
も
あ
る
た
め
、県
独
自
の
緑

化
の
指
針
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
必
要
と
な

り
ま
す
。そ
こ
で
現
在
進
め
て
い
る
の

が
、樹
木
の
剪
定
に
関
す
る
調
査
。樹
木

の
特
性
に
あ
わ
せ
た
剪
定
方
法
、時
期
、

台
風
に
よ
る
倒
木
や
枝
折
れ
の
軽
減
、ま

た
花
付
き
を
良
く
す
る
方
法
を
探
る
な

ど
、沖
縄
の
景
観
づ
く
り
に
役
立
て
て
も

ら
え
る
よ
う
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。」

今
後
こ
の
調
査
の
成
果
を
マ
ニ
ュ
ア

ル
化
す
る
予
定
だ
。一
方
、同
研
究
室
で

は
、絶
滅
危
惧
種
等
の
希
少
種
や
在
来

植
物
の
調
査
を
行
っ
て
い
る
。10
年
の

歳
月
を
か
け
て
千
葉
大
学
と
開
発
し
た

「
ち
ゅ
ら
ら
シ
リ
ー
ズ
」は
、絶
滅
危
惧
種

リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
ベ
ン
ケ
イ
を
利
用
し
て
作

出
し
た
も
の
だ
。沖
縄
に
は
こ
ん
な
に
素

晴
ら
し
い
植
物
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を

知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
込

め
ら
れ
て
い
る
。自
然
豊
か
な
西
表
島
の

植
物
を
調
査
し
、総
目
録
（
植
物
誌
）を
編

集
す
る
計
画
も
あ
る
。ま
た
、一
般
の
植
物

研
究
者
が
利
用
で
き
る
よ
う
、国
際
水
準

の
植
物
標
本
庫
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、

植
物
の
D
N
A
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
や
絶

滅
危
惧
種
等
の
種
子
の
冷
凍
保
存
な
ど

も
進
め
て
い
く
と
い
う
。

ま
た
、環
境
指
標
動
物
で
あ
る
ミ
ツ
バ

チ
に
も
着
目
。ミ
ツ
バ
チ
と
共
生
す
る
ま

ち
づ
く
り
に
活
か
し
て
も
ら
う
た
め
、蜜

源
植
物
の
開
花
期
間
や
蜜
量
、糖
度
な
ど

を
調
査
し
、学
校
や
公
園
の
植
栽
に
活
用

で
き
る
よ
う
図
鑑
に
す
る
予
定
だ
。

「
緑
化
活
動
に
大
切
な
の
は
、住
民
一

人
ひ
と
り
の
意
識
。研
究
成
果
を
、植
物

を
好
き
に
な
っ
て
も
ら
え
る
き
っ
か
け

づ
く
り
に
生
か
し
た
い
で
す
ね
」と
篠
原

は
語
る
。沖
縄
の
基
幹
産
業
で
あ
る
観
光

に
も
貢
献
で
き
る
よ
う
、環
境
保
全
と
経

済
活
動
、そ
し
て
沖
縄
の
緑
化
を
考
え
た

地
道
な
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
。

失
わ
れ
た
技
術
の
復
活
を
め
ざ
し
、

首
里
城
か
ら
発
信
で
き
る
こ
と

琉
球
文
化
財
研
究
室
で
は
、首
里
城

や
琉
球
王
国
に
関
す
る
調
査
・
研
究
が

お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。財
団
は
、首
里
城

公
園
の
維
持
管
理
業
務
を
行
い
な
が

ら
、首
里
城
の
歴
史
文
化
に
関
わ
る
調

査
研
究
を
行
っ
て
き
た
。首
里
城
の
復

元
は
、建
造
物
の
復
元
だ
け
に
は
と
ど

ま
ら
な
い
。内
部
の
祭
祀
儀
礼
等
に
使

用
す
る
道
具
の
復
元
の
よ
う
な
ソ
フ
ト

部
分
を
財
団
が
担
っ
て
、初
め
て
琉
球

王
朝
文
化
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
た
だ

け
る
も
の
と
思
っ
て
い
る
。

「
琉
球
王
国
時
代
に
発
展
し
た
美
術

工
芸
技
術
は
、王
国
解
体
後
に
職
人
の

技
術
は
衰
退
し
、さ
ら
に
沖
縄
戦
で
実

物
資
料
の
ほ
と
ん
ど
を
失
い
ま
し
た
。

首
里
城
復
元
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
、こ

う
し
た
技
術
と
い
う
無
形
の
財
産
を
復

元
す
る
と
い
う
狙
い
が
あ
り
ま
す
」

と
室
長
の
上
江
洲
安
亨
は
話
す
。

財
団
で
は
、2
0
0
6
（
平
成
18
）年

か
ら
国
営
沖
縄
記
念
公
園
事
務
所
が
実

施
す
る
正
殿
の
漆
塗
り
作
業
の
た
め
、

県
内
の
漆
職
人
た
ち
を
集
め
た
。

「
建
造
物
に
か
か
わ
る
の
は
初
め
て
と

い
う
漆
職
人
さ
ん
た
ち
と
一
緒
に
、漆
の

材
質
か
ら
塗
り
の
技
法
ま
で
、王
国
時
代

の
漆
技
術
を
復
元
し
よ
う
と
試
行
錯
誤

を
重
ね
ま
し
た
」と
上
江
洲
は
い
う
。

漆
は
防
水
・
防
カ
ビ
に
優
れ
て
い
る
一

方
、紫
外
線
に
は
弱
い
。桐
油
に
弁
柄
と

呼
ば
れ
る
赤
い
顔
料
を
混
ぜ
て
、漆
の
上

に
重
ね
て
塗
る
技
術
を
確
立
し
た
。

（
詳
し
く
は
12
ペ
ー
ジ
参
照
）。

ま
た
、尾
張
徳
川
家
に
伝
来
す
る
徳

川
家
康
の
遺
品
で
あ
る
朱
漆
花
鳥
七
宝

繋
蜜
陀
絵
沈
金
御
供
飯
（
し
ゅ
う
る
し

か
ち
ょ
う
し
っ
ぽ
う
つ
な
ぎ
み
つ
だ
え

ち
ん
き
ん
う
く
は
ん
）（
国
指
定
重
要
文

化
財
・
徳
川
美
術
館
所
蔵
）の
復
元
に
取

り
組
み
、最
新
の
理
化
学
調
査
手
法
や

地
道
な
熟
覧
調
査
に
よ
る
図
面
製
作
作

業
を
行
い
、6
年
以
上
の
年
月
を
か
け

て
完
成
さ
せ
、現
在
首
里
城
公
園
の
展

示
で
活
用
さ
れ
て
い
る
。

「
徳
川
美
術
館
の
協
力
を
得
な
が
ら

何
度
も
熟
覧
調
査
を
さ
せ
て
も
ら
い
、

調
査
結
果
か
ら
当
時
の
技
法
に
な
る
べ

く
近
づ
け
て
製
作
す
る
こ
と
を
目
指
し

ま
し
た
。4
0
0
年
前
の
技
術
を
再
現

で
き
た
と
思
い
ま
す
」

こ
う
し
た
文
化
財
資
料
の
収
集
や
復

元
の
調
査
研
究
成
果
は
首
里
城
公
園
内

の
展
示
や
整
備
に
活
か
さ
れ
て
い
る
。

「
現
在
の
沖
縄
に
失
わ
れ
た
無
形
の

技
術
を
取
り
戻
し
、首
里
城
や
琉
球
王

国
の
文
化
を
取
り
戻
し
て
、も
う
一
度
、

優
れ
た
技
術
で
様
々
な
美
術
工
芸
作
品

が
普
及
し
て
い
く
こ
と
が
目
標
だ
と
思

い
ま
す
。今
後
は
、要
望
が
あ
れ
ば
地
方

自
治
体
の
文
化
財
復
元
事
業
に
も
携

わ
っ
て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
」

と
上
江
洲
は
語
る
。

動物健康管理室室長動物健康管理室室長動物健康管理室室長

植田　啓一

動物研究室動物研究室動物研究室

岡部　晴菜

動物研究室室長動物研究室室長

佐藤　圭一佐藤　圭一

琉球文化財研究室室長琉球文化財研究室室長琉球文化財研究室室長

上江洲　安亨

植物研究室室長植物研究室室長

篠原　礼乃

40
年
の
蓄
積
を
ベ
ー
ス
に
、研
究
成
果
を
沖
縄
に
還
元
す
る
こ
と
。

財
団
の
も
う
一
つ
の
顔
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

エコーによるナンヨウマンタの妊娠診断（右）
ミナミバンドウイルカの手術（左）

個体ごとに異なるザトウクジラの尾びれの模様（右）
ザトウクジラの生態の観察・調査（左）
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の

美
ら
な
る
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の
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ら
な
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の

輝
き
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万
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に

輝
き
を
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輝
き
を
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に
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き
を
御
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人
に
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き
を
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き
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ま
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ち
ゅ
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な
る
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ら
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の

美
ら
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島
の

ち
ゅ

琉球文化財研究室室長琉球文化財研究室室長

上江洲　安亨

4141
年
目
か
ら
の
財
団
が
、
研
究
の
成
果
を
ど
の
よ
う

年
目
か
ら
の
財
団
が
、
研
究
の
成
果
を
ど
の
よ
う

年
目
か
ら
の
財
団
が
、
研
究
の
成
果
を
ど
の
よ
う

年
目
か
ら
の
財
団
が
、
研
究
の
成
果
を
ど
の
よ
う

に
地
域
社
会
へ
還
元
し
て
い
く
か
な
ど
に
つ
い
て

に
地
域
社
会
へ
還
元
し
て
い
く
か
な
ど
に
つ
い
て

話
を
聞
い
た
。

話
を
聞
い
た
。

年
の
蓄
積
を
ベ
ー
ス
に
、研
究
成
果
を
沖
縄
に
還
元
す
る
こ
と
。

財
団
の
も
う
一
つ
の
顔
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

財
団
の
も
う
一
つ
の
顔
を
ご
紹
介
し
ま
す
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琉球文化財研究室室長琉球文化財研究室室長

上江洲　安亨

年
の
蓄
積
を
ベ
ー
ス
に
、研
究
成
果
を
沖
縄
に
還
元
す
る
こ
と
。

41に
地
域
社
会
へ
還
元
し
て
い
く
か
な
ど
に
つ
い
て

話
を
聞
い
た
。

年
の
蓄
積
を
ベ
ー
ス
に
、研
究
成
果
を
沖
縄
に
還
元
す
る
こ
と
。

財
団
の
も
う
一
つ
の
顔
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

財
団
の
も
う
一
つ
の
顔
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
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一
見
、地
味
に
見
え
る
研
究
こ
そ
が

華
や
か
な
観
光
の
表
舞
台
を
支
え
る

2
0
1
5
（
平
成
27
）年
度
は
年
間

4
6
0
万
人
以
上
が
来
園
し
た
海
洋
博

公
園
。同
公
園
で
人
気
の
イ
ル
カ
や
ウ
ミ

ガ
メ
、沖
縄
美
ら
海
水
族
館（
以
下
、水
族

館
）の
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
や
ナ
ン
ヨ
ウ
マ
ン

タ
な
ど
、飼
育
動
物
の
健
康
管
理
を
行
う

の
が
、動
物
健
康
管
理
室
だ
。室
長
の
植

田
啓
一
を
含
め
、獣
医
師
は
3
名
。X
線

や
エ
コ
ー
、C
T
を
使
っ
た
画
像
診
断
を

行
う
一
方
、全
身
麻
酔
を
使
っ
た
イ
ル
カ

の
外
科
手
術
に
も
成
功
す
る
な
ど
、そ
の

医
療
技
術
へ
の
評
価
は
高
い
。ま
た
、イ

ル
カ
の
画
像
診
断
技
術
か
ら
得
た
ノ
ウ

ハ
ウ
を
応
用
し
、企
業
と
共
同
で
完
全
防

水
・
防
圧
ケ
ー
ス
で
あ
る
ハ
ウ
ジ
ン
グ

の
開
発
を
行
っ
た
。ナ
ン
ヨ
ウ
マ
ン
タ
な

ど
の
妊
娠
診
断
に
活
用
し
、世
界
的
に
も

珍
し
い
技
術
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。

「
こ
れ
ら
の
技
術
や
研
究
は
、さ
ま
ざ

ま
な
企
業
や
医
療
機
関
、大
学
な
ど
の

協
力
や
連
携
が
あ
っ
て
の
賜
物
。海
で

生
き
る
動
物
た
ち
の
た
め
に
何
が
で
き

る
か
と
い
う
目
的
意
識
の
も
と
に
専
門

家
が
集
ま
っ
て
、初
め
て
可
能
に
な
っ

た
こ
と
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
」

と
植
田
は
語
る
。感
染
症
で
尾
び
れ
を

失
っ
た
バ
ン
ド
ウ
イ
ル
カ
の
フ
ジ
の
た
め

に
、企
業
と
の
連
携
で
人
工
尾
び
れ
が
開

発
さ
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
映
画
に
も
な
っ

た
。植
田
自
身
の
専
門
分
野
で
あ
る
真
菌

感
染
症
も
研
究
課
題
の
一
つ
だ
が
、今
後

の
最
重
要
テ
ー
マ
と
し
て
は
イ
ル
カ
の

繁
殖
が
挙
げ
ら
れ
る
。植
田
は
言
う
。

「
野
生
イ
ル
カ
の
入
手
が
難
し
い
と

い
う
現
状
か
ら
、国
内
の
水
族
館
で
は

す
で
に
取
り
組
み
が
加
速
し
て
い
ま

す
。財
団
と
し
て
は
、イ
ル
カ
の
子
育
て

環
境
に
着
目
す
る
と
と
も
に
、自
然
繁

殖
と
人
工
授
精
の
両
方
を
視
野
に
入
れ

て
研
究
を
進
め
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。沖
縄
に
は
、熱
帯
の
海
が
あ
る
。こ

の
特
性
を
活
か
し
た
繁
殖
研
究
を
行
う

こ
と
は
意
義
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。」

沖
縄
の
海
に
は
大
型
の
鯨
類
も
来
遊

す
る
。ホ
エ
ー
ル
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
は
冬
場

の
沖
縄
観
光
の
人
気
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ

だ
。財
団
で
は
1
9
9
1
年
か
ら
ザ
ト
ウ

ク
ジ
ラ
の
生
態
を
研
究
し
て
い
る
。

「
沖
縄
近
海
で
は
こ
れ
ま
で
30
種
ほ

ど
の
鯨
類
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
の
中
で
よ
く
見
ら
れ
る
の
が
ザ
ト
ウ

ク
ジ
ラ
。冬
に
な
る
と
時
お
り
海
洋
博

公
園
か
ら
も
沖
を
泳
ぐ
ク
ジ
ラ
の
姿
が

目
撃
さ
れ
る
ん
で
す
よ
」

と
語
る
の
は
、総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
動

物
研
究
室
の
岡
部
晴
菜
だ
。岡
部
に
よ

る
と
、ホ
エ
ー
ル
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
な
ど

で
親
し
ま
れ
て
い
る
ザ
ト
ウ
ク
ジ
ラ
だ

が
、そ
の
生
態
は
ま
だ
わ
か
ら
な
い
こ

と
が
多
い
の
だ
と
か
。沖
縄
を
は
じ
め

と
し
、ハ
ワ
イ
や
メ
キ
シ
コ
な
ど
も
本

種
の
繁
殖
地
域
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る

が
、交
尾
や
出
産
が
確
認
さ
れ
た
例
は

世
界
的
に
も
存
在
し
な
い
と
い
う
。

「
ザ
ト
ウ
ク
ジ
ラ
の
繁
殖
生
態
を
研
究

す
る
う
え
で
個
体
の
雌
雄
情
報
は
重
要

で
す
が
、実
は
見
た
目
で
は
雌
雄
の
区
別

は
つ
き
ま
せ
ん
。し
か
し
、過
去
の
研
究

か
ら
、ソ
ン
グ
と
呼
ば
れ
る
繁
殖
海
域
特

有
の
鳴
き
声
を
発
す
る
個
体
は
雄
、仔
ク

ジ
ラ
を
伴
っ
て
い
る
個
体
は
雌
と
判
別

で
き
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。調
査

で
は
、尾
び
れ
の
形
や
模
様
で
個
体
識
別

を
行
い
、識
別
さ
れ
た
個
体
ご
と
に
来
遊

記
録
を
ま
と
め
て
い
ま
す
。財
団
で
は
こ

れ
ま
で
の
約
25
年
間
に
わ
た
る
調
査
で

約
1
5
0
0
頭
分
の
デ
ー
タ
を
収
集
し
、

こ
れ
ら
の
来
遊
履
歴
か
ら
雄
、雌
を
判
別

し
て
い
ま
す
」

（
詳
し
く
は
14
ペ
ー
ジ
参
照
）。

岡
部
ら
研
究
チ
ー
ム
は
、国
内
外
の
研

究
者
や
地
元
の
ホ
エ
ー
ル
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ

関
係
者
ら
の
協
力
を
得
て
、尾
び
れ
の
写

真
や
観
察
デ
ー
タ
の
収
集
に
力
を
入
れ
て

い
る
。冬
の
ほ
と
ん
ど
を
船
上
で
過
ご
す
こ

と
に
な
る
と
い
う
苦
労
が
実
り
、
デ
ー
タ

の
蓄
積
か
ら
わ
か
っ
て
き
た
こ
と
も
多
い
。

「
冬
の
来
遊
期
間
の
前
半
（
1
月
〜
2

月
）は
雌
雄
の
ペ
ア
が
多
く
、交
尾
を
終

え
た
で
あ
ろ
う
メ
ス
は
北
の
摂
餌
海
域

に
帰
っ
て
し
ま
い
ま
す
。そ
の
後
、2
月

中
旬
か
ら
3
月
末
に
か
け
て
は
母
子
が

増
え
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。」

こ
う
し
た
研
究
成
果
は
年
に
一
度
の

「
沖
縄
ザ
ト
ウ
ク
ジ
ラ
会
議
」で
発
表
。

ホ
エ
ー
ル
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
関
係
者
に
公

表
さ
れ
る
と
同
時
に
、沖
縄
の
観
光
産

業
振
興
に
も
一
役
買
っ
て
い
る
。

「
近
年
で
は
、毎
年
1
月
か
ら
3
月
は

約
1
千
頭
の
ザ
ト
ウ
ク
ジ
ラ
が
沖
縄
の

海
に
や
っ
て
き
ま
す
。年
々
、そ
の
数
は
増

え
て
い
る
ん
で
す
よ
。沖
縄
の
海
は
、ザ
ト

ウ
ク
ジ
ラ
に
と
っ
て
は
生
ま
れ
故
郷
。今

後
も
調
査
を
継
続
す
る
こ
と
で
ク
ジ
ラ

と
う
ま
く
か
か
わ
っ
て
い
け
る
よ
う
手

助
け
で
き
た
ら
、う
れ
し
い
で
す
ね
」

研
究
の
対
象
と
な
る
の
は
、イ
ル
カ

や
ク
ジ
ラ
だ
け
で
は
な
い
。沖
縄
の
海

を
そ
の
ま
ま
展
示
す
る
と
い
う
コ
ン
セ

プ
ト
の
水
族
館
を
支
え
る
に
は
、熱
帯

性
海
洋
生
物
全
般
の
研
究
が
欠
か
せ
な

い
。財
団
の
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
動
物

研
究
室
室
長
の
佐
藤
圭
一
は
、そ
の
中

で
も
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
、マ
ン
タ
、深
海
ザ

メ
な
ど
大
型
の
サ
メ
・
エ
イ
類
の
研
究

を
専
門
と
し
て
い
る
。

「
世
界
に
約
5
0
0
種
い
る
サ
メ
の

う
ち
、日
本
海
域
に
は
約
1
3
0
〜

1
4
0
種
、沖
縄
近
海
だ
け
で
も
約
90

種
が
生
息
し
て
い
ま
す
。特
に
、ホ
ホ
ジ

ロ
ザ
メ
、イ
タ
チ
ザ
メ
、オ
オ
メ
ジ
ロ
ザ

メ
な
ど
の
危
険
種
と
呼
ば
れ
る
サ
メ
が

す
べ
て
見
ら
れ
る
の
は
、沖
縄
海
域
だ

け
な
ん
で
す
よ
」

沖
縄
を
含
む
日
本
周
辺
の
海
で
は
多

く
の
サ
メ
が
生
息
し
て
い
る
の
だ
が
、専

門
的
に
研
究
し
て
い
る
研
究
機
関
は
ほ

と
ん
ど
な
い
。サ
メ
は
飼
育
が
難
し
い

上
、成
熟
ま
で
に
長
い
年
月
を
要
す
る
た

め
、研
究
対
象
に
な
り
に
く
い
と
い
う
。

「
実
は
、僕
ら
の
よ
う
に
サ
メ
の
研
究

を
専
門
的
に
行
っ
て
い
る
こ
と
自
体
が
、

世
界
的
に
も
重
要
な
ん
で
す
。県
内
漁
業

者
と
の
協
力
関
係
や
沖
縄
と
い
う
環
境

が
あ
っ
て
こ
そ
、熱
帯
域
唯
一
の
国
内
研

究
施
設
と
し
て
の
役
割
が
果
た
せ
ま
す
」

海
外
の
研
究
者
と
共
同
で
取
り
組
む

調
査
も
多
く
、研
究
成
果
は
科
学
雑
誌

や
専
門
誌
で
世
界
に
発
信
。さ
ら
に
水

族
館
の
「
サ
メ
博
士
の
部
屋
」な
ど
の
展

示
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。

「
現
在
取
り
組
ん
で
い
る
課
題
の
一

つ
が
、水
族
館
の
看
板
で
も
あ
る
ジ
ン

ベ
エ
ザ
メ
の
繁
殖
。実
態
は
、わ
か
っ
て

い
な
い
こ
と
が
多
い
ん
で
す
。も
し
交

尾
か
ら
出
産
ま
で
を
水
族
館
で
観
察
で

き
た
ら
、こ
れ
は
史
上
初
の
快
挙
。水
族

館
で
は
十
数
年
前
に
、国
内
で
唯
一
の

ナ
ン
ヨ
ウ
マ
ン
タ
の
繁
殖
に
成
功
し
て

い
ま
す
か
ら
、そ
の
実
績
を
生
か
し
て
、

が
ん
ば
り
た
い
で
す
ね
」

と
、佐
藤
。怖
い
生
き
物
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
の
強
い
サ
メ
類
だ
が
、絶
滅
危
惧
種

も
多
い
。自
然
界
に
い
る
彼
ら
の
生
命

を
脅
か
す
原
因
の
一
つ
が
、人
間
の
出

す
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
だ
と
い
う
。

「
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
が
小
さ
な
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
片
を
幽
門
部
（
胃
の
出
口
）に

つ
ま
ら
せ
て
死
ん
だ
と
思
わ
れ
る
例

が
あ
り
ま
す
。サ
メ
は
世
界
的
に
は
保

護
対
象
の
生
き
物
。ジ
ン
ベ
エ
や
ナ
ン

ヨ
ウ
マ
ン
タ
も
国
際
自
然
保
護
連
合

（
I
U
C
N
）の
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
に
入
っ

て
い
ま
す
。世
界
中
の
水
族
館
に
は
、そ

う
し
た
環
境
問
題
の
啓
発
活
動
を
行
う

と
い
う
役
割
も
あ
る
ん
で
す
よ
」

地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
緑
化
で
、

沖
縄
を
緑
ゆ
た
か
な
美
ら
島
に
！

総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
、亜
熱
帯
性

植
物
に
関
す
る
調
査
研
究
も
実
施
し
て
い

る
。沖
縄
の
島
々
に
自
生
す
る
植
物
を
は

じ
め
、街
路
樹
、公
園
樹
な
ど
の
都
市
緑
化

植
物
や
、食
用
や
工
芸
材
料
な
ど
暮
ら
し

に
役
立
つ
有
用
植
物
に
い
た
る
ま
で
、幅

広
い
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。植
物

研
究
室
室
長
の
篠
原
礼
乃
は
こ
う
語
る
。

「
日
本
で
唯
一
の
亜
熱
帯
性
気
候
に
属

す
る
沖
縄
で
は
、生
育
す
る
植
物
が
日
本

本
土
と
は
異
な
り
ま
す
。ま
た
、台
風
が

多
い
地
域
で
も
あ
る
た
め
、県
独
自
の
緑

化
の
指
針
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
必
要
と
な

り
ま
す
。そ
こ
で
現
在
進
め
て
い
る
の

が
、樹
木
の
剪
定
に
関
す
る
調
査
。樹
木

の
特
性
に
あ
わ
せ
た
剪
定
方
法
、時
期
、

台
風
に
よ
る
倒
木
や
枝
折
れ
の
軽
減
、ま

た
花
付
き
を
良
く
す
る
方
法
を
探
る
な

ど
、沖
縄
の
景
観
づ
く
り
に
役
立
て
て
も

ら
え
る
よ
う
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。」

今
後
こ
の
調
査
の
成
果
を
マ
ニ
ュ
ア

ル
化
す
る
予
定
だ
。一
方
、同
研
究
室
で

は
、絶
滅
危
惧
種
等
の
希
少
種
や
在
来

植
物
の
調
査
を
行
っ
て
い
る
。10
年
の

歳
月
を
か
け
て
千
葉
大
学
と
開
発
し
た

「
ち
ゅ
ら
ら
シ
リ
ー
ズ
」は
、絶
滅
危
惧
種

リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
ベ
ン
ケ
イ
を
利
用
し
て
作

出
し
た
も
の
だ
。沖
縄
に
は
こ
ん
な
に
素

晴
ら
し
い
植
物
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を

知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
込

め
ら
れ
て
い
る
。自
然
豊
か
な
西
表
島
の

植
物
を
調
査
し
、総
目
録
（
植
物
誌
）を
編

集
す
る
計
画
も
あ
る
。ま
た
、一
般
の
植
物

研
究
者
が
利
用
で
き
る
よ
う
、国
際
水
準

の
植
物
標
本
庫
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、

植
物
の
D
N
A
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
や
絶

滅
危
惧
種
等
の
種
子
の
冷
凍
保
存
な
ど

も
進
め
て
い
く
と
い
う
。

ま
た
、環
境
指
標
動
物
で
あ
る
ミ
ツ
バ

チ
に
も
着
目
。ミ
ツ
バ
チ
と
共
生
す
る
ま

ち
づ
く
り
に
活
か
し
て
も
ら
う
た
め
、蜜

源
植
物
の
開
花
期
間
や
蜜
量
、糖
度
な
ど

を
調
査
し
、学
校
や
公
園
の
植
栽
に
活
用

で
き
る
よ
う
図
鑑
に
す
る
予
定
だ
。

「
緑
化
活
動
に
大
切
な
の
は
、住
民
一

人
ひ
と
り
の
意
識
。研
究
成
果
を
、植
物

を
好
き
に
な
っ
て
も
ら
え
る
き
っ
か
け

づ
く
り
に
生
か
し
た
い
で
す
ね
」と
篠
原

は
語
る
。沖
縄
の
基
幹
産
業
で
あ
る
観
光

に
も
貢
献
で
き
る
よ
う
、環
境
保
全
と
経

済
活
動
、そ
し
て
沖
縄
の
緑
化
を
考
え
た

地
道
な
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
。

失
わ
れ
た
技
術
の
復
活
を
め
ざ
し
、

首
里
城
か
ら
発
信
で
き
る
こ
と

琉
球
文
化
財
研
究
室
で
は
、首
里
城

や
琉
球
王
国
に
関
す
る
調
査
・
研
究
が

お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。財
団
は
、首
里
城

公
園
の
維
持
管
理
業
務
を
行
い
な
が

ら
、首
里
城
の
歴
史
文
化
に
関
わ
る
調

査
研
究
を
行
っ
て
き
た
。首
里
城
の
復

元
は
、建
造
物
の
復
元
だ
け
に
は
と
ど

ま
ら
な
い
。内
部
の
祭
祀
儀
礼
等
に
使

用
す
る
道
具
の
復
元
の
よ
う
な
ソ
フ
ト

部
分
を
財
団
が
担
っ
て
、初
め
て
琉
球

王
朝
文
化
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
た
だ

け
る
も
の
と
思
っ
て
い
る
。

「
琉
球
王
国
時
代
に
発
展
し
た
美
術

工
芸
技
術
は
、王
国
解
体
後
に
職
人
の

技
術
は
衰
退
し
、さ
ら
に
沖
縄
戦
で
実

物
資
料
の
ほ
と
ん
ど
を
失
い
ま
し
た
。

首
里
城
復
元
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
、こ

う
し
た
技
術
と
い
う
無
形
の
財
産
を
復

元
す
る
と
い
う
狙
い
が
あ
り
ま
す
」

と
室
長
の
上
江
洲
安
亨
は
話
す
。

財
団
で
は
、2
0
0
6
（
平
成
18
）年

か
ら
国
営
沖
縄
記
念
公
園
事
務
所
が
実

施
す
る
正
殿
の
漆
塗
り
作
業
の
た
め
、

県
内
の
漆
職
人
た
ち
を
集
め
た
。

「
建
造
物
に
か
か
わ
る
の
は
初
め
て
と

い
う
漆
職
人
さ
ん
た
ち
と
一
緒
に
、漆
の

材
質
か
ら
塗
り
の
技
法
ま
で
、王
国
時
代

の
漆
技
術
を
復
元
し
よ
う
と
試
行
錯
誤

を
重
ね
ま
し
た
」と
上
江
洲
は
い
う
。

漆
は
防
水
・
防
カ
ビ
に
優
れ
て
い
る
一

方
、紫
外
線
に
は
弱
い
。桐
油
に
弁
柄
と

呼
ば
れ
る
赤
い
顔
料
を
混
ぜ
て
、漆
の
上

に
重
ね
て
塗
る
技
術
を
確
立
し
た
。

（
詳
し
く
は
12
ペ
ー
ジ
参
照
）。

ま
た
、尾
張
徳
川
家
に
伝
来
す
る
徳

川
家
康
の
遺
品
で
あ
る
朱
漆
花
鳥
七
宝

繋
蜜
陀
絵
沈
金
御
供
飯
（
し
ゅ
う
る
し

か
ち
ょ
う
し
っ
ぽ
う
つ
な
ぎ
み
つ
だ
え

ち
ん
き
ん
う
く
は
ん
）（
国
指
定
重
要
文

化
財
・
徳
川
美
術
館
所
蔵
）の
復
元
に
取

り
組
み
、最
新
の
理
化
学
調
査
手
法
や

地
道
な
熟
覧
調
査
に
よ
る
図
面
製
作
作

業
を
行
い
、6
年
以
上
の
年
月
を
か
け

て
完
成
さ
せ
、現
在
首
里
城
公
園
の
展

示
で
活
用
さ
れ
て
い
る
。

「
徳
川
美
術
館
の
協
力
を
得
な
が
ら

何
度
も
熟
覧
調
査
を
さ
せ
て
も
ら
い
、

調
査
結
果
か
ら
当
時
の
技
法
に
な
る
べ

く
近
づ
け
て
製
作
す
る
こ
と
を
目
指
し

ま
し
た
。4
0
0
年
前
の
技
術
を
再
現

で
き
た
と
思
い
ま
す
」

こ
う
し
た
文
化
財
資
料
の
収
集
や
復

元
の
調
査
研
究
成
果
は
首
里
城
公
園
内

の
展
示
や
整
備
に
活
か
さ
れ
て
い
る
。

「
現
在
の
沖
縄
に
失
わ
れ
た
無
形
の

技
術
を
取
り
戻
し
、首
里
城
や
琉
球
王

国
の
文
化
を
取
り
戻
し
て
、も
う
一
度
、

優
れ
た
技
術
で
様
々
な
美
術
工
芸
作
品

が
普
及
し
て
い
く
こ
と
が
目
標
だ
と
思

い
ま
す
。今
後
は
、要
望
が
あ
れ
ば
地
方

自
治
体
の
文
化
財
復
元
事
業
に
も
携

わ
っ
て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
」

と
上
江
洲
は
語
る
。

ジンベエザメの採血の様子（右）
出生直後のナンヨウマンタ（左）

復元した朱漆花鳥七宝繋沈金密陀絵御供飯（右）
復元には 6年以上の年月を費やした（左）

ちゅららシリーズ（右）
樹木の剪定調査（左）
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危険生物展示コーナー

ハブクラゲ

海の危険生物

魚のふしぎ
vol.02

沖
縄
で
一
番
危
険
な
海
の
生

物
を
ご
存
知
し
ょ
う
か
？
様
々

な
危
険
生
物
が
知
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
沖
縄
県
が
行
っ
た
過
去
8

年
間
の
調
査
に
よ
る
と
、
最
も
被

害
件
数
が
多
か
っ
た
の
は
「
ハ
ブ

ク
ラ
ゲ
」で
す
。

こ
の「
ハ
ブ
ク
ラ
ゲ
」、
成
長
す

る
と
カ
サ
の
高
さ
が
10
㎝
以
上
、

伸
び
縮
み
す
る
糸
状
の
触
手
が

1
5
0
㎝
以
上
に
な
る
大
型
の

ク
ラ
ゲ
。県
内
ほ
ぼ
全
域
に
分
布

し
、
浅
い
波
打
ち
際
に
も
現
れ
ま

す
。ま
た
、
体
が
半
透
明
で
見
つ

け
に
く
い
こ
と
も
特
徴
の
一
つ

で
す
。毒
針
の
あ
る
触
手
に

刺
さ
れ
る
と
非
常
に
痛
み
、

重
篤
な
シ
ョ
ッ
ク
を
起
こ

す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

大
型
個
体
が
出
て
く
る

時
期
が
7
〜
9
月
と
、
海
水

浴
シ
ー
ズ
ン
と
重
な
る
た

め
被
害
が
多
く
な
る
と
い

わ
れ
ま
す
。海
の
危
険
生
物

の
生
態
に
つ
い
て
多
く
の

方
に
知
っ
て
も
ら
う
た
め

に
、
水
族
館
で
は
海
洋
危
険

生
物
の
生
体
展
示
や
解
説

を
行
っ
て
い
ま
す
。

 

（
馬
場 

雄
一
郎
）

～ハイビスカス～

人目を引く美しい花を咲かせ、南国のイメージを代表する
植物であるハイビスカス。沖縄では、ほぼ周年開花し、庭木や
道路沿い、公園などの緑化樹として植栽されています。
ハイビスカスが属するフヨウ属の仲間は、世界各地の熱帯

から温帯に約250種あるといわれています。そのなかでも、
ハイビスカスの原種はハワイ諸島やインド洋諸島で十数種
が知られています。
ハイビスカスの園芸品種は、それぞれ花の色や形状が異な

り、外観からおおまかに3系統に分けられています。花が小ぶ
りで花つきが非常に良い「クラシックタイプ」、小さな花が垂
れ下がって開花する「コーラルタイプ」、花が大輪で色彩の変
化が豊富な「ハワイアンタイプ」と呼ばれています。
現在も多くの品種が作出され、多種多様の花を咲かせるハ

イビスカスは、これからも多くの人を注目させる植物です。
 （島袋 雅矢）

vol.02熱帯植物ずかん熱帯植物ずかん

科　名：アオイ科

属　名：フヨウ（ヒビスクス）属

英　名：Hibiscus

八月あしび

文 = 

い
の
う
え
ち
ず

Vol.4

文=

い
の
う
え
ち
ず

Vol.4

歳
時
記

お
ƃ
Ơ
ǅ

伝
統
行
事
を
旧
暦
で
行
う
こ
と
の
多
い
沖

縄
。旧
暦
八
月
十
五
日
に
は
、
沖
縄
県
内
各
地

で
※

豊
年
祭
や
綱
引
き
、
八
月
あ
し
び
な
ど
が

開
催
さ
れ
る
。八
月
あ
し
び
と
は
、集
落
の
中
の

毛（
広
場
）や
公
民
館
な
ど
に
集
ま
り
、
五
穀
豊

穣
や
子
孫
繁
栄
を
願
っ
て
、
そ
の
地
域
の
伝
統

芸
能
を
神
様
に
奉
納
す
る
祭
り
。棒
術
、
獅
子

舞
、舞
踊
、狂
言
、組
踊
、沖
縄
芝
居
な
ど
、地
域

に
よ
っ
て
演
目
は
異
な
り
、村
あ
し
び
、八
月
踊

り
な
ど
と
呼
ぶ
地
域
も
あ
る
。

八
月
あ
し
び
の
多
く
は
、
穀
物
の
収
穫
が
無

事
に
終
わ
っ
た
こ
と
を
神
に
感
謝
し
、
翌
年
の

豊
作
を
願
う
祭
り
と
し
て
始
ま
り
、
琉
球
王
朝

時
代
は
王
府
に
税
で
あ
る
米
や
布
な
ど
を
無
事

に
納
め
た
こ
と
を
祝
う
慰
労
会
の
意
味
合
い
も

強
か
っ
た
。ま
た
、
娯
楽
が
少
な
い
時
代
、
庶
民

の
大
き
な
楽
し
み
で
も
あ
っ
た
。1
8
7
9
年

に
王
府
が
解
体
さ
れ
た
際
（
い
わ
ゆ
る
琉
球
処

分
）、失
職
し
た
役
人
た
ち
が
首
里
か
ら
各
地
へ

と
流
れ
、
伝
え
た
宮
廷
芸
能
が
取
り
入
れ
ら
れ

て
い
る
地
域
も
多
い
。ほ
と
ん
ど
の
地
域
で
旧

盆
明
け
か
ら
稽
古
が
始
ま
り
、
年
長
者
か
ら
若

い
世
代
へ
と
伝
統
文
化
が
継
承
さ
れ
て
ゆ
く
。

数
あ
る
八
月
あ
し
び
の
中
で
も
、
多
良
間
島

の
八
月
踊
り
は
国
指
定
の
重
要
無
形
民
俗
文
化

財
で
注
目
度
が
高
く
、
県
内
外
か
ら
毎
年
多
く

の
見
物
客
が
押
し
寄
せ
る
。仲
筋
、塩
川
と
い
う

二
つ
の
集
落
で
そ
れ
ぞ
れ
に
執
り
行
わ
れ
、
集

落
の
住
民
は
美
術
や
衣
装
な
ど
を
担
当
す
る

支
度
座
、組
踊
を
担
当
す
る
組
座
、音
楽
担
当
の

ズ
ー
ニ
ン
座
、
獅
子
舞
な
ど
を
担
当
す
る
獅
子

座
、
狂
言
劇
な
ど
を
担
当
す
る
狂
言
座
な
ど
に

分
か
れ
て
準
備
を
進
め
る
。

塩
川
の
組
座
で
は
、
配
役
が
決
ま
る
と「
今
年

は
○
○
役
を
預
か
っ
た
」
と
家
族
に
報
告
す
る

と
い
う
。役
を
自
分
の
も
の
と
し
て
「
も
ら
う
」

の
で
は
な
く
、
そ
の
役
を
一
時
的
に
「
預
か
る
」

と
表
現
す
る
背
景
に
は
、
役
を
先
人
た
ち
の
教

え
通
り
に
演
じ
、
次
の
世
代
へ
引
き
継
ぐ
と
い

う
島
の
歴
史
を
繋
ぐ
者
と
し
て
の
責
任
感
の
表

れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

※
豊
年
祭
や
綱
引
き
は
地
域
に
よ
っ
て
開
催
時
期
が
異
な
り
、八
重
山
で
は

豊
年
祭
を
旧
暦
の
六
・
七
月
に
開
催
す
る
例
も
多
い
。
ま
た
、十
干
十
二

支
に
基
づ
い
て
日
取
り
を
決
め
る
地
域
、旧
暦
の
日
取
り
に
近
い
土
日
に

開
催
す
る
地
域
な
ど
も
。

も
ー

す
た
ふ

写真は多良間島塩川の八月踊り稽古。芸に込められた「島のこころ」
が継承される（写真提供：富川あき子）

多良間島の八月踊りは元々は八月御願と言われ、奉納踊りの部分が強調されて「八月踊り」の呼称が定着した

フウリンブッソウゲ（原種）

ルイスベネット（ハワイアンタイプ）コーラルホワイト（コーラルタイプ）

カルメンイエロー（クラシックタイプ）
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「
首
里
城
正
殿
は
巨
大
な
琉
球
漆
器
」
と

例
え
ら
れ
る
様
に
、首
里
城
の
外
壁
塗
装
に

は
漆
が
使
用
さ
れ
お
り
、琉
球
漆
器
の
製
作

工
程
と
似
通
っ
て
い
ま
す
。し
か
し
、そ
の
材

料
の
記
録
や
塗
装
技
術
等
の
多
く
は
失
わ

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。沖
縄
美
ら
島
財
団
で

は
平
成
4
年
か
ら
首
里
城
公
園
の
管
理
運

営
を
行
い
、同
時
に
首
里
城
の
歴
史
文
化
に

関
す
る
調
査
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。そ
の

一
つ
に「
首
里
城
外
壁
の
漆
塗
装
に
つ
い
て
」

の
調
査
研
究
が
あ
り
ま
す
。

去
る
5
月
22
日
に
、
財
団
の
調
査
研
究

の
成
果
を
広
く
普
及
す
る
目
的
で
、「
一
般

財
団
法
人
沖
縄
美
ら
島
財
団
設
立
40
周
年

事
業 

首
里
城
建
造
物
の
漆
塗
装
に
関
す
る

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」を
沖
縄
県
立
博
物
館
・
美

術
館
に
て
開
催
し
ま
し
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
及
び
講
演
し
て
下
さ
っ

た
先
生
方
は
、首
里
城
公
園
に
復
元
当
初
か

ら
関
わ
り
、
財
団
の
調
査
・
研
究
に
関
し
て

助
言
し
て
下
さ
る
研
究
顧
問
の
高
良
倉
吉

氏
。文
化
財
行
政
に
携
わ
り
、
財
団
で
も
復

元
事
業
に
携
わ
る
安
里
進
氏
。国
指
定
重
要

無
形
文
化
財
・
蒔
絵
の
保
持
者
で
、
財
団
の

収
蔵
品
の
復
元
模
造
製
作
を
手
が
け
た
室

瀬
和
美
氏
を
お
招
き
し
ま
し
た
。財
団
は
三

名
の
先
生
方
を
始
め
と
す
る
研
究
者
・
技
術

者
と
、
古
文
書
を
読
み
解
き
な
が
ら
実
際
に

外
壁
へ
の
塗
装
等
、
研
究
・
実
験
を
重
ね
て

参
り
ま
し
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
第
一
部
の
講
演
で
は
、

高
良
氏
が
現
在
の
首
里
城
を
復
元
す
る
際

に
参
考
に
し
た
歴
史
書
の
解
説
を
、
安
里
氏

が
琉
球
漆
器
の
漆
塗
装
の
研
究
か
ら
、
正
殿

の
塗
装
の
仕
方
に
つ
い
て
導
き
出
し
た
事

例
の
紹
介
を
、
室
瀬
氏
は
漆
器
の
修
理
・
復

元
等
の
過
程
で
得
た
科
学
調
査
の
成
果
を

お
話
し
下
さ
い
ま
し
た
。

第
二
部
で
は
、財
団
調
査
展
示
係
長
の
幸

喜
淳
も
加
わ
り
、
油
を
乾
燥
さ
せ
る
た
め
何

度
も
繰
り
返
し
実
験
し
た
経
験
や
、実
際
に

山
に
分
け
入
り
顔
料
を
探
し
た
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
披
露
。こ
の
よ
う
な
地
道
な
試
行
錯
誤

の
繰
り
返
し
が
、
現
在
の
鮮
や
か
な
外
壁
塗

装
の
復
元
に
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
を
話
し

ま
し
た
。

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
来
場

者
の
質
問
に
答
え
な
が
ら
議
論
を
深
め
て

い
く
形
式
を
と
り
、最
後
は
今
後
の
技
術
を

担
う
職
人
の
育
成
の
重
要
性
が
論
じ
ら
れ

ま
し
た
。4
年
前
、
沖
縄
県
立
芸
術
大
学
に

漆
芸
コ
ー
ス
が
開
設
さ
れ
て
お
り
、財
団
も

「
首
里
城
建
造
物
の
漆
塗
装
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」を
開
催

調
査
・
研
究
の
過
程
で
、未
来
の
職
人
育

成
に
携
わ
れ
て
い
け
た
ら
と
考
え
ま
す
。

専
門
性
が
高
い
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
が

ら
も
、県
内
外
か
ら
様
々
な
年
代
の
方
々

2
3
0
名
が
参
加
さ
れ
て
お
り
、多
く
の

方
に
研
究
成
果
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。財
団
で
は
今
後
も
首
里
城
・
沖

縄
の
歴
史
文
化
に
関
す
る
調
査
・
研
究

及
び
普
及
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

 

（
安
里

　成
哉
）

パネルディスカッション首里城外壁の漆塗装について学ぶ参加者

安里氏の講話

沖
縄
の
伝
統
的
な
小
型
船
と
し

て
は
サ
バ
ニ
が
有
名
で
す
が
、
海
洋

文
化
館
に
展
示
中
の
琉
球
王
朝
末

期
の
沖
縄
の
船
を
描
い
た
絵
画
を
見

る
と
、
か
つ
て
沖
縄
に
は
用
途
に
応

じ
て
多
様
な
船
を
使
い
分
け
る
文

化
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。た
と
え
ば
サ
バ
ニ
の
細
長
い
船

体
は
速
く
航
行
す
る
の
に
は
向
い
て

い
ま
す
が
、
重
量
物
や
多
量
の
人
貨

を
運
ぶ
の
に
は
向
き
ま
せ
ん
。そ
の

用
途
に
向
い
た
船
は
別
に
あ
っ
た
の

で
す
。

海
洋
博
公
園
の
海
洋
文
化
館
に

は
タ
タ
ナ
ー
と
い
う
船
が
展
示
さ
れ

て
い
ま
す
。こ
れ
は
本
部
町
の
カ
ツ

オ
漁
船
団
が
生
餌
を
獲
る
た
め
に

使
っ
て
い
た
も
の
で
す
が
、
伊
平
屋

島
や
伊
是
名
島
、久
米
島
、伊
江
島
、

瀬
底
島
、水
納
島
な
ど
で
は
、島
外
へ

人
や
貨
物
を
運
ぶ
の
に
使
わ
れ
ま
し

た
。幅
広
で
平
ら
な
船
底
は
安
定
性

に
優
れ
て
お
り
、
サ
バ
ニ
と
使
い
分

け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

現
在
は
島
々
へ
の
連
絡
船
も
動
力

化
・
大
型
化
し
て
い
ま
す
。タ
タ
ナ
ー

の
よ
う
な
人
や
荷
物
の
運
搬
に
特
化

し
た
小
型
の
非
動
力
化
船
は
、
全
県

で
ほ
ぼ
姿
を
消
し
て
お
り
、
海
洋
文

化
館
の
タ
タ
ナ
ー
は
沖
縄
最
後
の
一

艘
で
し
た
。そ
う
し
た
用
途
を
担
っ

た
船
は
、
沖
縄
で
は
も
は
や
失
わ
れ

た
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
ら
の
船
は
、
実
は
今
も
県
内

各
地
で
行
わ
れ
て
い
る
ハ
ー
リ
ー
競

漕
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。大
宜

味
村
・
塩
屋
湾
の
海
神
祭
の
爬
竜
船

は
今
も
現
役
で
す
し
、か
つ
て
東
村
・

川
田
の
六
月
ウ
イ
ミ
や
八
重
山
群

島
・
黒
島
の
豊
年
祭
で
使
わ
れ
た
古

い
船
は
、現
在
、集
落
で
保
存
さ
れ
て

い
ま
す
。そ
れ
ら
は
サ
バ
ニ
と
は
全

く
違
う
形
を
し
て
い
ま
す
。こ
う
し

た
シ
マ
（
島
・
集
落
）
の
ハ
ー
リ
ー
競

漕
を
見
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

沖
縄
の
海
洋
文
化
の
一
翼
を
担
っ
た

そ
れ
ら
の
船
に
も
、
ぜ
ひ
注
目
し
て

み
て
く
だ
さ
い
。
 
（
板
井 

英
伸
）

東村川田のハーリー船

海洋文化館にあるタタナー

沖
縄
の
伝
統
的
な
小
型
船
と
し

沖
縄
の
伝
統
的
な
小
型
船
と
し

て
は
サ
バ
ニ
が
有
名
で
す
が
、
海
洋

て
は
サ
バ
ニ
が
有
名
で
す
が
、
海
洋

文
化
館
に
展
示
中
の
琉
球
王
朝
末

文
化
館
に
展
示
中
の
琉
球
王
朝
末

期
の
沖
縄
の
船
を
描
い
た
絵
画
を
見

期
の
沖
縄
の
船
を
描
い
た
絵
画
を
見

る
と
、
か
つ
て
沖
縄
に
は
用
途
に
応

る
と
、
か
つ
て
沖
縄
に
は
用
途
に
応

じ
て
多
様
な
船
を
使
い
分
け
る
文

じ
て
多
様
な
船
を
使
い
分
け
る
文

化
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

化
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。た
と
え
ば
サ
バ
ニ
の
細
長
い
船

す
。た
と
え
ば
サ
バ
ニ
の
細
長
い
船

体
は
速
く
航
行
す
る
の
に
は
向
い
て

体
は
速
く
航
行
す
る
の
に
は
向
い
て

い
ま
す
が
、
重
量
物
や
多
量
の
人
貨

い
ま
す
が
、
重
量
物
や
多
量
の
人
貨

を
運
ぶ
の
に
は
向
き
ま
せ
ん
。そ
の

を
運
ぶ
の
に
は
向
き
ま
せ
ん
。そ
の

用
途
に
向
い
た
船
は
別
に
あ
っ
た
の

用
途
に
向
い
た
船
は
別
に
あ
っ
た
の

で
す
。

で
す
。

海
洋
博
公
園
の
海
洋
文
化
館
に

海
洋
博
公
園
の
海
洋
文
化
館
に

は
タ
タ
ナ
ー
と
い
う
船
が
展
示
さ
れ

は
タ
タ
ナ
ー
と
い
う
船
が
展
示
さ
れ

て
い
ま
す
。こ
れ
は
本
部
町
の
カ
ツ

て
い
ま
す
。こ
れ
は
本
部
町
の
カ
ツ

～沖縄の船の多様性とハーリー競漕～

ふ
ぁ
ー
り
ー

Vol.2

与那国島で最も大きな木、それは地元でドゥ
ナンタギヌアグと呼ばれるオオバアコウです。
与那国岳の中腹、祖納から比川に抜ける県道
216 号線沿いにその大木はあります。樹高
15m、幹周り 10.3m、枝張り 25m、樹齢は 150
年以上と推定される巨木で、同種では県内でも
最大といわれています。木に近づくとそのどっ
しりした存在感に圧倒され、神々しさを感じま
す。ある日突然すべての葉を落とし、そしてわず
か 10 日間ほどの短期間で新しい葉をいっせい
に展開する大胆さを持ちながら、繁殖にいたっ
ては極めて慎重派、オオバアコウコバチという
昆虫1種だけに花粉を運ばせています。つまり、
このオオバアコウコバチがいなければこの木は
実をつけることができないわけです。さて、この
オオバアコウ、おなじみのイチジク、ガジュマ
ル、ベンジャミンやゴムノキと近い仲間で、クワ
科 Ficus 属に含まれます。最近の分子系統学的
研究によると、近縁のアコウとほとんど塩基配
列に違いはないことがわかってきました。今、ま
さに、種の分岐点にある木、それがオオバアコウ
なのかもしれません。
 （赤井 賢成）

Vol.33
＜ 和 名 ＞

オオバアコウ
＜ 科 名 ＞

クワ科
（ 学名 ： Ficus caulocarpa ）
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緑豊かな名護岳のハイキングコース。名護青少年の家を拠点にできるので、山の初心者も安心

①土に巣穴を掘って暮らすキムラグモの生態に、大人も子どもも興味津々
②ハイキング出発前の講義。2016年から施行で、まだなじみの薄い「山の日」に関す
る説明も
③やんばるの森の特徴的な植物の一つ、ヒカゲヘゴについて職員が説明
④ペットボトルの水に、砂糖、塩、酢や果汁などのクエン酸を加えて補水液をつくる
⑤出発前、ケガ防止のためにストレッチを
⑥ノグチゲラの巣穴。姿を確認できる「見える鳥」と、鳴き声が確認できる「聞こえる鳥」
がいるのも興味深い。
⑦照屋厚所長
⑧リュウキュウハグロトンボの姿も
⑨名護の市街地からクルマでわずか 10 分ほどの距離に、こんなに自然の豊かなハイ
キングコースがあるとは知らなかったという参加者も多かった。

自
主
事
業
と
し
て
開
催
す
る
、初
心
者
向
け

「
初
め
て
の
名
護
岳
ハ
イ
キ
ン
グ
」

自
然
と
親
し
む
場
を
提
供
す
る

沖
縄
県
立
名
護
青
少
年
の
家

「
名
護
青
少
年
の
家
」
と
い
え
ば
、
学

校
や
青
少
年
の
団
体
が
宿
泊
研
修
を
行

う
場
所
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
か
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
現
在
は
「
わ
ら
ば
ー
だ

け
じ
ゃ
モ
ッ
タ
イ
ナ
イ
！
み
ん
な
が
使

え
る
わ
っ
た
ー
施
設
」
を
キ
ャ
ッ
チ
フ

レ
ー
ズ
に
、
年
齢
を
問
わ
ず
、
個
人
や
家

族
で
の
利
用
も
推
進
し
て
い
る
。

2
0
1
3
年
か
ら
は
沖
縄
美
ら
島
財
団

が
管
理
運
営
を
受
託
し
、「
親
子
ふ
れ
あ

い
キ
ャ
ン
プ
」「
ホ
タ
ル
観
察
会
」「
美

ら
島
自
然
の
学
び
舎
」
な
ど
、
財
団
が
独

自
に
提
案
し
た
事
業
も
展
開
。
名
護
周

辺
だ
け
で
な
く
、
那
覇
や
宜
野
湾
な
ど

沖
縄
本
島
中
南
部
か
ら
の
参
加
者
も
多

い
と
い
う
。
今
回
は
、そ
ん
な
自
主
事
業

の
一
つ
で
、
8
月
11
日
の
「
山
の
日
」
施

行
に
ち
な
ん
で
開
催
さ
れ
た
「
初
め
て
の

名
護
岳
ハ
イ
キ
ン
グ
」
を
取
材
し
た
。

名
護
青
少
年
の
家
は
名
護
岳
の
中
腹

に
あ
り
、
青
少
年
の
家
を
出
発
点
と
し

て
6
つ
の
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
が
整
備

さ
れ
て
い
る
。「
初
め
て
の
名
護
岳
ハ

イ
キ
ン
グ
」
は
午
前
中
で
終
了
す
る
プ

ロ
グ
ラ
ム
で
、
山
頂
ま
で
は
行
か
ず
に

青
少
年
の
家
へ
と
戻
っ
て
く
る
A
コ
ー

ス
（
約
2
km
）
を
歩
い
た
。
朝
9
時
か

ら
の
受
付
が
終
わ
る
と
、
講
義
が
ス

タ
ー
ト
。
山
登
り
の
際
に
用
意
し
た
い

持
ち
物
、
脱
水
症
状
を
防
い
で
疲
労
を

回
復
し
て
く
れ
る
補
水
液
の
作
り
方
な

ど
の
レ
ク
チ
ャ
ー
を
受
け
た
。

参
加
者
は
未
就
学
児
か
ら
70
代
と
い

う
幅
広
い
年
齢
層
。
夏
休
み
期
間
中
と

あ
っ
て
、
祖
父
母
と
孫
、
親
子
連
れ
と

い
う
組
み
合
わ
せ
も
見
受
け
ら
れ
た
。

10
時
20
分
頃
、い
よ
い
よ
出
発
。
約
1

時
間
半
の
コ
ー
ス
を
、自
然
観
察
や
休
憩

を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
、一
列
に
な
っ
て
歩

い
た
。
ハ
イ
キ
ン
グ
の
途
中
、特
に
子
ど

も
た
ち
の
興
味
を
引
い
た
の
は
昆
虫
な

ど
の
生
き
物
だ
。
コ
ー
ス
を
歩
く
だ
け

で
、お
腹
に
体
節
の
痕
跡
が
あ
る
原
始
的

な
ク
モ「
キ
ム
ラ
グ
モ
」や
、大
き
な「
ヤ

ン
バ
ル
ヤ
マ
ナ
メ
ク
ジ
」、陸
生
の
巻
き

貝「
キ
セ
ル
ガ
イ
」な
ど
が
次
々
と
現
れ

る
。
ま
た
、夜
間
光
る
キ
ノ
コ「
シ
イ
ノ

ト
モ
シ
ビ
ダ
ケ
」や
、月
桃
に
似
た「
ア

オ
ノ
ク
マ
タ
ケ
ラ
ン
」、食
虫
植
物
の「
コ

ウ
モ
ウ
セ
ン
ゴ
ケ
」な
ど
は
、動
植
物
の

両
方
に
詳
し
い
職
員
が
一
緒
で
な
け
れ

ば
、お
そ
ら
く
見
落
と
し
て
い
た
だ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
の
終

盤
、環
境
省
の
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
に

も
掲
載
さ
れ
る
キ
ノ
ボ
リ
ト
カ
ゲ
の
出

現
に
、参
加
者
全
員
が
目
を
輝
か
せ
て
い

た
の
も
印
象
的
だ
っ
た
。
豊
か
な
自
然

環
境
の
中
で
実
物
を
見
て
学
ぶ
体
験
学

習
は
、子
ど
も
だ
け
で
な
く
、大
人
も
好

奇
心
を
か
き
立
て
ら
れ
る
。

「
管
理
運
営
4
年
目
の
今
年
、
こ
の
よ

う
な
財
団
が
独
自
に
提
案
し
た
事
業
は

25
回
に
ま
で
増
え
ま
し
た
。
自
然
観
察

を
主
と
す
る
事
業
で
は
、
総
合
研
究
セ

ン
タ
ー
の
研
究
員
の
協
力
を
得
て
い
ま

す
が
、
利
用
者
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
か

ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
専
門
家
に

習
う
こ
と
に
魅
力
を
感
じ
る
人
が
多
い

こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。『
美
ら
島
自

然
の
学
び
舎
』
で
は
、
3
年
連
続
で
参
加

し
て
い
る
小
学
生
も
い
て
、
ウ
ミ
ガ
メ

に
関
し
て
は
大
人
顔
負
け
の
知
識
を

持
っ
て
い
た
り
す
る
ん
で
す
よ
」

と
話
す
の
は
、
名
護
青
少
年
の
家
の

照
屋
厚
所
長
。
こ
れ
ま
で
は
山
や
川
で

の
自
然
体
験
や
星
空
観
察
を
取
り
入
れ

た
キ
ャ
ン
プ
な
ど
が
多
か
っ
た
が
、
今

後
は
名
護
青
少
年
の
家
か
ら
車
で
1
時

間
足
ら
ず
の
名
護
市
・
嘉
陽
に
あ
る
美

ら
島
自
然
学
校
で
の
海
の
自
然
学
習
も

取
り
入
れ
て
い
き
た
い
と
語
る
。

「
海
の
水
は
、
山
か
ら
流
れ
て
い
き
ま

す
。
自
然
の
循
環
の
中
で
環
境
全
体
を

と
ら
え
る
よ
う
な
体
験
学
習
が
で
き
た

ら
い
い
で
す
ね
。
名
護
青
少
年
の
家
は

宿
泊
施
設
が
あ
る
の
で
、
宿
泊
型
の
事

業
が
多
く
な
る
の
で
す
が
、
今
回
の
よ

う
に
半
日
で
終
わ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
気

軽
に
参
加
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
も

あ
り
ま
す
。
利
用
者
の
声
も
参
考
に
し

な
が
ら
、
今
後
も
で
き
る
だ
け
楽
し
く

学
べ
る
自
主
事
業
を
実
施
し
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
」

 

文
＝
い
の
う
え
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ず

名護岳という環境を生かし、
動植物の観察をしながら
山歩きを楽しむ
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あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
今
以
上
に

天
気
を
気
に
し
て
い
ま
し
た
。漆
を
塗

る
に
は
湿
度
65
〜
75
パ
ー
セ
ン
ト
が
ベ

ス
ト
な
ん
で
す
が
、
桐
油
は
湿
度
が
高

い
と
白
化
す
る
の
で
、
逆
に
湿
度
65

パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
時
で
な
い
と
塗
れ

ま
せ
ん
。桐
油
を
塗
る
気
候
と
し
て
は
、

11
月
か
ら
12
月
前
半
に
か
け
て
が
い
い

で
す
ね
。沖
縄
は
12
月
も
後
半
に
な
る

と
、曇
り
が
ち
で
す
か
ら
ね
」

―

自
然
に
は
勝
て
ま
せ
ん
が
、知
恵
で
駆

け
引
き
を
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。

諸
見「
僕
ら
現
場
に
は
、
納
期
も
あ
り
ま

す
か
ら
、
自
然
に
は
勝
て
な
い
と
ば
か

り
は
言
っ
て
い
ら
れ
ま
せ
ん
（
笑
）。今

年
の
首
里
城
祭
は
、
塗
り
な
お
し
て
キ

レ
イ
に
な
っ
た
広
福
門
か
ら
国
王
が
お

出
ま
し
に
な
る
の
が
楽
し
み
で
す
」

 

文
＝
い
の
う
え
ち
ず

株
式
会
社

　漆
芸
工
房

代
表
取
締
役

諸
見
　由
則
　も
ろ
み
　よ
し
の
り

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
の

―

貝
摺
奉
行
の
記
録
は
行
政
的
な
も
の

が
多
く
、技
術
的
な
内
容
は
残
っ
て
い
な

い
そ
う
で
す
ね
。そ
ん
な
中
で
修
復
作
業

を
行
う
の
は
、表
か
ら
は
見
え
な
い
ご
苦

労
が
た
く
さ
ん
あ
り
そ
う
で
す
。

諸
見
「
漆
は
紫
外
線
に
弱
い
と
い
う
性

質
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
漆
の
上
に
桐
油

を
塗
っ
て
、
研
磨
し
て
、
ま
た
漆
を
塗
っ

て
と
い
う
の
を
繰
り
返
し
て
、
最
終
的

に
弁
柄
色
に
仕
上
げ
ま
す
。王
府
の
記

録
で
は
、
桐
油
を
発
注
し
た
こ
と
は
わ

か
っ
て
い
て
も
、
具
体
的
に
ど
ん
な
油

だ
っ
た
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。10
年

近
く
前
か
ら
試
験
を
重
ね
て
、
油
の
ブ

レ
ン
ド
や
、
油
を
ボ
イ
ル
し
て
硬
さ
を

調
整
し
た
り
、
そ
れ
を
2
カ
月
寝
か
せ

て
熟
成
さ
せ
た
り
と
い
う
工
程
を
編
み

出
し
ま
し
た
」

―

た
だ
油
を
塗
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の

で
は
な
い
ん
で
す
ね
。

諸
見
「
紫
外
線
に
強
い
桐
油
を
漆
に
塗

る
と
い
う
技
法
は
、
沖
縄
だ
け
で
す
。基

礎
デ
ー
タ
づ
く
り
か
ら
や
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
、
試
験
は
文
字
通
り
、
ゼ

ロ
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
で
し
た
」

―

平
成
4
年
の
首
里
城
復
元
の
際
に

は
、
い
わ
ゆ
る
琉
球
処
分
や
沖
縄
戦
の

た
め
に
、
漆
職
人
が
建
物
に
携
わ
る
現

場
と
技
術
が
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
部
分

も
あ
り
、
本
土
の
職
人
さ
ん
た
ち
の
協

力
を
得
ま
し
た
。お
か
げ
で
首
里
城
公

園
は
無
事
に
開
園
で
き
た
わ
け
で
す

が
、
漆
に
関
し
て
1
0
0
パ
ー
セ
ン
ト

沖
縄
の
技
術
だ
と
は
言
え
な
い
面
も
あ

る
で
し
ょ
う
ね
。

諸
見「
漆
と
言
っ
て
も
、
器
と
建
物
で
は

勝
手
が
違
い
ま
す
か
ら
ね
。首
里
城
の

復
元
か
ら
20
年
経
っ
て
、
沖
縄
で
も
文

化
財
の
修
復
が
で
き
る
レ
ベ
ル
の
職
人

と
技
術
が
や
っ
と
育
っ
た
と
言
え
る
状

況
だ
と
思
い
ま
す
」

―

首
里
城
公
園
開
園
当
時
と
比
較
し

て
、
漆
に
関
し
て
も
研
究
が
進
ん
だ
部

分
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
す
か
？

諸
見「
植
物
の
専
門
家
と
一
緒
に
研
究
す

る
こ
と
で
、沖
縄
で
漆
の
木
を
育
て
る
の

は
意
外
と
難
し
い
と
い
う
こ
と
も
わ

か
っ
て
き
ま
し
た
。ロ
ウ
を
取
る
ハ
ゼ
の

木
は
よ
く
育
つ
ん
で
す
け
ど
も
、漆
の
木

は
、か
な
り
場
所
を
選
ぶ
よ
う
で
す
」

―

意
外
と
神
経
質
な
木
な
ん
で
す
ね
。

古
文
書
の
研
究
が
進
め
ば
、
貝
摺
奉
行

が
ど
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
材
料
を
調
達

し
て
い
た
か
、
す
べ
て
琉
球
産
だ
っ
た

の
か
、
輸
入
も
の
も
使
っ
て
い
た
の
か

が
判
明
し
そ
う
で
す
ね
。

諸
見
「
基
本
的
に
は
沖
縄
産
の
材
を

使
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
よ
。財
団
が

主
催
し
た
歴
史
の
専
門
家
が
集
ま
る
検

討
委
員
会
で
も
議
論
し
て
い
た
だ
い

て
、
広
福
門
の
修
復
は
、
1
9
9
2（
平

成
4
）年
の
塗
料
は
か
き
落
と
し
て
、
す

べ
て
天
然
素
材
で
生
地
固
め
か
ら
や
り

直
し
ま
し
た
。材
料
も
沖
縄
で
確
保
し

て
、
ニ
ー
ビ（
非
常
に
粒
子
の
細
か
い
砂

岩
）
や
ク
チ
ャ
（
粘
土
）
を
ブ
レ
ン
ド
し

た
沖
縄
の
下
地
を
使
っ
て
い
ま
す
。こ

の
ブ
レ
ン
ド
も
半
年
か
け
て
試
験
し
た

ん
で
す
よ
。塗
料
を
は
が
し
て
、
洗
っ
て

と
い
う
工
程
を
経
て
僕
ら
職
人
が
見
る

と
、
20
年
前
に
は
時
間
的
な
余
裕
が
な

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。昔
か
ら
職
人
仕

事
は
、
見
て
覚
え
る
も
の
で
し
た
。修
復

の
仕
事
に
は
、
昔
の
仕
事
と
対
面
す
る

面
白
さ
も
あ
り
ま
す
。ま
た
、
本
土
の
職

人
さ
ん
た
ち
に
も
工
程
の
記
録
や
仕
事

の
マ
ニ
ュ
ア
ル
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
、
そ
れ
で
は
困
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。沖
縄
で
、
一
度
復
活

さ
せ
た
技
術
を
ま
た
途
絶
え
さ
せ
な
い

た
め
に
も
、
内
閣
府
沖
縄
総
合
事
務
局

国
営
沖
縄
記
念
公
園
事
務
所
か
ら
の
依

頼
で
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
書
き
残
し
て
い

る
と
こ
ろ
な
ん
で
す
よ
。た
だ
、
マ
ニ
ュ

ア
ル
を
書
き
な
が
ら
も
、
文
字
で
は
書

き
表
せ
な
い
コ
ツ
の
よ
う
な
も
の
が
た

く
さ
ん
あ
る
な
ぁ
と
は
思
い
ま
す
」

―

今
、
諸
見
さ
ん
が
書
か
れ
て
い
る
記

録
を
、
50
年
後
、
1
0
0
年
後
の
職
人
さ

ん
た
ち
が
見
て
、
首
里
城
の
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
を
す
る
か
と
思
う
と
、
記
録
に
残

す
こ
と
の
大
切
さ
を
感
じ
ま
す
ね
。そ

の
一
方
で
、
今
な
さ
っ
て
い
る
仕
事
そ

の
も
の
が
未
来
に
残
っ
て
評
価
さ
れ
る

か
と
思
う
と
、
ち
ょ
っ
と
背
筋
が
伸
び

る
よ
う
な
感
覚
も
あ
る
で
し
ょ
う
。建

造
物
を
扱
う
苦
労
に
は
、
ど
ん
な
こ
と

が
あ
り
ま
す
か
？

諸
見
「
漆
は
高
温
多
湿
で
あ
る
ほ
ど
酸

化
が
早
く
進
み
ま
す
。工
芸
品
な
ら

「
室
」
と
い
う
木
製
の
倉
庫
に
入
れ
て
温

度
と
湿
度
を
一
定
に
保
ち
ま
す
が
、
建

物
は
柱
や
壁
ご
と
室
に
入
れ
る
わ
け
に

は
い
き
ま
せ
ん
。扉
や
壁
板
な
ど
外
せ

る
パ
ー
ツ
は
す
べ
て
外
し
て
、
大
型
の

室
で
管
理
し
ま
す
が
、
柱
と
か
外
せ
な

い
部
分
が
困
る
ん
で
す
よ
。広
福
門
の

場
合
は
、
外
側
に
プ
レ
ハ
ブ
の
仮
設
工

房
を
作
っ
て
、
そ
の
中
で
作
業
を
し
て

い
ま
し
た
。特
に
首
里
城
は
観
光
地
で

も
あ
り
ま
す
の
で
、
通
常
、
文
化
財
の
修

復
に
は
つ
き
も
の
の
「
素
屋
根
」
を
設
置

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。建
物
を
丸

ご
と
す
っ
ぽ
り
と
覆
う
素
屋
根
が
あ
れ

ば
、
少
々
の
雨
も
そ
れ
ほ
ど
気
に
せ
ず

に
作
業
が
で
き
ま
す
が
、
そ
れ
が
で
き

な
い
の
は
現
場
と
し
て
は
厳
し
い
条
件

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
」

―

屋
根
だ
け
設
置
し
て
、
周
囲
は
グ
ル

リ
と
ネ
ッ
ト
で
覆
う
と
い
う
簡
単
な
方

法
で
し
た
ね
。
雨
は
除
け
ら
れ
な
い
。

諸
見
「
沖
縄
は
ス
コ
ー
ル
が
多
い
で
す

か
ら
ね
、
柱
や
外
壁
の
作
業
は
、
雨
雲

レ
ー
ダ
ー
を
見
な
が
ら
、
天
気
と
の
駆

け
引
き
で
す
よ
。漆
は
雨
が
降
っ
て
も

作
業
で
き
ま
す
が
、
桐
油
は
雨
が
当
た

る
と
ダ
メ
な
の
で
、
素
屋
根
が
あ
っ
た

ら
正
直
ど
れ
だ
け
助
か
る
か
。今
日
は

漆
を
塗
ろ
う
と
い
う
日
で
も
、
朝
一
番

で
ガ
ラ
ス
面
に
漆
を
塗
っ
て
、
様
子
を

見
て
、
イ
ケ
る
と
な
れ
ば
一
部
塗
布
し

て
、
ま
た
様
子
を
見
て
調
整
し
て
…
と

慎
重
に
進
め
ま
す
。漆
は
湿
度
が
高
い

ほ
ど
早
く
酸
化
重
合
し
て
乾
き
ま
す
か

ら
、
そ
の
日
の
気
象
条
件
に
よ
っ
て
、
塗

り
は
じ
め
と
塗
り
終
わ
り
で
色
が
変

わ
っ
た
り
す
る
と
大
変
で
す
。早
い
時

で
は
3
時
間
で
乾
き
ま
す
か
ら
ね
」

―

王
府
時
代
の
貝
摺
奉
行
も
天
気
に
は

頭
を
悩
ま
せ
た
で
し
ょ
う
ね
。
今
は
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
手
軽
に
降
水
短
時
間
予

報
な
ど
も
チ
ェ
ッ
ク
で
き
ま
す
か
ら
、
王

府
の
役
人
た
ち
は
う
ら
や
ま
し
い
は
ず
。

諸
見
「
そ
う
で
す
ね
（
笑
）。僕
ら
も
、

ち
ょ
っ
と
前
ま
で
は
雨
雲
レ
ー
ダ
ー
も

弁
柄
色
に
彩
ら
れ
た
首
里
城
は
、
巨

大
な
漆
器
に
例
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ

る
。王
府
に
は
貝
摺
奉
行
と
い
う
部
署

が
あ
り
、外
交
時
の
贈
り
物
と
し
て
、あ

る
い
は
輸
出
品
と
し
て
、
漆
芸
品
に
力

を
入
れ
て
い
た
。首
里
城
の
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
も
、
こ
の
貝
摺
奉
行
が
担
っ
て
い

た
の
だ
が
、具
体
的
な
工
程
や
、漆
の
塗

り
替
え
の
頻
度
な
ど
は
記
録
が
残
っ
て

お
ら
ず
、
首
里
城
復
元
後
は
研
究
者
も

漆
職
人
も
手
探
り
で
修
復
作
業
を
進
め

て
き
た
。今
回
は
、
広
福
門
の
修
復
作
業

に
携
わ
る
職
人
さ
ん
に
話
を
聞
い
た
。

Vol.15

か
い
ず
り
ぶ
ぎ
ょ
う

扁額の塗料もいったんすべて落として修復

仮設の工房で、塗る→研磨の作業を繰り返して漆の層を重ねていく

黒漆の上から弁柄色の桐油を塗って、首里城カラーが
完成に近づく

む
ろ

す 

や 

ね
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沖縄近海に来遊するザトウクジラの調査風景

ザトウクジラのブリーチ（ジャンプ）

祝賀会のようす

高良町長による乾杯のご発声

会場の様子 受賞した児童・生徒の記念撮影

功労者のみなさま（左から）宮城宏光氏、山田勝巳氏、尚弘子氏、
高良倉吉氏、内田詮三氏、高良文雄氏　※襲田正徳氏は欠席

功労者表彰（7名） ※印については、現在も在任

山田 勝巳氏
理事長（4年2ヶ月）、評議員（5年3ヶ月）

尚　弘子氏
評議員（15年4ヶ月※）

襲田 正徳氏
理事（9年4ヶ月※）

高良 文雄氏
理事（9年4ヶ月※）

宮城 宏光氏
常務理事（2年）、理事（1年2ヶ月、6年）、
監事（5年）

高良 倉吉氏
評議員（12年1ヶ月）、
研究顧問（8ヶ月※）

内田 詮三氏
沖縄美ら海水族館館長（8年7ヶ月）、同館名誉館長（2年11ヶ月）、常務理事（3年）、
理事（4年）、研究顧問（5年2ヶ月※）

美ら島財団インフォメーション

県
内
在
住
の
小
中
学

生
を
対
象
に
、海
洋
博
公

園
で
体
感
で
き
る
豊
か
な

自
然
を
通
し
て
、未
来
の

海
洋
博
公
園
像
を
自
由

な
視
点
や
発
想
で
表
現

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

「
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル
」を
開

催
し
ま
し
た
。

約
8
0
0
点
を
超
え

る
応
募
の
中
か
ら
、想
像

力
や
表
現
力
に
優
れ
た

作
品
を
沖
縄
県
立
博
物

館
・
美
術
館
の
協
力
の
も

と
優
秀
賞
と
優
良
賞
を

選
出
し
ま
し
た
。

ま
た
、
受
賞
し
た
児

童
・
生
徒
を
招
い
て
平

成
28
年
8
月
6
日
（
土
）

に
沖
縄
県
立
博
物
館
・

美
術
館
に
お
い
て
表
彰

式
を
行
い
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
沖
縄
美

ら
島
財
団
は
、次
世
代
を

担
う
子
供
た
ち
の
教
育

普
及
活
動
に
取
り
組
ん

で
い
き
ま
す
。

沖
縄
県
立
芸
術
大
学
が
今
年
開
学
30
周
年
を
迎
え
、財
団

が
設
立
40
周
年
を
迎
え
る
こ
と
か
ら
、首
里
城
公
園
内
で
包
括

的
連
携
事
業
と
し
て
演
奏
会
を
実
施
し
ま
す
。

県
立
芸
術
大
学
の
琉
球
芸
能
専
攻
と
ガ
ム
ラ
ン
サ
ー
ク
ル

（
ジ
ャ
ワ
と
バ
リ
）、そ
し
て
県
立
芸
術
大
学
と
姉
妹
校
提
携
を

結
ぶ
台
湾
に
あ
る
国
立
台
北
芸
術
大
学
音
楽
学
院
に
よ
る
南

管
音
楽
の
共
演
で
す
。異
な
る
地
域
の
芸
能
を
一つ
の
舞
台
で
上

演
す
る
こ
と
で
、ア
ジ
ア
諸
地
域
の
芸
能
の
共
通
性
と
多
様
性

に
関
す
る
理
解
を
深
め
、沖
縄
に
お
け
る
芸
術
活
動
の
新
た
な

可
能
性
と
魅
力
を
発
信
し
ま
す
。

未
来
の
海
洋
博
公
園

 

絵
画
コ
ン
ク
ー
ル

こ
う
な
っ
た
ら
い
い
な
！

沖
縄
に
お
け
る
ザ
ト
ウ
ク
ジ
ラ
の

 
繁
殖
行
動
の
最
盛
期
を
解
明

四
半
世
紀
に
わ
た
り
調
査
を
実
施

ザ
ト
ウ
ク
ジ
ラ
は
毎
年
12
〜
4
月
の
冬
季
に
、繁
殖
の
た
め
沖
縄

近
海
へ
来
遊
す
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。し
か
し
、交
尾
や
出
産
の

直
接
的
な
観
察
例
が
な
い
た
め
、科
学
的
根
拠
が
必
要
で
す
。

財
団
で
は
、1
9
9
1
年
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、長
期
に
わ
た

り
沖
縄
近
海
に
来
遊
す
る
ザ
ト
ウ
ク
ジ
ラ
の
調
査
を
実
施
し
て
き

ま
し
た
。財
団
に
よ
る
撮
影
、お
よ
び
地
元
の
皆
様
か
ら
提
供
さ
れ

た
尾
び
れ
腹
面
写
真
を
用
い
た
個
体
識
別
に
よ
り
、2
0
1
2
年
ま

で
に
雄
8
4
8
頭
、雌
4
3
6
頭
を
識
別
し
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
個

体
情
報
を
分
析
し
た
結
果
、1
月
〜
2
月
下
旬
に
雌
雄
の
ペ
ア
や
交

尾
集
団（
雌
雄
混
合
の
3
頭
以
上
の
群
れ
）が
多
く
確
認
さ
れ
た
こ

と
か
ら
、来
遊
期
の
前
半
に
交
尾
行
動
が
活
発
に
な
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
り
ま
し
た
。さ
ら
に
、2
月
中
旬
以
降
に
母
仔
ク
ジ
ラ
が
増

加
し
た
こ
と
か
ら
、来
遊
期
の
後
半
に
出
産
が
多
く
な
る
こ
と
も
わ

か
り
ま
し
た
。

財
団
は
今
後
と
も
、ザ
ト
ウ
ク
ジ
ラ
の
生
態
解
明
と
保
全
の
た

め
、地
域
の
皆
様
と
と
も
に
積
極
的
な
調
査
を
継
続
し
ま
す
。

沖
縄
美
ら
島
財
団
設
立
40
周
年
式
典・祝
賀
会

特
別
演
奏
会

沖
縄
県
立
芸
術
大
学
開
学
30
周
年

一
般
財
団
法
人
沖
縄
美
ら
島
財
団
設
立
40
周
年

繋
が
る
芸
能

〜
沖
縄・台
湾・ジ
ャ
ワ・バ
リ
〜

日 時／ 平成28年11月3日（祝・木）
 16：00開演（17：30終演予定）
場 所／ 首里城公園内　首里杜館前芝生広場
 （雨天時：首里杜館内無料休憩所・情報展示室）

また、関連事業として「台湾の南管音楽ワークショップ」も
開催します。
※ワークショップは、11月2日（水）13：00～15：00、  
首里杜館情報展示室にて

平
成
28
年
8
月
26
日
（
金
）
午
後
5

時
よ
り
沖
縄
美
ら
島
財
団（
平
成
24
年

10
月
よ
り
財
団
法
人
海
洋
博
覧
会
記

念
公
園
管
理
財
団
か
ら
法
人
移
行
）の

設
立
40
周
年
式
典
が
那
覇
市
の
パ
シ

フ
ィ
ッ
ク
ホ
テ
ル
沖
縄
に
お
い
て
開

催
さ
れ
ま
し
た
。財
団
は
1
9
7
6
年

に
国
営
沖
縄
海
洋
博
覧
会
記
念
公
園

（
海
洋
博
公
園
）の
管
理
運
営
、我
が
国

に
お
け
る
唯
一
の
亜
熱
帯
性
植
物
に

関
す
る
調
査
研
究
・
技
術
開
発
、知
識

の
普
及
啓
発
等
を
実
施
す
る
公
益
法

人
と
し
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
、40
年

に
わ
た
り
公
園
の
管
理
運
営
等
を
続

け
、今
年
7
月
に
設
立
40
周
年
を
迎
え

ま
し
た
。

式
典
は
、花
城
良
廣
理
事
長
の
式
辞

を
は
じ
め
、ご
来
賓
の
国
土
交
通
省
大

臣
官
房
審
議
官

　梛
野
良
明
氏
、内
閣

府
沖
縄
総
合
事
務
局
次
長

　菊
地
春

海
氏
、沖
縄
県
知
事
代
理
の
副
知
事

　

浦
崎
唯
昭
氏
の
ご
祝
辞
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。続
い
て
功
労
者
表
彰
式
が
執

り
行
わ
れ
、財
団
の
業
務
運
営
に
多
大

な
貢
献
を
な
さ
れ
、財
団
の
発
展
に
ご

尽
力
い
た
だ
い
た
方
々
を
表
彰
し
ま

し
た
。功
労
者
と
し
て
山
田
勝
巳
氏
、

尚
弘
子
氏
、
襲
田
正
徳
氏
、
高
良
文
雄

氏
、
宮
城
宏
光
氏
、
内
田
詮
三
氏
、
高
良
倉
吉
氏
の

7
名
に
感
謝
状
お
よ
び
記
念
品
を
贈
り
ま
し
た
。

午
後
6
時
か
ら
は
祝
賀
会
に
移
り
、
那
覇
市
長

代
理
の
副
市
長 

久
高
將
光
氏
の
来
賓
祝
辞
が
あ

り
、
本
部
町
長
高
良
文
雄
氏
が
乾
杯
の
ご
発
声
を

さ
れ
ま
し
た
。会
場
で
は
行
政
団
体
、
関
係
団
体
、

財
団
理
事
・
評
議
員
、
財
団
O
B
の
方
々
が
和
や

か
に
歓
談
さ
れ
、
出
席
者
一
同
思
い
出
話
に
花
を

咲
か
せ
て
い
ま
し
た
。

皆
様
か
ら
の
ご
支
援
、
ご
協
力
に
支
え
ら
れ
て

40
周
年
を
迎
え
ら
れ
た
こ
と
に
心
か
ら
感
謝
し
、

「
美
ら
な
る
島
の
輝
き
を
御
万
人
へ
」
を
合
言
葉

に
、今
後
も
多
く
の
皆
様
、地
域
の
皆
様
へ
よ
り
一

層
貢
献
出
来
る
よ
う
、職
員
一
同
、取
り
組
ん
で
ま

い
り
ま
す
。

1
9
7
6
年
7
月
16
日
（
金
）
に
設
立
さ

れ
た
財
団
の
設
立
当
時
を
思
い
浮
か
べ
る

と
、
海
洋
博
公
園
の
開
園
に
向
け
て
忙
し
い

毎
日
だ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
。
海
洋

博
公
園
を
管
理
運
営
し
て
き
た
諸
先
輩
方

や
、
多
く
の
皆
様
の
お
か
げ
で
現
在
の
沖
縄

美
ら
島
財
団
が
あ
る
こ
と
を
実
感
し
て
い
ま

す
。「
南
ぬ
風
」
を
通
し
て
皆
様
へ
感
謝
を

届
け
た
い
と
思
い
ま
す
。
 

 

（
編
集
事
務
局 

M
K
）

編集後記
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伊
敷
索
の
、
新
崎
の
鳴
響
み
浦
で
、
今
日

の
良
き
日
、
輝
か
し
い
日
に
、
稲
米
、
新
米

を
降
ろ
し
て
言
祝
ぎ
で
あ
る
よ
。
神
女
た
ち

が
神
遊
び
を
し
て
、
喜
び
祝
福
し
て
い
る
さ

ま
の
美
し
い
こ
と
よ
。

「
い
ち
な
は
」
は
地
名
。
伊
敷
索
。
久
米

島
町
具
志
川
、
嘉
手
苅
の
地
内
。
伊
敷
索
城

の
城
跡
が
あ
る
。
チ
ナ
ハ
グ
シ
ク
と
い
う
。

「
い
ち
な
は
の
と
よ
み
う
ら
」
は
、
伊
敷
索

城
下
に
あ
る
今
の
旧
具
志
川
村
の
兼
城
港
。

「
と
よ
み
う
ら
」
名
高
い
浦
。
美
称
。

「
い
な
こ
み
」（
稲
米
）
は
、「
い
な
よ
ね
」

と
も
謡
わ
れ
て
い
る
。

新
米
を
収
穫
し
て
村
中
が
喜
び
祝
福
し
て

い
る
よ
う
す
が
謡
わ
れ
て
い
る
オ
モ
ロ
で
あ
る
。

久
米
島
は
稲
が
豊
か
に
と
れ
る
と
こ
ろ
で

有
名
で
あ
る
。

お
も
ろ
さ
う
し
の

植
物

其
の
六

琉
球
王
国
第
4
代
尚
清
王
代
に
首
里
王
府
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
歌
謡
集

「
お
も
ろ
さ
う
し
」に
登
場
す
る
植
物
の
紹
介
コ
ー
ナ
ー
。

※ 

海
洋
博
公
園
内
お
も
ろ
植
物
園
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
　

一

　い
ち
な
は
の
鳴
響
み
浦

 

歓
へ
誇
よ
る

　清
ら
や

又 

新
崎
の
鳴
響
み
浦

又 

今
日
の
良
か
る
日
に

又 

今
日
の
き
や
か
る
日
に

又 

い
な
米
や

　降
ろ
ち
へ

又 

あ
ら
米
や

　降
ろ
ち
へ

伊
敷
索
の
名
高
い
浦
が

喜
び
に
湧
き
た
っ
て
い
る
さ
ま
の

立
派
な
こ
と
よ

新
崎
の
名
高
い
浦
が

喜
び
に
湧
き
た
っ
て
い
る
こ
と
の

立
派
な
こ
と
よ

今
日
の
良
き
日
に

今
日
の
輝
か
し
い
日
に

稲
米（
米
）は
降
ろ
し
て

新
米
は
降
ろ
し
て

（
栄
え
て
い
く
こ
と
だ
）

﹇ 

第
十
巻
五
三
九 

﹈

 

と 

よ 
う
ら

あ
ま

　

 

ほ
こ 

き
よ

あ
ら 

さ
き 

と 

よ 

う
ら

 

け 

お 

よ 

ひ

 

け 

お 

ひ

 

・ 

・ 

こ
み 

お

 

こ
み 

お

お
も
ろ
名 

い
な

和      

名 

イ
ネ

科      

名 

イ
ネ
科

方 

言 

名 

ン
ニ

お
も
ろ
さ
う
し
の

お
も
ろ
さ
う
し
の
「
お
も
ろ
さ
う
し
」に
登
場
す
る
植
物
の
紹
介
コ
ー
ナ
ー
。

※
海
洋
博
公
園
内
お
も
ろ
植
物
園
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

い 

な
い 

な

※ 出典：「おもろさうしの植物」　発行:（財）海洋博覧会記念公園管理財団（現・（一財）沖縄美ら島財団）

（
イ
ネ
）

イ
ネ
の
茎
は
、根
ぎ
わ
で
枝
別

れ
し
て
生
長
し
、
高
さ
50
〜
90

セ
ン
チ
に
な
る
。
多
数
に
枝
別

れ
し
た
各
小
枝
の
先
に
、小
穂

が
1
個
ず
つ
付
く
。
こ
の
円
錐

花
序
が
い
わ
ゆ
る
稲
穂
で
、花

の
時
期
は
立
っ
て
い
る
が
、米

が
熟
す
る
に
つ
れ
て
、自
重
で

垂
れ
て
く
る
。栽
培
の
イ
ネ
は
、

ア
ジ
ア
イ
ネ
と
ア
フ
リ
カ
イ
ネ

の
二
種
が
あ
る
。
ア
ジ
ア
イ
ネ

は
、温
帯
に
適
し
た
ジ
ャ
ポ
ニ

カ
系
と
熱
帯
に
適
応
し
た
イ
ン

デ
ィ
カ
系
、ジ
ャ
ワ
ニ
カ
系
の

3
つ
の
栽
培
型
に
分
か
れ
、日

本
で
は
主
に
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
系
が

栽
培
さ
れ
て
い
る
。
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