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美らなる島の輝きを御万人へ
うまんちゅちゅ

精
高
子
（
聞
得
大
君
の
美
称
）
が
、
八
重

座
杜
に
来
給
い
て
、
霊
力
の
あ
る
聖
木

ア
サ
カ
や
ゲ
ー
ン
を
土
地
鎮
め
の
た
め

に
差
し
て
留
め
た
か
ら
に
は
、
千
年
も

末
長
く
敵
の
軍
勢
を
寄
せ
る
ま
い
、
と

お
祈
り
を
致
し
ま
す
。

「
せ
だ
か
こ
」
は
、
精
高
子
で
霊
力
の

豊
か
な
お
方
の
意
。
こ
こ
で
は
聞
得
大

君
の
美
称
。

「
や
へ
ざ
も
り
」
は
、
拝
所
名
。「
や

ら
ざ
も
り
す
く
」
の
中
の
拝
所
。

「
や
ら
ざ
も
り
ぐ
す
く
」
は
、
那
覇
港

入
り
口
を
守
る
た
め
に
築
か
れ
た
城
塞
。

「
あ
さ
か
」は
、植
物
名
。リ
ュ
ウ
キ
ュ

ウ
ア
オ
キ
（
琉
球
青
木
）
の
方
言
名
。

魔
除
け
の
木
と
さ
れ
た
。

「
が
ね
」
は
植
物
名
。
す
す
き
の
こ
と
。

ゲ
ー
ン
、
グ
シ
チ
と
よ
ば
れ
て
い
る
。

ア
サ
カ
、
ゲ
ー
ン
、
シ
チ
ョ
ク
（
シ
チ

ク
）
は
古
来
聖
木
と
さ
れ
、
神
女
の
採

り
も
の
と
し
て
使
わ
れ
た
。

お
も
ろ
さ
う
し
の

植
物

其
の
八

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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）

山
地
及
び
低
地
の
日
当

た
り
の
良
い
所
に
生
え

る
大
型
の
多
年
草
本
で

あ
り
、北
は
南
樺
太
か

ら
南
千
島
、日
本
各
地
、

ロ
シ
ア
、朝
鮮
、台
湾
、

中
国
、イ
ン
ド
シ
ナ
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
、マ
レ
ー
シ

ア
に
分
布
す
る
。沖
縄

産
の
も
の
は
草
丈
が
高

く
地
上
部
は
枯
れ
ず
に

越
冬
す
る
特
徴
が
あ
り
、

古
く
か
ら
茅
葺
き
屋
根

の
材
料
や
家
畜
の
飼
料
、

生
活
用
具
な
ど
と
し
て

用
い
ら
れ
て
き
た
。

一口メモ②

ボ
チ
ョ
ウ
ジ
は
山
地
の

非
石
灰
岩
地
域
の
林
下

に
生
え
る
常
緑
低
木
で

あ
り
、北
は
屋
久
島
・

種
子
島
か
ら
西
表
島
、

台
湾
、中
国
南
部
に
分

布
し
、ナ
ガ
ミ
ボ
チ
ョ

ウ
ジ
は
山
地
や
低
地
の

石
灰
岩
地
域
や
海
岸
近

く
の
林
下
に
生
え
る
常

緑
低
木
で
あ
り
、北
は

ト
カ
ラ
列
島
か
ら
琉
球

列
島
各
島
、台
湾
、フ
ィ

リ
ピ
ン
に
分
布
す
る
。

両
種
は
、分
布
域
、生

育
土
壌
、葉
形
、果
実

の
色・形
が
異
な
る
が
、

沖
縄
の
方
言
で
は
と
も

に「
ア
ザ
カ
」と
呼
ば

れ
、魔
除
け
や
祭
祀
に

用
い
ら
れ
た
。

一口メモ①

﹇ 

解 

説 
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島
の
人
に
喜
ば
れ
る

屋
我
地
生
ま
れ
の

ハ
チ
ミ
ツ
を
生
産

沖
縄
本
島
北
部
、
名
護
市
の

屋
我
地
島
で
養
蜂
業
を
営
む
三

浦
さ
ん
。
ミ
ツ
バ
チ
の
生
態
を

通
し
て
、
地
域
の
子
ど
も
た
ち

と
一
緒
に
島
の
環
境
に
つ
い
て
勉

強
す
る
総
合
学
習
の
授
業
を
担

当
し
た
り
、
地
域
の
食
と
農
か

ら
広
が
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加

し
た
り
と
、
従
来
型
の
養
蜂
家

の
ワ
ク
を
越
え
た
活
動
を
し
て

い
る
。

ミ
ツ
バ
チ
を
通
し
て
、子
ど
も
も
大
人
も
島
の
自
然
を
考
え
る

養
蜂
家三

浦
大
樹

三
浦
大
樹
1
9
7
4
年
東
京
生
ま
れ
、埼
玉
育
ち
。幼
少
時
か
ら
昆
虫
や
爬
虫
類
な
ど
生
き
物
や
自
然
が
大
好

き
で
、そ
れ
が
高
じ
て
気
象
会
社
や
ア
ウ
ト
ド
ア
メ
ー
カ
ー
を
経
て
2
0
1
0
年
に
沖
縄
へ
引
っ

越
し
。ネ
イ
チ
ャ
ー
ガ
イ
ド
と
な
り
、訪
れ
た
や
ん
ば
る
の
養
蜂
場
で
ミ
ツ
バ
チ
を
知
り
、

2
0
1
3
年
か
ら
養
蜂
家
見
習
い
に
。2
0
1
6
年
、屋
我
地
島
の
養
蜂
園「
お
き
な
わ
b
e
e 

h
a
p
p
y
」を
開
業
。

文 = 

い
の
う
え
ち
ず

美ら島を
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―
ミ
ツ
バ
チ
は
群
れ
で
暮
ら
す
そ
う
で
す

が
、ど
ん
な
構
成
な
ん
で
す
か
？

ミ
ツ
バ
チ
は
一
つ
の
箱
に
約
1
万
匹
が

一
つ
の
群
れ
で
、
み
ん
な
自
分
の
巣
箱
を

覚
え
て
い
て
、
よ
そ
の
巣
に
帰
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。働
き
蜂
は
み
ん
な
メ
ス

で
、
オ
ス
の
役
割
は
生
殖
行
為
だ
け
。働

き
蜂
の
寿
命
は
約
1
カ
月
で
、
子
守
り
や

門
番
、
蜜
を
集
め
る
外
回
り
と
、
役
割
分

担
が
あ
る
ん
で
す
よ
。女
王
蜂
は
卵
を
産

み
続
け
る
の
が
仕
事
で
す
。

―
一つ
の
群
れ
に
女
王
蜂
は
何
匹
？

一
匹
で
す
。群
れ
の
中
で
数
が
増
え
て

巣
が
手
狭
に
な
る
と
、
分
家
す
る
た
め
に

新
し
い
女
王
蜂
が
生
ま
れ
ま
す
。母
が
娘

に
家
を
譲
る
と
い
う
形
で
古
い
女
王
蜂
が

群
れ
の
約
半
数
を
連
れ
て
出
て
行
き
、
新

居
を
持
つ
。何
ら
か
の
理
由
で
女
王
蜂
が

死
ぬ
と
、
群
れ
全
体
も
最
終
的
に
は
死
滅

し
ま
す
。一
匹
一
匹
が
個
別
の
生
き
物
と
い

う
よ
り
、
群
れ
全
体
で
一
つ
の
生
命
体
を

形
づ
く
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
ほ
う
が
、

実
際
の
生
態
に
近
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

―
地
域
の
学
校
で
「
ミ
ツ
バ
チ
教
室
」
を
さ

れ
て
い
る
そ
う
で
す
ね
？

屋
我
地
島
に
は
、
小
中
一
貫
の
名
護

市
立
屋
我
地
ひ
る
ぎ
学
園
が
あ
り
ま

す
。僕
は
「
美
ら
島
タ
イ
ム
」
と
い
う
総

合
学
習
の
時
間
で
20
コ
マ
の
「
ミ
ツ
バ

チ
教
室
」を
担
当
し
て
い
て
、
平
成
27
年

度
か
ら
小
学
4
年
生
と
中
学
2
年
生
に

教
え
て
い
る
ん
で
す
よ
。事
前
に
先
生

に
聞
い
て
い
た
の
は
、「
だ
い
た
い
10
人

に
1
人
は
花
好
き
、
虫
好
き
な
の
は
10

人
に
3
人
、
で
も
ハ
チ
ミ
ツ
好
き
な
の

は
10
人
に
9
人
」
と
い
う
こ
と
。ミ
ツ
バ

チ
教
室
を
始
め
て
か
ら
は
、
虫
好
き
・

花
好
き
が
増
え
ま
し
た
。足
元
の
自
然

を
見
直
し
て
、
島
が
大
好
き
に
な
る
子

が
増
え
て
き
た
ん
で
す
よ
。

―
島
を
好
き
に
な
る
っ
て
、い
い
で
す
ね
。

最
初
の
授
業
で
ハ
チ
ミ
ツ
を
味
見
し

て
、
教
室
の
外
へ
ミ
ツ
バ
チ
を
探
し
に

行
き
ま
し
た
。す
る
と
、
ミ
ツ
バ
チ
の
好

き
な
花
が
蜜
源
植
物
だ
と
わ
か
り
ま

す
。学
校
の
外
で
も
バ
ッ
タ
リ
会
う
と
、

子
ど
も
た
ち
の
ほ
う
か
ら
「
あ
の
花
に

ミ
ツ
バ
チ
が
来
て
た
よ
」
と
教
え
て
く

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

―
花
に
敏
感
に
な
る
ん
で
す
ね
。

「
ハ
チ
ミ
ツ
を
作
っ
て
み
た
い
」
と

な
っ
た
の
で
、
自
分
た
ち
で
花
を
植
え
た

り
、
巣
箱
を
作
っ
た
り
し
ま
し
た
。「
ミ
ツ

バ
チ
は
い
じ
め
な
け
れ
ば
刺
さ
な
い
」
と

教
え
ま
す
の
で
、
ミ
ツ
バ
チ
は
怖
く
な
い

と
い
う
こ
と
は
学
習
し
て
、子
ど
も
た
ち

は
積
極
的
に
ミ
ツ
バ
チ
の
お
世
話
を
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。巣
箱
の
内
部
で

蜜
が
た
ま
る
様
子
を
観
察
し
て
、自
分
た

ち
の
巣
箱
か
ら
採
蜜
す
る
時
に
は「
自
分

で
作
る
ハ
チ
ミ
ツ
が
世
界
で
一
番
お
い

し
い
」
と
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
ね
。中
学

生
は
養
蜂
の
産
業
化
に
つ
い
て
考
え
る

と
こ
ろ
ま
で
学
び
ま
し
た
。

―
小
さ
な
養
蜂
家
は
、環
境
も
し
っ
か
り
観

察
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
ね
。

ハ
チ
ミ
ツ
は
咲
い
て
い
る
花
に
よ
っ
て

味
が
変
わ
り
ま
す
か
ら
、
同
じ
場
所
に
置

い
て
い
る
巣
箱
で
も
、
一
カ
月
単
位
で
味

が
変
わ
り
ま
す
。僕
は
沖
縄
県
内
の
フ
ー

ド
フ
ェ
ス
に
も
出
店
し
ま
す
が
、
大
規
模

な
イ
ベ
ン
ト
よ
り
も
、地
元
の「
屋
我
地
ま

つ
り
」の
ほ
う
が
、ハ
チ
ミ
ツ
が
よ
く
売
れ

る
ん
で
す
よ
。子
ど
も
た
ち
が「
屋
我
地
で

お
い
し
い
ハ
チ
ミ
ツ
が
採
れ
る
」
と
大
人

に
言
う
。屋
我
地
ま
つ
り
で
は「
こ
の
島
で

ハ
チ
ミ
ツ
が
採
れ
る
の
が
う
れ
し
い
」「
子

ど
も
か
ら
教
え
ら
れ
て
来
た
」
と
い
う
島

の
人
の
声
を
よ
く
聞
き
ま
す
。子
ど
も
が

変
わ
れ
ば
、大
人
も
変
わ
る
ん
で
す
ね
。

―
子
ど
も
た
ち
に
は
、他
に
ど
ん
な
こ
と

を
教
え
ま
す
か
？

ミ
ツ
バ
チ
に
と
っ
て
蜜
は
炭
水
化
物
の

よ
う
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
で
、
花
粉
は
タ
ン

パ
ク
質
や
ビ
タ
ミ
ン
。両
方
と
も
大
事
な

栄
養
源
で
す
。ミ
ツ
バ
チ
を
よ
く
見
る
と
、

人
間
で
言
え
ば
太
も
も
に
あ
た
る
部
分
に

花
粉
を
い
っ
ぱ
い
つ
け
て
巣
に
戻
っ
て
来

る
個
体
が
い
ま
す
。花
粉
は
、
体
や
手
足
に

つ
い
た
も
の
を
拭
う
よ
う
に
し
て
集
め
て
、

太
い
足
に
つ
い
て
い
る
ハ
チ
カ
ゴ
と
い
う

花
粉
を
た
め
て
お
け
る
場
所
に
集
め
る
ん

で
す
。働
き
蜂
は
基
本
的
に
は
蜜
担
当
と

花
粉
担
当
に
分
か
れ
て
い
る
の
で
、
子
ど

も
た
ち
と
訪
花
中
の
ハ
チ
の
動
き
を
観
察

し
て「
こ
の
ハ
チ
が
集
め
て
い
る
の
は
、
蜜

か
花
粉
か
」と
い
う
ク
イ
ズ
を
出
し
ま
す
。

実
は
ミ
ツ
バ
チ
が
集
め
た
花
粉
は
、
花

粉
団
子
に
な
っ
て
い
て
、
人
間
も
食
べ
ら

れ
る
ん
で
す
よ
。

花
粉
を
よ
く
観
察
し
て
、食
べ
て
み
る

と
花
が
だ
い
た
い
わ
か
り
ま
す
。屋
我
地

ひ
る
ぎ
学
園
に
は
花
粉
を
ち
ゃ
ん
と
見

ら
れ
る
顕
微
鏡
が
な
い
の
で
、
今
、
沖
縄

美
ら
島
財
団
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
の
顕

微
鏡
を
使
っ
て
、子
ど
も
た
ち
と
花
粉
を

調
べ
る
学
習
を
し
よ
う
と
話
し
て
い
ま

す
。花
粉
か
ら
き
ち
ん
と
植
物
の
種
類
を

特
定
で
き
れ
ば
、ま
す
ま
す
み
ん
な
で
花

と
ミ
ツ
バ
チ
を
育
て
よ
う
と
い
う
こ
と

に
つ
な
が
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。

―
島
の
子
ど
も
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
一

般
に
も
ミ
ツ
バ
チ
の
こ
と
を
広
く
知
っ

て
も
ら
え
た
ら
、自
然
と
環
境
に
対
す
る

意
識
も
変
わ
り
そ
う
で
す
ね
。

そ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、「
や
ん
ば

る
畑
人
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
も
参
加
し
て

い
ま
す
。や
ん
ば
る
の
農
家
と
飲
食
店
が

一
緒
に
、
や
ん
ば
る
食
材
の
美
味
し
さ
を

広
げ
よ
う
と
い
う
活
動
を
し
て
い
る
ん

で
す
が
、
僕
個
人
の
経
験
で
言
う
と
、
い

ろ
ん
な
飲
食
店
に
ハ
チ
ミ
ツ
を
卸
す
と
、

ハ
チ
ミ
ツ
が
い
ろ
ん
な
料
理
に
な
っ
て

返
っ
て
く
る
の
が
う
れ
し
い
。プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
で
フ
ー
ド
フ
ェ
ス
や
催
事
に
参
加

す
る
時
も
、農
家
と
料
理
家
が
一
緒
に
動

く
の
は
と
て
も
刺
激
に
な
り
ま
す
。

M
IU

R
A

 D
A

IK
I

巣箱から取り出した巣には蜜が
いっぱい。ミツブタを切り落とし、
遠心分離機にかけて蜜をしぼる。

島の中を歩きながら、ミツ
バチを探すひるぎ学園の子
どもたち。
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43
号
か
ら
46
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
28
回
卒
業
・
修
了
作
品
展
」

で
受
賞
し
た
4
作
品
が
表
紙
を
飾
り
ま
す
。若
い
才
能
に

ご
注
目
く
だ
さ
い
。

作品タイトル 「うかぶ」　

壁かけの花器としてつくったという漆器の三部作。だがいずれも水を張れる構造ではな
く、造花を想定している。「最初から壁かけひらがなの文字、み、わ、すのイメージでデザイ
ンしました」原型に麻布を貼って漆を塗る乾漆技法を選んだ。「乾漆は軽いから壁かけも作
れる。大学で学んだ基礎技術をベースに、自由に表現したかった」と語る。

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
。

沖縄美ら島財団理事長賞

沖縄県立芸術大学　美術工芸学部
工芸専攻漆芸分野
宇地原 梓さん（沖縄県出身）

や
 が
 じ

は
る
さ
ー
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ハ
ー
リ
ー
と
は
、
爬
竜
船
の
中
国
読
み
が
定

着
し
た
と
さ
れ
る
島
言
葉
で
、
爬
竜
船
競
技
の

こ
と
。そ
の
起
源
に
は
諸
説
あ
る
が
、一
説
に
は

南
山
王
と
な
る
豊
見
城
城
主
の
汪
応
祖
が
明
に

留
学
中
に
見
た
爬
竜
船
競
技
を
、
約
6
0
0
年

前
に
豊
見
城
で
開
催
し
た
こ
と
が
始
ま
り
と
さ

れ
る
。爬
竜
船
と
は
龍
の
頭
と
尾
が
あ
し
ら
わ

れ
た
、い
わ
ゆ
る
ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ト
な
の
だ
が
、

現
在
は
那
覇
市
と
豊
見
城
市
で
爬
竜
船
が
使
わ

れ
る
の
み
で
、
他
の
地
域
で
は
木
造
の
漁
船
サ

バ
ニ
を
ベ
ー
ス
に
し
た
、
龍
の
装
飾
の
な
い

ハ
ー
リ
ー
舟
が
使
用
さ
れ
る
。

ハ
ー
リ
ー
の
開
催
時
期
は
地
域
に
よ
っ
て
異

な
り
、
糸
満
市
の
糸
満
を
は
じ
め
と
す
る
漁
港

で
は
旧
暦
の
5
月
4
日（
ユ
ッ
カ
ヌ
ヒ
ー
）ま
た

は
そ
の
前
後
に
開
催
す
る
例
が
多
い
。沖
縄
本

島
北
部
な
ど
で
は
旧
暦
7
月
の
海
神
祭
で
開
催

さ
れ
る
ほ
か
、
豊
年
祭
で
ハ
ー
リ
ー
を
行
う
黒

島
や
、
節
祭
で
ハ
ー
リ
ー
を
行
う
西
表
島
祖
納

な
ど
の
例
も
あ
る
。沖
縄
県
内
最
大
規
模
の
那

覇
ハ
ー
リ
ー
は
、新
暦
5
月
4
日
、ゴ
ー
ル
デ
ン

ウ
ィ
ー
ク
の
真
っ
た
だ
中
に
開
催
さ
れ
、
観
光

客
に
も
人
気
の
イ
ベ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

糸
満
で
は「
ハ
ー
レ
ー
」と
呼
び
、
大
漁
と
航

海
安
全
を
祈
願
す
る
海
人
の
祭
り
と
し
て
親
し

ま
れ
て
い
る
。現
在
は
神
事
と
し
て
の
御
願

バ
ー
レ
ー
、速
さ
を
競
う
ア
ガ
イ
ス
ー
ブ
、コ
ー

ス
の
途
中
で
舟
を
わ
ざ
と
転
覆
さ
せ
て
起
こ
す

と
い
う
勇
壮
な
ク
ン
ヌ
カ
セ
ー
、
中
学
生
バ
ー

レ
ー
、
青
年
団
バ
ー
レ
ー
が
ム
ラ
対
抗
で
行
わ
れ

る
。こ
れ
は
糸
満
旧
市
街
地
域
の
住
民
・
関
係
者

が
、昔
な
が
ら
の
集
落
で
あ
る
西
村
・
中
村
・
新
島

の
3
つ
の
ム
ラ
に
分
か
れ
て
、
ム
ラ
の
名
誉
を
か

け
て
競
い
合
う
伝
統
行
事
だ
。イ
ベ
ン
ト
と
し
て

は
地
域
の
人
が
参
加
す
る
高
校
生
競
争
、
教
員
団

競
争
、
職
域
競
争
が
行
わ
れ
、
漁
港
の
中
に
放
っ

た
ア
ヒ
ル
や
ス
イ
カ
を
取
る
ア
ヒ
ル
取
り
・
ス

イ
カ
取
り
も
人
気
だ
。

「
ハ
ー
リ
ー
鐘
が
鳴
る
と
梅
雨
が
あ
け
る
」
と

い
う
こ
と
わ
ざ
が
当
た
る
と
、「
本
当
に
梅
雨
が

あ
け
た
。昔
の
人
は
す
ご
い
さ
ー
」
と
い
う
会
話

が
繰
り
返
さ
れ
る
。

Vol.6

シ
ン
ダ
カ
リ

メ
ン
ダ
カ
リ

ミ
ー
ジ
マ 

朝、ノロによる祈願が終わったら、いよいよ3つのムラが競う糸満バーレーが始まる（写真提供：糸満市）

クンヌカセーでは転覆したサバニを早く起こして態勢を立て直すという海人の
技術を競う（写真提供：糸満市）

深
い
海
の
底
で
暮
ら
す
コ
ト
ク
ラ
ゲ

餌を捕まえる触手コトクラゲ（体色や模様は様々）

魚のふしぎ
vol.03

”
ク
ラ
ゲ
“
と
聞
く
と
海
中

を
ふ
わ
ふ
わ
漂
う
姿
を
思
い
浮

か
べ
る
方
が
多
い
と
思
い
ま
す

が
、日
本
近
海
の
水
深
70
〜

3
0
0
m
の
海
底
に
は
、コ
ト
ク

ラ
ゲ
と
い
う
竪
琴
の
よ
う
な
形

を
し
た
少
し
変
わ
っ
た
ク
ラ
ゲ

が
生
息
し
て
い
ま
す
。サ
イ
ズ
は

大
き
い
も
の
で
15
㎝
ほ
ど
、体
色

は
ピ
ン
ク
色
や
赤
色
、黄
色
、白

色
な
ど
様
々
な
個
体
が
確
認
さ

れ
て
い
ま
す
。

一
般
的
に
知
ら
れ
る
ク
ラ
ゲ

は
サ
ン
ゴ
や
イ
ソ
ギ
ン
チ
ャ
ク

と
同
じ
刺
胞
動
物
に
属
し
ま
す

が
、コ
ト
ク
ラ
ゲ
は
有
櫛
動
物
に

属
し
ま
す
。海
中
を
漂
わ
ず
海
底

で
サ
ン
ゴ
の
仲
間
や
岩
や
泥
な

ど
様
々
な
場
所
に
付
着
し
て
生

活
し
て
い
ま
す
。餌
は
体
の
先
端

か
ら
粘
着
性
の
触
手
を
長
く
伸

ば
し
、流
れ
て
く
る
動
物
プ
ラ
ン

ク
ト
ン
を
捕
ま
え
ま
す
。

コ
ト
ク
ラ
ゲ
は
深
い
海
に
生

息
す
る
う
え
に
体
が
脆
い
の
で
、

採
集
は
非
常
に
困
難
で
す
。そ
の

た
め
生
態
に
つ
い
て
は
ま
だ
分

か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
生
き
物

で
す
。

 

（
谷
本 

都
）

ゆ
う
し
つ

し
 ほう

た
て
ご
と

文 = 

い
の
う
え
ち
ず

歳
時
記

お
き
な
わ

ハーリー

は
り
ゅ
う
せ
ん

お
う
お
う
そ

と
み

 
ぐ
す
く
し

と
み

 
ぐ
す
く

と
み
ぐ
す
く
じ
ょ
う
し
ゅ

ブ
ニ

し
 ち

ウ
ミ
ン
チ
ュ
ー

う
 が

ん

い
り
お
も
て
じ
ま
そ
 ない

～アデニウム～

アデニウム属の植物は、アフリカ、アラビアなどの熱帯から亜
熱帯の地域に約15種が知られています。属名は、本種が自生して
いるイエメンのアデンという地域に由来します。

乾燥地に自生し、根や幹に水分を蓄えるためとっくり形に肥大
して多肉質になっています。英名でデザートローズ（砂漠のバラ）
とも呼ばれ、枝の先端部分にラッパ状に開いた筒型の美しい花を
咲かせます。花色は、桃色で中央近くが淡色になるものが基本で
すが、花色の濃いものから、白色に近いものもあります。

東南アジアなどでは品種交配により様々な花色や、花びらが重
なって咲く八重咲きの品種が作出されており、園芸店でも見られ
るようになりました。

原産地のアフリカなどでは、冬の乾燥期は落葉して休眠します
が、沖縄では少し葉を落とす程度で開花を続けることができま
す。一般的に鉢物として栽培されますが沖縄では日当たりが良
く、排水の良い場所であれば露地栽培も可能です。 （島袋 雅矢）

vol.03熱帯植物ずかん熱帯植物ずかん

科　名：キョウチクトウ科

学　名：Adenium obesum
英　名：Desert rose

し
ほ
う

も
ろ
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沖
縄
の
海
洋
文
化
と
向
き
合
う

沖
縄
美
ら
島
財
団
総
合
研
究
セ
ン

タ
ー
で
は
、こ
れ
ま
で
沖
縄
本
島
北
部
と

そ
の
周
辺
の
島
々
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
、
海

と
向
き
合
い
な
が
ら
暮
ら
し
て
き
た

人
々
の
民
俗
に
関
す
る
調
査
研
究
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。た
と
え
ば
ハ
ー

リ
ー
、ハ
ー
レ
ー
と
呼
ば
れ
る
船
漕
ぎ
儀

礼
の
現
状
に
関
す
る
悉
皆
調
査
が
あ
り
、

当
セ
ン
タ
ー
が
運
営
す
る
美
ら
島
自
然

学
校
が
あ
る
名
護
市
嘉
陽
・
安
部
集
落

で
は
、
人
々
の
世
界
観
や
社
会
構
造
、
自

然
利
用
に
関
す
る
民
俗
誌
的
調
査
を
実

施
し
て
き
ま
し
た
。

そ
し
て
調
査
時
に
撮
影
し
た
写
真
や

映
像
な
ど
は
、
逐
次
、
現
地
に
還
元
し
て

き
ま
し
た
。こ
れ
ら
は
将
来
的
に
ア
ー
カ

イ
ブ
化
し
て
、
一
般
公
開
で
き
る
よ
う
整

備
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。こ
う
し

た
基
礎
的
な
資
料
は
、
将
来
、
当
セ
ン

タ
ー
が
行
う
調
査
・
研
究
に
資
す
る
だ

け
で
な
く
、
沖
縄
の
海
に
ま
つ
わ
る
民
俗

に
興
味
を
持
つ
人
々
に
と
っ
て
も
有
用

な
も
の
に
な
る
と
期
待
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
海
洋
博
公
園 

海
洋
文
化
館（
以

下
、
海
洋
文
化
館
）に
は
、
1
9
7
5
年
に

開
催
さ
れ
た
沖
縄
海
洋
博
覧
会
当
時
に

収
集
さ
れ
た
大
小
の
カ
ヌ
ー
や
道
具
類

な
ど
、
今
と
な
っ
て
は
現
地
で
も
失
わ
れ

た
珍
し
い
資
料
が
数
多
く
展
示
・
収
蔵
さ

れ
て
い
ま
す
。そ
の
中
に
は
最
後
の
1
艘

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
沖
縄
本
島
北
部
の
木

造
船
タ
タ
ナ
ー
や
、
約
60
年
ぶ
り
に
製
作

が
試
み
ら
れ
た
西
表
島
の
マ
チ
キ
フ
ニ

（
松
木
舟
）な
ど
、
失
わ
れ
る
瀬
戸
際
で
守

ら
れ
た
地
元
・
沖
縄
の
資
料
も
含
ま
れ
て

い
ま
す
。か
け
が
え
の
な
い
文
化
的
な
遺

産
と
し
て
、
何
と
し
て
も
将
来
へ
残
し
て

行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、当
セ
ン
タ
ー
で
は
2
0
1
5

年
か
ら
文
化
財
保
存
・
修
復
の
専
門
業
者

の
協
力
を
得
て
、
海
洋
文
化
館
の
展
示
室

や
収
蔵
庫
内
の
温
湿
度
や
害
虫
・
害
獣
の

侵
入
状
況
な
ど
を
調
べ
、
個
々
の
資
料
の

状
態
を
把
握
し
、
保
全
・
修
復
の
必
要
性

に
つ
い
て
確
認
す
る
事
業
を
進
め
て
き
ま

し
た
。2
0
1
7
年
1
月
に
は
調
査
が
終

了
し
、
現
在
は
報
告
書
の
編
集
作
業
を
進

め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

そ
し
て
平
成
29
年
度
か
ら
は
と
く
に

保
存
状
態
に
不
安
が
あ
り
、
緊
急
性
の
高

い
資
料
を
対
象
に
選
び
、
修
復
や
保
全
に

関
す
る
方
法
を
検
討
し
て
、
具
体
的
な
修

復
計
画
を
立
て
る
予
定
で
す
。そ
の
た
め

に
も
当
セ
ン
タ
ー
で
は
、
海
洋
文
化
館
の

す
べ
て
の
資
料
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
す
る

作
業
も
進
め
て
い
ま
す
。

海
洋
文
化
館
に
は
、
造
船
や
航
海
技

術
、人
や
モ
ノ
の
移
動
、漁
撈
・
漁
業
な
ど

海
に
関
係
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
太
平

洋
の
島
々
に
暮
ら
す
人
々
が
伝
え
て
き
た

芸
能
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
、農
耕
・
農
業
や
食

生
活
、信
仰
な
ど
、海
と
は
直
接
、関
係
が

な
さ
そ
う
な
資
料
も
展
示
さ
れ
て
い
ま

す
。ま
た
、
そ
の
解
説
文
も
、
文
化
人
類
学

や
考
古
学
、言
語
学
、形
質
人
類
学
、歴
史

学
、民
俗
学
な
ど
、多
く
の
学
問
の
手
法
で

書
か
れ
て
い
ま
す
。つ
ま
り
同
館
の
展
示

は
、
取
り
上
げ
る
テ
ー
マ
も
そ
れ
に
つ
い

て
語
る
手
法
も
と
も
に
豊
か
な
の
で
す
。

こ
う
し
た
豊
か
で
幅
の
広
い
展
示
手
法

は
、貴
重
な
資
料
の
存
在
と
と
も
に
、海
洋

文
化
館
の
誇
る
べ
き
特
徴
の
ひ
と
つ
と
言

え
る
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
、こ
う
し
た
特
徴
は
、海
洋
文
化

館
を
舞
台
と
し
た
調
査
研
究
に
大
き
な

可
能
性
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
期
待
さ

れ
ま
す
。

た
と
え
ば
、
展
示
に
は
、
沖
縄
と
太
平

洋
の
島
々
と
を
比
較
す
る
視
点
も
含
ま

れ
て
い
ま
す
。沖
縄
に
は
太
平
洋
各
地
の

民
俗
に
似
た
事
例
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。

祭
り
や
行
事
に
現
れ
る
仮
面
の
来
訪
神
、

人
々
が
棒
を
打
楽
器
の
よ
う
に
打
ち
鳴

ら
し
な
が
ら
踊
る
芸
能
、
身
近
な
植
物
を

利
用
す
る
民
具
づ
く
り
の
技
、
タ
ロ
イ
モ

（
タ
ー
ン
ム
）の
料
理
、
海
中
の
石
垣
に
囲

い
込
ん
で
魚
を
捕
る
魚
垣（
カ
キ
、
カ
ツ
）

と
い
う
漁
法
、
人
生
の
通
過
儀
礼
と
し
て

行
わ
れ
る
女
性
の
入
れ
墨
（
ハ
ジ
チ
）
の

習
俗
な
ど
は
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
で

し
ょ
う
。海
洋
文
化
館
で
は
そ
う
し
た
沖

縄
の
事
例
も
、
太
平
洋
の
事
例
と
並
ん
で

展
示
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
沖
縄
と
太
平
洋
の
島
々
を
直

接
、比
較
す
る
調
査
や
研
究
は
、日
本
や
中

国
と
の
間
で
行
わ
れ
て
き
た
そ
れ
に
比

べ
、
手
つ
か
ず
の
部
分
が
ま
だ
ま
だ
多
く

あ
り
ま
す
。さ
ら
に
海
洋
文
化
館
で
比
較

の
対
象
に
選
ば
れ
な
か
っ
た
コ
ト
や
モ
ノ

は
、
そ
れ
こ
そ
太
平
洋
各
地
に
も
沖
縄
に

も
無
数
に
存
在
し
ま
す
。今
後
は
調
査
対

象
を
広
げ
て
そ
う
し
た
コ
ト
や
モ
ノ
を
取

り
上
げ
る
と
と
も
に
、
す
で
に
取
り
上
げ

て
い
る
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
も
研
究
を
深

め
て
行
き
ま
す
。

そ
の
た
め
、当
セ
ン
タ
ー
で
は
、太
平
洋

地
域
と
沖
縄
と
の
比
較
研
究
を
視
野
に

入
れ
、
か
つ
海
洋
文
化
館
の
利
活
用
の
促

進
を
図
る
た
め
に
、
県
内
外
の
様
々
な
分

野
の
研
究
者
だ
け
で
な
く
、
船
の
愛
好
家

や
太
平
洋
の
島
々
の
暮
ら
し
に
興
味
を
も

つ
人
々
な
ど
一
般
の
方
々
に
も
広
く
呼
び

か
け
て
、
海
洋
文
化
館
の「
友
の
会
」の
よ

う
な
集
ま
り
を
持
て
る
よ
う
、
準
備
を
始

め
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
専
門
家
を
交
え
た
ギ
ャ
ラ

リ
ー
ト
ー
ク
や
テ
ー
マ
を
持
た
せ
た
展
示

解
説
会
を
開
催
し
、
そ
の
模
様
を
ニ
ュ
ー

ス
レ
タ
ー
の
形
で
発
信
す
る
な
ど
し
て
、

海
洋
文
化
館
の
フ
ァ
ン
の
輪
を
広
げ
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。そ
れ
が
将
来
的
に
海

洋
文
化
館
を
舞
台
と
す
る
幅
広
い
研
究

機
会
の
創
出
に
つ
な
が
り
、
さ
ら
に
普
及

啓
発
事
業
の
充
実
に
も
つ
な
が
る
と
期
待

さ
れ
る
か
ら
で
す
。

当
セ
ン
タ
ー
の
海
洋
文
化
に
関
す
る
調

査
・
研
究
に
は
、
ま
だ
ま
だ
展
開
の
可
能

性
が
多
く
秘
め
ら
れ
て
い
ま
す
。今
後
に

ご
期
待
く
だ
さ
い
。
 

 

（
板
井 

英
伸
）

写真②：海洋文化館の「宝」を守り、残すために（資料調査）

写真③：海を越えてつながる自然利用の知恵
 （太平洋地域との比較研究）

写真①：ハーリー（競漕儀礼）の前に祈る女性（民俗調査）

し
っ
か
い

＊悉皆（しっかい）：1つのこらず全部の意味

こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み

海
洋
文
化
館
の
豊
か
さ

調
査
・
研
究
・
普
及
啓
発
の
拠
点
と
し
て
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名
護
市
の
東
側
に
位
置
す
る
美
ら
島

自
然
学
校
は
、
2
0
0
9
年
に
閉
校
し
た

旧
名
護
市
立
嘉
陽
小
学
校
の
跡
地
利
用

事
業
者
と
し
て
沖
縄
美
ら
島
財
団
が

2
0
1
2
年
に
名
護
市
よ
り
選
定
さ
れ
、

2
0
1
5
年
7
月
21
日
か
ら
管
理
運
営

を
開
始
し
ま
し
た
。旧
嘉
陽
小
学
校
は
、

海
に
面
し
た
素
晴
ら
し
い
自
然
環
境
の

中
、
ウ
ミ
ガ
メ
の
飼
育
活
動
を
通
し
た
学

習
に
力
を
注
ぎ
、
環
境
庁
長
官
賞
を
受
賞

す
る
な
ど
高
い
評
価
を
受
け
て
お
り
、
当

財
団
の
職
員
も
、
当
時
ウ
ミ
ガ
メ
の
飼
育

指
導
や
講
義
な
ど
で
お
手
伝
い
を
し
て
い

ま
し
た
。こ
れ
ま
で
の
歴
史
を
大
切
に
し

な
が
ら
、
当
財
団
で
は
東
海
岸
に
お
け
る

調
査
研
究
及
び
普
及
啓
発
事
業
の
拠
点
と

し
て
「
誰
も
が
学
べ
る
美
ら
島
自
然
学
校
」

を
コ
ン
セ
プ
ト
に
活
動
を
行
っ
て
い
ま

す
。2
0
1
6
年
10
月
に
は
ウ
ミ
ガ
メ
飼

育
施
設
を
新
設
し
、
約
1
0
0
個
体
の
ウ

ミ
ガ
メ
類
幼
体
を
飼
育
し
て
い
ま
す
。

美
ら
島
自
然
学
校
で
は
、
施
設
周
辺
が

海
と
山
に
囲
ま
れ
、
動
植
物
の
観
察
・
体

験
学
習
に
適
し
た
地
理
的
特
性
を
活
か

し
、
主
に
小
中
学
校
を
対
象
と
し
た
学
校

連
携
と
、一
般
の
方
を
対
象
と
し
た
学
習
会

を
行
っ
て
い
ま
す
。小
中
学
校
を
対
象
と
し

た
学
校
連
携
で
は
、児
童
・
生
徒
の
地
域
環

境
に
対
す
る
興
味
関
心
の
向
上
を
図
る
こ

と
を
目
的
に
、
総
合
的
学
習
の
時
間
や
単

元
授
業
、ク
ラ
ブ
活
動
な
ど
に
お
い
て
沖
縄

の
身
近
な
環
境
や
動
植
物
を
題
材
と
し
た

学
習
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。1
〜
2
回
で

完
結
す
る
出
前
授
業
だ
け
で
な
く
、
年
間

8
回
に
わ
け
て
実
施
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
も

行
っ
て
お
り
、
身
近
な
自
然
環
境
や
児
童
・

生
徒
自
身
が
疑
問
に
思
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
学
び
を
深
め
る
学
習
の
実
現
を
目
指
し

て
い
ま
す
。平
成
28
年
度
は
23
校
68
件
、
延

べ
約
2
，3
0
0
名
の
児
童
・
生
徒
が
プ
ロ

グ
ラ
ム
に
参
加
し
ま
し
た
。

一
般
の
方
を
対
象
と
し
た
学
習
会
で

は
、
週
末
や
祝
日
を
中
心
に
、
ウ
ミ
ガ
メ

や
サ
ン
ゴ
礁
の
生
き
物
、
漂
着
物
な
ど
を

題
材
と
し
た
野
外
活
動
や
生
体
観
察
を

含
む
体
験
型
の
学
習
会
を
行
っ
て
い
ま

す
。他
に
も
自
然
素
材
を
用
い
た
工
作
教

室
、
専
門
家
に
よ
る
講
演
会
な
ど
を
原
則

無
料
で
開
催
し
、
ご
家
族
や
ご
友
人
、
お

一
人
で
も
楽
し
み
な
が
ら
学
べ
る
内
容

美
ら
島
自
然
学
校
か
ら
沖
縄
の
人
々
へ

と
な
っ
て
い
ま
す
。

今
後
は
沖
縄
の
重
要
な
資
源
で
あ
る

自
然
環
境
や
固
有
の
文
化
な
ど
を
活
か

し
な
が
ら
、沖
縄
の
宝
を
継
承
す
る
活
動

を
行
う
こ
と
で
、地
域
に
根
差
し
た
美
ら

島
自
然
学
校
を
目
指
し
て
い
き
ま
す
。

ぜ
ひ
一
度
、
美
ら
島
自
然
学
校
に
足

を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

 

（
鈴
木 

瑞
穂
）

か 

よ
う

小中学校を対象とした学校連携事業のようすイノーの生体観察のようす

サンゴの型取り染めのようす

名護湾に面した、風光明媚な地勢を有する許田
集落の海岸林に、ヤエヤマネムノキ（八重山合歓
ノ木）の大木が、アコウやアダンなどと混生してい
ます。

マメ科の落葉高木で夏には繊細な花を咲かせ
ます。分布は、国内では沖縄島と八重山諸島、国外
では亜熱帯・熱帯地域に広く生育します。沖縄島
北部が分布の北限であることから植物地理学上
貴重であり、さらに県内では個体数が少ないため
絶滅危惧種に指定されています。

許田のヤエヤマネムノキの生育地を過去の空
撮写真と照合すると、そこは入り江であったこと
がわかりました。おそらく南方から海流で運ばれ
た種子がこの入り江に漂着し、現在の姿にまで生
長したのではないかと考えられます。

2016 年の調査では約 400 ㎡の範囲で 13 個体
を確認しました。最大サイズの個体では樹高が
11.4m、胸高周囲が1.2mあり、これは国内に生育
する本種では大木クラスです。かつて、名護市の名
木指定候補にあがったこれらの木々は、これからも
地元の方々に大切に守られていくことでしょう。

 （阿部 篤志）

「
石
垣
家
文
書
」 

提
供：石
垣
市
立
八
重
山
博
物
館

うぐしくものがたり

かつて、首里の人々が「御城（うぐしく）」と呼び、
敬愛のまなざしで見上げた首里城。
首里城とその周辺に関係するトリビアを語る歴史エッセイ。

Vol.14

首里城と活花

首
里
城
の
建
物
の
中
に
は
、
牡

丹
の
唐
草
模
様
等
い
く
つ
も
の

花
々
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。そ
れ

ら
の
花
々
は
、
王
権
の
象
徴
や
富

貴
の
象
徴
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

実
際
の
花
々
に
つ
い
て
は
、
南

殿
・
書
院
・
鎖
之
間
な
ど
の
建

物
の
中
で
床
の
間
の
一
つ
と
し

て
、
活
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。特

に
公
式
的
な
外
交
の
場
面
で
は
、

掛
け
軸
や
香
炉
な
ど
と
一
緒
に

活
花
が
飾
ら
れ
て
い
ま
し
た
。首

里
城
内
で
の
花
の
活
け
方
な
ど

具
体
的
な
史
料
は
残
さ
れ
て
い

な
い
も
の
の
、
薩
摩
へ
華
道
の
修

行
に
行
っ
て
い
る
家
臣
が
い
る

事
な
ど
日
本
風
の
立
花
文
化
や

茶
の
湯
文
化
等
が
伝
わ
っ
て
い

た
事
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。

八
重
山
諸
島
の
旧
家
に
は
、
活

花
に
関
す
る
家
伝
書
も
残
さ
れ

て
お
り
、
琉
球
王
国
時
代
の
末
期

に
は
、
首
里
城
だ
け
で
は
な
く
、

士
族
層
の
間
に
も
座
敷
飾
り
と

し
て
床
の
間
に
花
を
活
け
る
文

化
が
教
養
と
し
て
広
ま
っ
て
い

ま
し
た
。

そ
の
他
、
首
里
王
府
の
役
職
の

中
に
は
花
当
と
呼
ば
れ
る
若
衆

（
元
服
前
の
無
冠
の
男
性
）
が
務

め
る
役
職
が
あ
り
ま
し
た
。評
定

所（
行
政
機
関
）を
は
じ
め
、
首
里

城
内
の
各
役
所
に
花
当
が
配
属

さ
れ
て
い
ま
し
た
。そ
れ
ら
の
花

当
は
、
様
々
な
雑
務
に
加
え
、
床

の
間
に
飾
る
活
花
に
関
す
る
仕

事
も
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

往
時
の
南
殿
・
書
院
・
鎖
之

間
で
は
、
花
々
が
活
け
ら
れ
て
い

た
事
に
思
い
を
馳
せ
つ
つ
城
内

と
庭
園
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。
 

 

（
幸
喜 

淳
）

は
な
あ
た
い

Vol.35
＜ 和 名 ＞

ヤエヤマネムノキ
＜ 科 名 ＞

マメ科
（ 学名 ： Albizia retusa ）

り
っ 

か

さ
す
の
ま
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熱帯ドリームセンター温室の入り口を飾る、ランのトンネル。①ディスプレイ部門 1 位を獲得したのは、沖縄県立北部
農林高校。「やんばるの花」という今回のテーマに合わ
せ、「生命の鼓動」と題した作品を展示。受賞常連の強
豪校だ。
②屋外に設けられたフォトスポット。
③屋宜遥穂技師。
④大使・大使夫人によるランを使ったテーブルコーディ
ネート（フィリピン共和国）。
⑤エントランスには沖縄本島北部 7 市町村による地域連
携ブースも設けられている。
⑥沖縄県蘭協会によるランの栽培教室。
⑦厳重に梱包された出展ランを、丁寧に開梱し、いったん
グループごとに仕分けをする。
⑧花や葉の特徴から品種を特定していく。
⑨出展されたランの花を傷つけないよう、細心の注意を
払って搬入。

沖
縄
国
際
洋
蘭
博
覧
会
の
舞
台
裏

2
万
7
7
4
2
点
も
の
ラ
ン
が
展
示
さ
れ
た

沖
縄
国
際
洋
蘭
博
覧
会

毎
年
、大
勢
の
来
場
者
で
に
ぎ
わ
う
沖

縄
国
際
洋
蘭
博
覧
会（
以
下
、
洋
蘭
博
）。

協
力
団
体
に
よ
る
実
行
委
員
会
に
よ
っ

て
開
催
さ
れ
て
お
り
、沖
縄
美
ら
島
財
団

は
事
務
局
を
担
う
。第
31
回
目
と
な
る
今

回
、熱
帯
ド
リ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
に
展
示
さ

れ
た
約
２
万
７
千
点
の
ラ
ン
が
、約
3
万

人
の
目
を
楽
し
ま
せ
た
。

洋
蘭
博
の
目
玉
は
、
鉢
物
部
門
、
切
花

部
門
、
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
部
門
、
フ
ラ
ワ
ー

デ
ザ
イ
ン
部
門
、
国
外
出
展
部
門
の
5

部
門
に
出
展
さ
れ
る
ラ
ン
の
数
々
。今

回
は
前
回
大
会
よ
り
も
多
く
の
エ
ン
ト

リ
ー
が
あ
り
、
国
内
外
か
ら
9
5
5
2

点
が
出
展
さ
れ
、
審
査
さ
れ
た
。国
内
で

最
も
歴
史
の
あ
る
ラ
ン
の
博
覧
会
だ
け

あ
り
、
各
部
門
の
第
1
位
に
は
、
合
計
6

つ
の
大
臣
賞
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。総

合
第
1
位
は
内
閣
総
理
大
臣
賞
、
鉢
物

部
門
は
沖
縄
及
び
北
方
対
策
担
当
大
臣

賞
、
切
花
部
門
は
農
林
水
産
大
臣
賞
、

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
部
門
は
国
土
交
通
大
臣

賞
、
フ
ラ
ワ
ー
デ
ザ
イ
ン
部
門
は
文
部

科
学
大
臣
賞
、
そ
し
て
国
外
出
展
部
門

は
外
務
大
臣
賞
だ
。

洋
蘭
博
開
催
前
日
ま
で
に
数
多
く
の

出
展
作
が
搬
入
さ
れ
る
た
め
、
舞
台
裏

で
は
大
勢
の
ス
タ
ッ
フ
が
一
度
に
動
く
。

届
い
た
ラ
ン
は
開
封
後
、ま
ず
ラ
ン
を
専

門
と
す
る
ス
タ
ッ
フ
が
品
種
を
特
定
。

エ
ン
ト
リ
ー
情
報
と
照
合
し
、
名
札
を

つ
け
て
慎
重
に
温
室
へ
搬
入
。た
だ
し

審
査
の
際
は
公
正
を
期
す
た
め
、名
札
に

は
目
隠
し
を
す
る
。

「
各
部
門
と
も
、
毎
年
国
外
か
ら
出
展

す
る
常
連
さ
ん
が
い
ま
す
。デ
ィ
ス
プ

レ
イ
部
門
は
、
国
外
か
ら
運
搬
で
き
な

い
石
材
や
木
材
な
ど
ラ
ン
以
外
の
資
材

を
当
財
団
で
用
意
す
る
な
ど
、
ハ
ン
デ

を
補
う
。中
に
は
『
ラ
フ
レ
シ
ア
が
欲
し

い
』
と
い
う
国
内
で
は
調
達
の
難
し
い

リ
ク
エ
ス
ト
も
あ
り
、『
用
意
で
き
ま
せ

ん
の
で
他
の
も
の
で
代
用
を
』
と
お
願

い
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す（
笑
）」

と
語
る
の
は
、
国
営
公
園
管
理
部
植
物

管
理
チ
ー
ム
熱
帯
ド
リ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
担

当
の
屋
宜
遥
穂
技
師
。国
外
か
ら
の
出
展

者
は
陽
気
で
フ
レ
ン
ド
リ
ー
な
人
が
多

く
、
常
連
ど
う
し
で
顔
見
知
り
に
な
っ
た

り
、
自
分
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
が
終
わ
る
と

他
の
団
体
を
手
伝
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ

る
と
い
う
。ま
た
、
５
カ
国
の
大
使
・
大
使

夫
人
に
よ
る
テ
ー
ブ
ル
・
ア
レ
ン
ジ
メ
ン

ト
も
、お
国
柄
が
表
れ
る
と
好
評
だ
。

沖
縄
県
蘭
協
会
に
よ
る
栽
培
相
談

コ
ー
ナ
ー
や
ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
、
公
益
社
団

法
人
日
本
フ
ラ
ワ
ー
デ
ザ
イ
ナ
ー
協
会

沖
縄
支
部
に
よ
る
コ
サ
ー
ジ
ュ
や
沖
縄
県

華
道
連
盟
に
よ
る
ミ
ニ
い
け
ば
な
等
の
教

室
も
開
催
さ
れ
、
多
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

に
支
え
ら
れ
て
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
さ

ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
ラ
ン
に
親
し
め

る
イ
ベ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

「
一
般
の
来
場
者
に
加
え
、
県
内
か
ら

バ
ス
ツ
ア
ー
を
組
ん
で
来
ら
れ
る
団
体

も
多
い
で
す
ね
。幼
稚
園
や
保
育
園
、
イ

ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ス
ク
ー
ル
、
福
祉

施
設
な
ど
、
毎
年
遠
足
や
野
外
レ
ク
で

来
ら
れ
る
団
体
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
。リ
ピ
ー
タ
ー
が
多
い
の
は
う
れ
し

い
で
す
よ
」

洋
蘭
博
開
催
中
は
熱
帯
ド
リ
ー
ム
セ

ン
タ
ー
近
く
の
駐
車
場
が
満
車
に
な
る

ほ
ど
の
盛
況
で
、
海
洋
博
公
園
内
を
走

る
定
期
遊
覧
車
や
オ
キ
ち
ゃ
ん
劇
場
と

ド
リ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
を
結
ぶ
マ
イ
ク
ロ

バ
ス（
土
日
の
み
）も
大
活
躍
。

「
来
場
者
ア
ン
ケ
ー
ト
を
見
て
も
、
満

足
度
は
高
い
よ
う
で
、『
今
ま
で
見
た
こ

と
の
な
い
花
も
た
く
さ
ん
あ
っ
て
驚
い

た
。育
て
て
み
た
く
な
っ
た
の
で
苗
を

買
っ
て
帰
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
』『
と
て

も
い
い
香
り
に
癒
さ
れ
た
』『
ト
ル
コ
ア

イ
ス
は
お
い
し
か
っ
た
。で
き
れ
ば
毎

年
来
て
ほ
し
い
』『
ラ
ン
の
種
類
別
に
育

て
方
を
教
え
て
ほ
し
い
』
な
ど
の
ご
意

見
が
寄
せ
ら
れ
、
私
た
ち
現
場
の
ス

タ
ッ
フ
も
非
常
に
や
り
が
い
を
感
じ
ま

す
ね
。こ
れ
か
ら
も
、
国
内
外
の
お
客
様

に
愛
さ
れ
る
洋
蘭
博
を
め
ざ
し
て
、
沖

縄
観
光
や
地
域
振
興
に
貢
献
し
て
い
け

れ
ば
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
」
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球
料
理
を
広
め
る
人
は
他
に
も
い
ま
す

の
で
、
そ
れ
は
他
の
方
に
お
任
せ
し
て
、

私
は
、
自
分
に
で
き
る
分
野
を
研
究
し

て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。調
理
師
学
校

は
引
退
し
ま
し
た
し
、
今
後
は
琉
球
食

文
化
の
研
究
に
専
念
し
た
い
で
す
ね
」

―

先
生
を
王
朝
料
理
や
王
朝
菓
子
に
向

か
わ
せ
る
原
動
力
と
は
何
で
す
か
？

安
次
富
「
そ
ん
な
大
げ
さ
な
も
の
は
あ

り
ま
せ
ん（
笑
）。た
だ
、
私
も
再
現
し
て

み
ま
し
た
が
、
琉
球
に
は
冊
封
使
を
も

て
な
す
御
冠
船
料
理
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
う
い
う
文
化
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
沖

縄
の
誇
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
ね
。

一
方
で
、
ど
こ
か
ら
を
王
朝
料
理
と
言

う
か
、
そ
の
線
引
き
は
難
し
い
も
の
で

す
。例
え
ば
ク
ー
ブ
イ
リ
チ
ー
は
王
朝

料
理
と
言
え
る
か
。た
だ
、
王
朝
料
理

や
、
王
朝
料
理
の
流
れ
を
く
ん
だ
上
流

階
級
の
料
理
、
例
え
ば「
五
段
の
御
取
持
」

と
呼
ば
れ
る
接
待
料
理
な
ど
と
は
別

に
、
庶
民
が
食
べ
て
い
た
料
理
も
あ
っ

て
、
医
食
同
源
に
基
づ
い
た
食
文
化
が

庶
民
レ
ベ
ル
ま
で
し
っ
か
り
根
付
い
て

い
た
こ
と
も
事
実
で
す
」

―

先
人
が
守
っ
た
食
文
化
を
私
た
ち
も

継
承
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

 

文
＝
い
の
う
え
ち
ず

食
文
化
研
究
家

沖
縄
美
ら
島
財
団

総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
顧
問

安
次
富
　順
子
　あ
し
と
み
　じ
ゅ
ん
こ

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
の

―

安
次
富
先
生
と
い
え
ば
王
朝
菓
子
研

究
の
第
一
人
者
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
。
一
般
的
に
、
琉
球
菓
子
と
い
え
ば
、

ち
ん
す
こ
う
や
闘
鶏
餃
、
千
寿
糕
な
ど
、

揚
げ
た
り
焼
い
た
り
し
た
も
の
が
多
い

印
象
で
す
が
、
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な

も
の
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
？

安
次
富
「
実
は
和
菓
子
の
よ
う
な
お
菓

子
も
た
く
さ
ん
あ
っ
た
ん
で
す
よ
。『
水

山
吹
』と
い
う
、
か
る
か
ん
の
よ
う
な
お

菓
子
な
ど
は
和
菓
子
系
で
す
が
、
カ
ラ

フ
ル
な
琉
球
ふ
う
に
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
て
い

ま
す
。『
与
那
城
御
殿
御
菓
子
并
万
例
帳
』

な
ど
の
文
献
に
残
る
お
菓
子
を
調
べ
る

と
、
現
段
階
で
1
6
0
種
類
の
お
菓
子

が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。そ

れ
を
分
類
す
る
と
、
和
菓
子
系
の
お
菓

子
、
中
国
系
の
お
菓
子
、
南
蛮
系
の
お
菓

子
に
分
か
れ
ま
す
。王
朝
時
代
、
王
府
は

包
丁
人
を
中
国
や
日
本
に
留
学
さ
せ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
技
術
を
学
ぶ
よ
う
奨

励
し
て
い
ま
し
た
。料
理
に
し
て
も
、
琉

球
に
は
日
本
と
中
国
の
両
方
の
要
素
が

ま
じ
り
あ
っ
て
い
ま
す
。た
だ
、
面
白
い

こ
と
に
、
当
時
の
人
は
レ
シ
ピ
を
ア
レ

ン
ジ
し
て
、
自
分
た
ち
の
も
の
に
し
て

い
た
よ
う
で
す
。王
府
は
そ
ん
な
に
大

勢
の
包
丁
人
を
抱
え
て
は
い
な
い
で

し
ょ
う
か
ら
、
同
じ
人
が
日
本
と
中
国
、

両
方
へ
行
っ
て
学
ん
で
い
た
可
能
性
も

あ
り
ま
す
ね
」

―

当
時
の
レ
シ
ピ
は
記
録
が
残
っ
て
い

る
ん
で
し
ょ
う
か
？

安
次
富「
お
菓
子
に
つ
い
て
は
数
点
の
レ

シ
ピ
は
あ
り
ま
す
が
、あ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。発
注
票
と
も
思
え
る
記
録
、
内
容
は

菓
子
の
材
料
、
分
量
、
熱
源
だ
け
が
記
さ

れ
て
い
る
ん
で
す
が
、作
り
方
が
記
さ
れ

て
い
な
い
た
め
再
現
で
き
な
い
お
菓
子

が
た
く
さ
ん
あ
る
ん
で
す
よ
。今
後
、
歴

史
研
究
家
な
ど
と
の
共
同
研
究
で
古
文

書
を
解
読
し
、そ
れ
に
基
づ
い
て
再
現
を

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
」

―

先
生
ご
自
身
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て

琉
球
菓
子
を
学
ば
れ
ま
し
た
か
？

安
次
富「
沖
縄
調
理
師
専
門
学
校
は
、
も

と
も
と
私
の
母
・
新
島
正
子
が
つ
く
っ

た
学
校
で
す
。私
が
大
学
を
卒
業
し
て
、

料
理
学
校
を
手
伝
う
と
い
う
時
に
、琉
球

王
朝
の
包
丁
人
だ
っ
た
新
垣
淑
規
氏
の

末
裔
で
あ
る
新
垣
淑
扶
さ
ん
か
ら
十
数

種
類
の
お
菓
子
の
作
り
方
を
教
わ
り
ま

し
た
。新
垣
さ
ん
は
『
記
録
を
と
り
な
さ

い
』
と
口
を
す
っ
ぱ
く
し
て
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
ま
し
た
ね
。お
か
げ
で
私
も
し
っ
か

り
記
録
を
残
す
こ
と
を
覚
え
ま
し
た
。複

雑
な
形
を
つ
く
る
花
ぼ
う
る
な
ん
か
、何

段
階
も
ス
ケ
ッ
チ
し
て
記
録
し
た
の
で
、

そ
の
過
程
で
作
り
方
を
す
っ
か
り
覚
え

て
し
ま
い
ま
し
た
ね
」

―

商
品
化
す
る
に
は
手
間
の
か
か
り
す

ぎ
る
も
の
な
ど
は
、
現
代
社
会
の
経
済

効
率
の
中
で
は
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
い
が

ち
で
す
。
お
そ
ら
く
新
垣
さ
ん
も
、
琉

球
菓
子
本
来
の
、
伝
統
的
な
製
法
を
先

生
に
託
さ
れ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。

安
次
富
「
新
垣
さ
ん
に
教
わ
っ
た
こ
と

を
ベ
ー
ス
に
、
古
老
へ
の
聞
き
取
り
調

査
な
ど
も
行
っ
て
、
文
献
に
あ
る
お
菓

子
の
分
類
を
し
た
り
、
レ
シ
ピ
の
再
現

を
行
い
ま
し
た
。伝
統
文
化
は
、
守
ろ
う

と
す
る
姿
勢
が
な
い
と
崩
れ
て
し
ま
う

も
の
で
す
。ひ
と
ま
ず
、
き
ち
ん
と
基
礎

を
知
る
こ
と
。元
を
知
ら
ず
に
や
る
こ

と
と
、
元
を
知
っ
て
ア
レ
ン
ジ
す
る
こ

と
は
全
く
別
で
す
。時
代
の
流
れ
を
越

え
て
ど
う
つ
な
げ
る
か
と
い
う
課
題

の
中
で
、
き
ち
っ
と
し
た
も
の
を
残
さ

な
い
と
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
ち
い
る
ん
こ
う
も
今
の
も
の

は
全
卵
を
使
っ
て
ふ
く
ら
ま
せ
る
の
で

ふ
わ
っ
と
し
て
い
ま
す
が
、元
は
卵
黄
だ

け
を
使
う
か
ら
ふ
く
ら
ま
ず
、
硬
い
食

感
で
し
た
。そ
う
い
う
原
型
を
知
る
こ

と
は
大
切
で
す
。そ
れ
か
ら
、
人
の
味
覚

も
変
わ
っ
て
い
く
も
の
だ
と
い
う
こ
と

を
意
識
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
ね
。

私
が
ま
だ
若
か
っ
た
頃
、全
卵
を
使
っ
た

や
わ
ら
か
い
ち
い
る
ん
こ
う
を
当
時
の

食
通
の
方
に
お
出
し
す
る
と
、『
こ
ん
な

柔
ら
か
い
ち
い
る
ん
こ
う
が
あ
り
ま
す

か
』
と
し
た
た
か
叱
ら
れ
ま
し
た
。そ
の

十
数
年
後
、
同
じ
も
の
を
同
じ
方
に
お

出
し
す
る
と『
こ
れ
は
お
い
し
い
』と
、全

く
逆
の
評
価
を
い
た
だ
い
た
。実
は
、
こ

の
十
数
年
の
間
に
、
沖
縄
で
も
ス
ポ
ン

ジ
ケ
ー
キ
が
一
般
化
し
て
、皆
さ
ん
や
わ

ら
か
い
洋
菓
子
に
慣
れ
親
し
む
よ
う
に

な
っ
て
い
た
ん
で
す
」

―

全
卵
を
使
う
場
合
と
、
卵
黄
だ
け
、

卵
白
だ
け
で
は
、
全
く
違
う
食
感
の
お

菓
子
に
仕
上
が
り
ま
す
ね
。
そ
れ
に
、

同
じ
人
で
も
時
と
共
に
味
覚
も
変
わ
り

得
る
こ
と
な
ど
、
考
え
て
も
み
ま
せ
ん

で
し
た
。
他
に
何
か
、
お
菓
子
に
関
す

る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
あ
り
ま
す
か
？

安
次
富「
先
ほ
ど
も
触
れ
ま
し
た
が
、
水

山
吹
と
い
う
か
る
か
ん
の
お
菓
子
が
あ

り
ま
す
が
、沖
縄
で
は
生
地
を
黄
、赤
、緑

に
染
め
、
三
色
重
ね
て
蒸
し
ま
す
。江
戸

時
代
、江
戸
の
水
山
吹
は
黄
色
の
か
る
か

ん
の
間
に
小
豆
あ
ん
を
は
さ
む
と
本
に

で
て
き
ま
す
。こ
の
お
菓
子
は
江
戸
か
ら

琉
球
に
伝
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
が
、沖
縄
な
り
の
感
覚
で
変
容
さ
せ
て

い
る
の
が
面
白
い
で
す
ね
。水
山
吹
は
レ

シ
ピ
が
伝
承
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、他
の

多
く
の
お
菓
子
は
江
戸
時
代
の
文
献
を

研
究
し
て
再
現
し
ま
し
た
」

―

そ
の
再
現
メ
ニ
ュ
ー
も
、
記
録
を
残

す
こ
と
が
大
事
な
ん
で
す
ね
。

安
次
富「
記
録
を
残
す
こ
と
は
と
て
も
大

切
だ
と
思
い
ま
す
よ
。お
菓
子
の
場
合
、

文
字
の
情
報
だ
け
で
は
伝
わ
ら
な
い
、わ

か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
、技
術
的
な

こ
と
は
で
き
る
だ
け
写
真
や
映
像
で
残

し
た
い
で
す
ね
。私
自
身
、
わ
か
る
範
囲

の
こ
と
は
、で
き
る
だ
け
調
べ
て
次
の
世

代
へ
残
し
た
い
と
思
い
ま
す
」

―

研
究
顧
問
に
就
任
さ
れ
た
、
沖
縄
美

ら
島
財
団
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
に
も
先

生
の
知
見
が
活
か
さ
れ
る
ん
で
す
ね
。

安
次
富
「
琉
球
食
文
化
の
研
究
に
関
し

て
は
、
私
自
身
何
が
で
き
る
か
、
未
知
数

の
部
分
も
あ
り
ま
す
。で
も
、
冊
封
使
や

薩
摩
の
在
藩
奉
行
な
ど
を
接
待
す
る
の

に
、
琉
球
王
朝
に
は
も
て
な
し
の
こ
こ

ろ
が
し
っ
か
り
あ
っ
て
、
そ
れ
は
こ
う

い
う
形
式
だ
と
い
う
も
の
を
、し
っ
か
り

映
像
で
残
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
王
様
の
ふ
だ
ん
の
食
事
や
、
王

朝
の
行
事
や
祭
祀
に
ま
つ
わ
る
食
べ
物

な
ど
も
研
究
し
て
み
た
い
で
す
ね
。特

に
、
薩
摩
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
は
、

料
理
の
分
野
で
は
ま
だ
再
現
が
な
さ
れ

て
い
な
い
ん
で
す
よ
。現
代
に
伝
わ
る

琉
球
料
理
を
教
え
る
人
、
観
光
客
に
琉

長
年
、沖
縄
調
理
師
専
門
学
校
で
、琉

球
料
理
と
琉
球
菓
子
の
研
究
と
指
導
に

あ
た
っ
て
き
た
安
次
富
順
子
さ
ん
。首

里
城
公
園
鎖
之
間
で
、
有
料
に
て
提
供

し
て
い
る
お
茶
と
お
茶
菓
子
の
セ
ッ
ト

に
関
し
て
、
安
次
富
さ
ん
は
お
菓
子
や

メ
ニ
ュ
ー
選
定
に
携
わ
り
、
説
明
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
の
監
修
も
担
当
し
て
い
る
。

沖
縄
美
ら
島
財
団
が
琉
球
食
文
化
の
調

査
・
研
究
を
開
始
す
る
に
あ
た
り
総
合

研
究
セ
ン
タ
ー
の
研
究
顧
問
に
就
任
し

た
ば
か
り
だ
。そ
の
安
次
富
さ
ん
に
、
専

門
分
野
の
お
話
を
伺
っ
た
。

Vol.17

さ
す
の
ま

鎖之間で出しているのは、花ぼうる、ちいるんこう、くんぺん、
ちんすこうの四品。

琉球菓子については鎖之間のスタッフが簡単に日本語と英語
で説明している。

タ
ウ
チ
ー
チ
ャ
ウ

せ
ん
じ
ゅ
こ
う

み
ず

や
ま
ぶ
き

よ
な
し
ろ
う
ど
ぅ
ん
お
か
し
な
ら
び
に
ば
ん
れ
い
ち
ょ
う

あ
ら
か
き
し
ゅ
く
き

に
い
じ
ま
ま
さ
こ

う
か
ん
し
ん

う
と
ぅ
い
む
ち

し
ゅ
く
ふ
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2
0
1
6
年
10
月
、
な
ご
ア
グ
リ
パ
ー
ク
に
お
い
て
、
琉
球

朝
日
放
送
Q
A
B
と
ベ
ト
ナ
ム
国
営
放
送
V
T
V
の
合
作
ド

ラ
マ
「
遠
く
離
れ
た
同
じ
空

の
下
で
」（
ベ
ト
ナ
ム
で
の
放

送
は
2
0
1
7
年
1
月
22

日
、
沖
縄
で
の
放
送
は

2
0
1
7
年
3
月
20
日
）
の

撮
影
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
ド
ラ
マ
は
、
経
済
成

長
が
著
し
い
ベ
ト
ナ
ム
で
沖

縄
の
認
知
度
を
高
め
、
将
来

の
観
光
誘
客
や
県
産
品
の
販

路
拡
大
に
つ
な
げ
る
こ
と
、

ま
た
、
沖
縄
か
ら
ベ
ト
ナ
ム

へ
の
誘
客
促
進
、
友
好
関
係

の
形
成
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
制
作
さ
れ
、沖
縄
と
ベ
ト
ナ
ム

を
舞
台
に
、沖
縄
出
身
の
女
性
テ
レ
ビ
リ
ポ
ー
タ
ー
と
ベ
ト
ナ

ム
人
留
学
生
の
ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

撮
影
で
は
、
な
ご
ア
グ
リ
パ
ー
ク
内
の
ス
ー
パ
ー
フ
ァ
ー

ム
に
て
ベ
ト
ナ
ム
人
留
学
生
が
水
耕
栽
培
の
野
菜
を
調
査

す
る
シ
ー
ン
や
、
美
ら
島
キ
ッ
チ
ン
で
は
ア
ル
バ
イ
ト
先
と

し
て
皿
洗
い
シ
ー
ン
な
ど
の
撮
影
が
さ
れ
ま
し
た
。

水
耕
栽
培
の
技
術
や
色
鮮
や
か
な
フ
ラ
ワ
ー
ボ
ー
ル
が

好
評
を
得
た
よ
う
で
、
予
定
よ
り
撮
影
シ
ー
ン
を
増
や
し
て

い
た
だ
い
た
り
、
美
ら
島
キ
ッ
チ
ン
で
提
供
し
て
い
る
数
々

の
島
野
菜
に
は
沖
縄
在
住
の
方
々
か
ら
も
質
問
を
受
け
る

一
幕
が
あ
り
ま
し
た
。

ド
ラ
マ
で
は
映
せ
な
か
っ
た
点
、
お
見
せ
で
き
な
か
っ
た
点

は
ま
だ
ま
だ
あ
り
ま
す
。皆
さ
ま
、
ぜ
ひ
一
度
な
ご
ア
グ
リ

パ
ー
ク
で
実
物
を
見
て
、体
感
し
て
、味
わ
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

美ら島財団インフォメーション

「ウミガメ」をテーマにした講座のようす

旧
嘉
陽
小
学
校
跡
地
の
利
活
用
に

関
す
る
連
携
協
定
を
締
結

沖
縄
美
ら
島
財
団
が
県
内
大
学
で

 
  

講
座
を
提
供
し
ま
す
！！
「
沖
縄
美
ら
島
財
団
理
事
長
賞
」を
授
与

沖
縄
美
ら
島
財
団
で
は
、
平
成
27
年
度
よ
り
沖
縄
県
内
の
大
学
と
連
携

し
、寄
附
講
座
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

平
成
28
年
度
は
、
公
立
大
学
法
人
名
桜
大
学
に
お
い
て
、
新
入
学
生
の

卒
業
要
件
に
含
ま
れ
る
教
養
教
育
科
目
と
し
て
「
沖
縄
の
動
植
物
と
歴
史

文
化
」と
題
し
た
講
座（
全
15
回
）を
開
講
し
ま
し
た（
前
期
：
4
〜
8
月
、

後
期
：
9
〜
1
月
）。講
師
は
当
財
団
職
員
が
務
め
、
海
洋
博
公
園
や
首
里

城
公
園
等
の
管
理
運
営
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
技
術
や
経
験
、
沖
縄
の
動
植

物
や
文
化
に
関
す
る
調
査
研
究
・
技
術
開
発
の
成
果
等
を
交
え
た
講
座

を
行
い
ま
し
た
。受
講
し
た
学
生
の
レ
ポ
ー
ト
に
は
、
沖
縄
の
素
晴
ら
し

さ
を
伝
え
る
こ
と
の
重
要
性
や
身
近
な
環
境
へ
の
再
発
見
が
得
ら
れ
た

等
の
記
述
も
あ
り
、新
た
な
学
び
が
得
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

当
財
団
は
2
0
1
5
年
8
月
14
日
に
国
立
大
学
法
人 

琉
球
大
学
、

2
0
1
6
年
2
月
29
日
に
は

名
桜
大
学
と
包
括
連
携
協

力
に
関
す
る
協
定
を
結
ん

で
い
ま
す
。平
成
29
年
度
に

は
琉
球
大
学
で
の
寄
附
講

座
開
講
も
予
定
し
て
お
り
、

今
後
両
校
と
の
益
々
の
連

携
が
期
待
さ
れ
ま
す
。将

来
、
沖
縄
県
で
環
境
保
全
や

観
光
産
業
等
に
従
事
す
る

人
材
の
育
成
に
つ
な
が
る

こ
と
を
期
待
し
、
今
後
も
取

り
組
ん
で
参
り
ま
す
。

沖
縄
美
ら
島
財
団
は
、
次
世
代
の
沖
縄

を
担
う
若
者
の
文
化
・
芸
術
活
動
を
奨
励

し
、
将
来
は
沖
縄
を
背
景
に
広
く
世
界
で

活
躍
し
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
を
込
め
、

沖
縄
県
立
芸
術
大
学
美
術
工
芸
学
部
・
大

学
院
造
形
研
究
科
卒
業
・
修
了
作
品
展
に

お
い
て
、「
沖
縄
美
ら
島
財
団
理
事
長
賞
」

の
授
与
を
第
27
回
作
品
展
よ
り
実
施
し
て

い
ま
す
。

2
0
1
7
年
2
月
15
日
〜
19
日
に
開
催

さ
れ
た
第
28
回
作
品
展
で
は
、
乾
漆
技
法

を
用
い
た
漆
芸
作
品
（
ひ
ら
が
な
を
モ

チ
ー
フ
に
し
た
壁
掛
の
花
器
）
が
当
財
団

理
事
長
賞
に
選
出
さ
れ
ま
し
た
。

作
品
展
で
は
、
当
財
団
理
事
長
賞
の
他
、

「
北
中
城
村
長
賞
」「
北
中
城
村
文
化
協
会

賞
」「
沖
縄
県
立
博
物
館
・
美
術
館
館
長
賞
」

の
受
賞
作
品
が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
受
賞
作
品
は
、
本
誌
「
南
ぬ
風
」

　
43
春
号
〜
　
46
冬
号
の
表
紙
を
飾
る
予

定
で
す
。

皆
様
、
今
号
以
降
表
紙
に
も
ぜ
ひ
ご
注

目
く
だ
さ
い
。

2
0
1
7
年
1
月
18
日
、美
ら
島
自
然
学
校
に
お
い
て
名
護
市
主

催
「
旧
嘉
陽
小
学
校
跡
地
等
の
利
活
用
に
関
す
る
連
携
協
定
締
結

式
」が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

本
協
定
は
、
名
護
市
の
「
名
護
市
二
見
以
北
4
小
学
校
跡
地
等
利

用
に
係
る
事
業
」の
一
環
で
あ
り
、
2
0
0
9
年
に
閉
校
し
た
嘉
陽
小

学
校
の
跡
地
利
用
事
業
者
で
あ
る
沖
縄
美
ら
島
財
団
と
地
元
区
（
嘉

陽
区
・
安
部
区
）、
そ
し
て
名
護
市
の
三
者
が
一
体
と
な
っ
て
、
小
学

校
跡
地
の
活
用
及
び
地
域
振
興
を
行
う
こ
と
を
目
的
に
締
結
さ
れ

ま
し
た
。

締
結
式
の
後
に
は
、2
0
1
6
年
10
月
に
完
成
し
た
ウ
ミ
ガ
メ
飼

育
施
設
の
内
覧
、旧
嘉
陽
小
学
校
時
代
に
実
施
さ
れ
た
ウ
ミ
ガ
メ
類

の
飼
育
学
習
や
調
査
に
つ
い
て
振
り
返
る
ミ
ニ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を

開
催
し
ま
し
た
。当
時
飼
育
指
導
を
行
っ
た
当
財
団
職
員
や
嘉
陽
小

学
校
元
校
長
、
元
P
T
A
会
長
に
よ
る
講
演
で
は
、
子
ど
も
た
ち
の

当
時
の
活
動
や
学
校
の

取
り
組
み
が
紹
介
さ
れ

ま
し
た
。

今
後
、美
ら
島
自
然
学

校
は
、旧
嘉
陽
小
学
校
か

ら
受
け
継
が
れ
た「
ウ
ミ

ガ
メ
か
ら
学
ぶ
環
境
学

習
」等
を
行
う
調
査
研
究

と
普
及
啓
発
の
拠
点
と

し
て
、
多
く
の
方
々
に
ご

活
用
い
た
だ
け
る
よ
う
、

地
元
区
や
名
護
市
と
連

携
を
取
り
な
が
ら
事
業

を
推
進
し
ま
す
。

宇
宙
教
室 「
渡
部
潤
一
講
演
会
」 

開
催

名
護
青
少
年
の
家
に
お
い
て
、
2
0
1
7
年
2
月
18
日
に

日
本
宇
宙
少
年
団
名
護
分
団
主
催
の「
宇
宙
教
室
　
渡
部
潤

一
講
演
会
」が「
子
ど
も
ゆ
め
基
金
」及
び「
体
験
の
風
を
お

こ
そ
う
」の
支
援
に
よ
り
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

日
本
宇
宙
少
年
団
名
護
分
団
は
名
護
青
少
年
の
家
所
長

を
分
団
長
と
し
、毎
月
1
回
天
体
観
測
や
宇
宙
科
学
実
験
等

の
合
宿
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
毎
年
2
月
に
は「
コ
ズ
ミ
ッ
ク
カ
レ
ッ
ジ
」と
称
し

大
型
事
業
を
企
画
・
開
催
し
て
い
ま
す
。今
回
は
＊
1
国
立
天

文
台
副
台
長
の
渡
部
潤
一
氏
に
「
宇
宙
生
命
は
存
在
す
る
か 

-

天
文
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ

-

」を
テ
ー
マ
に
、
最
新

の
天
文
観
測
シ
ス
テ
ム
、生
命
存
在
の
必
須
要
素
、今
後
の
天

文
イ
ベ
ン
ト
等
に
つ
い
て
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。

団
員
と
一
般
の
宇
宙
愛
好
家
の
方
々
、
91
名
が
宇
宙
の
最

新
ニ
ュ
ー
ス
に
耳
を
傾
け
ま
し
た
。講
演
後
は
、
宇
宙
生
命
や

ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
等
に
つ
い
て
活
発
な
質
問
が
あ
り
、参
加
者

か
ら
は
「
宇
宙
の
96
％
は
ま
だ
わ
か
っ
て
い
な
い
と
知
っ
た
。

私
が
大
人
に
な
っ
た
ら
宇
宙

理
解
へ
の
発
展
に
つ
と
め
た

い
と
思
い
ま
し
た
。」な
ど
、
今

後
の
活
動
の
励
み
に
な
っ
て

い
た
よ
う
で
す
。

名
護
青
少
年
の
家
で
は
、

「
学
校
で
も
家
で
も
で
き
な
い

体
験
」を
テ
ー
マ
に
、
今
後
も

魅
力
あ
ふ
れ
る
様
々
な
活
動

に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

沖
縄
県
立
芸
術
大

学
の
第
28
回
卒
業
・

修
了
作
品
展
。
学
生

の
皆
さ
ん
の
基
礎
技

術
に
基
づ
い
た
自
由

な
発
想
に
よ
る
作
品

や
作
品
に
か
け
る
思

い
を
う
か
が
い
、
そ
の

若
さ
・
情
熱
に
羨
望

し
、
ま
た
懐
か
し
く
思

い
、
改
め
て
身
が
引
き

締
ま
る
思
い
が
し
ま

し
た
。

 
（
編
集
事
務
局 

M
K
）

編

集

後

記

か
よ
う

ふ
た
 み

沖
縄
県
立
芸
術
大
学 

美
術
工
芸
学
部
・

大
学
院
造
形
研
究
科 

第
28
回
卒
業
・
修
了
作
品
展
に
て

な
ご
ア
グ
リ
パ
ー
ク
で
ド
ラ
マ
撮
影

©QAB

vol.

vol.

＊
1
　
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人 

自
然
科
学
研
究
機
構 

国
立
天
文
台
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美らなる島の輝きを御万人へ
うまんちゅちゅ

精
高
子
（
聞
得
大
君
の
美
称
）
が
、
八
重

座
杜
に
来
給
い
て
、
霊
力
の
あ
る
聖
木

ア
サ
カ
や
ゲ
ー
ン
を
土
地
鎮
め
の
た
め

に
差
し
て
留
め
た
か
ら
に
は
、
千
年
も

末
長
く
敵
の
軍
勢
を
寄
せ
る
ま
い
、
と

お
祈
り
を
致
し
ま
す
。

「
せ
だ
か
こ
」
は
、
精
高
子
で
霊
力
の

豊
か
な
お
方
の
意
。
こ
こ
で
は
聞
得
大

君
の
美
称
。

「
や
へ
ざ
も
り
」
は
、
拝
所
名
。「
や

ら
ざ
も
り
す
く
」
の
中
の
拝
所
。

「
や
ら
ざ
も
り
ぐ
す
く
」
は
、
那
覇
港

入
り
口
を
守
る
た
め
に
築
か
れ
た
城
塞
。

「
あ
さ
か
」は
、植
物
名
。リ
ュ
ウ
キ
ュ

ウ
ア
オ
キ
（
琉
球
青
木
）
の
方
言
名
。

魔
除
け
の
木
と
さ
れ
た
。

「
が
ね
」
は
植
物
名
。
す
す
き
の
こ
と
。

ゲ
ー
ン
、
グ
シ
チ
と
よ
ば
れ
て
い
る
。

ア
サ
カ
、
ゲ
ー
ン
、
シ
チ
ョ
ク
（
シ
チ

ク
）
は
古
来
聖
木
と
さ
れ
、
神
女
の
採

り
も
の
と
し
て
使
わ
れ
た
。

お
も
ろ
さ
う
し
の

植
物

其
の
八

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
。
　

（
前
略
）

又 

鳴
響
む
精
高
子
が

 

八
重
座
杜

　ち
よ
わ
ち
へ

 

あ
さ
か

　が
ね

　留
め
ば

 

十
百
末

（
前
略
）

名
高
い
精
高
子
が

八
重
座
杜
に
来
給
い
て

ア
ザ
カ（
聖
木
）釘
ゲ
ー
ン
釘
を

差
し
給
い
て

千
年
の
後
ま
で
も（
敵
の
軍
勢
を

寄
せ
る
ま
い
、と
祈
り
ま
す
。）

﹇ 

第
一
三
巻
七
六
三 

﹈

と
よ 

む 

せ 

だ
か 

こ

や  

へ 

ざ 

も
り

 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

と
ゞ

と  

も
ゝ 

す
へ

お
も
ろ
名 

あ
さ
か

和      

名 

ボ
チ
ョ
ウ
ジ・ナ
ガ
ミ
ボ
チ
ョ
ウ
ジ

科      

名 

ア
カ
ネ
科

方 

言 

名 

ア
ガ
サ・ア
ダ
カ・ガ
ラ
シ
ヌ
チ
ビ
ヌ
グ
ヤ
ー

お
も
ろ
名 

が
ね

和      

名 

ス
ス
キ

科      

名 

イ
ネ
科

方 

言 

名 

ゲ
ー
ン・グ
シ
チ
ー

あ
さ
か
・
が
ね

あ
さ
か
・
が
ね

※ 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）

（
ボ
チ
ョ
ウ
ジ・ス
ス
キ
）

山
地
及
び
低
地
の
日
当

た
り
の
良
い
所
に
生
え

る
大
型
の
多
年
草
本
で

あ
り
、北
は
南
樺
太
か

ら
南
千
島
、日
本
各
地
、

ロ
シ
ア
、朝
鮮
、台
湾
、

中
国
、イ
ン
ド
シ
ナ
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
、マ
レ
ー
シ

ア
に
分
布
す
る
。沖
縄

産
の
も
の
は
草
丈
が
高

く
地
上
部
は
枯
れ
ず
に

越
冬
す
る
特
徴
が
あ
り
、

古
く
か
ら
茅
葺
き
屋
根

の
材
料
や
家
畜
の
飼
料
、

生
活
用
具
な
ど
と
し
て

用
い
ら
れ
て
き
た
。

一口メモ②

ボ
チ
ョ
ウ
ジ
は
山
地
の

非
石
灰
岩
地
域
の
林
下

に
生
え
る
常
緑
低
木
で

あ
り
、北
は
屋
久
島
・

種
子
島
か
ら
西
表
島
、

台
湾
、中
国
南
部
に
分

布
し
、ナ
ガ
ミ
ボ
チ
ョ

ウ
ジ
は
山
地
や
低
地
の

石
灰
岩
地
域
や
海
岸
近

く
の
林
下
に
生
え
る
常

緑
低
木
で
あ
り
、北
は

ト
カ
ラ
列
島
か
ら
琉
球

列
島
各
島
、台
湾
、フ
ィ

リ
ピ
ン
に
分
布
す
る
。

両
種
は
、分
布
域
、生

育
土
壌
、葉
形
、果
実

の
色・形
が
異
な
る
が
、

沖
縄
の
方
言
で
は
と
も

に「
ア
ザ
カ
」と
呼
ば

れ
、魔
除
け
や
祭
祀
に

用
い
ら
れ
た
。

一口メモ①

﹇ 

解 

説 

﹈
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