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お
も
ろ
さ
う
し
の

植
物

其
の
十
二

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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上
質
の
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を

綛
り
あ
わ
し
て
水
縄
に
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真
苧
の
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を

綛
り
あ
わ
し
て
手
縄
に
し

海
を
直
し
て
穏
や
か
に
し

立
派
な
真
帆
を
押
し
揚
げ
て
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船
を
走
ら
せ
よ
う
）
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（
ナ
ン
バ
ン
カ
ラ
ム
シ
）

ナ
ン
バ
ン
カ
ラ
ム
シ
は
高
さ
１
〜
２
メ
ー
ト
ル
に
な

る
多
年
草
で
、葉
に
は
ザ
ラ
ザ
ラ
す
る
粗
い
毛
が
あ
る
。

日
本
や
中
国
を
含
む
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
ポ
リ
ネ
シ
ア
に

分
布
し
、沖
縄
で
は
各
島
に
分
布
、野
山
に
自
生
し
て
い

る
。
栽
培
さ
れ
て
い
る
種
類
は
野
生
種
と
異
な
り
選
別

さ
れ
た
種
類
で
、繊
維
が
強
い
の
が
特
徴
。

別
名「
苧
麻（
ち
ょ
ま
）」と
も
呼
ば
れ
、沖
縄
の
伝
統

的
な
織
物
で
あ
る
宮
古
上
布
や
八
重
山
上
布
の
原
料
と

し
て
使
用
さ
れ
る
繊
維
植
物
で
あ
る
。
そ
の
他
の
利
用

方
法
と
し
て
は
、茎
や
葉
を
薬
用
と
し
て
、ま
た
家
畜
の

飼
料
等
に
も
用
い
ら
れ
る
。
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季刊誌

上
質
の
糸
を
綛
り
合
わ
せ
て
水
縄
に

し
、
真
苧
の
糸
を
綛
り
合
わ
せ
て
手
縄
に

し
、
海
を
穏
や
か
に
直
し
て
美
し
い
真
帆

を
押
し
揚
げ
て
、
さ
あ
、
船
出
を
し
よ
う
。

「
ま
お
」
は
植
物
名
。
真
苧
。
苧
麻
、

か
ら
む
し
の
こ
と
。
方
言
で
は
マ
ー
ウ
ー

と
い
う
。
ブ
ー
と
も
い
う
。
苧
は
麻
の

一
種
で
上
質
の
糸
材
。

こ
の
繊
維
か
ら
糸
や
布
を
作
る
。
夏

衣
の
上
等
の
原
料
で
あ
る
。
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先
人
の
仕
事
に
圧
倒
さ
れ
、

先
人
が
残
し
た
も
の
を

受
け
継
が
せ
て
も
ら
う
感
覚

海
洋
博
公
園
熱
帯
ド
リ
ー
ム
セ
ン

タ
ー
で
毎
年
開
催
さ
れ
る
沖
縄
国
際

洋
蘭
博
覧
会（
以
下
、洋
蘭
博
）。各

部
門
上
位
入
賞
者
に
贈
ら
れ
る
紅
型

作
品
お
よ
び
出
展
者
に
贈
ら
れ
る

ト
ー
ト
バ
ッ
ク
の
デ
ザ
イ
ン
を
、

2
0
1
7
年
か
ら
担
当
し
て
い
る
の

が
加
治
工
さ
ん
だ
。古
典
柄
を
大
切

に
し
な
が
ら
も
、色
づ
か
い
な
ど
に
現

代
の
感
覚
を
取
り
入
れ
る
絶
妙
な
バ

ラ
ン
ス
感
覚
で
作
品
を
生
み
だ
す
、

気
鋭
の
若
手
紅
型
作
家
に
紅
型
へ
の

想
い
を
聞
い
た
。

古
典
と
現
代
の
感
覚
、
両
軸
を
大
切
に
し
た
い
。

琉
球
び
ん
が
た
職
人

加
治
工 
摂

加
治
工 
摂

那
覇
市
出
身
。
沖
縄
大
学
を
卒
業
後
、
知
念
紅
型
研
究
所
で
11
年
間
修
行
。
現
在
は
週
に
4
日
、

沖
縄
県
工
芸
振
興
セ
ン
タ
ー
で
後
進
の
育
成
に
あ
た
り
な
が
ら
、
自
ら
の
作
品
を
制
作
し
て
い
る
。

第
65
回
沖
展
（
2
0
1
3
年
）
で
う
る
ま
市
長
賞
を
受
賞
。

文 = 

い
の
う
え
ち
ず

美ら島を
つなぐ

巻 頭 イ ン タ ビ ュ ー

Vol.18

―
加
治
工
さ
ん
は
洋
蘭
博
の
入
賞
者
に
贈

ら
れ
る
紅
型
を
作
ら
れ
て
い
ま
す
ね
。

洋
蘭
博
の
依
頼
が
来
た
時
は
、海
外
の

方
々
や
沢
山
の
人
に
自
分
の
染
め
た
紅

型
が
贈
ら
れ
る
と
い
う
事
は「
こ
れ
は
ヘ

タ
な
も
の
は
作
れ
な
い
な
。」と
プ
レ

シ
ャ
ー
を
感
じ
ま
し
た
。多
く
の
方
々
に

「
紅
型
」と
し
て
見
て
も
ら
う
の
で
、そ
の

良
さ
を
感
じ
て
も
ら
え
る
よ
う
が
ん
ば
っ

て
い
ま
す
。

―
デ
ザ
イ
ン
は
前
年
に
大
賞
で
あ
る
内
閣

総
理
大
臣
賞
を
受
賞
し
た
作
品
だ
と
決

ま
っ
て
い
る
そ
う
で
す
ね
。

は
い
。丹
精
込
め
て
育
て
た
蘭
が
モ

チ
ー
フ
に
な
る
受
賞
者
さ
ん
の
気
持
ち

も
考
え
て
染
め
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

洋
蘭
博
の
よ
う
に
国
際
的
な
舞
台
は
、世

界
の
人
に
紅
型
が
注
目
さ
れ
る
良
い
機

会
。こ
れ
が
何
か
の
キ
ッ
カ
ケ
に
な
っ
て
、

紅
型
と
つ
な
が
る
人
が
増
え
る
と
い
い
な

と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
2
0
1
7
年
の
内
閣
総
理
大
臣
賞
受

賞
は
、白
い
小
さ
な
花
が
た
く
さ
ん
咲
き

揃
っ
て
い
る
蘭
で
し
た
。清
楚
で
透
明
感
の

あ
る
雰
囲
気
を
表
現
す
る
の
は
難
し
か
っ

た
の
で
は
？

紅
型
は
白
の
表
現
が
難
し
く
、今
回
は

花
の
輪
郭
を
淡
い
グ
レ
ー
で
染
め
、花
び

ら
の
中
は
あ
え
て
染
め
ず
に
布
の
表
情
を

活
か
す
と
い
う
表
現
方
法
を
と
り
ま
し

た
。受
賞
蘭
の
花
1
つ
1
つ
の
純
白
の
美

し
さ
を
ど
う
表
現
す
る
か
に
1
番
気
を

使
い
ま
し
た
。

―
加
治
工
さ
ん
が
紅
型
の
道
に
進
ん
だ
の

は
、ど
ん
な
き
っ
か
け
で
す
か
？

ご
く
普
通
の
大
学
生
だ
っ
た
13
年
前
、

た
ま
た
ま
見
に
行
っ
た
沖
展
で
紅
型
の
美

し
さ
に
衝
撃
を
受
け
、卒
業
後
は
知
念
紅

型
研
究
所
の
知
念
貞
男
先
生
の
も
と
11

年
修
行
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。自
分
は
古

典
柄
が
大
好
き
で
。先
人
の
仕
事
に
は
圧

倒
さ
れ
ま
す
。現
代
を
生
き
る
自
分
か
ら

見
る
と
、電
気
も
水
道
も
、情
報
も
な
い

時
代
の
中
で
あ
の
ク
オ
リ
テ
ィ
。た
だ
た

だ
敬
服
で
す
。

―
紅
型
は
、①
デ
ザ
イ
ン
↓
②
型
彫
り

（
型
紙
製
作
）↓
③
型
置
き（
型
紙
を
布
の

上
に
置
い
て
糊
づ
け
）↓
④
配
色（
に
じ
み

を
防
ぐ
呉
引
き
後
、色
差
し
）↓
⑤
隈
取

り（
影
を
つ
け
る
）↓
⑥
蒸
し（
色
を
定
着

さ
せ
る
）↓
⑦
水
元（
糊
を
洗
い
流
す
）↓

⑧
糊
伏
せ（
す
で
に
染
ま
っ
た
部
分
に
防

染
作
業
を
施
す
）↓
⑨
地
染
め
↓
⑩
蒸
し

↓
⑪
水
元
と
い
う
工
程
を
経
て
製
作
さ

れ
ま
す
。大
変
な
手
間
ひ
ま
が
か
か
る
仕

事
で
す
よ
ね
。

紅
型
は
、一
本
の
線
を
表
現
す
る
に

も
、こ
れ
だ
け
の
工
程
が
必
要
で
す
。型

紙
を
彫
る
た
め
の
シ
ー
グ（
小
刀
）や
、ル

ク
ジ
ュ
ウ（
型
紙
を
彫
る
時
に
使
う
カ
ッ

テ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ド
役
の
土
台
。島
豆
腐
を

乾
燥
さ
せ
た
も
の
）な
ど
の
道
具
も
自
作

し
ま
す
。「
い
い
仕
事
を
し
た
い
な
ら
、い

い
道
具
を
作
れ
。」と
先
生
方
か
ら
の
教

え
が
あ
り
ま
す
。先
人
方
の
す
ぐ
れ
た
仕

事
を
見
る
と
、ど
ん
な
シ
ー
グ
で
ど
ん
な

ル
ク
ジ
ュ
ウ
を
使
っ
た
ら
こ
ん
な
彫
り
が

で
き
る
の
か
？
と
ワ
ク
ワ
ク
し
て
見
入
っ

て
し
ま
う
ん
で
す
。自
分
は
紅
型
を「
や

ら
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
」と
い
う
感
覚
。先

人
達
が
残
し
、紡
い
で
来
て
下
さ
っ
た
も

の
を
受
け
継
が
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
。だ

か
ら
昔
の
技
術
、技
法
を
知
り
た
い
し
知

る
努
力
を
続
け
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
加
治
工
さ
ん
の
作
品
は
古
典
柄
を
コ

ピ
ー
す
る
だ
け
で
な
く
、古
典
柄
を
大
切

に
し
つ
つ
も
、現
代
的
な
色
彩
感
覚
で
、今

を
生
き
る
人
が
身
に
つ
け
た
り
使
っ
た
り

し
て
も
違
和
感
が
あ
り
ま
せ
ん
。時
に
は

古
典
柄
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
デ

ザ
イ
ン
も
製
作
さ
れ
ま
す
よ
ね
。

古
典
と
現
代
を
生
き
る
自
分
の
感
覚
、

こ
の
両
軸
を
大
切
に
し
た
い
ん
で
す
。ど
っ

ち
か
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
て
も
、何
と
い
う

か
…
。グ
ル
グ
ル
回
る
だ
け
で
前
へ
進
め

な
い
気
が
し
て
い
て
。

―
お
土
産
品
と
し
て
販
売
さ
れ
る
工
芸
品

や
小
物
類
な
ど
の
製
作
を
含
め
る
と
、紅

型
に
携
わ
る
職
人
さ
ん
、作
家
さ
ん
の
数

は
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

正
直
、紅
型
で
食
べ
て
い
く
の
は
大
変

で
す
。自
分
た
ち
若
手
は
、既
に
先
輩
方

が
活
躍
さ
れ
て
い
る
場
へ
新
規
参
入
者
と

し
て
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
く
事
に
な
り
ま

す
か
ら
。歯
が
ゆ
さ
が
あ
る
反
面
、面
白

さ
や
達
成
感
も
あ
る
ん
で
す
よ
。手
塩
に

か
け
て
作
っ
た
も
の
を
、喜
ん
で
買
っ
て

も
ら
え
る
、喜
び
の
連
鎖
で
も
あ
る
。だ

か
ら
、先
人
た
ち
に
恥
じ
な
い
よ
う
に
、

自
分
な
り
に
伝
統
を
か
み
く
だ
い
て
表

現
で
き
る
よ
う
に
と
思
い
ま
す
。

―
現
在
、沖
縄
県
工
芸
振
興
セ
ン
タ
ー
で

研
修
生
に
紅
型
を
教
え
て
い
ま
す
よ
ね
。

講
師
と
し
て
は
、古
典
の
色
は
こ
う
、

と
教
え
て
い
ま
す
が
、作
家
と
し
て
の
自

分
は
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
影
響
も
受
け

て
、ち
ょ
っ
と
力
の
抜
け
た
も
の
や
、遊
び

心
の
あ
る
も
の
を
作
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。今
で
は
古
典
に
な
っ
て
い
る
柄
や
色

も
、当
時
は
外
国
の
影
響
を
受
け
な
が

ら
生
み
出
さ
れ
た
、言
わ
ば
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
の
最
先
端
。薩
摩
や
江
戸
、清
国
に
輸

出
さ
れ
た
紅
型
が
残
っ
て
い
る
お
か
げ

で
、現
代
の
作
家
が
学
び
取
る
こ
と
が
で

き
る
部
分
も
あ
る
と
思
い
ま
す
よ
。考
え

て
み
れ
ば
、厳
し
い
身
分
制
度
が
あ
っ

て
、決
ま
っ
た
家
の
人
し
か
紅
型
に
携
わ

る
こ
と
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
琉
球
王
国

時
代
に
比
べ
、好
き
で
さ
え
あ
れ
ば
誰
で

も
紅
型
の
世
界
に
入
れ
る
現
代
は
恵
ま

れ
て
い
ま
す
よ
ね
。自
分
は
ま
だ
自
転
車

操
業
の
若
輩
者
で
す
が（
笑
）、個
展
も

開
催
で
き
る
よ
う
に
も
っ
と
精
進
し
た

い
と
思
い
ま
す
。そ
の
分
、気
合
い
を
入

れ
て
頑
張
り
ま
す
。

K
A

JIK
U

 O
SA

M
U

シーグとルクジュウ。シーグには、刃の粘りなどの好みに応
じて、カッターナイフや糸ノコギリなどの刃を用いる。

2018年2月に開催された洋蘭博で
受賞者に贈られた紅型の作品。
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4
月
の
週
末
に
な
る
と
、お
墓
で
人
々
が
宴
会

を
開
い
て
い
る
よ
う
な
光
景
が
、沖
縄
本
島
中
南

部
を
中
心
に
見
ら
れ
る
。「
清
明
」ま
た
は「
清
明

祭
」と
呼
ば
れ
る
風
習
で
、首
里
で
は「
御
清
明
」

と
言
う
。

こ
れ
は
二
十
四
節
気
の
一
つ
、「
清
明
節
」に
祖

先
の
墓
参
り
と
墓
掃
除
を
す
る
と
い
う
中
国
の

風
習
が
沖
縄
に
伝
わ
っ
た
も
の
だ
と
さ
れ
る
。中

国
で
の
別
名
は「
掃
墓
節
」「
祭
祖
節
」、緑
が
美

し
く
散
策
に
適
し
た
時
期
で
あ
る
こ
と
か
ら「
踏

青
節
」と
も
呼
ば
れ
る
。こ
の
風
習
が
沖
縄
に
伝

わ
っ
た
時
期
は
定
か
で
は
な
い
が
、1
7
3
6
年

に
一
門
で
清
明
祭
を
行
う
と
決
め
た
と
い
う
記

録（
　『
四
本
堂
家
礼
』）や
、1
7
6
8
年
に
王

が
初
め
て
玉
陵
で
清
明
祭
を
行
っ
た
と
い
う
記

録（『
球
陽
』）が
あ
る
こ
と
か
ら
、こ
の
頃
か
ら
祖

先
祭
礼
の
一
つ
と
し
て
定
着
し
始
め
、士
族
か
ら

庶
民
に
も
広
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

近
い
ご
先
祖
さ
ま
を
祀
る「
当
世
墓
」だ
け
で

な
く
、遠
い
ご
先
祖
さ
ま
の
墓
参
り
を
す
る「
神

御
清
明
」や
、集
落
で
墓
参
り
の
日
取
り
を
決
め

て
一
斉
に
行
う「
チ
ュ
ム
ラ
シ
ー
ミ
ー
」な
ど
も

あ
る
。基
本
的
に
は
父
系
の
親
族
集
団
で
あ
る

門
中
行
事
の
一
つ
だ
が
、父
方
・
母
方
両
方
の
墓

参
り
を
す
る
人
も
多
い
。通
常
、清
明
節
は
4
月

上
旬
頃
に
な
る
が
、現
代
で
は
柔
軟
に
と
ら
え

4
月
か
ら
5
月
の
大
型
連
休
に
か
け
て
行
う
と

こ
ろ
が
多
く
、毎
週
末
お
墓
参
り
だ
と
い
う
人

も
め
ず
ら
し
く
な
い
。

沖
縄
本
島
北
部
や
先
島
諸
島
で
は
清
明
よ
り
も

旧
暦
1
月
16
日
に
行
わ
れ
る
あ
の
世
の
お
正
月

「
十
六
日
祭
」が
盛
ん
で
、こ
の
時
期
に
墓
参
り
を

す
る
光
景
が
見
ら
れ
る
。清
明
、十
六
日
祭
い
ず

れ
も
、祖
先
祭
礼
と
し
て
御
願（
拝
礼
）を
行
っ

た
後
は
祖
霊
と
共
に
饗
宴
の
場
を
持
ち
、親
族

同
士
が
親
睦
を
深
め
る
と
い
う
社
交
の
場
で
も

あ
る
。祖
先
を
敬
い
、ヨ
コ
の
つ
な
が
り
も
大
切

に
す
る
と
い
う
沖
縄
ら
し
い
行
事
だ
と
言
え
る
。

ち
な
み
に
こ
の
時
期
、沖
縄
自
動
車
道
や
墓
地

周
辺
の
幹
線
道
路
に
は
渋
滞
が
生
じ
る
と
、「
清

明
渋
滞
」「
十
六
日
渋
滞
」な
ど
と
呼
ば
れ
る
。

Vol.10

親族が集まり、ご先祖さまに手を合わせる御願からスタート。線香やウチカビ（あの世のお金とされる紙）などを捧げる。
写真提供：小早川渉（おきなわフォト）

祖霊と共にいただくごちそうは、餅や豚肉などの入った重箱がメイン。
最近はオードブルや寿司、チキンや洋菓子が並ぶ家庭もある。

文 = 

い
の
う
え
ち
ず

歳
時
記

お
き
な
わ

清 明

巣穴から顔を出すチンアナゴ

チンアナゴの全身

チンアナゴの巣穴

魚のふしぎ
vol.05

チ
ン
ア
ナ
ゴ
は
、
ウ
ナ
ギ
目

に
属
す
る
魚
で
、
寿
司
ネ
タ
と

し
て
知
ら
れ
る
マ
ア
ナ
ゴ
に

近
い
仲
間
で
す
。細
長
い
体
型

で
、
全
長
40
㎝
程
に
な
り
ま

す
。顔
が
イ
ヌ
の「
狆（
チ
ン
）」

に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
チ

ン
ア
ナ
ゴ
」
と
名
付
け
ら
れ
、

戌
年
で
あ
る
2
0
1
8
年
は

多
く
の
水
族
館
で
展
示
さ
れ

人
気
を
呼
ん
で
い
ま
す
。砂
に

巣
穴
を
作
っ
て
隠
れ
る
習
性

が
あ
り
、
巣
穴
の
深
さ
は
全
長

の
2
倍
以
上
に
な
り
ま
す
。捕

食
の
際
も
含
め
、
チ
ン
ア
ナ
ゴ

は
生
涯
巣
穴
で
暮
ら
し
ま
す
。

砂
に
掘
っ
た
穴
は
埋
ま
る
こ

と
が
あ
り
ま
せ
ん
。そ
れ
は
、

実
は
体
か
ら
粘
液
を
出
し
、

穴
の
周
り
を
固
め
て
い
る
か

ら
な
の
で
す
。巣
穴
を
作
る

時
は
、
尾
の
方
か
ら
ジ
グ
ザ

グ
に
砂
を
か
い
て
穴
を
掘
り

ま
す
。そ
の
後
し
っ
か
り
固

め
れ
ば
、
外
敵
が
侵
入
で
き

な
い
絶
好
の
隠
れ
家
に
な

り
、
更
に
夜
は
寝
床
に
も
な

る
と
い
う
、
チ
ン
ア
ナ
ゴ
に

と
っ
て
大
事
な
巣
穴
。中
を

の
ぞ
い
て
み
た
い
も
の
で
す

ね
。 

（
増
山 

理
佐
子
）

～ヒスイカズラ～

ヒスイカズラはフィリピンが原産地の、常緑性のつる植物です。
4月から5月にかけて、鮮やかな翡翠色の花を垂らします。まるで宝
石の翡翠のように見えるので、英名では“Jade Vine”（翡翠のツタ
の意味）と呼ばれています。房状に咲く花の集まりは、長い物で
1mを超え、300個もの小花が咲きます。

高温多湿を好む植物で、沖縄県では屋外でも育てることが可能
です。挿し木、取木と実生で増やすことができ、苗木の状態から
3年ほどで花を咲かせます。自生地ではコウモリや小鳥が受粉す
ることで結実すると言われていますが、国内では条件がそろわな
いため、自然状態での結実を見ることはとても貴重です。

 （田代 亜紀羅）

vol.05熱帯植物ずかん熱帯植物ずかん

科　名：マメ科

学　名：Strongylodon macrobotrys
英　名：Jade Vine

ヒスイカズラ全体

ヒスイカズラの花

うぐゎん

しーみー

う  

し
ー
み
ー

し
ー
み
ー

じ
ゅ
ー
る
く
に
ち

さ
い

せ
い
め
い

せ
い
め
い
せ
つ

そ
う
ぼ
せ
つ

さ
い
そ
せ
つ

と
う

せ
い
せ
つ

し
ほ
ん    

ど
う  

か 

れ
い

た
ま
う
ど
ぅ
ん

と
ー
し
ー
ば
か

か
み

う   

し
ー
み
ー

う
ぐ
ゎ
ん

※久米村（現在の那覇市久米）の蔡家の冠婚葬祭に関わる礼式や慣習をまとめたもの。

※

ひ  すい
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ヤ
マ
ク
ニ
ブ
ー
が
放
つ
昔
な
つ
か
し
い
沖
縄
の
香
り
を
明
ら
か
に
す
る

や
ま   

く 

ね
ん  

ぼ   
独
特
な
香
り
を
放
つ

  
ヤ
マ
ク
ニ
ブ
ー

沖
縄
で
ヤ
マ
ク
ニ
ブ
ー（
※
山
九
年

母
）と
よ
ば
れ
る
モ
ロ
コ
シ
ソ
ウ
は
、サ
ク

ラ
ソ
ウ
科
オ
カ
ト
ラ
ノ
オ
属
に
分
類
さ
れ

る
多
年
生
の
植
物
で
す
。関
東
以
南
か
ら

小
笠
原
諸
島
、沖
縄
に
分
布
す
る
日
本
の

固
有
種
で
、低
地
や
山
地
の
林
野
に
自
生

し
ま
す
。6
月
頃
に
高
さ
50
㎝
ほ
ど
の
茎

に
黄
色
い
小
花
を
咲
か
せ
ま
す（
写
真

1
）。沖
縄
美
ら
島
財
団
総
合
研
究
セ
ン

タ
ー
が
あ
る
本
部
町
は
、ヤ
マ
ク
ニ
ブ
ー

の
数
少
な
い
産
地
で
す
。ヤ
マ
ク
ニ
ブ
ー

は
、衣
服
の
香
り
づ
け
等
の
香
料
と
し
て
、

ま
た
害
虫
防
除
の
役
割
と
し
て
、昔
か
ら

使
わ
れ
て
き
ま
し
た（
写
真
2
）。甘
酸
っ

ぱ
さ
や
ス
パ
イ
シ
ー
さ
が
混
じ
っ
た
よ
う

な
独
特
の
香
り
は
、沖
縄
で
は「
お
ば
ぁ
の

家
の
香
り
」、「
昔
な
つ
か
し
い
沖
縄
の
香

り
」な
ど
と
表
現
さ
れ
ま
す
。

近
年
、ヤ
マ
ク
ニ
ブ
ー
の
生
産
者
は

減
っ
て
お
り
、あ
ま
り
見
か
け
る
こ
と
が

な
く
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
う
え
、香

り
成
分
に
関
し
て
こ
れ
ま
で
研
究
は
な
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。蒸
し
た
ヤ
マ
ク

ニ
ブ
ー
が
放
つ
独
特
の
香
気
成
分
、つ
ま

り
、昔
な
つ
か
し
い
沖
縄
の
香
り
が
す
る

分
子
を
明
ら
か
に
し
て
ほ
し
い
と
地
元
の

本
部
町
関
係
者
か
ら
相
談
が
あ
り
、本
研

究
を
始
め
ま
し
た
。

  

本
部
町
伊
豆
味
に
伝
わ
る

  

蒸
す
工
程

ヤ
マ
ク
ニ
ブ
ー
は
蒸
す
こ
と
で
独
特
の

香
り
を
発
し
ま
す
。本
部
町
の
伊
豆
味
地

区
に
昔
か
ら
伝
わ
る
蒸
し
工
程
で
は
、25

分
程
度
蒸
し
た
後
、2
日
間
陰
干
し
し
て

乾
燥
さ
せ
ま
す（
写
真
3
）。私
た
ち
が
調

べ
た
限
り
、蒸
し
た
ヤ
マ
ク
ニ
ブ
ー
を
生

活
に
利
用
す
る
の
は
、沖
縄
地
方
独
特
の

習
慣
で
す
。本
研
究
で
は
、水
蒸
気
蒸
留

装
置
と
い
う
実
験
器
具
を
用
い
て
ヤ
マ
ク

ニ
ブ
ー
を
蒸
し
ま
し
た（
写
真
4
）。他
の

不
純
物
の
混
入
を
防
ぎ
、常
に
同
じ
条
件

で
蒸
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め

で
す
。

  

香
り
の
分
子
を
探
す

に
お
い
と
し
て
人
が
感
じ
ら
れ
る
成
分

は
地
球
上
に
40
万
種
以
上
あ
る
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。40
万
種
の
中
か
ら
、昔
な
つ

か
し
い
沖
縄
の
香
り
と
感
じ
ら
れ
る
分
子

を
探
す
に
は
大
変
な
時
間
と
労
力
が
必

要
と
な
り
ま
す
。そ
こ
で
、固
相
マ
イ
ク
ロ

抽
出
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
ィ
ー
質
量
分

析
法（SPM

E-GC/M
S

法
）と
い
う
、分
析

機
器
を
用
い
た
方
法
で
、ヤ
マ
ク
ニ
ブ
ー

か
ら
揮
発
し
て
い
る
分
子
を
同
定
す
る
こ

と
に
し
ま
し
た（
写
真
5
）。蒸
し
た
後
に

の
み
検
出
さ
れ
る
分
子
が
あ
れ
ば
、そ
れ

は
私
た
ち
が
探
し
て
い
る
分
子
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
と
考
え
ま
し
た
。分
析
の
結

果
、蒸
し
た
ヤ
マ
ク
ニ
ブ
ー
に
の
み
検
出

さ
れ
る
の
は
20
種
類
あ
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た（
図
1
）。現
在
、検
出
さ
れ
た
20

種
類
の
に
お
い
を
実
際
に
嗅
ぎ
、蒸
し
た

ヤ
マ
ク
ニ
ブ
ー
の
に
お
い
と
比
較
す
る
こ

と
を
計
画
し
て
い
ま
す
。こ
れ
に
よ
っ
て
昔

な
つ
か
し
い
沖
縄
の
香
り
分
子
の
正
体
が

わ
か
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

    

今
後
の
課
題

本
研
究
に
よ
る
香
り
分
子
が
同
定
で

き
れ
ば
、次
の
段
階
と
し
て
、香
料
分
野
へ

の
発
展
は
も
ち
ろ
ん
、ア
ロ
マ
セ
ラ
ピ
ー

や
臨
床
研
究
へ
の
展
開
が
期
待
さ
れ
ま

す
。た
と
え
ば
、ヤ
マ
ク
ニ
ブ
ー
の
に
お
い

を
な
つ
か
し
い
と
感
じ
る
被
験
者
に
対
し

て
、な
つ
か
し
さ
を
司
る
脳
の
部
位
の
研

究
や
、な
つ
か
し
さ
を
感
じ
た
と
き
の
か

ら
だ
の
生
理
的
な
変
化
を
調
べ
る
研
究
へ

の
発
展
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。ま
た
、

ヤ
マ
ク
ニ
ブ
ー
の
生
産
や
利
用
を
絶
や
さ

ず
、地
域
の
振
興
に
本
研
究
を
役
立
て
る

の
も
、今
後
の
大
事
な
課
題
と
考
え
て
い

ま
す
。

 

（
遠
藤
　
達
矢
）

写真1：姿は目立たないが独特の
　　　 香りを放つヤマクニブー

写真2：タンスの中に入れて香りを服に図1：ヤマクニブーの香り成分の変移

蒸す前の
葉で検出

36 40 20

蒸した後の
葉で検出

共通に
検出

写真5：分析機器の力を借りて写真4：水蒸気蒸留装置に供されるヤマクニブー

写真3：梅雨が明けるころに作業開始

※ モロコシソウの別名
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か
つ
て
首
里
城
に
は
、水
時
計
を
用
い
て

時
間
を
計
測
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
漏

刻
門
と
、太
陽（
日
光
）の
陰
に
よ
っ
て
時
間

を
計
測
し
て
い
た
日
影
台
が
あ
り
、そ
の
両

方
を
用
い
て
王
国
の
時
間
を
知
ら
せ
て
い
ま

し
た
。1
7
3
9
年
、水
時
計
を
補
完
す
る

役
割
と
し
て
、は
じ
め
て
日
影
台
を
製
作
し

設
置
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。以
後
、

こ
の
方
法
で
1
8
7
9
年
の
廃
藩
置
県
ま

で
時
間
を
計
測
し
て
い
ま
し
た
。

首
里
城
内
の
建
物
は
、琉
球
王
国
崩
壊

後
、様
々
な
用
途
に
使
わ
れ
る
た
め
に
取
り

壊
し
や
改
変
が
行
わ
れ
、さ
ら
に
第
二
次
世

界
大
戦
に
よ
っ
て
多
く
の
建
造
物
が
焼
失
し

ま
し
た
。日
影
台
も
同
様
に
失
わ
れ
ま
し
た

が
、残
欠
と
古
写
真
・
古
絵
図
等
の
資
料
を

も
と
に
2
0
0
0
年
に
復
元
さ
れ
ま
し
た
。

日
影
台
の
計
測
板
は
、か
つ
て
1
年
間
に

24
回
、節
気
ご
と
に
角
度
を
調
節
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、ど
の
よ
う
に
調

節
し
て
い
た
の
か
判
明
し
て
い
ま
せ
ん
。現

在
で
は
、春
分（
45
度
）・
夏
至（
64
度
）・
秋

分（
45
度
）・
冬
至（
10
度
）の
1
年
に
4
回
、

そ
れ
ぞ
れ
の
角
度
で
作
成
し
た
固
定
板
を

取
り
換
え
て
計
測
の
調
整
を
し
て
い
ま
す
。

こ
の
時
季
に
あ
わ
せ
て
、復
元
さ
れ
た
日

影
台
で
は「
日
影
台
解
説
会
」を
実
施
し
て

い
ま
す
。通
常
は
、木
柵
を
設
置
し
て
立
ち

入
り
が
規
制
さ
れ
て
い
る
日
影
台
で
す
が
、

解
説
会
の
際
は
、参
加
者
は
日
影
台
の
上
に

の
ぼ
り
、思
い
思
い
に
観
察
し
て
い
ま
す
。

日
影
台
の
復
元
に
関
す
る
解
説
や
琉
球
王

国
の
政
治
家
で
あ
る
蔡
温
が
、日
影
台
を

首
里
城
内
に
設
置
す
る
た
め
に
西
原
間
切

り（
現
在
の
西
原
町
）に
お
い
て
試
験
観
測

を
行
っ
た
こ
と
に
加
え
、日
影
台
の
近
く
に

整
備
さ
れ
て
い
る
供
屋
に
設
置
さ
れ
て
い

る「
首
里
城
正
殿
鐘
」（
通
称
：
万
国
津
梁

の
鐘
）に
つ
い
て
も
解
説
し
て
い
ま
す
。

日
影
台
の
前
で
、様
々
な
解
説
を
行
っ
て

琉
球
王
国
時
代
の
〝
時
〞
を
感
じ
る

　日
影
台
解
説
会

影が計測板のちょうど「午」の刻を指している

時刻を正確に測るため、
傾斜角度を変更する

尚灝王御後絵（しょうこうおうおごえ）

円覚寺（那覇市歴史博物館所蔵）

※
1 

琉
球
王
国
時
代
、王
子

（
皇
太
子
）が
住
ん
で
い

た
屋
敷
。

※
2 

日
本
の
染
織
家
、沖
縄

文
化
研
究
者
。紅
型
の

技
術
を
継
承
し
、重
要

無
形
文
化
財「
型
絵
染
」

保
持
者（
人
間
国
宝
）に

指
定
さ
れ
た
。第
二
次

世
界
大
戦
前
に
沖
縄
の

文
化
財
を
調
査
し
た
際

に
撮
影
し
た
大
量
の
写

真
や
記
録
メ
モ
な
ど
の

資
料
は
、先
の
大
戦
で

壊
滅
に
瀕
し
た
沖
縄
文

化
の
保
存
や
復
興
に
貢

献
し
た
。

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.16

御後絵はどこにあったのか？

首
里
城
公
園
南
殿
の
壁
に
は
国

王
の
肖
像
画
が
飾
ら
れ
て
い
ま

す
。こ
れ
ら
は「
御
後
絵
」と
よ
ば

れ
、歴
代
琉
球
国
王
が
崩
御
さ
れ

た
際
に
描
か
れ
た
肖
像
画
で
す
。

現
在
は
首
里
城
公
園
の
中
で
展

示
さ
れ
て
い
る
御
後
絵
で
す
が
、実

は
城
内
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

首
里
城
の
北
側
に
あ
る
円
覚
寺
と

い
う
お
寺
に
あ
り
ま
し
た
。円
覚

寺
は
、1
4
9
4
年
に
第
二
尚
氏

王
統
歴
代
国
王
の
菩
提
寺
と
し
て

建
立
さ
れ
、国
家
行
事
と
し
て
祭

祀
等
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。往

時
は
円
覚
寺
伽
藍
の「
御
照
堂
」と

よ
ば
れ
る
建
物
の
壁
に
御
後
絵
が

描
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。琉
球
王
国
の

正
史
の
ひ
と
つ『
球
陽
』に
よ
る
と
、

そ
の
御
照
堂
が
火
事
で
焼
け
て
し

ま
っ
た
こ
と
か
ら
、1
7
1
7
年
、

壁
面
に
描
か
れ
る
御
後
絵
の
控
え

と
し
て
、掛
軸
が
制
作
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

琉
球
王
国
が
崩
壊
し
た
あ
と
、

中
城
御
殿（
※
1
）に
保
管
さ
れ

た
御
後
絵
の
控
え
を
鎌
倉
芳
太

郎（
※
2
）氏
が
撮
影
し
、そ
の
モ

ノ
ク
ロ
写
真
だ
け
が
そ
の
御
後
絵

の
姿
を
現
在
ま
で
伝
え
て
い
ま

す
。御
後
絵
を
戦
前
に
直
接
見
た

人
た
ち
の
記
し
た
証
言
や
文
献
に

よ
れ
ば
、極
彩
色
に
描
か
れ
て
い

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
、彩
色
模
写
復
元
さ
れ
た

御
後
絵
は
、2
点
あ
り
、2
0
1
4

年
に
は
尚
育
王
、2
0
1
7
年
に

は
尚
灝
王
の
御
後
絵
を
一
般
公
開

し
ま
し
た
。

（
幸
喜

　淳
）

ガジュマルは、屋久島、沖縄、台湾、中国大陸南部から
オーストラリアにまで分布するクワ科の常緑高木です。横
に大きく張り出した枝から多数の褐色の気根を垂らし、そ
の一部が地面につくと太い支持根となり枝を支えます。
大木になると、いくつもの支持根が伸びた独特の樹形を
作り出します。その特異な姿から、木の精霊が宿るとして
神木や霊木にもなっています。

八重瀬町当銘に自生する「当銘のガジュマル」は、幹周
り18m、高さ12m、枝張りは東西方向12m、南北方向
19mで、推定樹齢は300年と言われています。

琉球王国時代から御嶽として崇められていた当銘のガ
ジュマルの根元には、複数の拝所が設けられ、それぞれに
神が宿るといわれています。正面の拝所には沖縄の王統
の開祖といわれる舜天王が祀られており、現在でも行事
初めには御願に訪れる地域住民も多く、地区のシンボル
として崇められています。

当銘のガジュマルは、『昭和63年巨樹巨木林調査（沖
縄県環境保健部自然保護課）』で沖縄3位の巨木に選ば
れており、その大きさから1992年4月に東風平町（現八
重瀬町）の天然記念物に指定されています。

 （鈴木　愛子）

Vol.39
＜ 和 名 ＞

ガジュマル
＜ 科 名 ＞

クワ科
（ 学名 ： Ficus microcarpa ）

うたき

こちんだ

とうめ

しゅんてんおう

お

　ご 

え

お ご え

日影台日影台観察会のようす
え
ん
か
く

ご
し
ょ
う
ど
う

じ

ろ
う

こ
く
も
ん

に
ち
え
い
だ
い

さ
い
お
ん

と
も   

や

い
る
う
ち
に
、太
陽
の
影
が「
午
」を
指
す

と
、手
元
の
時
計
で
12
時
30
分
ご
ろ
に

な
っ
て
お
り
、日
本
の
標
準
時
間
と
沖
縄

の
時
差
が
30
分
弱
あ
る
事
が
確
認
で
き

る
こ
と
を
解
説
す
る
と
、参
加
者
か
ら
歓

声
が
あ
が
り
ま
す
。解
説
会
、多
言
語
で

の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
も
作
成
し
て
お
り
、外

国
か
ら
の
お
客
様
に
も
ご
覧
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
。

ぜ
ひ
首
里
城
に
お
越
し
の
際
は
、日
影

台
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
 
（
幸
喜

　淳
）

し
ょ
う
こ
う
お
う

日影台解説会
日にち 春分、夏至、秋分、冬至の日、および近辺の土日
参加料 無料　どなたでも参加可能　※事前要申込み
お問い合わせ 首里城公園管理センター　TEL.098-886-2020
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①「美ら島自然の学び舎ウミガメ特別編」
②ナゴランの普及啓発イベントに備え、苗の準備
③「ナゴランを育てよう」の様子
④宿泊する団体にオリエンテーションを行う入所式
⑤名護青少年の家　髙英昭事務長

⑥寝具をはじめとする備品チェックも怠りなく
⑦登山用救急バックの準備
⑧掃除しながら点検も
⑨遊歩道をふさぐ折れた木の枝を撤去
⑩キャンプの利用客のために薪割りも

名
護
青
少
年
の
家
で
の「
学
び
」

「
体
験
」「
宿
泊
」を
全
方
位
で
支
え
る

財
団
の
カ
ラ
ー
を
出
す
企
画
力
と

安
心
・
安
全
・
衛
生
を
守
る
管
理
力

沖
縄
美
ら
島
財
団
（
以
下
、
財
団
）
が
沖

縄
県
立
名
護
青
少
年
の
家（
以
下
、
名
護
青

少
年
の
家
）の
管
理
者
と
し
て
指
定
さ
れ
て

6
年
目
を
迎
え
る
。日
帰
り
も
含
め
る
と
年

間
延
べ
人
数
で
約
3
万
5
千
人
が
利
用
。イ

ベ
ン
ト
は
年
間
30
〜
35
回
開
催
し
、
県
の

教
育
指
針
に
基
づ
く
主
催
事
業
と
、
財
団

に
よ
る
自
主
事
業
が
半
々
だ
。

「
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
両
面
で
キ
ャ
パ
シ

テ
ィ
の
限
界
は
あ
り
ま
す
が
、利
用
団
体
数

は
伸
び
て
い
ま
す
。県
内
の
学
校
の
利
用
が

優
先
に
は
な
り
ま
す
が
、部
活
や
ス
ポ
ー
ツ

団
体
、個
人
、サ
ー
ク
ル
、企
業
、あ
る
い
は

姉
妹
都
市
交
流
な
ど
、
積
極
的
に
幅
広
く

受
け
入
れ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

と
語
る
の
は
名
護
青
少
年
の
家
の
髙
英

昭
事
務
長
。特
に
財
団
な
ら
で
は
の
特
色

を
打
ち
出
せ
る
自
主
事
業
で
は
、
財
団
が

持
つ
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
か
し
た
宿
泊
体
験
学

習
に
力
を
入
れ
て
い
る
と
語
る
。

「『
美
ら
島
自
然
の
学
び
舎
』は
、
当
財
団

の
職
員
及
び
一
般
の
専
門
家
を
講
師
と
し

て
、
子
ど
も
た
ち
が
や
ん
ば
る
の
自
然
に

つ
い
て
学
習
す
る
事
業
で
す
。総
合
研
究

セ
ン
タ
ー
や
美
ら
島
自
然
学
校
な
ど
と
連

携
し
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
内
容
を
企
画
し
て
い

ま
す
。例
え
ば
ウ
ミ
ガ
メ
を
海
岸
に
探
し

に
行
く
2
泊
3
日
の
体
験
学
習
な
ど
は
、

リ
ピ
ー
タ
ー
で
す
ぐ
に
予
約
が
い
っ
ぱ
い

に
な
る
人
気
企
画
に
成
長
し
ま
し
た
。」

ま
た
、
名
護
青
少
年
の
家
の
大
き
な

魅
力
は
、
名
護
岳
と
い
う
立
地
。ハ
イ
キ

ン
グ
や
自
然
観
察
が
楽
し
め
る
山
道
や

遊
歩
道
で
は
2
0
0
数
十
種
類
以
上
の

植
物
が
見
ら
れ
る
と
い
う
恵
ま
れ
た
環

境
。か
つ
て
名
護
岳
で
絶
滅
し
た
と
い

わ
れ
て
い
る
ナ
ゴ
ラ
ン
を
、
名
護
青
少

年
の
家
の
敷
地
内
に
着
生
さ
せ
、
育
て

る
「
ナ
ゴ
ラ
ン
を
育
て
よ
う
」
等
、
環
境

保
全
へ
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
目
的

に
し
た
イ
ベ
ン
ト
も
実
施
す
る
こ
と
も

重
要
な
役
割
の
ひ
と
つ
。

「
日
常
的
な
業
務
も
し
っ
か
り
と
行

う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
イ
ベ
ン
ト
の
企
画

や
運
営
と
い
っ
た
ソ
フ
ト
面
で
の
仕
事

は
、
講
師
や
ス
タ
ッ
フ
の
手
配
・
配
置

か
ら
教
材
の
準
備
、
告
知
、
予
約
受
付
…

小
さ
な
仕
事
の
積
み
重
ね
が
イ
ベ
ン
ト

の
成
功
に
直
結
し
て
い
る
と
思
い
ま

す
」そ

の
一
方
で
建
物
や
施
設
・
設
備
の

保
守
管
理
な
ど
、
ハ
ー
ド
面
で
の
管
理

業
務
も
重
要
な
仕
事
。日
々
の
点
検
か

ら
万
が
一
の
ト
ラ
ブ
ル
の
対
応
ま
で
、

こ
ち
ら
の
仕
事
も
多
岐
に
わ
た
る
。浴

室
の
ボ
イ
ラ
ー
か
ら
宿
泊
室
の
蛍
光
灯

の
一
本
に
い
た
る
ま
で
、
チ
ェ
ッ
ク
を

行
う
。細
か
い
雑
用
の
よ
う
に
見
え
る

仕
事
の
一
つ
ひ
と
つ
が
パ
ズ
ル
の
ピ
ー

ス
の
よ
う
に
重
要
で
、
ど
れ
が
欠
け
て

も
ス
ム
ー
ズ
な
運
営
は
成
立
し
な
い
。

「
管
理
者
に
指
定
さ
れ
て
6
年
。こ
れ
ま

で
の
経
験
を
軸
と
し
て
、
今
後
は
こ
れ
ま

で
以
上
に
地
域
に
根
ざ
し
、
貢
献
し
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。名
護
市
と
災
害
時
の

連
携
や
、
名
護
市
消
防
本
部
と
防
災
キ
ャ

ン
プ
の
開
催
も
継
続
し
て
取
り
組
ん
で
い

き
た
い
で
す
ね
。ま
た
、
ス
ポ
ー
ツ
コ
ン
ベ

ン
シ
ョ
ン
を
支
え
る
施
設
と
し
て
、
事
務

局
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
向
け
の
宿

泊
研
修
に
携
わ
る
こ
と
な
ど
も
想
定
し

て
い
ま
す
。実
際
、
ツ
ー
ル
・
ド
・
お
き

な
わ
の
時
に
は
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
マ
ッ

サ
ー
ジ
を
す
る
専
門
学
校
の
学
生
達
に

利
用
い
た
だ
い
た
ん
で
す
よ
。こ
れ
か
ら

も
大
切
な
財
産
で
あ
る
自
然
と
触
れ
合

い
、
学
べ
る
場
所
と
し
て
、
名
護
青
少
年

の
家
な
ら
で
は
の
特
色
を
持
っ
た
施
設

で
あ
り
続
け
た
い
と
思
い
ま
す
」

 

（
文
＝
い
の
う
え
ち
ず
）

地道な仕事の積み重ねで、
予約から入所式、
滞在、解散式までのすべてをスムーズに

た
か
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総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
に
は
、
琉
球
文
化

や
歴
史
の
専
門
家
も
在
籍
し
て
お
り
、

研
究
機
関
と
し
て
の
層
の
厚
み
も
あ

る
。
西
大
学
院
で
も
職
員
を
派
遣
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
歴
史
や
文
化
も
含

め
、
広
く
研
究
が
進
め
ば
、
琉
球
料
理

の
魅
力
を
も
っ
と
発
信
で
き
る
の
で
は

な
い
か
と
期
待
し
て
い
ま
す
」

―

今
後
、ど
の
よ
う
な
研
究
を
し
て
み

た
い
と
お
考
え
で
す
か
？

西
大
「
琉
球
の
東
道
盆
は
韓
国
の
ク

ジ
ョ
ル
パ
ン
※
3
と
形
状
が
似
て
い
ま

す
が
、
中
華
料
理
を
ベ
ー
ス
と
し
た
歓

待
料
理
と
違
っ
て
、
中
の
料
理
の
味
は

淡
泊
で
琉
球
風
で
す
。
中
国
の
冊
封
を

受
け
て
い
た
韓
国
に
、
ど
ん
な
歓
待
料

理
が
残
っ
て
い
る
か
、
作
法
や
し
き
た

り
も
含
め
て
調
べ
て
み
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
琉
球
料
理
を
生
か

す
泡
盛
に
つ
い
て
も
学
び
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。」

 

（
文
＝
い
の
う
え
ち
ず
）

沖
縄
美
ら
島
財
団

総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

研
究
顧
問

西
大
　八
重
子
　に
し
お
お
　や
え
こ

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
の

―

琉
球
料
理
の
専
門
家
に
な
ら
れ
た
の

は
、大
学
で
家
政
学
を
学
ば
れ
た
こ
と

が
大
き
か
っ
た
の
で
す
か
？

西
大
「
私
が
琉
球
大
学
の
学
生
だ
っ
た

当
時
、
家
政
学
科
の
主
任
教
授
だ
っ
た

翁
長
君
代
先
生
は
、
奈
良
女
子
高
等
師

範
学
校
（
現
・
国
立
大
学
法
人
奈
良
女

子
大
学
）
で
明
治
の
子
女
教
育
を
受
け

た
方
で
し
た
。
私
た
ち
は
、
そ
れ
こ
そ

箸
の
上
げ
下
ろ
し
か
ら
教
え
ら
れ
ま
し

た
。
当
時
、
琉
球
大
学
に
は
『
家
庭
管

理
実
習
室
』
と
い
う
一
軒
家
が
あ
っ
て
、

そ
こ
で
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
4
人
と
一
カ
月

間
、
実
習
と
し
て
生
活
を
し
ま
す
。
こ

の
間
に
お
客
様
を
お
招
き
す
る
機
会
が

あ
り
、
ど
の
よ
う
に
お
も
て
な
し
を
す

る
か
考
え
る
の
も
課
題
で
し
た
。
翁
長

先
生
は
退
官
後
、
琉
球
調
理
師
専
修
学

校
の
校
長
に
就
任
さ
れ
、
私
も
同
じ
学

校
の
教
員
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
頃
、

『
私
が
あ
と
10
年
若
か
っ
た
ら
、
若
い
娘

た
ち
に
暮
ら
し
の
こ
と
を
教
え
た
い
』

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
の
が
、
私
の
こ

こ
ろ
の
ど
こ
か
に
残
っ
て
い
て
、
西
大

学
院
を
開
く
動
機
の
一
つ
に
な
っ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

―

調
理
師
学
校
の
教
員
と
い
う
の
が
、

西
大
先
生
の
キ
ャ
リ
ア
の
ス
タ
ー
ト

だ
っ
た
ん
で
す
ね
？

西
大
「
そ
う
で
す
ね
。
調
理
師
学
校
に

在
籍
中
は
、
和
・
洋
・
中
、
さ
ま
ざ
ま

な
料
理
を
試
食
す
る
機
会
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
中
で
感
じ
た
の
は
、
伝
統
を

受
け
継
ぐ
と
い
う
こ
と
は
、
古
い
も
の

を
そ
の
ま
ま
残
す
の
で
は
な
く
、
創
意

工
夫
を
加
え
て
次
の
世
代
へ
伝
え
る
こ

と
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
伝
統
的

な
料
理
と
い
う
の
は
、
そ
の
時
代
そ
の

時
代
で
、
人
々
が
ず
っ
と
知
恵
を
働
か

せ
て
、
受
け
継
い
で
き
た
も
の
だ
と
思

い
ま
す
」

―

そ
の
経
験
が
、琉
球
料
理
の
魅
力
を

伝
え
る
時
に
、た
だ
昔
を
ふ
り
返
る
の

で
は
な
い
と
い
う
先
生
の
考
え
方
に
影

響
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。

西
大
「
そ
う
で
す
ね
。
私
は
、
琉
球
料

理
の
魅
力
を
伝
え
る
時
の
カ
ギ
に
な
る

の
は
、
尚
順
男
爵
※
2
（
以
下
男
爵
）
の

発
想
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
よ
。

男
爵
の
お
屋
敷
で
あ
っ
た
松
山
御
殿
に

は
専
属
の
調
理
人
が
い
て
、
男
爵
が
召

し
上
が
る
も
の
と
、
ご
家
族
が
召
し
上

が
る
も
の
は
、
メ
ニ
ュ
ー
も
違
え
ば
配

膳
も
別
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
男
爵
が
残

さ
れ
た
も
の
を
、
ご
家
族
が
召
し
上
が

ら
れ
た
の
で
、男
爵
の
日
常
食
の
味
を
覚

え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ご
家
族
が
、そ
の
味

を
戦
後
に
伝
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
男
爵
の

お
嬢
様
の
故
知
名
茂
子
さ
ま
や
、男
爵
の

ご
子
息
尚
詮
さ
ま
の
ご
夫
人
、尚
弘
子
先

生
と
ご
一
緒
に
、男
爵
の
日
常
食
を
再
現

し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
レ
シ
ピ
を
再
現

し
て
感
じ
た
こ
と
は
、今
あ
る
も
の
を
よ

り
お
い
し
く
食
べ
て
も
ら
う
工
夫
が

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
」

―

確
か
に
、古
い
料
理
の
レ
シ
ピ
を
た

だ
コ
ピ
ー
し
て
い
て
も
、現
代
人
の
口

に
合
わ
な
け
れ
ば
、そ
の
料
理
は
結
局

淘
汰
さ
れ
て
い
き
ま
す
よ
ね
。

西
大
「
伝
統
を
守
る
と
い
う
と
、
古
い

も
の
を
そ
の
ま
ま
残
す
と
思
わ
れ
が
ち

で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
伝
統
を
受
け

継
い
で
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い

ま
す
よ
。
一
方
で
、
琉
球
料
理
に
は
琉

球
料
理
の
良
さ
が
あ
り
ま
す
。
私
は
岩

手
県
で
沖
縄
野
菜
の
魅
力
を
広
め
る
た

め
、
ゴ
ー
ヤ
ー
料
理
を
教
え
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
ゴ
ー
ヤ
ー
チ
ャ
ン
プ
ル
ー

を
作
っ
た
と
こ
ろ
、
試
食
さ
れ
た
方
が

『
味
付
け
は
こ
れ
だ
け
で
す
か
』
と
驚
い

て
い
ま
し
た
。
チ
ャ
ン
プ
ル
ー
の
基
本

は
、
だ
し
と
塩
で
す
よ
ね
。
き
ち
ん
と

だ
し
が
き
い
て
、
い
い
塩
梅
の
チ
ャ
ン

プ
ル
ー
は
滋
味
深
い
も
の
で
す
。
岩
手

県
の
方
に
『
素
材
の
味
が
生
き
て
い
て

す
ば
ら
し
い
で
す
ね
』
と
言
わ
れ
て
、

や
は
り
琉
球
料
理
の
神
髄
は
伝
わ
る
の

だ
と
思
い
ま
し
た
」

―

食
材
で
あ
る
沖
縄
独
特
の
野
菜
を
受

け
継
ぐ
こ
と
も
大
切
で
す
ね
。

西
大
「
ゴ
ー
ヤ
ー
の
次
は
ナ
ー
ベ
ー

ラ
ー
を
全
国
に
広
め
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
（
笑
）。
日
本
料
理
を
何
度
食
べ
に

行
っ
て
も
飽
き
な
い
の
は
、
旬
の
食
材

を
取
り
入
れ
て
、
盛
り
付
け
に
も
変
化

を
つ
け
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
そ
の
点
、
琉
球
料
理
は
決
ま
っ

た
メ
ニ
ュ
ー
が
並
ぶ
こ
と
が
多
く
、
改

善
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

琉
球
料
理
の
店
に
行
く
た
び
に
、
ワ
ク

ワ
ク
す
る
よ
う
な
新
し
い
発
見
が
あ
っ

た
ら
楽
し
い
で
す
よ
ね
。

沖
縄
の
季
節
感
は
日
本
の
季
節
感
と
は

少
し
違
い
ま
す
が
、
例
え
ば
旬
の
野
菜

を
取
り
入
れ
て
季
節
感
を
伝
え
た
り
、

食
文
化
研
究
家
で
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

研
究
顧
問
の
安
次
富
順
子
先
生
が
ご
研

究
な
さ
っ
た
琉
球
菓
子
で
変
化
を
つ
け

た
り
す
る
こ
と
で
、
何
度
食
べ
て
も
新

し
い
発
見
が
あ
る
料
理
に
な
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

沖
縄
の
野
菜
は
、
ス
ー
パ
ー
フ
ー
ド
に

匹
敵
す
る
栄
養
価
の
高
い
も
の
が
多
い

の
も
特
長
で
す
。
同
じ
野
菜
で
も
産
地

の
違
い
を
ア
ピ
ー
ル
す
れ
ば
、
驚
き
や

喜
び
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
海
の
幸
の

季
節
感
を
取
り
入
れ
る
の
も
い
い
で
す

ね
」

―

県
外
に
は
沖
縄
を
常
夏
の
島
だ
と

思
っ
て
い
る
方
も
多
い
で
す
し
、季
節

感
を
打
ち
出
す
と
い
う
の
は
新
鮮
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。逆
に
、一
年
中
い
つ
で
も

食
べ
ら
れ
る
豆
腐
を
使
っ
た
豆
腐
づ
く

し
の
メ
ニ
ュ
ー
な
ど
も
、あ
ま
り
見
か

け
な
い
の
で
、面
白
そ
う
で
す
。

西
大
「
豆
腐
も
魅
力
的
な
食
材
で
す
ね
。

男
爵
は
お
豆
腐
も
大
変
お
好
き
で
し

た
。『
イ
タ
ミ
ル
ク
ジ
ュ
ウ
』と
い
っ
て
、

し
っ
か
り
と
熟
成
さ
せ
た
お
豆
腐
を
召

し
上
が
っ
た
り
…
男
爵
の
随
筆
に
残
る

息
吹
が
、
私
た
ち
に
示
唆
を
与
え
て
く

れ
る
と
思
い
ま
す
よ
」

―

西
大
先
生
が
お
考
え
に
な
る
、琉
球

料
理
最
大
の
特
徴
と
は
何
で
す
か
？

西
大
「
だ
し
で
旨
味
を
出
す
こ
と
で
す
。

琉
球
料
理
で
は
、
か
つ
お
だ
し
、
豚
だ

し
、
し
い
た
け
や
か
ま
ぼ
こ
な
ど
の
魚

の
だ
し
も
使
い
ま
す
ね
。
こ
の
複
合
的

な
だ
し
に
よ
る
味
の
定
義
が
あ
れ
ば
、

ど
う
い
う
も
の
を
琉
球
料
理
と
呼
ぶ
か

が
確
定
で
き
、
そ
の
定
義
に
基
づ
い
た

発
展
形
も
あ
る
と
思
い
ま
す
よ
」

―

何
を
も
っ
て
琉
球
料
理
と
称
す
る
か

と
い
う
定
義
づ
け
も
含
め
、琉
球
文
化

財
研
究
室
で
研
究
す
べ
き
こ
と
は
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
ね
。

西
大
「
実
は
研
究
顧
問
に
な
る
ま
で
は
、

沖
縄
美
ら
島
財
団
が
ど
の
よ
う
な
活
動

や
研
究
を
さ
れ
て
い
る
か
、
く
わ
し
く

は
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
現
在
、
老
舗

の
料
亭
で
あ
る
『
琉
球
料
理 

美
榮
』
で

伝
承
さ
れ
て
い
る
料
理
の
レ
シ
ピ
を
記

録
に
残
す
活
動
や
、
首
里
城
鎖
之
間
で

観
光
客
も
お
茶
と
琉
球
菓
子
が
楽
し
め

る
取
り
組
み
も
す
ば
ら
し
い
で
す
ね
。

琉
球
大
学（
現
・
国
立
大
学
法
人
琉
球

大
学
）で
家
政
学
を
学
び
、琉
球
調
理
師

専
修
学
校
で
教
鞭
を
取
っ
て
い
た
が
、40

歳
を
過
ぎ
て
沖
縄
初
の
フ
ィ
ニ
ッ
シ
ン
グ

ス
ク
ー
ル
※
1「
西
大
学
院
」を
開
設
。

「
女
性
が
し
っ
か
り
し
て
い
れ
ば
、家
も
国

も
う
ま
く
い
く
」と
、次
の
世
代
を
担
う
魅

力
的
な
女
性
た
ち
を
世
に
送
り
出
し
て

い
る
西
大
八
重
子
さ
ん
。現
在
は
沖
縄
美

ら
島
財
団
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
で
、琉
球

料
理
と
沖
縄
の
食
材
の
専
門
家
と
し
て

研
究
顧
問
も
務
め
る
。時
代
と
共
に
変
化

す
る
沖
縄
の
食
文
化
に
つ
い
て
、お
話
を

聞
い
た
。

Vol.21

琉球料理美榮にて提供される東道盆

ま
ち
や
ま
う
ど
ぅ
ん

※
1
フ
ィ
ニ
ッ
シ
ン
グ
ス
ク
ー
ル
と
は
茶
道
、
華
道
、
テ
ー
ブ

ル
マ
ナ
ー
、
社
交
術
、
歴
史
や
芸
術
な
ど
の
文
化
・
教
養

を
幅
広
く
学
び
、
世
界
で
通
用
す
る
レ
デ
ィ
ー
を
育
て
る

学
校

※
2
最
後
の
琉
球
国
王
で
あ
る
尚
泰
王
の
四
男
で
別
名
松
山
王

子
。
文
化
人
か
つ
食
通
と
し
て
知
ら
れ
、
食
に
関
す
る
さ

ま
ざ
ま
な
エ
ッ
セ
イ
を
残
し
た
。

※
3
ク
ジ
ョ
ル
パ
ン
（
九
節
板
）
と
は
韓
国
の
伝
統
料
理
で
、

そ
れ
を
盛
り
付
け
る
八
角
形
の
器
も
ク
ジ
ョ
ル
パ
ン
と
呼

ぶ
。
李
氏
朝
鮮
時
代
の
宮
廷
料
理
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る

の
は
、
器
の
中
央
に
ク
レ
ー
プ
の
皮
の
よ
う
な
ミ
ル
チ
ョ

ン
ビ
ョ
ン
を
置
き
、
周
囲
に
盛
り
付
け
た
具
材
を
巻
い
て

た
れ
を
つ
け
て
食
べ
る
料
理
。
ま
た
、
ド
ラ
イ
フ
ル
ー
ツ

な
ど
の
乾
き
も
の
を
盛
り
付
け
る
場
合
も
あ
る
。

と
ぅ
ん
だ
ー
ぼ
ん

し
ょ
う
せ
ん
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Vol.48 夏号（予定）

「北中城村長賞」

堀本 達矢
作品名 「在るケモノ」

Vol.47 春号（今号）

「沖縄美ら島財団理事長賞」

大城 あすか
作品名 「たわわの果実」

Vol.49 秋号（予定）

「沖縄県立博物館・美術館館長賞」

小林 実沙紀
作品名 「泉へ向かうものたちの声を聴く」

Vol.50 冬号（予定）

「北中城文化協会賞」

仲村渠 達郎
作品名 「君がいる場所」

テ ー マ 発 表 者

沖縄美ら島財団  総合研究センターの教育普及活動
 ～沖縄の美ら海・美ら島を未来に引き継ぐために～1

2

3

4

琉球料理の継承 ～“琉球料理　美榮” を中心として～

外来魚ティラピアの不妊化による駆除の試み
 ～古き良き沖縄の川を取り戻すために～

新しい花『ちゅらら』～絶滅危惧種リュウキュウベンケイの
再発見、そして新品種の開発～

普及開発課 泉　　千尋

琉球文化財研究室 久場まゆみ

植物研究室 佐藤　裕之

動物研究室 岡　慎一郎
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
芸
術
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
8
年
2
月
14
日
〜
18
日
に
開
催
さ
れ
た
第
29

回
作
品
展
で
は
、沖
縄
の
伝
統
技
法
で
あ
る
手
結
絣
技
法

用
い
た
着
物
作
品「
た
わ
わ
の
果
実
」に
当
財
団
理
事
長

賞
が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

着
物
を
果
物
の
木
に
例
え
、

バ
ナ
ナ
や
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
な
ど

の
果
実
を
幾
色
に
染
め
分
け
、

絵
羽
模
様
に
絣
柄
を
配
置
し

て
表
現
さ
れ
た
作
品
で
す
。

ま
た「
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
」が

そ
れ
ぞ
れ
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
受
賞
作
品
は
、本
誌

「
南
ぬ
風
」
　

 

47
春
号
〜
　

 

50
冬

号
の
表
紙
を
飾
る
予
定
で
す
。

才
能
あ
ふ
れ
る
作
品
の
数
々

に
ぜ
ひ
ご
注
目
く
だ
さ
い
。

総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
の
研
究
グ
ル
ー
プ
が
、
沖
縄
周
辺
の
ザ
ト
ウ
ク
ジ
ラ
の

分
布
に
つ
い
て
ま
と
め
た
論
文
を
、
学
術
誌
「M

am
m

al Study

」
に
発
表
し
、

同
論
文
が
平
成
29
年
度
日
本
哺
乳
類
学
会
論
文
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

21
年
に
渡
る
長
期
デ
ー
タ
か
ら
、
観
察
の
難
し
い
大
型
海
棲
哺
乳
類
の
基
礎

生
態
学
的
知
見
を
得
た
点
等
が
特
に
優
れ
て
い
る
と
高
く
評
価
さ
れ
ま
し
た
。

　本
研
究
で
は
、
オ
ス
や
子
供
を
連
れ
て
い
な
い
メ
ス
は
沖
合
に
分
布
し
、
子

育
て
中
の
メ
ス
は
、
オ
ス
か
ら
の
接
近
や
沖
合
の
荒
海
を
避
け
て
沿
岸
に
分
布

し
て
い
る
こ
と
等
が
示
唆
さ
れ
ま
し
た
。
本
研
究
に
か
か
る
調
査
は
、
地
元
ホ

エ
ー
ル
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
事
業
者
の
方
々
を
は
じ
め
と
し
た
、
多
く
の
方
の
ご
協

力
の
も
と
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
今
後
も
地
元
の
方
々
と
連
携
し
、

調
査
・
研
究
を
継
続
す
る
こ
と
で
、
ザ
ト
ウ
ク
ジ
ラ
の
資
源
管
理
や
保
全
活
動

に
役
立
て
て
参
り
ま
す
。

美ら島財団インフォメーション

紅
型
職
人
の
加
治
工
さ
ん
と
、
西
大
顧
問
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
際
に
話
題
に
上

が
っ
た
「
ル
ク
ジ
ュ
ウ
」
は
、
島
豆
腐
を
天
日
干
し
し
て
作
り
ま
す
。
食
用
だ
と
お

お
よ
そ
3
〜
4
日
置
く
そ
う
で
す
が
、
紅
型
用
は
型
紙
を
彫
る
際
に
使
用
す
る
た

め
、
さ
ら
に
乾
燥
さ
せ
て
出
来
上
が
り
は
カ
チ
コ
チ
に
。
身
近
に
あ
る
素
材
を
使
用

し
て
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
奥
深
い
世
界
を
表
現
す
る
こ
と
の
素
晴
ら
し
さ
を
、
ル
ク

ジ
ュ
ウ
か
ら
考
え
さ
せ
ら
れ
た
今
回
の
取
材
で
し
た
。

 
（
編
集
事
務
局 

S
K
）

沖
縄
周
辺
海
域
の
ザ
ト
ウ
ク
ジ
ラ
に
関
す
る
論
文

日
本
哺
乳
類
学
会
論
文
賞
を
受
賞

総合研究センター研究グループメンバー

ザトウクジラ

ワークショップ「沖縄に住む生き物クリップづくり」

タカアシガニ

イベント「みんなでおおきな絵を描こう！」

「
沖
縄
美
ら
島
財
団
理
事
長
賞
」を
授
与

沖
縄
県
立
芸
術
大
学 

美
術
工
芸
学
部
・
大
学
院
造
形
芸
術
研
究
科

第
29
回
卒
業
・
修
了
作
品
展
に
て

vol.

vol.

総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
活
動
報
告
会 

初
開
催
！ 

2
0
1
7
年
12
月
23
日
、「
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
活
動
報
告
会

　美
ら
島
再
発
見
〜
動
物
、

植
物
、琉
球
文
化
か
ら
迫
る
〜
」を
沖
縄
県
立
博
物
館
・
美
術
館（
お
き
み
ゅ
ー
）に
お
い
て
開

催
し
ま
し
た
。

総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
沖
縄
の
動
物
、植
物
、文
化
に
関
す
る
調
査
研
究
や
知
識
の
普
及

啓
発
に
取
り
組
ん
で
お
り
、今
回
は
各
分
野
か
ら
1
題
ず
つ
紹
介
し
ま
し
た
。当
日
は
定
員
を

上
回
る
参
加
者
が
あ
り
、
最
新
の
調
査
研
究
の
成
果
や

普
及
活
動
の
内
容
を
多
く
の
方
に
お
伝
え
で
き
ま
し

た
。ま

た
、
会
場
外
に
は
展
示
ス
ペ
ー
ス
も
設
置
し
、
当

セ
ン
タ
ー
が
所
有
す
る
標
本
の
展
示
や
工
作
体
験
を

行
い
ま
し
た
。実
際
に
標
本
や
文
献
等
を
手
に
取
る
方

や
、
研
究
者
と
の
会
話
を
楽
し
ま
れ
る
方
な
ど
、
多
く

の
方
に
ご
利
用
い
た
だ
き
ま
し
た
。今
後
も
最
新
情
報

を
お
届
け
で
き
る
よ
う
取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
。

「
や
ん
ば
る
ア
ー
ト
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」

  

に
協
力
し
ま
し
た

管
理
運
営
施
設
を
会
場
に

2
0
1
7
年
12
月
9
日
〜
2
0
1
8
年
1
月
21
日
の
期
間
、
大

宜
味
村
立
旧
塩
屋
小
学
校
を
メ
イ
ン
会
場
と
し
て
、国
頭
村
、本
部

町
、
名
護
市
等
の
沖
縄
県
北
部
地
域（
通
称
：
や
ん
ば
る
）に
て「
や

ん
ば
る
ア
ー
ト
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」が
開
催
さ
れ
、
沖
縄
美
ら
島
財

団
が
管
理
運
営
を
行
う
施
設
で
も
イ
ベ
ン
ト
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
が
は
じ
め
て
の
開
催
と
な
る
本
イ
ベ
ン
ト
は
、
や
ん
ば
る
地

域
に
あ
ふ
れ
る「
ア
ー
ト
の
種
」を
発
見
、
体
感
、
創
作
、
発
信
、
共
有

す
る
こ
と
で
、失
く
し
て
は
な
ら
な
い
島
の
宝
を
次
世
代
へ
、未
来
へ

と
運
ん
で
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
芸
術
祭
で
す
。

海
洋
博
公
園
で
は
廃
材
を
利
用
し
た
ア
ー
ト
作
品「
タ
カ
ア
シ
ガ
ニ
」の
展
示
、
な
ご
ア
グ

リ
パ
ー
ク
・
美
ら
島
自
然
学
校
で
は
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
よ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
ア
ー
ト

作
品
の
展
示
、映
画
上
映
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

会
場
に
は
家
族
連
れ
を
は
じ
め
と
し
た
多
く
の
お
客
様
が
来
場
し
、ア
ー
ト
に
触
れ
て
楽

し
む
様
子
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

今
後
も
管
理
運
営
施
設
を
活
用
し
た
イ
ベ
ン
ト
等
を
通
し
て
地
域
団
体
等
と
の
連
携
を

図
り
、地
域
活
性
化
に
貢
献
し
て
い
き
ま
す
。

か
い
せ
い

編

集

後

記
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お
も
ろ
さ
う
し
の

植
物

其
の
十
二

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
）

上
質
の
糸
を

綛
り
あ
わ
し
て
水
縄
に
し

真
苧
の
糸
を

綛
り
あ
わ
し
て
手
縄
に
し

海
を
直
し
て
穏
や
か
に
し

立
派
な
真
帆
を
押
し
揚
げ
て

（
船
を
走
ら
せ
よ
う
）

 

（
前
略
）

又 

上
の
糸
は

又 

も
で
合
わ
し
や
り

　水
縄
せ

又 

ま
お
の
糸
は

 

も
で
合
わ
し
や
り

　手
縄
せ

又 

海

　直
す

 

や
ゝ
の
真
帆

　押
し
揚
げ
て

﹇ 

第
一
三
巻
八
五
五 

﹈

て
お 

い
とあ

み 

な
わ

あ

て 

な
わ

う
み 

な
お

ま 

ほ
う 

お 

や

・ 

・ 

い
と

お
も
ろ
名 

ま
お

和      

名 

ナ
ン
バ
ン
カ
ラ
ム
シ

科      

名 

イ
ラ
ク
サ
科

方 

言 

名 

マ
ー
ウ・ブ
ー

ま
お
ま
お

※ 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）

（
ナ
ン
バ
ン
カ
ラ
ム
シ
）

ナ
ン
バ
ン
カ
ラ
ム
シ
は
高
さ
１
〜
２
メ
ー
ト
ル
に
な

る
多
年
草
で
、葉
に
は
ザ
ラ
ザ
ラ
す
る
粗
い
毛
が
あ
る
。

日
本
や
中
国
を
含
む
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
ポ
リ
ネ
シ
ア
に

分
布
し
、沖
縄
で
は
各
島
に
分
布
、野
山
に
自
生
し
て
い

る
。
栽
培
さ
れ
て
い
る
種
類
は
野
生
種
と
異
な
り
選
別

さ
れ
た
種
類
で
、繊
維
が
強
い
の
が
特
徴
。

別
名「
苧
麻（
ち
ょ
ま
）」と
も
呼
ば
れ
、沖
縄
の
伝
統

的
な
織
物
で
あ
る
宮
古
上
布
や
八
重
山
上
布
の
原
料
と

し
て
使
用
さ
れ
る
繊
維
植
物
で
あ
る
。
そ
の
他
の
利
用

方
法
と
し
て
は
、茎
や
葉
を
薬
用
と
し
て
、ま
た
家
畜
の

飼
料
等
に
も
用
い
ら
れ
る
。

一口メモ

﹇ 

解 

説 

﹈

沖縄美ら島財団

沖縄美ら海水族館 沖縄県立
名護青少年の家

美ら島
自然学校

なご
アグリパーク

沖縄美ら島財団
総合研究センター

沖縄県立博物館・
美術館（おきみゅー）

海洋博公園 首里城公園

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。

季刊誌

上
質
の
糸
を
綛
り
合
わ
せ
て
水
縄
に

し
、
真
苧
の
糸
を
綛
り
合
わ
せ
て
手
縄
に

し
、
海
を
穏
や
か
に
直
し
て
美
し
い
真
帆

を
押
し
揚
げ
て
、
さ
あ
、
船
出
を
し
よ
う
。

「
ま
お
」
は
植
物
名
。
真
苧
。
苧
麻
、

か
ら
む
し
の
こ
と
。
方
言
で
は
マ
ー
ウ
ー

と
い
う
。
ブ
ー
と
も
い
う
。
苧
は
麻
の

一
種
で
上
質
の
糸
材
。

こ
の
繊
維
か
ら
糸
や
布
を
作
る
。
夏

衣
の
上
等
の
原
料
で
あ
る
。
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