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お茶を飲みながら、

ぎのわんの歴史を

のぞいてみませんか？ 169

ぎ
の

わ
ん
の

歴
史
・
文
化
遺
産

を
歩
く

〔其の37〕

拝
み
の
対
象
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
さ
ら

に
古
い
文
化
財
と
し
て
は
、
数
百
年
前
の
グ

ス
ク
時
代
に
使
わ
れ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い

土
器
や
中
国
産
青
磁
（
磁
器
）
の
破
片
な
ど
が

真
栄
原
ア
ガ
リ
イ
サ
ガ
マ
洞
穴
遺
跡
で
発
見

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
佐
真
下
西
原
遺
跡

で
も
数
百
年
前
の
も
の
と
思
わ
れ
る
地
層
が

残
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
お
り
、
当
時

の
田
畑
に
関
連
す
る
地
層
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
文
化
財
を
調
べ
る
こ
と
で
、

集
落
が
で
き
る
前
に
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の

人
々
が
何
ら
か
の
活
動
を
し
て
い
た
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。

お
わ
り
に

　

今
回
紹
介
し
た
文
化
財
の
様
子
は
ほ
ぼ
把

握
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
も
し
か
す
る
と

市
内
に
は
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
文
化
財

が
人
知
れ
ず
残
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
り
ま

す
。
開
発
工
事
な
ど
を
予
定
さ
れ
る
際
に
は
、

そ
の
場
所
に
遺
跡
や
そ
の
他
の
文
化
財
が

残
っ
て
い
な
い
か
の
確
認
を
さ
せ
て
も
ら
っ

て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
文
化
課
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
文
化
課 

☎
８
９
３-

４
４
３
０

は
じ
め
に

　

今
回
は
、
市
内
の
集
落
の
中
で
も
比
較
的
新

し
い
時
期
に
で
き
た
真
栄
原
や
佐
真
下
の
文

化
財
を
い
く
つ
か
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

真
栄
原
・
佐
真
下
の
誕
生

　

市
内
に
は
、
約
四
五
〇
年
頃
前
に
は
す
で

に
存
在
し
て
い
た
集
落
が
あ
り
ま
す
が
、
真

栄
原
や
佐
真
下
は
一
九
三
九
年
以
降
に
周
辺

の
集
落
か
ら
分
離
・
独
立
し
て
で
き
た
集
落

で
す
。
こ
の
よ
う
に
比
較
的
新
し
い
集
落
は
、

琉
球
王
国
時
代
の
士
族
層
が
各
地
に
移
り
住

ん
だ
こ
と
で
つ
く
ら
れ
た

屋

取

集
落
で
あ

り
、
真
栄
原
は
宜
野
湾
・
我
如
古
・
嘉
数
の
各

集
落
の
一
部
が
分
離
・
統
合
し
て
で
き
た
集

落
で
す
。
そ
の
後
、
一
九
四
三
年
に
は
真
栄
原

の
北
東
側
が
分
離
・
独
立
を
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
佐
真
下
集
落
が
誕
生
し
ま
し
た
。

集
落
に
残
さ
れ
た
文
化
財

　

そ
れ
で
は
、
真
栄
原
や
佐
真
下
に
残
さ
れ

て
い
た
文
化
財
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の

地
域
に
は
、
か
つ
て
ナ
ガ
サ
ク
ガ
マ
、
タ
メ
ー

シ
（
玉
寄
）
ガ
マ
、
チ
シ
（
喜
瀬
）
ヌ
メ
ー
ヌ
ガ

マ
な
ど
複
数
の
洞
穴
が
見
ら
れ
ま
し
た
が
、

都
市
化
が
進
む
う
ち
に
次
第
に
埋
め
ら
れ
て

し
ま
っ
た
洞
穴
も
多
く
、
今
で
は
め
っ
た
に

目
に
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
洞
穴
の
ほ

か
に
も
真
栄
原
の
ウ
ブ
ガ
ー
や
佐
真
下
の
ウ

ブ
ガ
ー
（
メ
ー
ヌ
カ
ー
）
な
ど
も
あ
り
、
集
落

の
水
源
や
行
事
な
ど
に
利
用
さ
れ
、
今
で
も

▲ 現在の宇地泊の元船着き場  2018（平成

30）年撮影

▲ 宇地泊の船着き場  1984（昭和 59）年撮影

　

そ
の
入
江
か
ら
比
屋
良
川
へ
上
る
と
、

そ
こ
に
は
広
大
な
袋
状
の
凹
地
が
ひ
ろ
が

り
、
港
田
原
（
ン
ナ
ト
ゥ
ダ
ー
バ
ル
（
小
字

名
）
）
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
か
つ
て
そ

の
一
帯
に
は
中
国
船
や
日
本
船
が
碇
泊
し
、

交
易
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
伝

承
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
名
残
り
で

し
ょ
う
か
、
日
本
船
が
取
水
し
た
湧
水
を

ヤ
マ
ト
ゥ
ガ
ー
グ
ヮ
ー
、
唐
船
が
往
来
し

た
凹
地
を
ト
ゥ
ー
シ
ン
グ
ム
イ
な
ど
と
呼

ん
で
い
ま
す
。

　

大
正
時
代
末
に
は
、
中
頭
郡
唯
一
の
鰹

漁
船
と
鰹
節
製
造
場
が
設
立
さ
れ
、
船
主

は
当
初
は
糸
満
漁
民
が
あ
た
り
、
後
に
宇

地
泊
の
漁
民
が
受
け
継
ぎ
、
主
に
慶
良
間

近
海
で
操
業
し
ま
し
た
。

　

下
の
写
真
は
現
在
の
宇
地
泊
の
船
着
き

場
で
す
。
川
に
沿
っ
て
道
路
が
建
設
さ
れ
、

さ
ら
に
橋
が
か
か
り
、
風
景
は
様
変
わ
り

し
ま
し
た
。
川
岸
の
形
だ
け
が
、
か
す
か

に
昔
の
面
影
を
と
ど
め
て
い
ま
す
。

【
問
合
せ
】

市
立
博
物
館 

☎
８
７
０-

９
３
１
７

    
川
の
あ
る
風
景

　

今
回
は
地
上
の
道
で
は
な
く
海
上
の
道

に
つ
い
て
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。
道
と
い
っ

て
も
船
着
き
場
な
の
で
、
地
上
で
例
え
る

と
空
港
ま
た
は
、
バ
ス
ロ
ー
タ
リ
ー
の
様

な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

　

上
の
写
真
は
、
１
９
８
４
（
昭
和
59

）
年

頃
の
宜
野
湾
の
西
南
端
、
浦
添
市
と
の
境

を
な
す
牧
港
川
・
比
屋
良
川
の
川
口
に
南

面
す
る
宇
地
泊
の
船
着
き
場
で
す
。
そ
の

川
口
は
大
き
く
湾
入
し
て
良
好
な
入
江
と

な
っ
て
お
り
、
波
静
か
で
船
を
停
泊
す
る

に
は
格
好
の
場
所
で
し
た
。

ヤ
ー
ド
ゥ
イ

せ

い

じ

イ
リ
バ
ル

真栄原のウブガー

佐真下のウブガー


