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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？ 177
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の
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の

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

〔其の41〕

な
ど
、
隣
接
す
る
喜
友
名
泉
や
バ
シ
ガ
ー
と

は
構
造
が
異
な
る
こ
と
も
判
明
し
ま
し
た
。

こ
の
前
庭
部
か
ら
流
れ
る
水
は
、
庭
囲
い
の

石
積
み
北
西
隅
に
設
け
ら
れ
た
暗
渠
を
通
っ

て
当
時
の
水
田
へ
流
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま

す
。ミ

ー
ガ
ー
は
、
喜
友
名
地
域
の
人
々
に
と
っ

て
日
々
の
農
作
業
や
生
活
用
水
と
し
て
日
常

的
に
利
用
さ
れ
て
い
た
湧
泉
で
し
た
が
、
米

軍
施
設
の
建
設
に
よ
っ
て
永
く
人
々
の
生
活

か
ら
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

今
回
の
調
査
に
よ
っ
て
数
十
年
振
り
に
発

見
さ
れ
た
ミ
ー
ガ
ー
。
今
後
は
、
整
備
の
た

め
の
調
査
や
活
用
方
法
な
ど
に
つ
い
て
検
討

し
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

【
問
合
せ
】
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は
じ
め
に

今
月
は
、
西
普
天
間
住
宅
地
区
跡
地
で
文

化
課
が
実
施
し
て
い
る
埋
蔵
文
化
財
調
査
に

つ
い
て
ご
報
告
し
ま
す
。

発
掘
さ
れ
た
ミ
ー
ガ
ー

西
普
天
間
住
宅
地
区
跡
地
の
西
側
は
急
な

斜
面
地
形
と
緑
地
が
ほ
ぼ
当
時
の
ま
ま
残
っ

て
い
る
こ
と
が
判
明
し
て
お
り
、
こ
の
緑
地

北
側
に
は
、
国
指
定
史
跡
で
あ
る
喜
友
名
泉

を
は
じ
め
、
喜
友
名
ナ
ナ
ヌ
カ
ー
と
呼
ば
れ

る
湧
泉
群
が
分
布
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

当
課
で
は
、
昨
年
７
月
に
、
ナ
ナ
ヌ
カ
ー

の
一
つ
で
あ
る
ミ
ー
ガ
ー
が
あ
っ
た
と
さ
れ

る
場
所
の
発
掘
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。
調

査
前
は
、
ミ
ー
ガ
ー
が
所
在
す
る
と
思
わ
れ

る
場
所
で
、
土
砂
の
隙
間
か
ら
少
量
の
水
が

湧
き
出
し
て
い
る
状
況
で
し
た
。
ミ
ー
ガ
ー

は
こ
の
水
が
湧
い
て
い
る
場
所
、
つ
ま
り
、

土
砂
の
下
に
埋
ま
っ
て
い
る
の
で
は
と
考
え

ま
し
た
。
調
査
の
結
果
、
ミ
ー
ガ
ー
が
当
時

の
様
相
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
発
掘
さ
れ
ま
し

た
。

ミ
ー
ガ
ー
の
造
り

ミ
ー
ガ
ー
正
面
は
、
石
灰
岩
の
切
石
を
利

用
し
た
布
積
み
に
よ
り
精
巧
に
組
ま
れ
、
樋

口
か
ら
は
今
も
水
が
流
れ
て
い
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
前
庭
部
は
石
積
み

で
囲
わ
れ
て
お
り
、
床
面
に
石
が
敷
か
れ
る

ど
を
捕
っ
て
い
ま
し
た
。
海
域
と
海
岸
に
は

実
に
多
く
の
名
前
が
あ
り
、
ま
さ
に
人
々
が

海
と
共
に
生
き
て
き
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

そ
し
て
、
は
る
か
昔
か
ら
海
か
ら
豊
か
な
恵

み
を
う
け
て
き
た
こ
と
は
、
真
志
喜
の
安
座

間
原
遺
跡
か
ら
大
き
な
シ
ャ
コ
ガ
イ
や
イ
モ

ガ
イ
類
、
ア
オ
ブ
ダ
イ
な
ど
の
サ
ン
ゴ
礁
の

魚
類
が
大
量
に
出
土
し
た
こ
と
か
ら
も
わ
か

り
ま
す
。

時
代
の
急
激
な
変
化
は
宜
野
湾
市
の
海
を

大
き
く
変
え
て
い
き
ま
し
た
。
豊
か
な
海
を

支
え
て
き
た
北
谷
の
桑
江
か
ら
浦
添
の
牧
港

に
至
る
広
大
な
イ
ノ
ー
は
、
埋
立
て
に
よ
り

今
日
で
は
み
る
影
も
あ
り
ま
せ
ん
。
海
と
陸

と
の
接
点
で
あ
っ
た
イ
ノ
ー
に
は
新
た
な
陸

地
が
出
現
し
、
わ
ず
か
に
残
さ
れ
た
宇
地
泊

の
地
先
に
昔
の
様
子
を
伺
い
知
る
だ
け
で
す
。

現
在
、
宜
野
湾
漁
港
で
は
、
11

月
〜
６
月

の
間
セ
ー
イ
カ
漁
を
行
い
、
夏
は
ア
カ
マ
チ

な
ど
の
一
本
釣
り
を
行
っ
て
い
ま
す
。

【
問
合
せ
】

市
立
博
物
館
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港
の
あ
る
風
景

上
の
写
真
は
、
１
９
７
８
（
昭
和
53

）
年
頃

の
宜
野
湾
漁
港
で
す
。
宜
野
湾
市
の
漁
場
は
、

北
谷
と
の
境
界
か
ら
浦
添
と
の
境
界
ま
で
の

範
囲
で
、
北
谷
と
の
境
界
は
現
在
の
北
前
と

伊
佐
と
の
間
に
あ
る
橋
か
ら
真
北
、
浦
添
と

の

境

界

は

現

在

の

牧

港

の
Ａ
＆
Ｗ
付

近

に

あ
っ
た
碑
文
か
ら
真
北
で
、
そ
の
範
囲
が
漁

場
で
し
た
。
戦
前
の
漁
業
従
事
者
は
専
業
が

５
〜
６
人
ほ
ど
で
、
兼
業
が
20

〜
30

人
ほ
ど

で
し
た
。
写
真
当
時
は
、
浦
添
・
宜
野
湾
漁

業
協
同
組
合
等
を
中
心
に
近
海
は
え
縄
漁
で

タ
マ
ン
、
チ
ン
、
ク
チ
ナ
ジ
、
エ
ー
グ
ヮ
な

▲1978（昭和53）年頃　宜野湾漁港

▲1990（平成2）年　仮設港（大山）

▲2018（平成30）年　宜野湾漁港

宜野湾漁港は県によって第八次漁港整備

長期計画に基づき建設されました。

あ

ん

き

ょ


