
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
？

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
？

▲イーヌヤマの祠

▲嘉数高台公園

写真①
玄関横に並べられた石製の資料たち。
左側から「ンムアライトーニ」、「チー
ル石（ウコール石）」、４個の「サーター
グルマ」

写真②
首里城の「礎石（そせき）」。火災に
よって変色やひび割れが生じてい
ます。
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こ
こ
に
も
あ
る
よ
♪
正
面
玄
関
横

　
　 博
物
館
の
屋
外
展
示
に
つ
い
て

　
市
立
博
物
館
で
は
、貴
重
な
資
料
を
収
集

し
、そ
れ
ら
を
展
示・公
開
す
る
取
り
組
み
を

行
っ
て
い
ま
す
。館
内
の
常
設
展
示
室
や
企

画
展
示
室
で
は
、た
く
さ
ん
の
資
料
が
展
示

さ
れ
て
い
ま
す
が
、大
型
で
劣
化
の
し
に
く

い
資
料
の
展
示
は
室
内
だ
け
で
な
く
、屋
外

で
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　
当
館
の
入
口
玄
関
の
右
側
に
、石
製
の
資

料
が
い
く
つ
か
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
を
ご
存

知
の
方
は
少
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。今
回

は
こ
れ
ら
の
資
料
に
つ
い
て
知
っ
て
頂
き
た

く
、ご
紹
介
し
ま
す
。

　
写
真
①
の
一
番
手
前
に
あ
る
の
が「
ン
ム

ア
ラ
イ
ト
ー
ニ
」と
い
っ
て
、芋
を
洗
う
た
め

の
石
灰
岩
製
の
タ
ラ
イ
で
す
。タ
ラ
イ
に
水

を
入
れ
、足
踏
み
で
芋
を
洗
い
ま
す
。使
用
後

は
、底
の
水
抜
き
孔
に
は
め
た
栓
を
抜
き
、水

を
捨
て
ま
し
た
。次
は
、石
灰
岩
製
の
香
炉
石

「
チ
ー
ル
石（
ウ
コ
ー
ル
石
）」で
す
。野
嵩
一

区
内
に
あ
っ
た
亀
甲
墓
の
墓
口
で
使
わ
れ
て

い
た
、線
香
を
立
て
る
た
め
の
台
で
、昭
和
10

（
１
９
３
５
）年
頃
に
造
ら
れ
た
も
の
で
す
。

そ
の
隣
に
あ
る
４
つ
並
ん
だ
石
輪
は
、砂
岩

で
造
ら
れ
た「
サ
ー
タ
ー
グ
ル
マ
」で
す
。

　
サ
ト
ウ
キ
ビ
の
圧
搾
機
の
一
部
で
、横
に

３
つ
並
べ
た
石
の
間
に
サ
ト
ウ
キ
ビ
を
通
し

て
搾
り
ま
し
た
。写
真
②
は
、火
災
前
の
首
里

城
で
使
用
さ
れ
た
砂
岩
の「
礎
石
」で
、そ
の

幅
は
約
75
セ
ン
チ
あ
り
ま
す
。「
礎
石
」と
は
、

建
物
の
柱
の
基
礎
の
こ
と
で
柱
の
下
に
置
か

れ
ま
し
た
。こ
れ
は
、沖
縄
県
主
催
の「
首
里

城
火
災
破
損
瓦
等
に
係
る
活
用
事
業
」に
よ

り
引
き
取
っ
た
も
の
で
す
。こ
の
礎
石
の
大

き
さ
か
ら
、建
物
の
大
き
さ
が
想
像
で
き
る

か
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、昔
の
文
化
や
暮
ら
し
を
知

る
こ
と
の
出
来
る
貴
重
な
資
料
が
、玄
関
横

に
ひ
っ
そ
り
と
展
示
し
て
あ
り
ま
す
。博
物

館
へ
お
越
し
の
際
に
は
、ぜ
ひ
皆
さ
ま
に
ご

覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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ね
た
て
の
も
り

　
宜
野
湾
市
を
象
徴
す
る
「
ね
た
て
の
ま
ち
」

の
「
ね
た
て
」
に
つ
い
て
、『
沖
縄
古
語
大
辞
典
』

「
ね―

だ
て
【
根
立
て
】」
の
項
に
は
、「
根
を
立

て
る
こ
と
。創
建
。用
例
で
は
根
本
と
な
って
い
る
、

根
元
た
る
、
の
意
を
表
す
美
称
辞
。」
と
あ
り

ま
す
。

　
沖
縄
の
古
代
歌
謡
集
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
で
、

「
ね
た
て
」
の
語
が
見
ら
れ
る
宜
野
湾
の
オ
モ
ロ

は
巻
十
五―

一〇
九
四
で
、「
か
ゝ
ず
も
り
ぐ
す

く
（
嘉
数
杜
城
）」
と
「
ね
た
て
も
り
ぐ
す
く
」

が
対
語
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
ま
す
。
　

　
こ
の
「
嘉
数
杜
」
で
す
が
、
首
里
王
府
が
編

纂
し一七一三
年
に
成
立
し
た
地
誌
・『
琉
球
国

由
来
記
』
に
宜
野
湾
間
切
嘉
数
村
の
御
嶽
と
し

て
記
述
の
あ
る
「
ス
ナヾ
リ
ノ
嶽
」
が
嘉
数
杜
で

あ
り
、
現
在
は
「
イ
ー
ヌ
ヤ
マ
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
所
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
昔
は

嘉
数
高
台
中
央
の
祠
の
み
な
ら
ず
、
高
台
の
森

全
体
を
も
含
め
て
「
イ
ー
ヌ
ヤ
マ
」
と
称
さ
れ
て

い
た
そ
う
で
す
（『
宜
野
湾
市
史
第
五
巻
資
料

編
四
　
民
俗
』）。
ま
た
、
戦
時
中
は
「
嘉
数

高
地
」
と
呼
ば
れ
激
戦
地
と
な
っ
た
場
所
で
も

あ
り
ま
す
。

　
こ
こ
が
「
嘉
数
杜
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

古
く
は
地
域
の
根
元
と
し
て
人
々
を
守
り
崇
敬

さ
れ
た
場
所
で
あ
り
、
現
在
は
聖
地
で
あ
る
と

と
も
に
平
和
学
習
の
場
と
し
て
多
く
の
人
々
を

迎
え
入
れ
て
い
る
場
所
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　
平
和
を
希
求
す
る
宜
野
湾
市
民
に
と
っ
て
、

現
在
も
「
ね
た
て
の
も
り
」
で
あ
り
続
け
て
い

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

部 

屋

は
く
ぶ
つ
か
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の

部 

屋

は
く
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か
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ー

天女ちゃん

市立博物館
イメージキャラクタ

ー

天女ちゃん天女ちゃん天女ちゃん
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国
指
定
史
跡「
大
山
貝
塚
」の

発
掘
資
料
が
宜
野
湾
へ
！

　
９
月
22
日
（
土
）
に
、
宜
野
湾
市

大
山
に
あ
る
国
指
定
史
跡
「
大
山
貝

塚
」
の
発
掘
資
料
が
別
府
大
学
附
属

博
物
館
か
ら
宜
野
湾
市
立
博
物
館
へ

譲
渡
さ
れ
ま
し
た
。「
大
山
貝
塚
」
は
、

1
9
5
8
（
昭
和
33
）
年
に
、
琉
球

政
府
文
化
財
専
門
員
の
多
和
田
真
淳

氏
と
別
府
大
学
助
教
授
の
賀
川
光
夫

氏
ら
の
共
同
で
発
掘
調
査
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
そ
の
後
、
出
土
し
た
土
器

群
の
新
旧
関
係
や
年
代
等
が
明
ら
か

に
な
る
な
ど
の
成
果
が
得
ら
れ
た
こ
と

で
、
大
山
貝
塚
は
考
古
学
史
上
、
重

要
な
遺
跡
と
位
置
付
け
ら
れ
、1
9

7
2
（
昭
和
47
）
年
に
国
指
定
史
跡

と
さ
れ
ま
し
た
。

　
市
立
博
物
館
で
は
、
３
年
前
か
ら

発
掘
資
料
の
一
部
を
保
管
す
る
別
府

大
学
附
属
博
物
館
と
調
整
し
、
昨
年

９
月
に
資
料
の
状
態
や
数
量
の
確
認

調
査
を
行
い
、
譲
渡
に
む
け
て
話
し

合
い
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
今

回
、
別
府
大
学
附
属
博
物
館
に
お
い

て
4
8
0
点
余
の
資
料
が
市
立
博
物

館
へ
譲
渡
さ
れ
ま
し
た
。

　
譲
渡
に
際
し
、
附
属
博
物
館
の
渡

辺
智
恵
美
館
長
と
田
中
裕
介
教
授
か

ら
は
、「
資
料
は
地
元
に
あ
り
、
地
元

の
方
に
活
用
し
て
い
た
だ
い
た
方
が
よ

い
」
と
お
言
葉
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
市
立
博
物
館
で
は
、今
回
、快
く
お

譲
り
い
た
だ
き
、65
年
も
の
間
、大
切

に
保
存
管
理
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
別

府
大
学
附
属
博
物
館
と（
故
）賀
川
光

夫
氏
に
感
謝
す
る
と
共
に
、今
後
、資

料
登
録
を
進
め
、公
開
方
法
を
検
討

す
る
予
定
で
す
。で
き
る
だ
け
早
く
公

開
で
き
る
よ
う
に
努
め
、多
く
の
方
に

「
大
山
貝
塚
」に
つ
い
て
理
解
を
深
め

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

▲別府大学附属博物館長から宜野
湾市立博物館長への譲渡許可書の
交付（別府大学附属博物館にて）

譲渡された資料（一部）　
土器片や獣骨、石器が主で
大山式土器の復元もある▶

▲国指定史跡「大山貝塚」の入口（大山）

▶会期　10/25（水）～12/24（日）
▶時間　9：00～17：00（最終入館は16：30）
　※毎週火曜日、祝祭日は休館（11/3 文化の日は開館）
▶会場　市立博物館　企画展示室　▶観覧料　無料
問 ☎870-9317

　今回、別府大学附属博物館より譲渡された大山貝塚
資料の一部を「縄文時代の宜野湾」展で展示します！こ
の機会にぜひ、ご覧ください！

朗報！大山貝塚資料の速報展示

【秋の企画展「縄文時代の宜野湾」】

れ
っ
か

さ
が
ん

あ
な

し
ぼ

あ
っ
さ
く
き

そ
せ
き
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