
　
昨
年
、
那
覇
市
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会

が
行
っ
た
福
島
県
い
わ
き
市
復
興
支
援
「
シ
ー
サ
ー
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
に
お
い
て
、
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い

た
の
が
、
協
働
大
使
で
協
議
会
副
会
長
の
大
浅
田
均
さ
ん

で
す
。

　
13
年
前
、転
勤
を
機
に
沖
縄
に
来
る
こ
と
に
な
っ
た
大
浅

田
さ
ん
は
、職
場
で
の
社
会
貢
献
活
動
で
環
境
問
題
に
取
り

組
む
中
、「
ゴ
ミ
を
減
ら
す
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
と

悩
ん
で
い
た
と
き
、
那
覇
市
民
大
学
、
そ
し
て
市
民
協
働

大
学
に
参
加
さ
せ
て
も
ら
い
、
ゴ
ミ
減
量
に
向
け
た
活
動

を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」
と
話
し
、
そ
れ
か
ら
協
働

大
使
と
し
て
の
市
民
活
動
が
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
そ
の
後
、
協
議
会
の
立
ち
上
げ
か
ら
役
員
と
し
て

参
加
し
、
3
年
目
に
な
り
ま
す
。

　
「
シ
ー
サ
ー
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
つ
い
て
、
大
浅
田
さ
ん

は
「
皆
さ
ん
の
思
い
の
ベ
ク
ト
ル
を
一
つ
に
で
き
た
の
は
う

れ
し
か
っ
た
で
す
ね
」
と
活
動
の
成
果
を
述
べ
て
く
れ
ま
し

た
。「
私
は
、
個
人

的
に
阪
神
・
淡
路

大
震
災
で
悔
し
い

思
い
も
経
験
し
て

い
た
の
で
、
東
日

本
大
震
災
の
被
災

地
の
方
々
へ
の
思

い
は
強
く
、
何
か

支
援
が
で
き
な
い

か
と
思
っ
て
い
た

▲金城次郎作　「指描茶碗」

▲琉球王国時代「呉須山水文急須」

▲「共生」で協働のまちづくりを目指す
 大浅田さん

那覇市指定史跡

第 36 回 大浅田 均さん（那覇市協働によるまちづくり推進協議会副会長）

お
問
い
合
わ
せ	

ま
ち
づ
く
り
協
働
推
進
課 

☎
8
6
1・3
8
4
6

ロ
ケ
地：与
儀
公
園

市民・事業者・行政が支え合う協働のまちづくりに取り組む団体、個人を紹介します。

「ヒジ川ビラ」

那覇市歴史博物館企画展

　城岳幼稚園の園児が作った面シーサーを展示いたします。
園児たちの個性あふれる作品をぜひご覧ください。

　那覇市立壺屋焼物博物館が所蔵する飲茶道具を展示しま
す。人間国宝作家による茶陶が集められた K ＆ K コレクショ
ンや、沖縄県外・国外の陶磁器が収集された上神亮治コレク
ションから煎茶道具などを選び展示します。

開館時間 10 時〜 19 時　木曜休館　☎ 869-5266 

城岳幼稚園シーサー展

茶の陶器

当館は空調設備取替え工事のため休館しておりました
が、工事が完了いたしましたので、3 月 1 日（土）より
開館いたします。

那
覇
市
は
、
1
9
4
4
年
の
10
・
10

空
襲
、
そ
の
後
の
地
上
戦
に
よ
り
、
首
里

城
や
円
覚
寺
な
ど
琉
球
王
国
時
代
の
歴

史
・文
化
遺
産
や
、
那
覇
市
役
所
な
ど
の

近
代
建
築
の
多
く
を
、
消
失
し
ま
し
た
。

本
市
で
は
、
沖
縄
戦
や
戦
後
の
復
興
・

開
発
の
過
程
で
失
わ
れ
た
市
内
の
旧
跡
、

歴
史
的
地
名
が
残
る
場
所
に
、
説
明
標

示
板
を
設
置
し
、
地
域
学
習
や
観
光
案

内
な
ど
、
本
市
の
文
化
的
街
づ
く
り
に

役
立
つ
こ
と
を
目
的
に
、
1
9
9
4
年
、

那
覇
市
旧
跡
・
歴
史
的
地
名
標
示
事
業

を
始
め
ま
し
た
。

旧
跡
標
示
事
業
で
は
、
ま
ず
、
有
識

者
で
構
成
す
る
那
覇
市
旧
跡
・
歴
史
的

地
名
標
示
委
員
会
を
組
織
し
、
那
覇
市

内
の
史
跡
・
旧
跡
地
約
5
0
0
ヵ
所
か

ら
、
歴
史
・
民
俗
・
地
名
な
ど
に
分
類

し
、
標
示
板
設
置
候
補
地
1
0
0
ヵ
所

余
り
を
選
び
ま
し
た
。
1
9
9
5
年
、

戦
後
50
周
年
を
記
念
し
て
、
沖
縄
戦
中
、

激
戦
地
と
い
わ
れ
た
シ
ュ
ガ
ー
ロ
ー
フ
跡

（
現
新
都
心 

安
里
配
水
池一帯
）、
カ
テ
ー

ラ
ム
イ
海
軍
壕
跡
（
現
小
禄
市
営
住
宅

後
方 

田
原
公
園
一
帯
）
の
戦
跡
の

2
ヵ
所
に
旧
跡
標
示
板
を
設
置

し
ま
し
た
。
事
業
開
始
か
ら

20
年
経
た
2
0
1
4
年
3

月
末
ま
で
に
、
那
覇
市
内

の
1
0
6
ヵ
所
に
標
示
板

を
設
置
し
ま
す
。

歴
史
博
物
館
で
は
、
標

示
事
業
の
完
了
を
記
念
し
て
、

国
宝
尚
家
衣
裳
３
月
の
特
別
展
示

「
桜
文
様
の
紅
型
衣
裳
」

期	

3
月
7
日（
金
）～
4
月
2
日（
水
）

期	

3
月
15
日（
土
）～
5
月
28
日（
水
）

費	

一般
３
０
０
円

◀

旧跡標示版「沖縄県立農事試験場跡」

『那覇の史跡・旧跡』～みんなで歩こう Naha City ～

　

こ
の
言
葉
は
二
つ
の
語
で
構
成

さ
れ
て
い
ま
す
。「
み
ー
／
目
」

と
「
ひ
ち
ゃ
ら
さ
ん
／
眩
し
い
」。

　

見
た
物
が
キ
ラ
キ
ラ
光
っ
て
、

ま
ば
ゆ
い
状
態
。「
ち
ら
ち
ら
」

は
日
光
、
星
、
刃
物
な
ど
が
光
る

様
子
を
表
す
形
容
詞
で
す
。　

（
例
文
）（
早
朝
、
ウ
オ
ー
キ
ン
グ

中
に
日
の
出
）

夫:

太て
ぃ
ー
だ陽
が
昇ぬ
ぶ

て
ぃ
ち
ゃ
ん
や
ー 

 

“
目み
ー

ひ
ち
ゃ
ら
さ
っ
さ
ー
”。

妻:

や
い
び
ー
ん
や
ー
た
い

 

や
し
が 

見ん

じ
そ
ー
れ
ー　

 

桜
が
満
開
な
て
ぃ　

 

美ち
ゆ

ら
さ
い
び
ー
ん
。

夫:

あ
ん
や
さ 

や
し
が 

汝い
や
ーが
ど
ぅ

 

ま
さ
と
ー
ん
ど
ー
。

（
和
訳
）

夫:

太
陽
が
昇
っ
て
き
た
ね　

 

“
眩
し
い
な
ー
。”

妻:

そ
う
で
す
ね
、

 

だ
け
ど 

見
て
く
だ
さ
い
。

 

桜
が
満
開
で
綺
麗
で
す
よ
。

夫:

そ
う
だ
ね　

だ
け
ど
お
前
が

 

も
っ
と
綺
麗
だ
よ
。

ち
な
み
に
「
み
ー　

ひ
ち
ゃ
ら
す

ん
」
は
「
見
張
る
、
目
を
光
ら
す
」

で
監
視
す
る
の
意
味
で
す
。

王
府
時
代
、
首
里
か
ら
南
の
島
尻
へ
延
び

る
道
は
三
通
り
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
ひ
と
つ

が
こ
の
道
で
す
。
御
茶
屋
御
殿
（
別
称
東
苑
）

に
連
な
る
雨
乞
嶽
の
が
け
下
か
ら
、
ヒ
ジ
川

橋
を
経
て
識
名
馬
場
の
東
を
通
り
、
首
里
金

城
町
石
畳
道
か
ら
延
び
る
真
珠
道
に
出
会
い
、

識
名
園
（
別
称
南
苑
）
に
至
る
環
状
線
の
一

部
に
も
な
っ
て
い
ま
し
た
。

「
ヒ
ジ
川
」
の
名
は
、
坂
の
西
に
あ
る
古
い

井
戸
の
名
に
よ
る
も
の
で
、
そ
の
井
戸
の
水

が
ひ
げ
の
よ
う
に
流
れ
落
ち
る
の
で
、
そ
う

呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

つ
く
ら
れ
た
時
期
を
示
す
文
献
は
残
っ
て
い

ま
せ
ん
が
、
石
敷
き
の
技
法
が
首
里
金
城
町

石
畳
道
（
一
五
二
〇
年
代
建
設
）
と
同
じ
で

協働による交流の創造

〈
出
演
〉 　
寒
川
百
寿
会
　
名
嘉
山 

兼
英
さ
ん（
右
）

 
  

光
子
さ
ん（
左
）

【
お
問
い
合
わ
せ
】

那
覇
市
文
化
協
会 

う
ち
な
ー
ぐ
ち
部
会

呉
我
愛
子　
名
嘉
山
秀
信　
☎
０
９
０・４
３
４
７・８
７
９
８

と
こ
ろ
に
、陶
芸
家
の
方
か
ら
シ
ー
サ
ー
寄
贈
の
話
が
あ
り
、

そ
れ
を
協
議
会
で
被
災
地
に
届
け
よ
う
と
引
き
受
け
ま
し

た
。
寄
贈
先
と
な
っ
た
い
わ
き
市
は
、
沖
縄
と
縁
の
あ
る
袋

中
上
人
と
い
う
お
坊
さ
ん
の
出
身
地
で
、
い
わ
き
市
に
知
り

合
い
が
い
る
方
に
現
地
の
方
を
紹
介
し
て
も
ら
い
、
先
ず
は

と
、
い
わ
き
市
を
訪
ね
ま
し
た
。
そ
の
時
に
た
ま
た
ま
立
ち

寄
っ
た
居
酒
屋
が
結
び
つ
き
の
始
ま
り
で
、
居
合
わ
せ
た
客

に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
こ
と
を
話
し
た
ら
、
沖
縄
に
行
き
来
し

て
い
る
方
を
紹
介
さ
れ
、
後
は
人
が
人
を
呼
び
、
人
を
結

び
つ
け
、
つ
い
に
い
わ
き
市
が
受
け
入
れ
て
く
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
ん
で
す
。
繋
が
り
の
不
思
議
さ
を
感
じ
ま
し
た
」と
、

当
時
の
様
子
を
思
い
起
こ
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
繋
が
り

を
継
続
し
、
今
度
は
、
両
市
の
芸
術
・
文
化
を
那
覇
市
で

披
露
で
き
る
協
働
の
イ
ベ
ン
ト
や
交
流
を
実
施
し
た
い
と

話
し
ま
し
た
。

　
「
限
ら
れ
た
人
生
、自
分
に
も
な
に
か
で
き
る
こ
と
は
な
い

か
」
そ
ん
な
問
い
か
け
を
し
な
が
ら
、
社
会
に
目
を
向
け
て

行
動
を
起
こ
し
て
き
た
大
浅
田
さ
ん
。
そ
の
経
験
か
ら
「
相

手
を
知
る
」
こ
と
の
大
切
さ
を
学
ん
だ
そ
う
で
す
。
大
浅
田

さ
ん
の
心
に
は「
共
生（
と
も
い
き
）」と
い
う
思
い
が
あ
り
、

そ
れ
が
「
協
働
」
へ
の
共
感
に
繋
が
っ
て
い
ま
す
。

　
シ
ー
サ
ー
と
共
に
贈
っ
た
大
浅
田
さ
ん
の
句
「
て
ぃ
ー
だ

シ
ー
サ
ー 

黒
潮
の
ぼ
る 

小
春
風
」。
3.
11
か
ら
3
年
の

歳
月
が
流
れ
る
中
、
那
覇
市
民
の
想
い
を
乗
せ
た
協
働
大

使
の
「
て
ぃ
ー
だ
シ
ー
サ
ー
」
は
、
い
わ
き
市
の
人
々
を
見

守
り
続
け
て
い
ま
す
。

「
那
覇
の
史
跡
・
旧
跡 

～

み
ん
な
で
歩
こ
う
N
a
h
a 

C
i
t
y
～
」
と
題
し
、
企

画
展
を
開
催
し
ま
す
。
企
画

展
は
、
前
期
・
後
期
に
分
け
、

前
期
で
は
首
里
・
真
和
志
地

区
、
後
期
で
は
那
覇
・
小
禄
地

区
の
史
跡
・
旧
跡
を
紹
介
し
ま

す
。
那
覇
市
内
に
ど
の
よ
う
な

史
跡
・
旧
跡
が
あ
る
の
か
、
ど
の
よ

う
な
地
名
が
あ
っ
た
の
か
を
知
る
こ
と
の
で

き
る
機
会
で
す
。

ま
た
、
企
画
展
に
合
わ
せ
、
史
跡
・
旧
跡

の
所
在
地
図
も
作
製
し
ま
す
。
春
か
ら
若
夏

に
か
け
て

の
絶
好
の

散
策
日
和

に
、
地
図

を
片
手
に
、

那
覇
市
内

を
巡
っ
て
い

た
だ
け
れ

ば
幸
い
で

す
。

あ
る
こ
と
か
ら
、
十
六
〜
十
七
世
紀
頃
に

作
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ

れ
て
い
ま
す
。
台
地
間
の
傾
斜
に
巧
み
に

勾
配
を
付
け
、
道
の
両
脇
に
は
そ
の
地
形

に
合
わ
せ
て
石
垣
や
土
留
の
石
積
み
が
つ

く
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
戦
前
ま
で

の
道
の
両
側
に
は
松
並
木
が
続
き
、
周
囲

の
景
観
と
よ
く
調
和
す
る
よ
う
に
配
慮
さ

れ
た
道
で
し
た
。
松
並
木
は
沖
縄
戦
に
よ

り
無
く
な
り
ま
し
た
が
、
ヒ
ジ
川
ビ
ラ
自

体
は
戦
禍
を
免
れ
戦
後
十
数
年
間
は
往
来

に
使
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
た
だ
残
念
な

が
ら
、
道
の
北
半
分
は
い
つ
の
ま
に
か
破

壊
さ
れ
跡
形
も
無
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
ヒ
ジ
川
ビ
ラ
は
、
首
里
金
城
町
石
畳

道
と
と
も
に
市
内
に
現
存
す
る
古
い
二
大

石
畳
道
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
残
存
部
分

で
あ
る
南
半
分
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
四

年
に
那
覇
市
史
跡
と
し
て
指
定
さ
れ
、
保

存
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
道
幅

は
一
・
八
ｍ
〜
二
・
三
ｍ
で
、
南
半
分
の
約

一
四
五
ｍ
が
残
っ
て
お
り
、
こ
の
内
の
約

一
一
〇
ｍ
が
昔
の
姿
を
特
に
よ
く
残
し
て

い
ま
す
。

た
ま
に
は
首
里
城
・
玉
陵 

― 

ヒ
ジ
川
ビ

ラ 

― 

識
名
園
と
散
歩
し
て
、
琉
球
王
朝

時
代
に
思
い
を
馳
せ
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

※
ヒ
ジ
川
ビ
ラ
は
傾
斜
が
急
な
の
で
、

歩
か
れ
る
際
は
十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

☎ 862-3761
862-3762 

うちなーぐちや

お
問
い
合
わ
せ
文
化
財
課 

☎
9
1
7・3
5
0
1

み
ー
ひ
ち
ゃ
ら
さ
ん

日 3 月 12 日（水）～ 3 月 23 日（日）　
	場	３階 企画展示室　費	無料

日 3 月 1 日（土）～ 3 月 9 日（日）　場	３階 企画展示室　
費	無料

や
し
が

見ん

じ
そ
ー
れ
ー 

太て
ぃ
ー
だ陽
が

目み
ー

ひ
ち
ゃ
ら
さ
っ
さ
ー

桜
が
　
美ち

ゅ

ら 

さ
い
び
ー
ん

122014 年（平成26年）3月


