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民
博
で
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
（
国
際
協
力
機

構
）
と
協
力
し
、
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
博
物

館
と
共
同
で
海
外
か
ら
招
い
た
博
物
館
実

務
者
に
対
す
る
「
集
団
研
修
・
博
物
館
学

集
中
コ
ー
ス
」
を
毎
年
開
講
し
て
い
る
。

三
カ
月
に
お
よ
ぶ
長
丁
場
で
、
近
隣
博
物

館
の
協
力
も
え
な
が
ら
、
資
料
収
集
・
保

存
管
理
・
映
像
も
含
む
記
録
・
展
示
設
計

ま
で
を
幅
広
く
講
義
す
る
と
と
も
に
、
研

修
員
と
の
経
験
や
知
識
の
共
有
を
め
ざ
す

も
の
で
、
前
身
の
コ
ー
ス
も
含
め
る
と
、

既
に
一
七
年
目
の
コ
ー
ス
が
現
在
進
行
中

だ
。
全
体
像
は
い
ず
れ
本
誌
で
も
紹
介
さ

れ
る
だ
ろ
う
が
、
博
物
館
活
動
全
体
を
カ

バ
ー
す
る
コ
ー
ス
と
し
て
例
の
少
な
い
も

の
だ
ろ
う
。

　
こ
の
コ
ー
ス
に
は
、
特
徴
あ
る
博
物
館

を
訪
問
す
る
研
修
旅
行
も
含
ま
れ
て
お
り
、

解
説
を
受
け
て
議
論
す
る
場
が
設
け
ら
れ

て
い
る
。
博
物
館
の
事
情
は
百
態
百
様
だ

か
ら
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
博
物
館
を
実

見
す
る
こ
と
が
、
博
物
館
を
学
び
考
え
る

も
っ
と
も
有
益
な
方
法
の
ひ
と
つ
な
の
だ
。

　
そ
う
し
た
研
修
旅
行
で
訪
れ
た
地
域
博

物
館
の
ひ
と
つ
に
、
恩お

ん

納な

村そ
ん

博
物
館
が
あ

る
。
沖
縄
に
は
、
沖
縄
戦
の
歴
史
を
語
る

数
多
く
の
博
物
館
が
あ
る
が
、
こ
の
恩
納

村
博
物
館
は
、
地
域
の
歴
史
・
文
化
を
中

心
に
紹
介
す
る
新
し
い
博
物
館
。
そ
の
設

立
経
緯
が
、
一
九
七
二
年
の
沖
縄
本
土
復

帰
と
そ
の
後
の
沖
縄
開
発
と
密
接
に
か
か

き
込
む
こ
と
で
そ
の
ハ
ン
デ
ィ
を
カ
バ
ー

し
、
積
極
的
な
活
動
を
進
め
て
い
る
。

　
住
民
参
加
や
県
内
博
物
館
の
協
力
も
え

な
が
ら
、
年
三
回
の
企
画
展
や
十
数
回
の

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
ほ
か
、
自
然
を
体
験

学
習
す
る
「
こ
ど
も
博
物
館
」
も
年
数
回

開
催
し
て
い
る
。
企
画
展
や
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
の
テ
ー
マ
は
、
染
色
、
チ
ョ
ウ
、

泡
盛
、
海
藻
お
し
ば
、
サ
ン
ゴ
、
な
ど
、

豊
か
な
山
と
海
の
自
然
が
中
心
。
大
き
な

本土復帰後の観光開発を生かした
地域文化の継承と発信

沖縄の本土復帰とその後の開発と密接にかかわりながら設立された
地域密着型の小さな博物館。しかし、知恵と工夫で活発な活動を進めている

地球ミュージアム紀行  　　
沖縄県国頭郡「恩納村博物館」

久く

保ぼ 

正ま
さ

敏と
し

民
博 

文
化
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

京
都
大
学
大
学
院
工
学
研
究
科
修
了
、
工
学
博
士
。

民
族
学
に
情
報
学
を
取
り
込
む
民
族
情
報
学
を
提
唱
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
先
住
民
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
成
立
史
の

研
究
な
ど
の
ほ
か
に
、
時
空
間
統
合
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

の
重
要
性
を
提
唱
し
て
い
る
。
開
催
中
の
企
画
展「
水

の
器
─
─
手
の
ひ
ら
か
ら
地
球
ま
で
」の
実
行
委
員
長
。

　

南
米
の
古
代
ア
ン
デ
ス
文
明
は
、
山
岳
地

帯
の
イ
ン
カ
が
有
名
だ
が
、
そ
の
イ
ン
カ
を

遡
さ
か
の
ぼる

こ
と
一
五
〇
〇
年
も
前
に
、
モ
チ
ェ
と

よ
ば
れ
る
ア
ン
デ
ス
文
明
史
上
最
初
の
国
家

が
興
っ
た
。
西
暦
紀
元
後
か
ら
六
〇
〇
年
こ

ろ
ま
で
、
今
日
の
ペ
ル
ー
北
海
岸
で
栄
え
、

日
干
し
レ
ン
ガ
を
積
ん
で
巨
大
な
神
殿
を
築

い
た
。

　

建
築
と
と
も
に
モ
チ
ェ
で
有
名
な
の
が
、

表
紙
で
と
り
あ
げ
た
よ
う
な
、
ク
リ
ー
ム
地

に
赤
色
顔
料
で
文
様
を
描
い
た
土
器
で
あ
る
。

農
耕
、
漁
労
、
機
織
り
、
狩
猟
な
ど
の
日
常

的
な
題
材
の
な
か
に
も
、
神
話
的
存
在
が
登

場
す
る
こ
と
も
あ
り
、
古
く
か
ら
、
写
実
的

な
図
像
な
の
か
、
そ
れ
と
も
観
念
世
界
を
表

現
し
て
い
る
の
か
、
議
論
の
的
と
な
っ
て
き

た
。
表
紙
写
真
の
よ
う
に
頭
飾
り
か
ら
戦
士

と
わ
か
る
像
や
戦
闘
場
面
も
数
多
い
題
材
の

ひ
と
つ
だ
が
、
実
際
の
戦
闘
の
証
拠
は
ほ
と

ん
ど
見
つ
か
っ
て
こ
な
か
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
近
年
、
モ
チ
ェ
の
中
核
的
な
神

殿
よ
り
、
戦
士
に
か
か
わ
る
人
身
供
犠
の
痕こ

ん

跡せ
き

が
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
骨
は
バ
ラ
バ

ラ
に
さ
れ
、
足
の
ス
ネ
に
は
拷
問
で
い
た
ぶ

ら
れ
た
跡
が
残
り
、
の
ど
仏
あ
た
り
の
頸け

い

骨こ
つ

に
は
、
放
血
用
の
切
断
痕
が
確
認
さ
れ
て
い

る
。
し
か
も
骨
は
、
が
っ
し
り
と
し
て
、
骨

折
が
治
癒
し
た
跡
も
あ
っ
た
。
戦
闘
の
よ
う

に
常
に
暴
力
的
な
行
為
に
従
事
し
て
い
た
人

物
、
す
な
わ
ち
戦
士
の
末
路
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
以
前
か
ら
、
こ
う
し
た
戦
闘
捕

虜
の
人
身
供
犠
を
あ
ら
わ
し
た
土
器
が
報
告

さ
れ
て
い
た
の
で
、
考
古
学
的
証
拠
が
、
戦

闘
や
儀
礼
の
存
在
を
裏
付
け
た
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
土
器
に
描
か
れ
る
戦
闘
場
面
は
歩

兵
に
よ
る
集
団
戦
で
は
な
く
、
一
対
一
で
描

か
れ
、
ま
た
戦
闘
従
事
者
の
衣
装
や
武
具
が

似
て
い
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
エ
リ
ー
ト
同
士

の
戦
闘
で
あ
っ
た
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
さ
そ

う
だ
。
人
物
象
形
土
器
は
、
こ
れ
ら
戦
士
の

肖
像
な
の

で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
同

一
人
物
の

肖
像
で
も
、

立
派
な
戦

士
に
成
長

し
、
や
が

て
捕
虜
と

な
り
、
裸

体
に
縄
を
打
た
れ
る
最
後
の
姿
ま
で
を
一
連

の
土
器
で
表
現
し
た
例
も
あ
る
。
モ
チ
ェ
的

武
士
道
と
は
何
か
。
お
も
し
ろ
い
研
究
テ
ー

マ
か
も
し
れ
な
い
。
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かたど
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収
入
に
は
な
ら
な
い
が
、
シ
ー
サ
ー
な
ど

モ
ノ
づ
く
り
教
室
へ
の
会
場
貸
し
も
お
こ

な
う
。

　
ま
た
、
ち
ょ
う
ど
西
側
に
海
を
望
め
る

立
地
を
生
か
し
た
「
サ
ン
セ
ッ
ト
コ
ン

サ
ー
ト
」
や
芸
能
祭
は
、
失
わ
れ
か
け
た

琉
球
舞
踊
な
ど
伝
統
芸
能
の
伝
承
と
復
興

も
ね
ら
っ
た
も
の
だ
。
地
元
在
住
の
ダ
イ

バ
ー
が
撮
り
た
め
た
写
真
展
を
、
海
に
か

ら
め
て
日
本
財
団
か
ら
の
資
金
援
助
で
開

催
す
る
な
ど
、
資
金
と
知
恵
の
さ
ま
ざ
ま

な
工
夫
は
、
見
習
う
べ
き
と
こ
ろ
の
多
い
、

地
域
密
着
型
の
博
物
館
で
あ
る
。

わ
っ
て
い
る
点
が
、
同
道
し
た
わ
た
し
に

は
興
味
深
か
っ
た
。

　
復
帰
を
記
念
し
て
一
九
七
五
年
に
開
催

さ
れ
た
沖
縄
国
際
海
洋
博
覧
会
は
、
そ
の

後
の
リ
ゾ
ー
ト
開
発
を
促
し
た
。
幸
い
恩

納
村
に
は
サ
ン
ゴ
礁
が
多
く
、
リ
ゾ
ー
ト

ホ
テ
ル
建
設
が
続
き
、
村
の
財
政
は
近
隣

に
比
べ
て
豊
か
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
一

九
八
九
年
の
竹
下
内
閣
に
よ
る
「
ふ
る
さ

と
創
生
事
業
」
の
資
金
を
活
用
し
て
歴
史

民
俗
資
料
の
収
集
が
始
ま
り
、
防
衛
庁
か

ら
の
資
金
も
活
用
し
て
二
〇
〇
一
年
に
博

物
館
が
開
館
し
た
。
建
設
資
金
は
え
た
も

の
の
、
運
営
資
金
は
乏
し
い
と
い
う
ハ
コ

モ
ノ
の
難
点
か
ら
、
館
長
も
非
常
勤
で
、

臨
時
職
員
も
含
め
職
員
は
わ
ず
か
六
名
、

し
か
し
、
外
部
研
究
者
や
地
域
住
民
を
巻

歴史・考古ゾーン
で解説していただ
いた、2007年当
時の知念勇館長

西に海を望む
ホール

スイジガイ（水字貝）の展示。水の字形であるため、装飾用のほかに火除
よ

けや魔除
けとして玄関に吊

つる

す習慣があった。名護市や宮古島市では市の貝である

沖
縄
開
発
か
ら
生
ま
れ
た
博
物
館

地
域
と
の
密
着

恩納村博物館正面

博
物
館
を
学
び
考
え
る

常設展示は民俗ゾーンと歴史・考古ゾーンに分かれ
ている。露出展示とジオラマも多い。民俗ゾーンにある

「海の恵みと生きる」コーナー




