
「
日
本
の
文
化
」
展
示
の
な
か
に
、
あ
ら
た
に
設
け
ら

れ
た「
沖
縄
の
く
ら
し
」セ
ク
シ
ョ
ン
。

琉
球
王
国
の
時
代
や
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ア
メ

リ
カ
に
よ
る
統
治
、
そ
し
て
一
九
七
二
年
の
日
本
へ
の

復
帰
と
い
う
、
歴
史
的
な
転
換
期
を
乗
り
越
え
育
ん

で
き
た
、
沖
縄
の
独
特
で
多
様
な
文
化
を
紹
介
す
る
。

本
土
の
沖
縄
展
示

―
民
博
と
海
外
移
住
資
料
館
を
見
て

沖
縄
の

安あ

里さ
と 

進す
す
む

　
沖
縄
県
立
博
物
館
・
美
術
館
長

特
集

く
ら
して

く
る
。

し
か
し
、
沖
縄
の
歴
史
を
研
究
し
て
き
た
者
か
ら
み
れ
ば
、
今
回
の
展

示
に
も
ま
だ
違
和
感
は
あ
る
。
五
〇
〇
年
に
お
よ
ぶ
独
立
国
家
の
歴
史
と

独
自
の
言
語
・
文
化
を
も
ち
、
自
ら
を
琉
球
人
と
自
覚
し
て
き
た
人
た
ち

の
伝
統
文
化
が
、
日
本
文
化
の
な
か
で
扱
わ
れ
る
こ
と
へ
の
違
和
感
だ
。

こ
れ
は
沖
縄
側
に
も
原
因
が
あ
る
。
本
土
と
沖
縄
双
方
の
研
究
者
が
議
論

し
克
服
す
べ
き
課
題
だ
と
思
う
。

世
界
の
ウ
チ
ナ
ー
ン
チ
ュ
移
民

民
博
見
学
の
後
、
J
I
C
A
横
浜
の
海
外
移
住
資
料
館
で
「
雄
飛

―

沖
縄
移
民
の
歴
史
と
世
界
の
ウ
チ
ナ
ー
ン
チ
ュ
」
展
を
見
る
機
会
が
あ
っ

た
。
民
博
で
は
、「
多
み
ん
ぞ
く
ニ
ホ
ン
」
展
示
で
、
日
本
に
く
ら
す
大
勢

の
外
国
人
と
の
融
和
を
打
ち
出
し
て
い
る
が
、
海
外
移
住
資
料
館
は
「
わ

れ
ら
新
世
界
に
参
画
す
」
と
い
う
大
テ
ー
マ
を
掲
げ
て
、
移
住
先
の
国
で

新
し
い
文
明
づ
く
り
に
参
加
す
る
日
本
人
の
姿
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の

ふ
た
つ
の
展
示
施
設
は
、
移
住
し
交
流
す
る
と
い
う
人
類
の
普
遍
的
な
営

み
の
な
か
で
日
本
人
や
日
本
社
会
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
外
国
人

へ
の
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
や
領
土
問
題
で
排
外
的
な
空
気
が
広
が
り
つ
つ
あ
る

こ
の
国
で
、
ふ
た
つ
の
展
示
館
が
果
た
す
役
割
は
と
て
も
大
き
い
と
感
じ
た
。

民
博
と
海
外
移
住
資
料
館
の
沖
縄
展
示
は
、
こ
う
し
た
広
い
視
野
の
展

示
の
な
か
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意

味
で
、
沖
縄
の
博
物
館
や
資
料
館
で
は

な
か
な
か
学
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が

あ
る
。
海
外
移
住
資
料
館
の
展
示
に
は
、

民
博
の
先
生
方
も
関
わ
っ
て
い
る
。
沖
縄

に
住
む
わ
た
し
た
ち
と
は
異
な
る
視
点
と

視
野
か
ら
、
沖
縄
を
客
観
化
し
て
わ
か
り

や
す
い
展
示
で
紹
介
す
る
努
力
が
本
土

側
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
義
は

大
き
い
と
思
う
。

多
角
的
な
「
沖
縄
の
く
ら
し
」

「
戦
後
の
く
ら
し
」展
示
が
と
て
も
新
鮮
だ
っ
た
。
と
く
に
照
屋
林
助
の「
ワ

タ
ブ
ー
シ
ョ
ウ
」
の
ポ
ス
タ
ー
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
。
三
〇
年
ぶ
り
の
本

館
東
ア
ジ
ア
展
示
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
あ
わ
せ
た
「
沖
縄
の
く
ら
し
」
展
示

の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー
に
招
か
れ
た
と
き
の
感
想
だ
。

民
博
の
沖
縄
展
示
は
、
こ
れ
ま
で
、
日
本
展
示
の
な
か
で
の
部
分
的
な

紹
介
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
が
今
回
は
、
日
本
文
化
展
示
の
な
か
に
一
角
を

設
け
て
「
沖
縄
の
く
ら
し
」
を
紹
介
す
る
充
実
ぶ
り
だ
。
島
々
の
多
様
性

と
い
う
視
点
の
も
と
に
、
人
び
と
の
く
ら
し
を
モ
ノ
や
映
像
で
紹
介
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
「
戦
後
の
く
ら
し
」
の
展
示
が
あ
る
。

ジ
ュ
ー
ク
ボ
ッ
ク
ス
、
冒
頭
に
紹
介
し
た
「
ワ
タ
ブ
ー
シ
ョ
ウ
」
の
ポ
ス

タ
ー
、
エ
イ
サ
ー
衣
装
、
か
り
ゆ
し
ウ
ェ
ア
ー
、
高
校
野
球
で
全
国
制
覇

を
果
た
し
た
沖
縄
尚
学
や
興
南
高
校
の
ユ
ニ
ホ
ー
ム
な
ど
が
賑に
ぎ

や
か
に
レ

イ
ア
ウ
ト
さ
れ
て
い
る
。「
戦
後
の
く
ら
し
」
展
示
を
担
当
し
た
沖
縄
出
身

の
呉
屋
淳
子
機
関
研
究
員
は
日
本
復
帰
後
世
代
だ
が
、
琉
球
政
府
時
代
の

雰
囲
気
も
じ
つ
に
よ
く
つ
か
ん
で
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
今
回
の
展
示
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
は
、
米
軍
基
地
や
歴
史
教
科

書
を
め
ぐ
っ
て
沖
縄
と
本
土
の
溝
が
深
ま
る
な
か
で
進
め
ら
れ
て
き
た
。

民
博
の
み
な
さ
ん
が
沖
縄
の
現
状
を
受
け
と
め
、
民
博
な
ら
で
は
の
方
法

で
沖
縄
を
紹
介
し
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
尽
力
し
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
っ

JICA横浜の海外移住資料館で開催された
「雄飛―沖縄移民の歴史と世界のウチナーンチュ」展

「沖縄のくらし」内、「戦後のくらし」展示
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口
噛
み
酒
か
ら
蒸
留
酒
へ

沖
縄
の
泡
盛
は
今
で
は
よ
く
知
ら
れ
た
代

表
的
な
蒸
留
酒
で
あ
る
。
泡
盛
が
普
及
す
る

以
前
の
伝
統
的
な
酒
は
何
か
と
い
う
と
、「
口く
ち

噛か

み
酒
」
で
あ
っ
た
。
年
中
行
事
の
主
要
な

祭
り
に
際
し
て
は
、
米
を
用
い
た
口
噛
み
酒

が
盛
ん
に
作
ら
れ
供
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
伝

統
は
歴
史
的
な
記
録
か
ら
は
一
五
世
紀
か
ら

確
認
で
き
、
一
部
の
地
域
で
は
戦
後
ま
で
存

続
し
て
い
た
。

泡
盛
の
源
流
と
な
る
蒸
留
酒
が
琉
球
王
国

に
伝
来
し
た
の
は
、
一
五
世
紀
後
半
と
推
定

さ
れ
て
い
る
。
近
世
に
お
い
て
、
王
府
は
首し
ゅ

里り

三さ
ん

箇か

の
酒
屋
に
お
い
て
泡
盛
製
造
を
統
制

う
ろ
こ
を
ご
し
ご
し

魚
の
う
ろ
こ
を
取
る
道
具
の
こ
と
を
、
沖

縄
で
は
「
イ
ー
キ
ト
ゥ
イ
ム
ヌ
」
と
か
「
イ

リ
チ
ウ
ク
サ
ー
」
と
い
う
よ
う
だ
。
一
、
二
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
厚
の
木
の
板
に
一
寸
釘く
ぎ

を
一
五

〜
二
〇
本
ほ
ど
打
ち
つ
け
た
簡
単
な
道
具
で
、

釘
の
先
端
の
尖と
が

っ
た
部
分
を
魚
の
背
に
当
て

て
う
ろ
こ
を
削そ

ぎ
落
と
す
も
の
で
あ
る
。

泡
盛
と
古
酒
文
化
萩は

ぎ

尾お 

俊と
し

章あ
き

　
沖
縄
県
教
育
庁
文
化
財
課
副
参
事
兼
班
長

「
う
ろ
こ
取
り
」に
つ
い
て

大お
お

湾わ
ん 

ゆ
か
り
　
沖
縄
県
立
博
物
館
・
美
術
館
主
任
学
芸
員

管
理
し
、
泡
盛
は
対
外
的
に
も
献
上
で
き
る

レ
ベ
ル
に
ま
で
向
上
す
る
。
泡
盛
は
中
国
か

ら
の
冊さ
く

封ほ
う

使し

の
接
待
に
用
い
ら
れ
る
と
と
も

に
、
琉
球
使
節
が
江
戸
に
赴
い
た
際
に
は
将

軍
に
献
上
さ
れ
、
御
三
家
や
幕
府
の
要
人
へ

も
進
呈
さ
れ
た
。
江
戸
に
お
い
て
は
琉
球
の

泡
盛
は
上
質
で
、
薬
効
が
あ
る
と
さ
れ
、
貴

重
品
と
し
て
人
気
が
あ
っ
た
こ
と
が
諸
記
録

に
み
え
る
。
近
代
以
降
、
泡
盛
は
沖
縄
の
主

要
な
産
業
の
ひ
と
つ
と
し
て
成
長
し
て
い
く
。

多
彩
な
古
酒
づ
く
り

さ
て
、
泡
盛
の
大
き
な
特
徴
は
、
長
く
ね

か
せ
、
熟
成
さ
せ
る
こ
と
で
酒
質
が
向
上
す

る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
よ
り
味
わ
い

深
い
、
お
い
し
い
酒
に
な
る
の
で
あ
る
。
現
在
、

泡
盛
は
製
造
し
て
か
ら
三
年
以
上
ね
か
せ
た

も
の
を
ク
ー
ス
（
古
酒
）
と
よ
ん
で
い
る
。

か
つ
て
首
里
城
に
は
「
康こ
う

煕き

年
間
」
の
古

酒
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
康
煕
と
は
中

国
の
年
号
で
、
西
暦
の
一
六
六
二
〜
一
七
二
二

年
に
あ
た
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
二
〇
〇
年

以
上
経
た
古
酒
が
育
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
一
七
世
紀
後
半
の
時
代
は
倹
約
政
策
が

進
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
酒
を
貯
蔵
す
る

か
つ
て
は
魚
の
行
商
を
す
る
女
性
た
ち
が
、

た
ら
い
に
魚
と
一
緒
に
ま
な
板
、
包
丁
、
天て
ん

秤び
ん

、
う
ろ
こ
取
り
等
を
入
れ
て
市
場
へ
行
き
、

そ
の
場
で
魚
の
量
り
売
り
を
し
て
い
た
。
道

端
で
た
ら
い
を
降
ろ
し
、
ま
な
板
に
乗
せ
た

魚
の
う
ろ
こ
を
ご
し
ご
し
扱し
ご

く
姿
は
、
ど
こ

の
市
場
で
も
み
ら
れ
た
光
景
で
あ
っ
た
。

そ
の
う
ろ
こ
取
り
だ
が
、
現
在
で
は
市
販

の
も
の
が
出
回
り
、
木
製
の
も
の
は
あ
ま
り

見
か
け
な
い
。
だ
か
ら
今
春
、
八
重
山
の
黒

島
で
実
際
に
手
製
の
う
ろ
こ
取
り
を
使
っ
て

い
る
場
面
に
遭
遇
し
た
と
き
に
は
じ
つ
に
興

奮
し
た
。
た
ま
た
ま
今
回
の
展
示
で
沖
縄
県

立
博
物
館
・
美
術
館
が
所
蔵
す
る
二
点
の
う

ろ
こ
取
り
の
う
ち
一
点
を
貸
し
出
す
こ
と
に

な
っ
た
の
で
、
余
計
に
希
少
性
を
感
じ
て
い

た
と
き
で
あ
っ
た
。

手
製
の
威
力

う
ろ
こ
取
り
に
も
い
ろ
ん
な
形
が
あ
る
が
、

黒
島
の
う
ろ
こ
取
り
は
ま
だ
ま
だ
新
し
く
、

頭
部
が
大
き
く
持
ち
手
が
細
い
。
釘
も
一
寸

釘
で
は
な
く
「
＋
」
ネ
ジ
が
使
わ
れ
て
い
る
。

風
が
始
ま
っ
た
と
も
推
察
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
王
宮
の
特
別
な
事
象
と
思
わ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
も
な
か
っ
た
。
昭
和

初
期
に
沖
縄
を
訪
れ
『
泡
盛
醸
造
視
察
記
』

を
著
し
た
大
崎
正
雄
は
、「
泡
盛
酒
の
最
も
古

き
も
の
は
二
百
年
、
百
五
十
年
は
希
に
あ
ら

ず
」
と
記
し
て
お
り
、
首
里
の
旧
家
で
も
長

期
保
存
の
古
酒
が
秘
蔵
さ
れ
、「
古
酒
文
化
」

が
息
づ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

現
代
の
泡
盛
は
個
性
化
の
時
代
を
迎
え
て

い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
趣
向
や
技
術
を
生
か
し

た
銘
柄
の
泡
盛
が
市
販
さ
れ
る
と
と
も
に
、

泡
盛
の
多
彩
な
古
酒
づ
く
り
が
グ
ル
ー
プ
や

個
人
で
も
展
開
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
作
っ
た
お
爺じ
い

さ
ん
が「
ン
ズ（
魚
の
意
）」

と
言
い
、
釣
っ
て
き
た
ば
か
り
の
魚
を
庭
先

で
さ
ば
い
て
い
た
。
お
爺
さ
ん
は
手
製
の
う

ろ
こ
取
り
と
市
販
の
も
の
を
両
方
使
っ
て
い

た
が
、
手
製
の
う
ろ
こ
取
り
の
威
力
は
抜
群

で
、
硬
い
う
ろ
こ
も
あ
っ
と
い
う
間
に
は
じ
き

飛
ば
さ
れ
て
い
く
。
見
て
い
て
ま
さ
に
万
能

な
道
具
だ
と
感
心
し
た
。

今
回
、
国
立
民
族
学
博
物
館
の
「
沖
縄
の

く
ら
し
」の
展
示
に
際
し
、沖
縄
県
立
博
物
館・

美
術
館
が
貸
し
出
し
た
三
三
点
の
資
料
に
は
、

嘉ゆ
し

瓶び
ん

や
抱だ
ち

瓶び
ん

と
よ
ば
れ
る
酒
瓶
や
碗わ
ん

な
ど
の

陶
器
類
、
張
り
子
の
玩
具
等
の
工
芸
品
が
含

ま
れ
る
。
ま
た
、
銛も
り

や
網
、
鍬く
わ

、
円え
ん

箕み

な
ど

の
大
型
の
漁
具
や
農
具
が
数
々
あ
る
。
そ
の

な
か
に
あ
っ
て
こ
の
素
朴
な
う
ろ
こ
取
り
と

い
う
道
具
は
、
漁
師
の
暮
ら
し
や
魚
市
場
で

う
ろ
こ
を
掻か

く
勇
ま
し
い
場
面
を
想
起
さ
せ

る
貴
重
な
資
料
に
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

各種の泡盛や酒器、古酒を収集した酒倉（沖縄県うるま市　宮里栄徳氏宅）

黒島のうろこ取り

手製のうろこ取り
沖縄県立博物館・美術館蔵
みんぱくの「沖縄のくらし」
で展示中

呉須差抱瓶
制作者：小橋川源慶
地域：沖縄県 那覇市
沖縄県立博物館・美術館蔵
みんぱくの「沖縄のくらし」で展示中
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集
落
へ
の
降
臨

宮
古
の
各
集
落
に
み
る
神し
ん

女じ
ょ

の
衣
装
は
、
藍
色

を
基
調
に
し
た
絣
か
す
り

模
様
の
着
物
が
一
般
的
で
、
正

装
と
し
て
木
綿
布
で
仕
立
て
た
白
の
神
衣
装
を
羽

織
る
。
今
回
、
み
ん
ぱ
く
の
「
沖
縄
の
く
ら
し
」

セ
ク
シ
ョ
ン
で
展
示
さ
れ
て
い
る
衣
装
は
、
宮
古

島
の
北
端
に
位
置
す
る
狩か
り

俣ま
た

の
ウ
ヤ
ー
ン
と
い
わ

れ
る
祭さ
い

祀し

で
着
用
さ
れ
た
衣
装
を
参
考
に
仕
立
て

た
も
の
で
あ
る
。

宮
古
で
一
般
に
ア
ー
グ
と
い
わ
れ
る
歌
謡
の
な

か
の
タ
ー
ビ
、
フ
サ
、
ピ
ャ
ー
シ
、
ニ
ー
リ
と
い

う
長
編
の
神
歌
は
年
間
祭
祀
の
場
で
数
多
く
歌
わ

れ
て
い
た
。
そ
の
中
心
と
な
る
の
が
神
女
で
あ
る
。

冬
季
に
お
こ
な
う
一
連
の
祭
祀
は
別
名
ウ
ヤ
ガ
ン

（
親
神
）
と
総
称
さ
れ
、
旧
暦
九
月
か
ら
一
二
月
に

神
女
の
衣
装

小お

禄ろ
く 

裕ひ
ろ

子こ

　
元
宮
古
島
市
総
合
博
物
館
学
芸
員

か
け
て
五
回
実
施
さ
れ
る
。
毎
回
、
祖
先
神
ウ
ヤ

ガ
ン
に
扮ふ
ん

し
た
神
女
た
ち
が
、
狩
俣
集
落
の
西
側

（
民
間
方
位
。
実
際
は
北
側
）
に
位
置
す
る
聖
林
イ

ズ
ヌ
ヤ
マ
（
西
の
山
）
の
な
か
に
入
り
、
そ
こ
で

数
日
間
籠
も
っ
て
所
定
の
儀
礼
を
務
め
た
後
、
集

落
へ
降
臨
す
る
。
こ
の
降
臨
は
数
度
に
わ
た
る
場

合
も
あ
る
。
神
女
た
ち
は
集
落
へ
降
臨
す
る
際
、

そ
の
時
間
帯
に
合
わ
せ
て
苧ス
ゥ
ス
ギ
ン

麻
衣
や
芭ア
カ
ギ
ン

蕉
衣
の
神

衣
装
を
身
に
つ
け
る
と
、
草カ
ウ
ス冠

を
被か
ぶ

り
、
腰
に
は

つ
る
草
を
帯
と
し
て
巻
き
、
手
に
杖ジ
ー

か
、
手テ
ィ
ー
フ
サ草

の

い
ず
れ
か
を
持
つ
。
狩
俣
で
は
、
ウ
ヤ
ガ
ン
の
生

ま
れ
る
根ニ
ー

家ヤ

の
家
柄
に
嫁
い
だ
女
性
は
、
神
衣
装

（
祖
神
衣
）
と
し
て
黒カ

ー

ン

色
衣
、
苧
麻
衣
や
芭
蕉
衣
、

木
綿
白
衣
、
五イ
ツ
ン
ミ
ー

色
布
な
ど
を
受
け
継
ぐ
が
、
儀
礼

に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
た
場
合
に
は
個
人
で
誂あ
つ
ら
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
本
来
、
祖
神
衣
は
他

者
が
触
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
継
承
者
が
い
な
け

れ
ば
、
退
任
儀
礼
で
役
を
解
か
れ
た
神
女
と
と
も

に
棺
に
納
め
ら
れ
る
。

再
現
の
工
夫

今
回
、
参
考
に
し
た
神
衣
装
は
、
苧
麻
衣
、
木

綿
無
地
の
黒
神
衣
、
七
本
（
五
本
）
一
組
の
五
色

布
で
あ
る
。苧ブ

ー麻
布
で
仕
立
て
ら
れ
た「
ブ
ー
パ
ニ
」

と
も
い
わ
れ
る
白パ

ニ
神
衣
は
、
儀
礼
に
よ
っ
て
芭
蕉

衣
と
区
別
さ
れ
て
着
用
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の

ブ
ー
パ
ニ
の
白
さ
に
近
づ
け
る
た
め
苧
麻
糸
は
数

回
海
水
で
さ
ら
し
た
。
ま
た
、
宮
古
へ
の
高
機
の

導
入
は
記
録
で
は
明
治
四
一
年
と
あ
る
が
、
狩
俣

で
は
昭
和
初
期
ご
ろ
ま
で
地
機
が
使
用
さ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
織
機
は
丸
太
経
巻
き
具

を
特
徴
と
す
る
宮
古
型
地
機
を
使
用
し
た
。
黒
神

衣
に
は
材
質
が
複
数
あ
り
、
五
色
布
と
と
も
に
そ

の
当
時
手
に
入
る
布
地
を
利
用
し
た
と
思
わ
れ
る

が
、
か
つ
て
は
、
濃
紺
（
藍
染
め
）
苧
麻
布
で
仕

立
て
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
時
代
の
推
移
に
伴
い
宮
古
で
も
祭
祀
の

中
止
や
変
容
が
多
く
み
ら
れ
、
現
在
は
、
人
び
と

の
祭
祀
生
活
全
般
に
つ
い
て
の
情
報
を
得
る
こ
と

が
困
難
な
状
況
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

祖
霊
を
な
ぐ
さ
め
る

〝
ソ
ー
ロ
ン
ガ
ナ
シ
ヌ
ウ
シ
ュ
マ
イ
ダ
ー
　
シ
ョ
ッ

コ
ー
シ
ラ
リ
ナ
オ
ッ
タ
ネ
ー
　
シ
ョ
ッ
コ
ー
シ
ー

オ
イ
サ
ー
バ
　
ト
ゥ
ー
サ
ン
ナ
ー
サ
ン
カ
リ
ィ

ヒ
ョ
ー
リ
〞
こ
れ
は
、
盆
で
お
こ
な
わ
れ
る
新あ
ら

川か
わ

地
区
の
ア
ン
ガ
マ
道み
ち

行ゆ
き

の
節
で
、
祖
霊
が
お
い
で

に
な
っ
た
の
で
焼
香
し
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
と
い
う

内
容
で
あ
る
。

盆
の
三
日
間
、
石
垣
島
四し
か
あ
ざ

カ
字
を
中
心
に
ア
ン

ガ
マ
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
ア
ン
ガ
マ
は
、
ウ
シ
ュ
マ

イ
（
翁
）
と
ン
ミ
ー
（
媼
）
が
、フ
ァ
ー
マ
ー
（
子
）

（
孫
）
を
連
れ

て
グ
シ
ョ
ー（
後

生
）
か
ら
訪
れ
、

地
域
を
練
り
歩

き
、
招
か
れ
た

家
々
の
祖
霊
を

慰
め
る
も
の
で

あ
る
。
ウ
シ
ュ

マ
イ
や
ン
ミ
ー

の
裏
声
で
の
機

石
垣
島
の
ソ
ー
ロ
ン（
盆
）

―
四
カ
字
を
中
心
に

大お
お

濵は
ま 

憲け
ん

二じ

　
石
垣
市
立
八
重
山
博
物
館
館
長
補
佐

知
に
富
ん
だ
問
答
が
特
徴
的
で
、
フ
ァ
ー
マ
ー
が

演
じ
る
踊
り
も
芸
能
の
島
と
称
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ

し
く
多
彩
で
あ
る
。

市
場
は
ソ
ー
ロ
ン
景
気

沖
縄
の
盆
は
、
七
月
一
三
〜
一
五
日
の
三
日
間

お
こ
な
わ
れ
、
石
垣
島
で
は
、
ン
カ
イ
ピ
ン
、
ツ

カ
シ
ピ
ン
（
迎
日
）、ナ
カ
ヌ
ピ
ン
、チ
ュ
ウ
ニ
チ
（
中

日
）、
ウ
ク
リ
ピ
ン
（
送
日
）
な
ど
と
よ
ぶ
。

盆
が
近
づ
く
と
、
市
場
は
今
も
昔
も
「
ソ
ー
ロ

ン
景
気
」
の
ご
と
く
活
気
を
み
せ
、
女
性
た
ち
は

盆
飾
り
や
供
物
用
の
材
料
を
準
備
し
、
男
性
た
ち

は
墓
掃
除
を
お
こ
な
う
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
独
特
な

空
気
が
漂
い
は
じ
め
る
。

迎
日
の
夕
方
、
墓
へ
出
か
け
祖
霊
を
案
内
し
て

来
る
。
家
の
門
前
に
束
ね
た
稲
わ
ら
の
先
を
焼
い

て
祖
霊
を
迎
え
仏
壇
に
招
き
入
れ
る
。
早
速
、
朝

昼
夕
食
や
茶
菓
子
な
ど
で
送
日
ま
で
の
三
日
間
供

応
す
る
。
よ
っ
て
、
女
性
た
ち
は
台
所
か
ら
離
れ

ら
れ
ず
多
忙
を
極
め
る
。
一
方
、
男
性
た
ち
は
盆

の
三
日
間
で
親
類
縁
者
宅
へ
祖
霊
へ
の
焼
香
に
出

掛
け
、
こ
れ
ま
た
大
忙
し
で
あ
る
。

盆
の
三
日
間
、
仏
壇
は
提
ち
ょ
う

灯ち
ん

や
回
り
灯
篭
、
山

海
物
な
ど
で
飾
り
つ
け
ら
れ
る
。
八
重
山
蔵
元
の

絵
師
が
描
い
た
仏
壇
の
盆
飾
り
に
比
べ
れ
ば
、
近

年
の
生
活
改
善
運
動
に
よ
っ
て
か
な
り
質
素
に

な
っ
た
も
の
の
、依
然
華
や
か
な
飾
り
つ
け
で
あ
る
。

送
日
の
夜
は
、
家
族
そ
ろ
っ
て
焼
香
し
銭
型
を

打
っ
た
ウ
ツ
ン
ガ
ミ
（
打
紙
）
を
焼
き
、
午
前
〇

時
近
く
に
門
前
で
祖
霊
を
お
送
り
す
る
。

親
し
み
と
怖
れ

石
垣
島
で
は
、
年
に
二
度
、
祖
霊
と
と
も
に
食

事
を
と
り
な
が
ら
時
を
過
ご
す
。
一
月
の
十
六
日

祭
と
七
月
の
盆
で
、
十
六
日
祭
に
は
墓
前
に
出
向

き
、
盆
は
家
に
招
き
入
れ
る
。
い
ず
れ
も
祖
霊
と

の
近
さ
、
親
し
み
の
深
さ
か
ら
く
る
も
の
で
、
そ

れ
が
祖
先
崇
拝
の
強
さ
を
感
じ
さ
せ
る
所
以
か
も

し
れ
な
い
。
冒
頭
に
紹
介
し
た
ア
ン
ガ
マ
で
も
い

わ
ば
異
界
か
ら
訪
れ
た
存
在
に
も
関
わ
ら
ず
、
怖

れ
る
こ
と
な
く
む
し
ろ
親
し
み
を
込
め
て
接
し
て

い
る
こ
と
も
そ
の
表
れ
で
あ
る
。

反
面
、
七
月
は
ソ
ー
ロ
ン
月
と
も
い
い
、
祝
い

事
を
避
け
る
こ
と
や
七
月
以
外
で
歌
う
こ
と
を
忌

み
嫌
う
古
謡
が
あ
る
な
ど
、
や
は
り
現
世
と
後
生

を
隔
て
、
霊
に
対
す
る
畏
怖
の
念
は
抱
い
て
い
る
。

送
日
の
翌
日
は
、
各
地
域
で
獅
子
祭
り
イ
タ
シ

キ
バ
ラ
の
行
事
が
お
こ
な
わ
れ
、
獅
子
を
舞
わ
せ

て
邪
気
や
悪
霊
を
追
い
払
う
。
漂
っ
て
い
た
独
特

な
空
気
も
消
え
、
日
々
の
生
活
に
移
っ
て
い
く
。

みんぱくの「沖縄のくらし」で展
示されている神女衣装の複製
H0275666、H0275667

参考にされた衣
装。宮古島市総
合博物館蔵

狩俣のウヤガン（輪舞）

新川字会の獅子祀りは、他の地域とは異なり、送日の昼、新築
の家でおこなわれることが多い。字会役員や地域の古老など
が集まって、地域の邪気払いと字民の健康を願う

アンガマは、盆の三日間、招かれた家々の
祖霊を慰める。招かれた家で、後ろに控え
るファーマー（子）（孫）の歌・三線でウシュ
マイ（翁）とンミー（媼）が舞っているところ
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米
軍
統
治
下
の
英
語
教
育

戦
後
沖
縄
で
は
、
米
軍
統
治
と
い
う
事
情
も
あ

り
英
語
教
育
を
重
視
す
る
風
潮
が
あ
っ
た
。
戦
後

沖
縄
で
展
開
し
た
英
語
教
育
に
は
、
大
別
し
て
ふ

た
つ
の
目
的
が
あ
っ
た
。
ひ
と
つ
は
、
学
校
で
英

語
教
育
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
教
員
の
養
成
、

も
う
ひ
と
つ
は
、
米
軍
基
地
内
で
「
軍
作
業
」
に

携
わ
る
人
び
と
の
実
用
英
語
の
習
得
で
あ
る
。
軍

作
業
と
は
、
米
軍
雇
用
労
働
の
こ
と
を
い
い
、
事

務
を
は
じ
め
港
湾
・
運
送
・
道
路
・
住
宅
の
建
設

と
い
っ
た
職
種
が
あ
っ
た
。
当
時
の
沖
縄
で
は
、

軍
の
物
資
を
輸
送
す
る
ト
ラ
ッ
ク
の
運
転
手
は「
花

形
職
種
」
と
よ
ば
れ
、
人
気
の
あ
る
職
種
だ
っ
た
。

教
員
養
成
の
た
め
の
英
語
教
育
は
、
一
九
四
六

年
に
米
軍
政
府
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
沖
縄
文
教

学
校
で
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
米
軍
政
府
は

よ
り
高
度
な
英
語
教
育
を
お
こ
な
う
た
め
、
公
立

の
外
国
語
学
校
を
設
立
し
た
。
こ
れ
を
皮
切
り
に
、

一
九
五
〇
年
四
月
ま
で
の
約
四
年
間
で
英
語
教
師

の
他
、
翻
訳
・
通
訳
官
の
育
成
を
お
こ
な
い
、
約

七
〇
〇
人
余
り
の
卒
業
生
を
輩
出
し
た
。
一
九
五

一
年
、
琉
球
政
府
立
琉
球
大
学
が
開
学
す
る
と
、

英
語
教
師
の
養
成
は
す
べ
て
高
等
教
育
機
関
に
移

管
さ
れ
た
。

戦
後
沖
縄
と
英
語
学
校
呉ご

屋や 

淳じ
ゅ
ん

子こ

　
民
博 

機
関
研
究
員

あ
の
と
き
は
ア
メ
リ
カ
だ
ら
け

一
方
で
、
実
用
英
語
を
学
ぶ
た
め
の
英
語
学
校

は
、
一
九
五
五
年
に
沖
縄
県
出
身
の
三
名
の
講
師

に
よ
っ
て
は
じ
ま
っ
た
。
高
校
卒
業
者
を
対
象
に

し
た
私
立
の
英
語
学
校
で
は
、
一
九
七
〇
年
ご
ろ

ま
で
多
く
の
卒
業
生
を
輩
出
し
、
そ
の
修
了
生
の

多
く
が
軍
作
業
に
就
い
た
。
軍
作
業
の
経
験
の
あ

る
六
〇
代
後
半
の
男
性
は
、「
あ
の
と
き
は
ア
メ

0

0

リ
カ

0

0

だ
ら
け
だ
っ
た
か
ら
ね
。
と
に
か
く
軍
で
働

け
ば
い
い
稼
ぎ
に
な
る
と
み
ん
な
が
思
っ
て
い
た

時
代
だ
っ
た
」
と
語
っ
た
。
と
は
い
え
、
私
立
の

英
語
学
校
に
通
う
た
め
に
は
、
当
然
ま
と
ま
っ
た

お
金
が
必
要
だ
っ
た
。
学
費
や
下
宿
代
を
工
面
す

る
た
め
に
、
親
戚
か
ら
お
金
を
借
り
る
者
や
畑
を

売
っ
た
り
す
る
家
も
少
な
く
な
か
っ
た
そ
う
だ
。

「
戦
後
の
く
ら
し
」
で
は
、
戦
後
沖
縄
の
様
子
を

辿た
ど

る
資
料
と
し
て
沖
縄
出
身
の
講
師
に
よ
っ
て
設

立
さ
れ
た
私
立
の
英
語
学
校
、
名
護
英
語
学
校
の

写
真
パ
ネ
ル
を
展
示
し
た
。
戦
後
沖
縄
で
も
っ
と

も
重
視
さ
れ
た
英
語
教
育
の
変
遷
か
ら
、
戦
後
を

た
く
ま
し
く
生
き
よ
う
と
し
た
人
び
と
の
息
づ
か

い
を
感
じ
て
欲
し
い
。

沖
縄
ス
ポ
ー
ツ
の
ゆ
い
ま
ー
る
精
神

仲な
か

本も
と 

兼か
ね

進の
ぶ

　
ス
ポ
ー
ツ
ラ
イ
タ
ー
・
ラ
ジ
オ
デ
ィ
レ
ク
タ
ー

誇
り
で
あ
り
、
魂
で
あ
る

「
高
校
野
球
が
始
ま
る
と
沖
縄
の
経
済
は
ス
ト
ッ

プ
す
る
」。
そ
れ
は
決
し
て
大お
お

袈げ

裟さ

で
も
な
く
、

郷
土
愛
が
織
り
成
す
一
般
的
な
事
象
で
あ
る
。
大

柄
な
男
性
が
オ
フ
ィ
ス
の
片
隅
で
携
帯
の
ワ
ン
セ

グ
片
手
に
ソ
ワ
ソ
ワ
す
れ
ば
、
県
民
の
台
所
で
あ

る
市
場
の
至
る
と
こ
ろ
で
太
鼓
や
指
笛
が
鳴
り
響

く
。
渋
滞
が
当
た
り
前
の
主
要
道
路
も
閑
散
。
そ

の
光
景
は
県
外
の
人
か
ら
見
れ
ば
異
様
な
の
か
も

し
れ
な
い
が
、
作
業
を
止
め
て
ま
で
応
援
す
る
と

け
る
と
い
う
「
ゆ
い
ま
ー
る
精
神
」
な
の
だ
。
そ

の
精
神
は
今
な
お
根
強
く
、
沖
縄
ス
ポ
ー
ツ
の
発

展
に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

二
〇
〇
四
年
夏
か
ら
二
〇
一
四
年
春
ま
で
の
一

〇
年
間
で
三
度
、
全
国
制
覇
を
果
た
し
た
高
校
野

球
（
〇
八
年
春
・
沖
縄
尚
学
、
一
〇
年
春
夏
・
興
南
）。

プ
ロ
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
「
b
j
リ
ー
グ
」
の
琉

球
ゴ
ー
ル
デ
ン
キ
ン
グ
ス
が
三
度
の
日
本
一
。
そ

し
て
サ
ッ
カ
ー
の
F
C
琉
球
は
念
願
の
J
リ
ー
グ

入
り
を
果
た
し
た
。
選
手
、
監
督
、
そ
し
て
一
か

ら
基
礎
を
作
り
あ
げ
尽
力
し
た
方
々
の
熱
意
が

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
今
日
の
結
果
へ
と
繋
が
っ
て
い

る
の
だ
。

県
民
は
歴
史
的
、
地
理
的
な
苦
難
を
結
集
す
る

こ
と
で
乗
り
越
え
て
き
た
自
負
が
あ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
沖
縄
を
応
援
す
る
の
だ
。
そ
の
思
い
が
続
く

限
り
沖
縄
の
ス
ポ
ー
ツ
界
は
更
に
発
展
し
て
い
く

こ
と
だ
ろ
う
。

い
う
行
為
は
県
民
と
し
て
の
誇
り
で
あ
り
魂
な
の

だ
。
そ
し
て
そ
の
応
援
は
、
チ
ー
ム
に
対
し
て
と

い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
沖
縄
県
人
だ
か
ら
応
援
す

る
と
い
う
意
味
合
い
が
強
い
。
た
と
え
対
戦
相
手

で
も
沖
縄
出
身
選
手
が
い
れ
ば
そ
の
選
手
に
拍
手

を
送
る
。
頑
張
っ
て
い
る
姿
を
見
る
こ
と
が
県
民

の
心
を
強
く
さ
せ
て
い
る
の
だ
。

沖
縄
の
象
徴
と
し
て
の
ス
ポ
ー
ツ

戦
後
、
沖
縄
は
日
本
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
経
験

を
も
つ
。
本
土
が
主
権
を
回
復
し
経
済
状
況
も
上

向
き
に
な
る
な
か
、
生
活
や
産
業
活
動
の
基
礎
と

な
る
イ
ン
フ
ラ
整
備
も
ま
ま
な
ら
ず
交
易
も
限
ら

れ
て
い
た
。
本
土
復
帰
後
も
離
島
県
だ
か
ら
こ
そ

の
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
や
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意
識
は

当
然
存
在
す
る
。
そ
の
た
め
自
立
心
は
非
常
に
強

い
。
失
わ
れ
た
時
間
を
取
り
戻
す
た
め
本
土
と
の

差
を
埋
め
る
べ
く
懸
命
に
努
力
を
重
ね
た
。
そ
の

行
為
の
結
果
が
目
に
見
え
て
あ
ら
わ
れ
る
も
の
の

ひ
と
つ
が
野
球
だ
っ
た
の
だ
。
甲
子
園
で
躍
動
す

る
選
手
の
姿
を
見
て
県
民
が
一
体
と
な
り
、
明
日

へ
の
活
力
に
繋つ
な

げ
る
。
今
日
の
応
援
ス
タ
イ
ル
は
、

と
も
に
助
け
合
い
自
分
を
捨
て
て
人
に
情
け
を
か

英語を学ぶ学生とその講師。名護英語学校にて（提供・名護市教育委員会）

私立の英語学校。1963年ごろの名護英語学校（提供・名護市教育委員会）

団結心の象徴となっているバスケットボールチームの試合会場は、
常に熱気を帯びている（提供・琉球ゴールデンキングス）

目的意識をもって日々の練習に励む沖縄尚学の選手
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