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　村
踊
り
は
本
当
に
御
冠
船
踊
り
な
の
か

恩
納
村
史
編
さ
ん
委
員
　
板
谷
　
徹

　
１
９
８
０（
昭
和
55
）年
に
発
行
さ
れ
た『
沖
縄
人
物
名
鑑
』

と
い
う
不
思
議
な
本
が
あ
り
ま
す
。
一
頁
三
段
組
で
各
段
に

「
沖
縄
本
島
村
芝
居
芸
能
の
伝
承
者
」
一
人
ず
つ
を
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
に
よ
っ
て
紹
介
し
、
顔
写
真
と
経
歴
を
載
せ
る
内
容

で
す
。
専
門
家
に
よ
る
調
査
で
は
な
く
、
オ
キ
ナ
ワ
・
ア
ド
・

タ
イ
ム
ス
と
い
う
出
版
社
の
名
称
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に

一
種
の
名
刺
広
告
で
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
た
人
に
買
っ

て
貰
っ
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
す
で
に
亡
く
な
ら
れ
た
方
も

多
く
、
あ
る
時
代
の
村
踊
り
（
村
芝
居
）
に
つ
い
て
の
貴
重

な
証
言
で
す
。

　
例
え
ば
仲
泊
の
喜
納
忠
雄
さ
ん
は
「
舞
踊
の
二
才
踊
り
、

女
踊
り
は
御
冠
船
踊
り
の
流
れ
を
汲
む
芸
能
」（
88
頁
）
と

い
い
、
瀬
良
垣
の
大
城
堅
繁
さ
ん
、
當
山
房
助
さ
ん
、
當
山

寛
正
さ
ん
は
「
と
り
わ
け
女
踊
り
の
『
か
せ
か
け
』
と
『
コ

テ
イ
』
は
、御
冠
船
踊
り
の
流
れ
を
汲
む
舞
踊
で
あ
る
」（
１

６
３
頁
）
な
ど
と
い
っ
て
い
ま
す
。
村
踊
り
に
近
世
琉
球
の

王
府
芸
能
で
あ
る
御
冠
船
踊
り
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
の
証

言
は
『
恩
納
村
誌
』
に
も
、「
八
重
瀬
は
明
治
二
十
年
頃
、

与
那
原
殿
内
が
村
廻
り
教
授
し
た
機
会
を
と
ら
え
て
伝
習
し

た
」（
５
２
７
頁
）
と
さ
れ
る
名
嘉
真
、「
首
里
人
泉
川
よ
り

明
治
四
十
一
年
頃
に
教
わ
っ
た
」（
４
１
６
頁
）
と
さ
れ
る

安
富
祖
、「
組
踊
り
、
舞
踊
は
明
治
十
六
年
頃
、
佐
渡
山
家

に
仮
寓
し
て
い
た
首
里
の
久
志
殿
内
の
人
の
教
え
で
あ
っ

た
」（
４
１
５
頁
）
と
い
う
恩
納
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

御
冠
船
踊
り
は
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　
中
国
か
ら
冊
封
使
を
迎
え
た
冠
船
の
諸
宴
で
は
、
正
式
に

は
二
才
踊
り
が
踊
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
女
踊
り
に
つ

い
て
み
る
と
、
冊
封
使
の
鑑
賞
の
手
引
き
と
し
て
用
意
さ
れ

た
故
事
集
に
は
踊
り
に
使
わ
れ
る
琉
歌
が
漢
詩
に
翻
訳
さ
れ

て
載
っ
て
い
ま
す
が
、
19
世
紀
で
は
ど
の
冠
船
で
も
女
踊
り

は
同
じ
琉
歌
で
、
し
か
も
村
踊
り
で
御
冠
船
踊
り
と
さ
れ
る

女
踊
り
と
同
じ
内
容
が
あ
り
ま
せ
ん
し
、
村
踊
り
で
は
地
域

ご
と
に
違
う
女
踊
り
を
伝
承
し
て
い
ま
す
。
内
容
的
に
近
世

の
女
踊
り
の
歌
詞
に
近
い
琉
球
舞
踊
か
ら
す
れ
ば
、
御
冠
船

踊
り
を
伝
承
す
る
と
い
う
村
踊
り
に
疑
問
を
も
つ
の
は
当
然

で
す
。
し
か
し
村
踊
り
の
方
で
は
「
芝
居
風
の
手
の
入
ら
な

い
」（『
沖
縄
人
物
名
鑑
』
名
嘉
真
、
２
４
６
頁
）、「
研
究
所

の
踊
り
は
き
れ
い
だ
が
手
が
浅
い
」（
名
護
市
山
入
端
）
と
、

琉
球
舞
踊
へ
の
批
判
と
自
負
が
根
強
く
あ
り
ま
す
。
近
世
琉

球
の
王
府
（
冠
船
）
で
、
あ
る
い
は
士
族
が
踊
っ
て
い
た
踊

り
を
す
べ
て
御
冠
船
踊
り
と
す
る
こ
と
が
間
違
い
の
よ
う
で

す
。

　『
八
重
山
民
謡
誌
』
を
著
し
た
喜
舎
場
永
珣
の
旧
蔵
資
料

に
『
躍
番
組
』
が
あ
り
ま
す
。
最
後
の
冠
船
と
な
っ
た
１
８

６
６
年
の
翌
年
、
八
重
山
で
国
王
と
王
妃
の
生
年
祝
が
行
わ

れ
、
八
重
山
に
滞
在
中
の
本
部
里
之
子
親
雲
上
が
指
導
し
た

若
衆
踊
り
、
二
才
踊
り
、
女
踊
り
な
ど
の
歌
詞
と
節
が
記
さ

れ
、
そ
の
合
計
は
56
番
に
及
び
ま
す
。
そ
こ
に
は
朱
書
き
で

「
此
之
句
ニ
而
モ
宜
」
な
ど
別
の
琉
歌
に
し
て
も
良
い
こ
と

が
書
か
れ
て
い
ま
す
。『
躍
番
組
』
に
は
こ
の
ほ
か
に
、
入

羽
の
琉
歌
の
一
部
「
戻
る
」
を
「
遊
ぶ
」
に
変
え
て
出
羽
の

歌
と
し
た
り
、
同
じ
琉
歌
を
別
の
節
で
歌
っ
た
り
、
扇
や
麾

な
ど
の
持
ち
物
を
替
え
た
り
、
歌
と
節
を
そ
の
ま
ま
に
若
衆

踊
り
を
二
才
踊
り
に
す
る
例
も
み
ら
れ
ま
す
。
特
に
女
踊
り

の
場
合
は
テ
ー
マ
と
な
る
琉
歌
、
例
え
ば
「
笠
に
散
り
と
ま

る
　
春
の
花
ご
こ
ろ
　
袖
に
思
ひ
と
ま
れ
　
里
が
御
肝
」
の

前
後
の
歌
や
節
を
変
え
て
い
く
つ
も
の
女
笠
踊
り
を
作
り
出

し
て
い
ま
す
。

　
冠
船
で
は
こ
の
踊
り
は
こ
の
琉
歌
を
こ
の
節
で
歌
う
と
い

う
よ
う
に
固
定
さ
れ
ま
し
た
が
、
士
族
社
会
で
は
踊
り
の
作

り
替
え
の
工
夫
、趣
向
を
楽
し
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
こ
の『
躍

番
組
』
か
ら
窺
わ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
士
族
に
よ
っ
て
村
に

踊
り
が
伝
え
ら
れ
た
時
、
そ
の
士
族
が
知
っ
て
い
た
踊
り
を

教
え
る
こ
と
に
な
り
、
地
域
ご
と
に
違
っ
た
女
踊
り
が
伝
承

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
御
冠
船
踊
り
を
厳
密
に
冠
船
で

踊
ら
れ
た
踊
り
と
す
れ
ば
、
村
踊
り
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
こ

の
よ
う
な
士
族
社
会
の
踊
り
と
い
う
の
が
正
し
い
の
で
す
。

　
村
踊
り
で
踊
ら
れ
る
二
才
踊
り
は
ほ
と
ん
ど
が
琉
球
舞
踊

と
同
じ
歌
詞
の
た
め
に
手
が
変
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
恩
納
区
の
「
笠
口
説
」
は
琉
球
舞
踊
の
演
目
に
あ
り
ま

せ
ん
。し
か
し
こ
の
二
才
踊
り
も『
躍
番
組
』に
み
ら
れ
ま
す
。

『
躍
番
組
』
で
は
若
衆
踊
り
に
な
っ
て
い
て
、「
げ
に
や
都
の

春
の
空
」
か
ら
は
じ
ま
る
揚
口
説
の
後
に
、
か
ぎ
や
で
風
節

の
「
眺
め
て
あ
か
ぬ
　
春
の
景
色
」、
高
離
節
の
「
沈
や
伽

羅
と
ぼ
す
　
お
座
敷
に
出
ぢ
て
　
踊
る
わ
が
袖
の
　
匂
ひ
の

し
ほ
ら
し
や
」、
同
じ
節
で
「
笠
に
音
立
て
て
　
降
た
る
夏

雨
も
　
今
や
打
ち
晴
れ
て
　
太
陽
ど
照
ゆ
る
」
と
歌
わ
れ
る

三
種
が
み
え
ま
す
。
最
後
の
高
離
節
を
湊
く
り
節
に
し
て
二

才
踊
り
に
し
た
の
が
「
笠
口
説
」
で
す
。
こ
れ
も
士
族
の
工

夫
の
結
果
で
す
。

（『
躍
番
組
』
は
本
田
安
次
『
南
島
採
訪
記
』
に
収
め
ら
れ
、

恩
納
村
文
化
情
報
セ
ン
タ
ー
で
み
ら
れ
る
）

喜舎場永珣旧蔵『躍番組』

（本田安次『南島採訪記』明善堂　1962 年）

恩納区の「笠口説」
（平成 21年７月「御冠船踊り幻視」、県立芸大中庭仮設舞台）

板
谷
先
生（
沖
縄
県
立
芸
術
大
学
　名
誉
教
授
）に
は
、

恩
納
村
史
「
芸
能
編
」
専
門
部
会
長
を
務
め
て
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。

テ
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シ
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