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恩 納 村 史
編 さ ん
だ よ り71

地
域
の
民
俗
を
記
録
す
る
こ
と

　
暦
の
う
え
で
は
啓
蟄
を
迎
え
、
植

物
は
芽
吹
き
、
虫
た
ち
は
活
動
を
は

じ
め
る
季
節
に
な
り
ま
し
た
。
皆
さ

ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
清
々
し
い

初
春
を
お
過
ご
し
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

　
民
俗
編
は
始
動
を
は
じ
め
て
早
く
も
数
年
が
経
ち
ま
し

た
。
事
務
局
の
方
か
ら
は
折
り
に
触
れ
て
民
俗
編
の
編
さ

ん
に
関
連
す
る
情
報
を
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
村
民
の

皆
さ
ま
へ
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
て
い
る
の

は
周
知
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
ま
た
、２
０
１
６
年
度
（
恩

納
区
・
太
田
区
・
瀬
良
垣
区
）
と
２
０
１
７
年
度
（
安
富

祖
区
・
喜
瀬
武
原
区
）
の
沖
縄
国
際
大
学
南
島
民
俗
研
究

室
の
学
生
に
よ
る
調
査
に
際
し
ま
し
て
は
多
く
の
皆
さ
ま

か
ら
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
民
俗
編
専
門
委
員
の
一
員
と

し
て
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。
私
も
、
学
生
さ
ん
に
負
け

な
い
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
調
査
に
励
ま
ね
ば
と
気
持
ち
を
新

た
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
今
頃
に
な
っ
て
昔
の
生
活
や
年
中
行

事
な
ど
を
調
査
し
て
ま
と
め
る
の
か
、
と
疑
問
に
思
わ
れ

る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
確

か
に
、
調
査
に
出
向
い
た
先
々
で
「
遅
い
で
す
ね
、
何
処

ど
こ
の
誰
々
さ
ん
が
お
元
気
だ
っ
た
ら
良
か
っ
た
の
に

ね
」
な
ど
の
言
葉
を
よ
く
耳
に
い
た
し
ま
す
。
実
に
的
を

得
た
ご
指
摘
だ
と
返
す
言
葉
も
御
座
い
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
伝
統
的
な
習
俗
と
し
て
戦
前
か
ら
戦
後
へ
と

継
承
さ
れ
て
き
た
事
象
は
、
戦
後
70
年
と
い
う
歳
月
の
流

れ
と
と
も
に
、
そ
の
意
味
が
ほ
と
ん
ど
分
か
ら
な
く
な
っ

恩
納
村
史
「
民
俗
編
」
専
門
委
員

髙
江
洲

　敦
子

た
も
の
も
、
数
多
く
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
し
た
事
象
に
つ

い
て
再
度
調
査
を
行
い
、
残
さ
れ
た
資
料
な
ど
と
照
ら
し

合
わ
せ
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
意
味
を
理
解
す

る
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
幸
い
な
こ
と

に
恩
納
村
に
は
仲
松
弥
秀
先
生
が
手
掛
け
ら
れ
た
『
恩
納

村
誌
』（
１
９
８
０
）
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
時
の
話

者
の
中
に
は
明
治
生
ま
れ
の
方
々
も
お
ら
れ
、
大
正
期
や

昭
和
初
期
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
に
つ
い
て
聴
取
し
、
記
録

に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、
継
承
さ
れ
た
習
俗
の
意
味
を
理
解
す
る
だ
け

で
は
な
く
、『
恩
納
村
誌
』
な
ど
に
描
か
れ
た
村
民
の
生

活
の
あ
り
様
な
ど
が
、
太
平
洋
戦
争
と
い
う
大
き
な
社
会

的
変
動
を
経
験
し
た
後
、
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
、
ど
の

よ
う
に
推
移
し
、
ど
の
よ
う
に
現
代
社
会
に
受
け
継
が
れ

て
き
た
の
か
を
見
極
め
る
こ
と
も
重
要
な
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。
現
在
、
進
め
て
い
る
民
俗
編
の
編
さ
ん
に
は
、
過

ぎ
去
っ
た
時
を
掘
り
起
こ
す
だ
け
で
は
な
く
、
過
去
の
民

俗
習
俗
を
客
観
視
し
、
現
在
の
習
俗
と
照
合
し
な
が
ら
、

そ
の
推
移
の
過
程
に
つ
い
て
も
記
述
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
幾
つ
か
の
市
町
村
の
民
俗
編
に
携
わ
り
、

人
々
の
暮
ら
し
や
信
仰
に
つ
い
て
調
査
を
行
い
、
そ
の
内

容
を
記
述
し
て
き
ま
し
た
が
、
改
め
て
各
地
域
に
お
け
る

89

仲松弥秀著『恩納村誌』

仲泊区の清明祭
（久良波大主の墓にて）

名嘉真区のタキヌユーエー
（「国神屋」にて）

瀬良垣区での聞き取り調査

恩納区ヨー島ウガン
（フトゥキヌメーにて）

塩屋区での聞き取り調査

民
俗
編
編
さ
ん
の
重
要
性
と
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
再
認

識
さ
せ
ら
れ
た
の
が
、
昨
年
の
首
里
城
の
火
災
で
し
た
。

焼
け
落
ち
る
正
殿
の
様
に
為
す
術
も
な
い
無
力
感
と
、
失

っ
て
知
る
喪
失
感
が
、
そ
れ
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　
現
在
、
継
承
さ
れ
て
い
る
民
俗
習
俗
な
ど
を
顧
み
ま
す

と
、
変
化
し
な
が
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
習
俗
や
、
失
わ

れ
た
習
俗
の
多
さ
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。
現
行
の
年
中
行

事
を
は
じ
め
他
の
習
俗
な
ど
も
、
現
状
を
維
持
し
た
ま
ま
、

次
に
継
承
さ
れ
る
と
は
決
し
て
思
え
ま
せ
ん
。
恐
ら
く
社

会
情
勢
に
よ
っ
て
変
化
し
な
が
ら
受
け
継
が
れ
て
い
く
も

の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
至
極
当
然
の
こ

と
だ
と
も
言
え
ま
す
。
私
た
ち
は
、
明
治
期
の
同
化
政
策

に
よ
る
民
俗
の
大
和
化
、
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
ナ
イ
ズ
さ
れ

た
生
活
様
式
な
ど
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
習
俗
の
変
化
を
既
に

経
験
し
て
き
ま
し
た
。

　
こ
う
し
た
変
化
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
看
過
す
る
の
で

は
な
く
、
過
去
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
習
俗
の
態
様
や

推
移
の
過
程
を
で
き
う
る
限
り
の
史
資
料
や
、
地
元
に
残

さ
れ
た
伝
承
な
ど
を
駆
使
し
て
記
録
に
留
め
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
次
の
世
代
に
引
き
継
ぎ
、
各
世
代

に
お
け
る
内
省
を
通
じ
て
、
人
々
が
さ
ら
に
よ
り
良
い
暮

ら
し
を
成
し
得
る
た
め
の
一
助
と
な
る
資
料
の
編
さ
ん
作

業
を
行
う
で
あ
る
こ
と
が
、
今
の
民
俗
編
に
課
せ
ら
れ
た

意
義
だ
と
考
え
ま
す
。

　
次
年
度
も
村
内
各
地
域
で
民
族
調
査
を
行
い
、
様
々
な

記
録
を
残
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
引
き
続
き
ご
協

力
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。


