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９月18日はしまくとぅばの日。

広げよう！ 県民運動し  ま く と ぅ ば 
９月18日はしまくとぅばの日。

広げよう！ 県民運動し  ま く と ぅ ば 

　　
3
0
0
年
間
、
脈
々
と
受
け
継
が
れ

て
き
た
沖
縄
の
伝
統
芸
能「
組
踊
」。
組

踊
は
琉
球
王
朝
時
代
、
中
国
皇
帝
の
使

者
、
冊
封
使
一
行
を
も
て
な
す
芸
能
と

し
て
、
1
7
1
9
年
、
踊
奉
行
の
玉
城

朝
薫
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
琉
球
独
自

の
歌
舞
劇
で
す
。
今
年
で
、
初
演
か
ら

3
0
0
年
の
節
目
を
迎
え
、
去
る
５
月

に
は
、
玉
城
知
事
が
会
長
を
務
め
る
組

踊
上
演
3
0
0
周
年
記
念
事
業
実
行
委

員
会
に
よ
る
開
幕
式
典
が
、
国
立
劇
場

お
き
な
わ
に
て
行
わ
れ
、
県
内
外
に
お

い
て
組
踊
の
上
演
が
盛
ん
に
相
次
い
で

い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
初
め
て
上

演
さ
れ
た
3
0
0
年
前
か
ら
、
今
も
変

わ
ら
ず
に
、
ず
っ
と
同
じ
ス
タ
イ
ル
で

演
じ
ら
れ
て
い
る
の
か
と
問
わ
れ
る
と
、

決
し
て
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。

　
宮
廷
芸
能
と
し
て
育
ま
れ
て
き
た
組

踊
は
、
廃
藩
置
県
以
降
、
苦
難
の
道
筋

を
乗
り
越
え
、
今
日
ま
で
継
承
さ
れ
て

き
ま
し
た
。
禄
を
失
っ
た
、
当
時
の
士

族
た
ち
は
、
宮
廷
内
で
演
じ
て
き
た
組

踊
を
は
じ
め
と
す
る
古
典
芸
能
を
、
庶
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時
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琉球王朝時代、冊封使歓待の「組踊」の様子

民
を
対
象
に
木
戸
銭
を
と
っ
て
演
じ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
組
踊
は
冊
封
使

歓
待
の
際
に
演
じ
ら
れ
た
環
境
と
異
な

り
、
芝
居
小
屋
の
舞
台
で
演
じ
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
王
朝
時
代
、
冊

封
使
歓
待
の
際
に
演
じ
ら
れ
た
舞
台
は
、

首
里
城
正
殿
の
御
庭
、
北
殿
前
に
仮
設

舞
台
、
そ
れ
に
橋
掛
か
り（
能
楽
師
が
登

場
す
る
幕
か
ら
本
舞
台
へ
と
つ
な
が
る

長
い
廊
下
の
こ
と
。）
を
つ
け
た
ス
タ
イ

ル
。
能
舞
台
に
近
い
か
た
ち
で
、
演
じ

ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
が
廃
藩
置

県
以
降
は
、
芝
居
小
屋
の
舞
台
、
プ
ロ

セ
ニ
ア
ム
形
式（
額
縁
舞
台
）
で
上
演
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ

ま
で
の
空
間
と
異
な
り
、
新
た
な
演
出

が
用
い
ら
れ
た
流
れ
で
、
今
日
ま
で
継

承
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
上
演
3
0
0
年
の
節
目
に
あ
た
り
、

実
際
3
0
0
年
前
は
、
ど
の
よ
う
な
ス

タ
イ
ル
で
演
じ
ら
れ
て
い
た
の
か
、
気

に
な
る
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。
組
踊
は
台

本
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
基
本
と
な
っ

て
い
ま
す
が
、
台
本
上
に
は
、
台
詞
や

歌
詞
の
み
が
記
載
さ
れ
、
ト
書
き（
演
者

の
所
作
や
動
き
）
は
ほ
と
ん
ど
記
さ
れ

て
い
な
い
の
で
す
。
文
献
資
料
等
を
紐

解
き
、
当
時
の
形
態
を
再
現
し
た
い
と

思
う
も
、
去
る
沖
縄
戦
で
、
芸
能
に
関

す
る
資
料
が
消
失
し
、
ほ
と
ん
ど
存
在

し
な
い
と
い
う
の
が
残
念
な
と
こ
ろ
で

す
。
し
か
し
そ
れ
で
も
節
目
の
年
に
、

な
ん
と
か
少
し
で
も
初
演
当
時
の
ス
タ

３
０
０
年
前
の
組
踊
の
雰
囲
気
を
味
わ
お
う

イ
ル
に
沿
っ
た
舞
台
を
再
現
す
る
取
り

組
み
が
、
実
は
今
、
国
立
劇
場
お
き
な

わ
で
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
組
踊
の
舞
台
で
は
、
背
景
に

紅
型
幕
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
前
で
演
じ

ら
れ
る
の
が
定
番
の
ス
タ
イ
ル
で
す
が
、

3
0
0
年
前
は
、
舞
台
後
方
に
幕
は
何

も
張
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
北

殿
か
ら
舞
台
を
眺
め
る
冊
封
使
に
と
っ

て
、
仮
設
舞
台
で
演
じ
る
組
踊
の
奥
に

は
、
南
殿
が
見
え
て
い
た
で
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
音
楽
の
楽
器
構
成
で
す
が
、

三
線・
箏(

こ
と)

・
笛・
胡
弓・
太
鼓
の

五
つ
の
楽
器
を
用
い
て
演
奏
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
当
時
は
な
ん
と
、
小
鼓
も
用

い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
組
踊
は
、
大
和

芸
能
な
ど
様
々
な
影
響
を
受
け
て
創
作

さ
れ
た
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
ま
さ
に
能

の
お
囃
子
に
用
い
ら
れ
る
鼓
が
、
組
踊

の
世
界
に
組
み
込
ま
れ
演
奏
さ
れ
る
と
、

現
在
演
じ
ら
れ
て
い
る
組
踊
と
は
、
ま

た
違
っ
た
印
象
を
受
け
る
こ
と
に
な
る

で
し
ょ
う
。

　
そ
し
て
ま
た
、
冊
封
使
歓
待
の
宴
席

で
は
、
様
々
な
歌
舞
音
曲
、
芸
能
の
ほ

か
に
も
、
お
も
て
な
し
の
精
神
で
仕
込

ま
れ
た
出
し
物
が
存
在
し
ま
し
た
。
御

冠
船
芸
能
の
終
盤
に
、
か
ら
く
り
花
火

が
披
露
さ
れ
た
の
で
す
。

　
謎
に
つ
つ
ま
れ
た
3
0
0
年
前
の
舞

台
形
式
。し
か
し
、形
体
は
変
わ
っ
て
も
、

琉
球
王
朝
の
誇
り
と
意
地
を
か
け
、
独

自
の
宮
廷
芸
能
と
し
て
、
多
く
の
先
人

た
ち
の
手
に
よ
っ
て
、
今
日
ま
で
継
承

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
舞
台
芸
能
と
し
て

演
じ
ら
れ
る
ス
タ
イ
ル
、
ま
た
各
地
域

の
民
俗
芸
能
と
し
て
豊
年
祭
な
ど
の
場

で
受
け
継
が
れ
て
き
た
ス
タ
イ
ル
、様
々

な
組
踊
の
舞
台
か
ら
、
多
く
の
こ
と
が

伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
3
0
0
年
の
中
で

変
わ
っ
て
き
た
も
の
、
変
わ
ら
な
い
も

の
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
変

からくり花火

那覇市歴史博物館提供

化
し
、
何
を
ど
う
守
っ
て
い
く
の
か
、

組
踊
の
歴
史
は
、
ま
だ
ま
だ
始
ま
っ
た

ば
か
り
で
す
。

　
組
踊
の
魅
力
や
意
味
を
改
め
て
捉
え

直
す
こ
と
を
目
的
に
、10
月
４
日（
金
）と

５
日（
土
）に
国
立
劇
場
お
き
な
わ
の
組

踊
公
園（
野
外
）で
当
時
の
仮
設
舞
台
を

復
元
し
、
御
冠
船
踊
と
組
踊
の
研
究
公

演
を
開
催
い
た
し
ま
す
。
そ
の
際
に
は
、

か
ら
く
り
花
火
の
再
現
に
も
取
り
組
む

予
定
で
す
。

　
ま
た
、
11
月
２
日（
土
）、３
日（
日
）に

は
、首
里
城
の
御
庭
で
、組
踊
の
復
元
公

演
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

　
仮
設
舞
台
で
の
組
踊
復
元
公
演
を
鑑

賞
で
き
る
の
は
、滅
多
に
な
い
貴
重
な
機

会
で
す
。ぜ
ひ
、会
場
に
お
越
し
い
た
だ

き
、当
時
の
琉
球
王
朝
に
想
い
を
馳
せ
な

が
ら
鑑
賞
し
て
み
る
の
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

組踊「執心鐘入」


