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線
の
楽
譜
に
は
う
た
の
旋

律
（
メ
ロ
デ
ィ
）
が
書
か

れ
て
い
な
い
の
で
、
口
伝
で
覚
え

ま
す
。
人
に
よ
り
実
演
に
違
い
が

あ
り
、
も
と
も
と
は
ど
う
だ
っ
た

の
か
一
番
古
い
資
料
に
あ
た
っ
て

み
よ
う
と
調
べ
始
め
た
の
が
富
原

守
清
の
「
琉
球
音
楽
考
」
で
す
。

苦
労
し
読
み
進
め
る
中
、
金
武
良

仁
に
よ
る
古
い
音
源
を
聞
く
と
理

論
を
踏
ま
え
た
も
の
に
な
っ
て
い

る
と
分
か
り
、
論
文
と
音
源
が
対

応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
信
頼

性
が
高
い
と
感
じ
ま
し
た
。
理
論

を
認
識
し
、
型か

た

を
見
出
し
て
い
く

中
、
こ
れ
は
突
き
詰
め
る
価
値
が

あ
る
こ
と
だ
と
確
信
し
た
の
で
す
。

演
奏
の
違
い
に
関
す
る
悩
み
は
切

実
で
、
そ
れ
を
解
決
す
る
唯
一
の

手
段
だ
っ
た
の
で
、
研
究
に
の
め

り
こ
み
ま
し
た
。
研
究
は
孤
独
で
、

型
な
ん
て
無
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と

い
う
気
持
ち
に
な
る
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
が
、
一
つ
わ
か
る
と
そ
の

次
と
理
解
が
広
が
り
、
理
論
や
型

を
発
見
で
き
る
面
白
さ
が
あ
っ
た

か
ら
続
け
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

古
典
の
強
さ

古
典
と
い
う
も
の
は
、
何
百
年

と
長
い
年
月
を
か
け
繰
り
返
さ
れ

る
な
か
で
、
自
然
と
凝
縮
さ
れ
こ

れ
以
上
足
し
た
り
引
い
た
り
す
る

余
地
の
な
い
「
型
」
と
し
て
帰
結

し
ま
す
。
こ
う
き
た
ら
こ
う
な
る
、

と
い
う
強
さ
が
あ
る
。
弦
を
一
つ
弾

く
と
き
に
も
、
弦
の
も
つ
性
格
が

あ
っ
て
、
そ
こ
に
型
（
パ
タ
ー
ン
）

を
見
出
し
ま
し
た
。
１
拍
の
時
、

２
拍
の
時
、
５
拍
の
時
、
と
い
う

部
品
を
組
み
合
わ
せ
て
一
曲
が
構

成
さ
れ
て
い
ま
す
。
聞
い
た
こ
と

の
な
い
も
の
で
も
、
型
に
分
解
で

き
た
ら
理
論
的
に
は
歌
え
ま
す
。

よ
み
が
え
っ
た
伊
江
村
の
う
た

歌
詩
が
90
種
以
上
も
残
っ
て
い

た
伊い

江い

早は
い

作ち
く

田て
ん

節ぶ
し

と
い

う
楽
譜
が
あ
り
ま
し
た
。

伊
江
村
の
人
も
知
ら
な
い

と
い
う
の
で
、
手
を
挙

げ
、
現
地
の
民
俗
芸
能
保

存
会
と
仕
上
げ
披
露
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
主
な
行

事
の
際
に
は
実
演
さ
れ
る
そ
う
で
、

研
究
を
役
立
て
る
こ
と
が
で
き
て

嬉
し
か
っ
た
で
す
。

昔
の
人
が

表
現
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に

近
づ
く
た
め
に

理
論
や
型
を
、
議
論
の
際
の
共

通
言
語
と
し
て
使
っ
て
も
ら
え
た

ら
と
思
い
ま
す
。
理
解
が
な
い
と

議
論
は
で
き
ま
せ
ん
。
勝
手
な
解

釈
で
は
な
く
、
議
論
し
修
正
す
べ

き
と
こ
ろ
は
し
て
い
く
。
型
に
は

ひ
と
つ
ひ
と
つ
意
味
が
あ
る
か

ら
、
意
味
が
分
か
れ
ば
そ
れ
以
外

の
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
す
。

今
後
は
、
規
範
に
な
る
よ
う
な

楽
譜
の
整
備
と
合
わ
せ
て
、
音
楽

を
具
体
的
な
言
葉
で
伝
え
ら
れ
る

よ
う
に
、
工
夫
し
指
導
し
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

楽
譜
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
の

は
、
昔
の
人
が
表
現
し
よ
う
と
し

た
も
の
に
近
づ
き
た
い
か
ら
。
今

ま
で
意
識
せ
ず
に
演
奏
し
て
い
た

も
の
を
型
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が

で
き
て
、
生
活
か
ら
生
ま
れ
た
条

理
や
考
え
方
、
表
現
と
い
っ
た
昔

の
人
が
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
も
の

に
近
づ
け
て
い
る
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。

人間国宝認定おめでとうございます
国の重要無形文化財保持者に市在住のお二人が認定されました。伝統的な首里の織物の
制作技法に精通し染織作家として活躍する祝嶺恭子さんと、伝統的な琉球古典音楽の技
法を高度に体現した実演に加え理論的研究も評価された大湾清之さんです。

「
首
里
の
織
物
」
祝
嶺 
恭
子
さ
ん

「
琉
球
古
典
音
楽
」
大
湾 

清
之
さ
ん

後
、
沖
縄
に
は
何
も
か
も

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と

い
う
危
機
感
と
、
文
化
を
絶
や
し

て
は
い
け
な
い
と
い
う
機
運
が
あ

る
な
か
、
与
那
国
、
宮
古
、
八
重

山
、
久
米
島
と
織
り
の
産
地
を
調

査
し
、
教
書
作
り
に
携
わ
り
ま
し

た
。
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
や

ら
な
く
ち
ゃ
と
い
う
気
持
ち
で
し

た
。
と
い
う
の
も
、柳
宗
悦
の「
琉

球
の
人
文
」
を
読
み
、
恩
師
で
あ

る
柳
悦よ

し

孝た
か

先
生
の
指
導
を
受
け
る

中
で
、
先
生
方
の
沖
縄
文
化
に
対

す
る
強
い
思
い
入
れ
や
意
気
込
み

を
目
に
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
私

が
や
ら
な
く
ち
ゃ
と
使
命
感
を
植

え
付
け
ら
れ
た
み
た
い
。
先
生
方

に
会
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
こ
ん
な

に
続
い
て
い
な
い
で
す
ね
。

＊
＊
＊

戦
禍
を
免
れ
た
織
物
の
存
在
を

知
り
、
ド
イ
ツ
に
渡
っ
た
時
に
は
、

糸
に
対
す
る
認
識
や
完
成
度
が
つ

ま
っ
た
現
物
が
残
っ
て
い
ま
し

た
。
知
恵
と
工
夫
、
技
術
も
美
意

識
も
全
て
備
え
て
い
る
の
を
目
に

し
て
、
参
り
ま
し
た
ね
。
ひ
と
つ

ひ
と
つ
ル
ー
ペ
で
必
死
に
素
材
と

技
術
を
観
察
し
、
経
糸
何
本
、
横

糸
何
本
、
打
ち
込
み
が
１
セ
ン
チ

に
何
本
、
緑
が
何
本
、
と
詳
細
に

う
つ
し
と
っ
て
、
記
録
を
整
理
し

誰
も
が
織
れ
る
よ
う
設
計
図
に
し

ま
し
た
。（
注※

ド
イ
ツ
の
公
使

館
が
琉
球
王
国
併
合
前
に
、
首
里

や
八
重
山
諸
島
な
ど
で
購
入
・
収

集
し
た
品
々
が
、
ベ
ル
リ
ン
民
俗

学
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
）

昔
の
人
の
仕
事
は
す
ご
く
勉
強

に
な
る
ん
で
す
。
伝
統
的
な
も
の

を
や
ら
な
い
の
と
聞
か
れ
る
と
、

人
の
真
似
は
し
た
く
な
い
、
自
分

の
創
作
を
し
た
い
と
反
発
し
た
時

も
あ
り
ま
し
た
。
で
も
古
い
手
縞

（
て
ぃ
じ
ま
）
に
感
動
し
た
ん
で
す

ね
。
手
縞
は
、
４
０
０
年
も
前
の

沖
縄
の
人
が
色
彩
学
も
な
し
に
、

仕
事
を
通
し
学
ん
だ
色
の
使
い
方

を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
オ
レ
ン

ジ
と
グ
リ
ー
ン
は
反
対
色
な
の

で
、
反
発
し
あ
う
と
普
通
組
み
合

わ
せ
な
い
ん
で
す
が
、
昔
の
人
は

そ
れ
を
使
っ
て
お
さ
ま
っ
て
い
る
。

「
い
る
お
ー
ら
す
ん
（
い
ろ
を
け
ん

か
さ
せ
る
）」
と
い
う
沖
縄
の
言

葉
が
あ
る
よ
う
に
、
仕
事
を
通
し

て
知
恵
や
美
意
識
を
取
得
し
て
い

た
。
ま
た
織
り
色
と
い
う
も
の
も

本
当
に
不
思
議
で
魅
力
的
で
す
。

経
糸
に
赤
、
横
糸
に
青
を
入
れ
る

と
桔
梗
色
が
出
る
ん
で
す
が
、
私

は
ず
っ
と
織
り
色
を
中
心
に
し
た

色
の
使
い
方
を
し
て
い
ま
す
。

基
礎
な
し
に
新
し
さ
へ
向
か
っ

て
も
、
そ
う
い
う
も
の
は
す
ぐ
無

く
な
っ
て
し
ま
う
根
無
し
草
で

す
。
古
い
も
の
を
見
て
勉
強
し
、

自
分
の
物
と
し
て
消
化
し
て
ほ
し

い
。
何
を
す
る
に
も
色
々
な
も
の

を
勉
強
し
習
得
し
て
そ
れ
ら
が
肥

や
し
に
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

＊
＊
＊

も
の
に
宿
る
魂
で
は
な
い
け
れ

ど
、
そ
れ
ら
に
引
き
寄
せ
ら
れ
、

こ
れ
を
や
ら
な
い
と
い
け
な
い
よ

と
、
使
命
感
み
た
い
な
も
の
が
ふ

つ
ふ
つ
と
湧
い
て
く
る
、
そ
う
い

う
仕
事
が
仕
事
を
招
い
て

き
ま
し
た
。
先
生
が
亡
く

な
っ
て
も
、
灯
台
守
の
よ

う
に
光
を
与
え
て
い
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
持

ち
に
な
り
ま
す
ね
。
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「みんなの文化財
図鑑（無形文化財
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おおわん　きよゆき●昭和21
(1946)年生まれ。著作に「琉球古
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など。 【出演予定】1/13
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20周年記念公演【好き
な場所】若狭公園


