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９
月
８
日
（
日
）
、
川
上
区
の
豊
年
祭
は
、
ま
だ

続
き
ま
す
。
そ
の
理
由
は
、
中
学
生
の
出
番
が
今
年

は
多
か
っ
た
か
ら
で
す
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
中
盤
に
は
、
「
こ
て
い
節
」
に
Ｍ
・

Ｓ
さ
ん
、
Ｕ
・
Ｒ
さ
ん
が
登
場
し
て
若
衆
踊
り
を
披

露
し
ま
し
た
。

「
こ
て
い
節
」
は
歌
詞
の
３
番
に
、
大
西
区
（
読
谷

村
）
の
強
い
牛
（
こ
て
い
）
は
、
や
な
づ
ち
葉
が
好

き
だ
け
れ
ど
も
、
私
達
、
若
者
は
花
を
好
む
。
と
あ

り
、
そ
こ
か
ら
「
こ
て
い
節
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
の
こ
と
。

続
い
て
は
親
子
二
人
の
競
演
で
Ｍ
・
Ｋ
さ
ん
が

「
加
奈
ヨ
ー
」
を
軽
快
に
踊
っ
て
魅
せ
ま
し
た
。

「
加
奈
ヨ
ー
」
は
、
明
治
期
の
創
作
舞
踊
で
、
村
の

若
い
男
女
の
恋
を
強
調
し
た
歌
詞
に
玉
城
盛
重
が
振

り
付
け
た
テ
ン
ポ
の
速
い
曲
で
す
。
親
子
で
の
軽
快

な
踊
り
を
微
笑
ま
し
く
見
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

玉
城
盛
重
さ
ん
は
、
明
治
元
年
首
里
の
生
ま
れ
の
人
で
、
「
加
奈

ヨ
ー
」
の
他
に
「
花
風
」
「
む
ん
じ
ゅ
る
」
「
松
竹
梅
」
な
ど
、

雑
踊
り
の
創
作
に
大
き
な
功
績
を
残
し
た
人
で
す
。

元
職
員
だ
っ
た
Ｙ
・
Ｔ
先
生
も
二
才
踊
り
「
大
浦
節
」
「
揚
作

田
」
を
勇
壮
に
舞
っ
て
い
ま
し
た
。
少
し
ず
つ
上
達
し
て
い
ま

す
。プ

ロ
グ
ラ
ム
１
２
番
に
Ｆ
・
Ｍ
さ
ん
、
Ｔ
・
Ｓ
さ
ん
の
「
四
つ

竹
」
が
登
場
し
ま
し
た
。
「
四
つ
竹
」
は
、
古
典
舞
踊
を
代
表
す

る
女
踊
り
の
ひ
と
つ
で
、
鮮
や
か
な
紅
型
衣
装
を
ま
と
い
、
恋
愛

を
主
題
と
し
て
優
雅
に
踊
る
、
玉
城
朝
薫
の
創
作
し
た
優
美
な
演

目
で
す
。
Ｆ
さ
ん
は
駅
伝
練
習
も
あ
り
、
毎
日
、
忙
し
か
っ
た
と

し
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
二
人
と
も

優
雅
な
踊
り
で
し
た
。

卒
業
生
の
Ｉ
・
Ｎ
さ
ん
、
Ｉ
・
Ｒ
さ

ん
も
「
浜
千
鳥
」
で
出
演
し
て
い
ま

し
た
。

琉
球
舞
踊
は
、
荘
厳
で
優
雅
で
格

調
高
い
踊
り
が
豊
富
に
あ
る
沖
縄
が

世
界
に
誇
る
芸
術
で
す
。
そ
の
一
翼

を
若
い
世
代
が
担
っ
て
継
承
し
て
い

る
姿
に
感
動
し
、
感
謝
い
た
し
ま

す
。


