
北
か
ら
の

発
信 

ア
イ
ヌ
の
伝
統
と
文
化 

ア
イ
ヌ
語
は
日
本
列
島
を
主
な
分
布
地
域
と
す
る
二
つ

の
言
語
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
現
在
、
ア
イ
ヌ
語
の

話
者
は
日
本
国
内
で
し
か
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
ほ

と
ん
ど
は
北
海
道
に
住
ん
で
い
る
。
か
つ
て
は
サ
ハ
リ
ン

島
南
部
、
千
島
列
島
、
本
州
東
北
地
方
の
少
な
く
と
も
北

部
ま
で
広
が
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
の
地
域
に
は
現
在
話

し
手
は
お
ら
ず
、
本
州
方
言
お
よ
び
千
島
方
言
は
完
全
に

消
滅
し
、
そ
の
地
域
の
地
名
に
痕
跡
を
残
す
だ
け
に
な
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ア
イ
ヌ
語
の
話
し
手
の
数

を
正
確
に
知
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
研
究
者
が
把
握
し
て

い
る
範
囲
に
限
っ
て
言
え
ば
、
日
常
会
話
が
ほ
と
ん
ど
ア

イ
ヌ
語
だ
け
で
で
き
る
レ
ベ
ル
の
人
が
数
名
、
物
語
を
丸

暗
記
で
は
な
く
自
分
の
言
葉
を
使
っ
て
語
れ
る
人
が
十
数

名
と
い
う
と
こ
ろ
だ
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
長
年
日
本

語
だ
け
で
生
活
し
て
き
た
た
め
に
、
自
分
が
ア
イ
ヌ
語
を

話
せ
る
こ
と
自
体
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
人
や
、
差
別
・
偏

見
な
ど
の
た
め
に
話
せ
る
こ
と
を
隠
し
て
い
る
人
な
ど
の

「
潜
在
的
話
者
」
の
存
在
が
十
分
に
考
え
ら
れ
、
話
者
数

は
そ
れ
よ
り
ず
っ
と
多
い
可
能
性
が
あ
る
。

ア
イ
ヌ
語
の
系
統
は
不
明
で
あ
り
、
孤
立
語
と
し
て
分

類
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ア
イ
ヌ
語
の
南

北
に
分
布
す
る
朝
鮮
語
、
日
本
語
、
ニ
ヴ
フ
語
、
イ
テ
リ

メ
ン
語
、
ユ
カ
ギ
ー
ル
語
な
ど
も
す
べ
て
系
統
関
係
の
不

明
な
言
語
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
極
東
地
域
に
お
い
て

何
ら
特
別
な
立
場
の
言
語
で
は
な
い
。
日
本
語
と
の
系
統

関
係
が
と
り
ざ
た
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
証
明
さ
れ
た

と
い
う
に
は
ほ
ど
遠
い
状
況
で
あ
る
。
文
法
的
に
言
え
ば

む
し
ろ
日
本
語
と
は
か
な
り
違
う
言
語
で
あ
り
、
中
国
語

が
日
本
語
の
音
韻
、
語
彙
、
語
構
成
法
な
ど
に
与
え
た
影

響
と
比
べ
れ
ば
、
日
本
語
か
ら
の
影
響
と
み
な
せ
る
現
象

は
圧
倒
的
に
少
な
い
。
そ
こ
か
ら
考
え
れ
ば
、
日
本
語
と

相
接
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
比
較
的
最
近
の
こ
と
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

方
言
に
つ
い
て
は
、
北
海
道
方
言
、
樺
太
方
言
、
千
島

方
言
の
三
つ
に
大
き
く
分
け
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
千

島
方
言
に
関
し
て
は
あ
ま
り
詳
し
い
こ
と
が
わ
か
ら
な
い

が
、
北
海
道
方
言
と
樺
太
方
言
は
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
方

言
に
分
け
ら
れ
る
。
と
い
っ
て
も
、
ひ
と
り
か
ふ
た
り
程

度
の
話
者
の
記
録
し
か
残
っ
て
い
な
い
方
言
も
少
な
く
な

く
、
方
言
の
特
徴
な
の
か
個
人
の
特
徴
な
の
か
を
峻
別
す

る
こ
と
は
難
し
い
。
ま
た
、
北
海
道
で
も
日
本
海
沿
岸
お

よ
び
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
沿
岸
地
域
は
、
宗
谷
地
方
を
除
い
て

ま
と
ま
っ
た
言
語
資
料
が
な
く
、
そ
の
あ
た
り
の
方
言
が

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
不
明
で
あ
る
。
樺
太
方
言

と
北
海
道
方
言
の
間
に
は
比
較
的
大
き
な
隔
た
り
が
あ
り
、

相
互
理
解
は
か
な
り
困
難
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、

ア
イ
ヌ
語
の
方
言
間
の
相
違
は
日
本
語
の
方
言
差
に
比
べ

れ
ば
ず
っ
と
小
さ
い
。

ア
イ
ヌ
語
の
文
字
表
記
の
歴
史
は
江
戸
時
代
に
遡
る

が
、
ア
イ
ヌ
人
自
身
が
ア
イ
ヌ
語
を
文
字
で
書
く
よ
う
に

な
る
の
は
比
較
的
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
現
在
、
ア
イ
ヌ

語
を
表
記
す
る
に
は
ロ
ー
マ
字
と
カ
タ
カ
ナ
が
主
に
使
わ

れ
て
お
り
、
カ
ナ
表
記
に
つ
い
て
は
音
節
末
子
音
を
小
さ

な
文
字
で
表
す
な
ど
、
ア
イ
ヌ
語
を
表
現
す
る
た
め
の
独

自
の
文
字
の
使
い
方
が
工
夫
さ
れ
、
定
着
し
つ
つ
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
語
、
英
語
、
ド
イ
ツ
語
な
ど
は
ロ
ー
マ
字
を
そ

れ
ぞ
れ
少
し
ず
つ
違
う
形
で
使
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
そ

れ
ぞ
れ
の
言
語
の
固
有
の
文
字
と
い
う
の
な
ら
、
ア
イ
ヌ

語
に
は
固
有
の
文
字
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
た
だ
し
、

ロ
ー
マ
字
に
し
ろ
カ
ナ
に
し
ろ
、
正
書
法
と
い
う
も
の
は

ま
だ
決
ま
っ
て
お
ら
ず
、
人
に
よ
っ
て
表
記
は
ば
ら
ば
ら

で
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
使
わ
れ

る
状
況
も
限
ら
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
。

アイヌ語・口承文芸アイヌ語・口承文芸

ア
イ
ヌ
語

サコロぺを語る様子（西川北洋『アイヌ風俗絵巻』市立函館図書館蔵）
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ア
イ
ヌ
人
は
口
頭
に
よ
る
文
芸
を
豊
か
に
発
展
さ
せ

て
き
た
。
従
来「
ア
イ
ヌ
文
学
」と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の

の
中
に
は
、
な
ぞ
な
ぞ
、
早
口
言
葉
、
鳥
の
聴
き
な
し
、

呪
文
、
神
へ
の
祈
り
言
葉
、
即
興
歌
、
輪
唱
、
踊
り
歌
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
含
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、

「
文
学
」と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
一
番
近
い
、
物
語
性
の
高
い

ジ
ャ
ン
ル
を
と
り
あ
げ
る
と
、
お
お
よ
そ
神
謡
、
散
文
説

話
、
英
雄
叙
事
詩
の
三
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
ら
れ
る
。

神
謡
は
地
域
に
よ
っ
て
カ
ム
イ
ユ
カ
ラ
、
オ
イ
ナ
な
ど

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
そ
の
中
心
を
な
す
の
は
カ
ム
イ

「
人
間
以
外
の
精
神
を
持
つ
存
在
。
神
」で
あ
る
。
こ
の
カ

ム
イ
、
例
え
ば
ク
マ
だ
と
か
、
キ
ツ
ネ
だ
と
か
、
火
だ
と

か
い
っ
た
も
の
が
、
自
分
の
体
験
を
語
る
と
い
う
ス
タ
イ

ル
を
と
る
こ
と
が
多
い
。
神
謡
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自

の
節
が
つ
い
て
お
り
、
そ
の
節
に
乗
せ
て
語
る
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
サ
ケ
ヘ
と
か
、
サ
ハ
と
呼
ば
れ
る
繰
り
返
し

の
言
葉
が
そ
れ
ぞ
れ
の
話
ご
と
に
あ
り
、
そ
れ
を
挟
み

な
が
ら
語
っ
て
い
く
の
も
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
知
里
幸

恵『
ア
イ
ヌ
神
謡
集
』（
１
９
２
３
）は
幌
別
地
方
に
伝
わ

る
神
謡
を
原
文
対
訳
に
し
た
も
の
だ
が
、ア
イ
ヌ
人
自
身

の
手
に
よ
っ
て
初
め
て
書
き
下
ろ
さ
れ
た
と
い
う
だ
け
で

な
く
、
も
っ
と
も
広
く
読
ま
れ
て
い
る
ア
イ
ヌ
文
学
作
品

集
で
あ
り
、ア
イ
ヌ
の
伝
統
的
世
界
観
を
知
る
た
め
の
格

好
の
参
考
書
と
な
っ
て
い
る
。

散
文
説
話
は
地
域
に
よ
っ
て
ウ
エ
ペ
ケ
レ
、
ト
ウ
イ
タ
ク

な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
節
を
つ
け
ず
に
語
ら
れ

る
。
主
人
公
は
様
々
だ
が
、
普
通
の
人
間
を
主
人
公
と

し
た
も
の
が
中
心
で
あ
り
、
や
は
り
自
分
の
体
験
を
語

る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
と
る
。
な
か
な
か
に
ド
ラ
マ
チ
ッ

ク
な
複
雑
な
展
開
の
話
も
少
な
く
な
く
、
往
時
の
ア
イ
ヌ

の
生
活
を
偲
ば
せ
る
よ
う
な
民
族
誌
的
に
興
味
深
い
エ

ピ
ソ
ー
ド
な
ど
も
随
所
に
現
れ
、
比
較
的
注
目
さ
れ
る
こ

と
が
少
な
い
が
、ア
イ
ヌ
文
化
を
学
ぶ
上
で
重
要
な
ジ
ャ
ン

ル
で
あ
る
。

英
雄
叙
事
詩
は
地
域
に
よ
っ
て
ユ
カ
ラ
、
サ
コ
ロ
ペ
な
ど
と

呼
ば
れ
る
も
の
で
、
神
謡
と
同
じ
く
節
を
つ
け
て
語
ら
れ

る
も
の
だ
が
、
声
の
出
し
方
も
節
の
つ
け
方
も
神
謡
と
は
か

な
り
違
う
。
語
り
終
え
る
の
に
何
日
も
か
か
る
よ
う
な
長

大
な
話
が
多
く
、
表
現
も
韻
文
と
し
て
整
え
ら
れ
た
か
な

り
凝
っ
た
言
い
回
し
が
多
用
さ
れ
る
の
で
、
神
謡
や
散
文
説

話
と
違
っ
て
誰
も
が
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
ら
し
い
。
内
容
的
に
も
、
超
人
的
な
力
を
持
っ
た
少
年

英
雄
が
次
か
ら
次
に
現
れ
る
強
敵
を
倒
し
て
美
少
女
を
妻

に
迎
え
る
と
い
っ
た
よ
う
な
、
勇
壮
で
雄
大
な
も
の
が
多
い

の
で
、ア
イ
ヌ
文
学
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
昔
か
ら
扱
わ

れ
て
き
た
。
も
っ
と
も
、
英
雄
叙
事
詩
は
日
常
か
ら
の
逸

脱
、
空
想
の
飛
躍
と
い
う
と
こ
ろ
に
そ
の
本
質
が
求
め
ら

れ
る
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
の
で
、
そ
の
内
容
を
直
ち
に

史
実
に
結
び
つ
け
る
の
は
、い
さ
さ
か
無
理
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

こ
う
し
た
口
承
文
芸
の
語
り
手
も
、ア
イ
ヌ
語
の
話
者

と
と
も
に
消
滅
す
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
、

口
承
文
芸
を
通
じ
て
ア
イ
ヌ
語
を
学
ぼ
う
と
す
る
人
の
数

は
増
え
て
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
、ア
イ
ヌ
文
化
振
興
・
研

究
推
進
機
構
が
主
催
す
る
ア
イ
ヌ
語
弁
論
大
会
で
、
口
承

文
芸
に
よ
る
出
場
者
が
年
々
増
え
て
い
る
こ
と
な
ど
に
も

そ
れ
が
見
て
と
れ
る
。
日
常
会
話
で
使
わ
れ
な
く
な
り
、

辞
書
や
教
科
書
も
ま
だ
十
分
に
整
っ
て
い
な
い
ア
イ
ヌ
語
の

よ
う
な
言
語
を
学
び
伝
え
て
行
く
の
は
、
非
常
に
困
難
を

伴
う
こ
と
だ
が
、
そ
れ
を
克
服
す
る
ひ
と
つ
の
道
が
こ
れ
ら

の
口
承
文
芸
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

千
葉
大
学
文
学
部
教
授

中
川
　
裕

口
承
文
芸

知里幸恵（横山むつみ氏蔵）
知里幸恵編『アイヌ神謡集』
（北海道立文学館蔵）

人間=アイヌ（aynu） 

男性=オッカヨ（okkayo） 

女性=メノコ（menoko） 

頭=サパ（sapa） 

耳=キサラ（kisar） 

目=シク（sik） 

口=パラ（par） 

手=テク（tek） 

足=ケマ（kema） 

村=コタン（kotan） 

山=ヌプリ（nupuri） 

 

川=ペッ（pet）、ナイ（nay） 

海=アトゥイ（atuy） 

魚=チェプ（cep） 

熊=キムンカムイ（kimun kamuy） 

大きい=ポロ（poro） 

小さい=ポン（pon） 

歩く=アプカシ（apkas） 

食べる=イペ（ipe） 

美しい=ピリカ（pirka） 

ありがとう=イヤイライケレ（iyairaykere） 

おいしいな=ケラアン　フミ（keraan humi） 

 

 

出典:中川裕『アイヌ語千歳方言辞典』（草風館、1995）

北海道アイヌ 

樺太アイヌ 
千島アイヌ 

東北アイヌ 

財団法人アイヌ文化振興･研究推進機構主催のアイヌ語弁論大会
（平成14年度、同財団蔵）
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アイヌの分布（近世以前）


