
北
か
ら
の

発
信 

ア
イ
ヌ
の
伝
統
と
文
化 

げ
て
き
た
。
こ
の
集
落
は
コ
タ
ン
と
呼
ば
れ
、
そ
こ
で
は
チ

セ（
住
居
）を
中
心
と
し
た
生
活
が
営
ま
れ
て
い
た
。
一
コ

タ
ン
あ
た
り
の
チ
セ
は
数
戸
か
ら
多
く
て
も
十
数
戸
で
、こ

れ
ら
が
ひ
と
つ
の
生
活
共
同
体
を
形
成
し
て
い
た
。

伝
統
的
な
チ
セ
は
寄
せ
棟
造
り
で
平
面
上
で
は
長
方
形

を
し
て
お
り
、
玄
関
部
分
に
は
玄
関
兼
物
置
き
の
役
割
を

す
る
張
り
出
し
が
付
い
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
大
き
さ
は

六
坪
程
度
の
も
の
か
ら
三
十
坪
ほ
ど
の
も
の
ま
で
さ
ま
ざ

ま
で
あ
っ
た
。
こ
の
骨
組
み
に
は
ハ
シ
ド
イ
や
ヤ
チ
ダ
モ
、

葺
材
に
は
そ
の
地
域
で
採
集
し
や
す
い
植
物
が
利
用
さ
れ
、

ア
シ
や
ス
ス
キ
、
サ
サ
な
ど
の
草
を
は
じ
め
、
キ
ハ
ダ
や

マ
ツ
類
な
ど
の
樹
皮
も
使
わ
れ
て
い
た
。

内
部
は
間
仕
切
り
の
な
い
一
間
で
、
中
央
に
は
炉
が
切

ら
れ
、
こ
こ
で
煮
炊
き
や
暖
を
と
る
な
ど
生
活
の
中
心
と

な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
こ
に
は
ア
ペ
フ
チ
カ
ム
イ
と
呼

ば
れ
る
火
の
神
が
鎮
座
し
、
常
に
人
々
の
生
活
を
見
守
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
窓
は
母
屋
の
入
り
口
に
対

面
す
る
場
所
に
一
カ
所
、
入
っ
て
右
側
（
ま
た
は
左
側
）

の
壁
に
一
〜
二
カ
所
開
く
。
特
に
入
り
口
対
面
の
窓
は
、

神
々
が
出
入
り
す
る
窓
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
非
常
に
大

切
に
さ
れ
た
。
ま
た
、
家
の
奥
に
は
宝
物
置
き
場
が
あ
っ

て
漆
器
や
刀
剣
、
玉
飾
り
な
ど
の
交
易
品
が
並
び
、
そ
の

上
部
に
は
家
の
神
な
ど
が
祀
ら
れ
て
い
た
。

チ
セ
の
周
囲
に
は
食
料
庫
や
物
干
し
、
便
所
な
ど
の
生

活
施
設
を
は
じ
め
、
祭
壇
や
ク
マ
の
飼
育
檻
な
ど
信
仰
に

関
す
る
施
設
も
配
置
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
コ
タ

ン
の
周
囲
に
は
猟
や
山
菜
採
集
を
す
る
た
め
の
場
が
広
が

り
、
そ
こ
で
季
節
に
応
じ
た
狩
猟
採
集
を
は
じ
め
と
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
活
動
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。

雪
解
け
が
始
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
植
物
が
芽
を
出
し

は
じ
め
る
春
は
、
多
く
の
植
物
を
採
集
し
、
保
存
す
る

作
業
が
は
じ
ま
る
季
節
で
あ
り
、
ま
た
、
川
で
の
漁
が

は
じ
ま
る
季
節
で
あ
っ
た
。
春
に
は
ギ
ョ
ウ
ジ
ャ
ニ
ン

ニ
ク
、
フ
キ
、
ニ
リ
ン
ソ
ウ
、
ヒ
メ
ザ
ゼ
ン
ソ
ウ
、
ユ

キ
ザ
サ
、
ハ
ナ
ウ
ド
な
ど
の
葉
茎
、
エ
ゾ
エ
ン
ゴ
サ
ク
、

エ
ゾ
ノ
リ
ュ
ウ
キ
ン
カ
な
ど
の
根
茎
と
い
っ
た
さ
ま
ざ

ま
な
植
物
が
採
集
さ
れ
た
。
ま
た
、
イ
ト
ウ
が
遡
上
す

る
季
節
を
知
ら
せ
る
フ
ク
ジ
ュ
ソ
ウ
が
咲
く
と
、
川
で

イ
ト
ウ
漁
が
は
じ
ま
っ
た
。

ま
た
、
春
は
ア
イ
ヌ
の
伝
統
的
な
衣
服
、
ア
ッ
ト
ゥ
シ

の
材
料
で
あ
る
オ
ヒ
ョ
ウ
ニ
レ
の
靱
皮

じ

ん

ぴ

や
紐
、
編
み
袋
な

ど
の
材
料
と
な
る
シ
ナ
ノ
キ
の
靱
皮
を
採
集
す
る
時
期
で

も
あ
っ
た
。
採
集
し
た
靱
皮
部
は
沼
や
温
泉
に
浸
け
た
後
、

薄
く
剥
い
で
干
し
、
細
く
裂
い
て
糸
を
作
っ
た
。

こ
の
ほ
か
、
カ
ッ
コ
ウ
や
キ
ジ
バ
ト
の
鳴
き
声
が
聞
こ

え
始
め
る
と
コ
タ
ン
近
く
に
簡
単
な
畑
を
作
っ
て
、
ヒ
エ

や
ア
ワ
、
イ
ナ
キ
ビ
な
ど
の
播
種
を
お
こ
な
っ
た
。

初
夏
、
オ
オ
ウ
バ
ユ
リ
の
花
が
咲
く
季
節
に
な
る
と
、

そ
の
鱗
茎

り
ん
け
い

の
採
集
時
期
に
な
る
。
ア
イ
ヌ
の
人
々
に
と
っ

て
こ
の
オ
オ
ウ
バ
ユ
リ
の
鱗
茎
は
重
要
な
食
料
資
源
の
ひ

と
つ
で
、
多
く
の
地
域
で
こ
れ
か
ら
デ
ン
プ
ン
を
採
取
し
、

保
存
食
と
し
て
食
料
庫
に
大
量
に
蓄
え
て
い
た
。

夏
、
川
で
は
マ
ス
や
カ
ジ
カ
、
ウ
グ
イ
を
は
じ
め
、
地

方
に
よ
っ
て
は
チ
ョ
ウ
ザ
メ
の
漁
も
お
こ
な
わ
れ
た
。
漁

の
方
法
と
し
て
は
丸
木
舟
を
用
い
た
網
漁
を
は
じ
め
、
小

川
に
「
ど
う
」
を
仕
掛
け
た
り
、
杭
を
打
ち
込
ん
で
川
を

せ
き
止
め
、
行
き
場
を
失
っ
た
魚
を
網
や
マ
レ
ク
（
突
き

鈎
）
と
い
う
特
殊
な
漁
具
で
捕
獲
す
る
と
め
漁
な
ど
さ
ま

ざ
ま
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
捕
獲
し
た
魚
は
、
焼
き
干
し

に
し
た
り
、
家
の
炉
の
上
で
干
し
て
薫
製
状
態
に
し
て
保

存
し
た
。

海
岸
の
コ
タ
ン
で
は
カ
レ
イ
や
カ
ジ
カ
な
ど
の
小
型
魚

デンプン採集のためオオウバユリの鱗茎を掘る様子。（西川北洋『アイヌ風俗絵巻』市立函館図書館蔵）

暮らし
伝統的な四季の生活
暮らし
伝統的な四季の生活

ア
イ
ヌ
の
人
々
は
食
料
や
飲
料
水
の
確
保
が
比
較
的

容
易
で
、
し
か
も
水
害
な
ど
の
災
害
に
あ
わ
な
い
よ
う
な

川
沿
い
や
海
沿
い
の
地
域
に
集
落
を
形
成
し
、
北
国
の
厳

し
く
も
豊
か
な
自
然
の
な
か
で
独
自
の
文
化
を
築
き
上

コ
タ
ン
と
チ
セ

春（
パ
イ
カ
ラ
）

夏
（
サ
ク
）
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を
は
じ
め
、
地
域
に
よ
っ
て
は
イ
タ
オ
マ
チ
プ
（
外
洋

舟
）
を
使
用
し
、
キ
テ
（
回
転
離
頭
銛
）
を
用
い
た
カ

ジ
キ
類
や
マ
ン
ボ
ウ
な
ど
の
大
型
魚
、
そ
れ
に
ク
ジ
ラ

の
漁
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
海
藻
や
貝
類
な

ど
の
採
集
も
こ
の
季
節
に
お
こ
な
わ
れ
た
。

ア
イ
ヌ
の
人
々
が
食
料
、
あ
る
い
は
薬
用
と
し
て
利

用
し
て
い
た
植
物
は
数
百
種
類
と
も
い
わ
れ
、
秋
に
は

植
物
の
根
茎
や
果
実
を
採
集
し
た
。
例
え
ば
、
根
茎
で

は
コ
ウ
ラ
イ
テ
ン
ナ
ン
シ
ョ
ウ
、
果
実
で
は
コ
ク
ワ
、

ブ
ド
ウ
、
ク
リ
、
ク
ル
ミ
、
ド
ン
グ
リ
、
キ
ハ
ダ
、
ヒ

シ
、
ヤ
ブ
マ
メ
、
イ
チ
ゴ
な
ど
が
採
集
さ
れ
、
季
節
の

味
と
し
て
食
用
に
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
保
存
食
や
薬

と
し
て
乾
燥
し
て
蓄
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
タ
モ
ギ
タ
ケ

や
マ
イ
タ
ケ
な
ど
の
キ
ノ
コ
類
も
採
集
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
ほ
か
、
ご
ざ
の
材
料
と
な
る
ガ
マ
や
フ
ト
イ
、
葺

材
と
な
る
ア
シ
や
ス
ス
キ
な
ど
も
こ
の
時
期
に
大
量
に

採
集
し
、
乾
燥
し
て
保
存
し
た
。

秋
は
サ
ケ
漁
の
季
節
で
も
あ
る
。
各
地
の
河
川
に
は

サ
ケ
が
大
量
に
遡
上
し
、
捕
獲
の
た
め
昼
夜
を
問
わ
ず

多
忙
な
日
が
続
い
た
。
捕
獲
に
は
マ
レ
ク
や
カ
ン
キ

（
引
き
鈎
）
と
い
う
漁
具
を
は
じ
め
、
前
述
の
と
め
漁

や
丸
木
舟
に
よ
る
網
漁
な
ど
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
捕
獲

し
た
サ
ケ
は
季
節
の
料
理
と
し
て
食
卓
に
出
さ
れ
る
ほ

か
、
多
く
は
乾
燥
さ
せ
て
か
ら
炉
の
上
に
吊
し
、
薫
製

に
し
て
保
存
し
た
。
ま
た
、
サ
ケ
の
皮
を
利
用
し
て
チ

ェ
プ
ケ
リ
と
い
う
靴
も
作
ら
れ
た
。

冬
は
お
も
に
猟
の
季
節
と
な
る
。
捕
獲
対
象
と
な
っ

た
の
は
エ
ゾ
シ
カ
、
ヒ
グ
マ
、
キ
タ
キ
ツ
ネ
、
エ
ゾ
タ

ヌ
キ
、
エ
ゾ
ユ
キ
ウ
サ
ギ
、
エ
ゾ
ク
ロ
テ
ン
、
エ
ゾ
リ
ス

な
ど
の
陸
獣
類
、
カ
モ
類
や
カ
ケ
ス
、
エ
ゾ
ラ
イ
チ
ョ
ウ

な
ど
の
鳥
類
、
そ
れ
に
ア
ザ
ラ
シ
や
オ
ッ
ト
セ
イ
と
い
っ

た
海
獣
類
で
あ
る
。
こ
の
な
か
で
も
特
に
多
く
捕
獲
さ
れ

た
の
が
エ
ゾ
シ
カ
で
、
毛
皮
や
肉
、
そ
れ
に
角
や
腱
な
ど

生
活
に
必
要
な
さ
ま
ざ
ま
な
素
材
を
得
て
い
た
。

陸
獣
類
の
猟
は
お
も
に
ト
リ
カ
ブ
ト
の
毒
を
用
い
た
弓

矢
が
使
用
さ
れ
た
が
、
テ
ン
や
ウ
サ
ギ
な
ど
の
小
動
物
に

は
仕
掛
け
罠
も
多
く
使
用
さ
れ
、
エ
ゾ
シ
カ
猟
で
は
追
い

落
と
し
猟
や
追
い
込
み
猟
も
お
こ
な
わ
れ
た
。
ヒ
グ
マ
の

猟
は
冬
の
終
わ
り
の
こ
ろ
の
冬
眠
中
を
狙
っ
て
お
こ
な
わ

れ
、
仔
グ
マ
が
い
た
場
合
は
連
れ
帰
り
、
一
〜
二
年
ほ
ど

飼
育
し
た
後
、
イ
オ
マ
ン
テ
（
ク
マ
の
霊
送
り
）
を
お
こ

な
っ
た
。
ま
た
、
海
獣
類
は
も
っ
ぱ
ら
前
述
の
キ
テ
を
使

っ
た
猟
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
狩
猟
で
得
た
獲
物
は
、
肉
は
食
用
と
な
る

が
、
毛
皮
は
自
己
消
費
の
ほ
か
、
多
く
は
交
易
品
と
し
て

利
用
さ
れ
、
鉄
製
品
や
漆
器
、
布
、
玉
類
な
ど
と
交
換
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
湖
沼
で
は
氷
を
一
部
割
っ
て
そ
の
下
の
魚

を
狙
う
漁
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
伝
統
的
な
生
活
は
、
四

季
を
通
し
て
多
彩
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
独
自
の
文
化
や
価

値
観
が
見
い
だ
せ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
生
活
は
明
治

政
府
の
同
化
政
策
や
近
代
化
と
い
う
時
代
の
流
れ
の
な
か

で
変
化
し
、
失
わ
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
現
在
、
伝

統
的
な
生
活
の
中
に
存
在
し
て
い
た
知
恵
や
技
術
を
復
元

し
た
り
、
そ
れ
を
伝
承
し
て
い
こ
う
と
す
る
活
動
が
各
地

で
活
発
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。帯

広
百
年
記
念
館
　

内
田
　
祐
一

仕掛け弓の様子。獲物の通り道に仕掛けて、弓から出た糸に動物が触れると矢が
飛び出す。（『蝦夷島奇観』帯広百年記念館蔵）

弓矢によるシカ猟の様子。（西川北洋『アイヌ風俗絵巻』市立函館図書館蔵）

チ
ュ
ク（
秋
）

大正時代の帯広のチセ。アシ葺きで、玄関兼物置は付いていない。（帯広百年記念
館蔵）

マレク漁。マレクは先端が刺さると反転し、鈎になって捕獲できる仕掛けになって
いる。（平沢屏山『マレク漁の図』市立函館図書館蔵）

マ
タ（
冬
）
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