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北
か
ら
の

発
信 

ア
イ
ヌ
の
伝
統
と
文
化 

―
最
初
に
、
皆
さ
ん
が
ア
イ
ヌ
文
化
に
密
接
に
関
わ

る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で

し
ょ
う
か
。

貝
澤
徹

僕
の
暮
ら
し

て
い
る
二
風
谷

に

ぶ

た

に

（
北
海

道
平
取
町
）
は
昔
か
ら

ア
イ
ヌ
文
化
が
伝
承
さ

れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
、

父
親
も
親
類
も
皆
、
木

彫
り
や
織
物
と
か
に
携

わ
っ
て
お
り
ま
し
た
の

で
、
常
に
幼
少
の
頃
か
ら
ア
イ
ヌ
文
化
に
触
れ
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
伝
統
的
な
も
の
を
前
向
き
に
彫
り
始

め
た
の
は
30
代
半
ば
く
ら
い
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ま

で
は
、
伝
統
工
芸
に
ど
う
し
て
も
抵
抗
が
あ
り
、
彫
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
、
あ
る
き
っ
か
け

に
よ
っ
て
そ
れ
が
自
分
の
な
か
で
薄
れ
て
い
き
、
彫
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
す
。

そ
の
き
っ
か
け
は
、
僕
の
家
に
ひ
い
お
じ
い
さ
ん
か
ら

受
け
継
い
だ
お
盆
が
あ
る
の
で
す
が
、
あ
る
時
、
そ
の

お
盆
を
先
輩
方
に
見
せ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
素
晴
ら
し
さ

に
先
輩
方
の
見
る
目
が
変
わ
り
ま
し
た
。
そ
の
時
に
、

僕
の
気
持
ち
も
変
化
し
て
、
ア
イ
ヌ
文
様
と
い
う
平
面

の
も
の
で
も
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る
も
の
を
彫
っ
て
み
よ

う
と
い
う
気
持
ち
に
な
り
、
最
初
に
彫
っ
た
も
の
が
お

盆
で
し
た
。

貝
澤
真
紀

私
も
二
風
谷
で
生
ま
れ
育
ち
、
実
家
が
民

芸
品
店
を
や
っ
て
い
た
の
で
、
ア
イ
ヌ
の
工
芸
品
を
ず

っ
と
見
て
育
ち
ま
し
た
。
中
学
生
く
ら
い
の
時
か
ら
、

う
ろ
覚
え
に
彫
れ
る
よ
う
に
な
り
、
記
念
彫
り
（
工
芸

品
に
地
名
、
名
前
な
ど
を
彫
る
）
を
行
う
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
本
格
的
に
彫
り
始
め
た
の
は
20
歳
過
ぎ
で
す
。

17
歳
の
時
、
北
海
道
ウ
タ
リ
協
会
の
コ
ン
ク
ー
ル
に
自

分
の
作
っ
た
物
を
出
し
て
、
奨
励
賞
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
そ
れ
が
自
分
の
励
み
に
も
な
っ
て
、
少
し
ず
つ
少

し
ず
つ
彫
っ
て
き
ま
し
た
。
ず
っ
と
ア
イ
ヌ
文
化
に
触

れ
て
育
っ
て
い
た
の
で
、
自
分
の
な
か
で
は
ア
イ
ヌ
と

日
本
人
と
の
区
別
が
よ
く
わ
か
ら
ず
、
中
学
生
に
な
っ

て
、
初
め
て
自
分
が
ア
イ
ヌ
だ
と
認
識
し
ま
し
た
。

鹿
田

私
は
自
分
が
ア
イ
ヌ
だ
と
い
う
こ
と
を
全
く
知

ら
ず
に
育
ち
ま
し
た
。
中
学
生
に
な
る
頃
だ
と
思
い
ま

す
が
、
私
は
ア
イ
ヌ
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
、

母
親
に
聞
い
て
初
め
て
分
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
、

１
９
８
９
年
に
札
幌
で
第
１
回
ア
イ
ヌ
民
族
文
化
祭
が

あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
見
て
み
た
い
と
い
う
気
持
ち

に
な
ぜ
か
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
観
光
地
で
ア

イ
ヌ
の
踊
り
を
見
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
ア
イ
ヌ
文

化
を
素
晴
ら
し
い
と
は
思
え
な
く
て
、
言
葉
は
悪
い
で

す
け
れ
ど
「
見
せ
物
」
的
に
し
か
思
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
文
化
祭
を
見
た
時
、
心
の
底
か
ら
す
ご
く
感

動
し
て
、
私
も
や
っ
て
み
た
い
、
あ
ん
な
ふ
う
に
歌
っ

て
み
た
い
、
語
っ
て
み
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
そ
の
時
に
初
め
て
聴
い
た
歌
に
す
ご
く
感
動
し
て
、

そ
の
歌
を
覚
え
、
今
で
も
時
々
歌
っ
て
い
ま
す
が
、
本

当
に
そ
の
一
つ
の
曲
、
ア
イ
ヌ
の
歌
が
私
を
変
え
て
く

れ
ま
し
た
。

野
本

僕
が
小
学
生
の
頃
に
は
、
通
っ
て
い
た
小
学
校

の
す
ぐ
側
に
ア
イ
ヌ
部
落
が
ま
だ
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、

観
光
客
が
ア
イ
ヌ
文
化
を
見
に
来
る
と
い
う
環
境
に
あ

っ
た
の
で
、
ア
イ
ヌ
文
化
に
対
し
て
違
和
感
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
け
れ
ど
も
、
僕
に
と
っ
て
は
将
来
に
わ

た
っ
て
も
関
わ
る
文
化
で
は
な
い
と
そ
の
頃
は
思
い
、

高
校
を
卒
業
後
も
、
札
幌
へ
出
て
き
て
ア
イ
ヌ
文
化
と

は
関
連
の
な
い
仕
事
に
就
き
ま
し
た
。
あ
る
時
、
白
老

ア
イ
ヌ
文
化
の
い
ま

ア
イ
ヌ
文
化
に
関
わ
る
き
っ
か
け

「
ア
イ
ヌ
の
伝
統
と
文
化
」
シ
リ
ー
ズ
の
最
終
回
と
し
て
、
今
回

は
、
ア
イ
ヌ
文
化
の
い
ま
を
担
っ
て
い
る
若
い
人
た
ち
に
、
ア
イ
ヌ

文
化
に
関
わ
る
き
っ
か
け
や
伝
統
文
化
を
伝
承
し
て
い
く
上
で
の

悩
み
、
新
た
な
ア
イ
ヌ
文
化
創
造
へ
の
今
後
の
展
望
な
ど
を
語
っ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

座

談

会
出
席
者

野
本
正
博
氏
　
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
学
芸
員
（
白
老
町
）

鹿
田
川
見
氏
　
旭
川
市
博
物
館
学
芸
員
（
旭
川
市
）

貝
澤
　
徹
氏
　
ア
イ
ヌ
工
芸
製
作
（
平
取
町
）

貝
澤
真
紀
氏
　
ア
イ
ヌ
工
芸
製
作
（
平
取
町
）
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の
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
で
チ
セ
（
ア
イ
ヌ
の
伝
統
的
家

屋
）
を
復
元
す
る
と
い
う
仕
事
が
あ
っ
て
、
ア
ル
バ
イ

ト
感
覚
で
関
わ
っ
た
の
が
、
ア
イ
ヌ
文
化
に
積
極
的
に

関
わ
る
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
以
後
、
チ
セ

の
復
元
や
イ
オ
マ
ン
テ
（
熊
の
霊
送
り
儀
礼
）
を
通
じ

ア
イ
ヌ
の
精
神
文
化
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
イ

ヌ
民
族
っ
て
ち
ょ
っ
と
か
っ
こ
い
い
な
、
と
思
え
る
よ

う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
鹿
田
さ
ん
の
お
話

し
の
な
か
で
も
出
て
き
た
第
１
回
ア
イ
ヌ
民
族
文
化
祭

で
ア
イ
ヌ
の
伝
統
舞
踊
を
初
め
て
舞
台
で
踊
り
ま
し

た
。
そ
の
時
、
観
光
地
の
踊
り
と
舞
台
の
踊
り
の
違
い

や
見
る
側
の
姿
勢
の
違
い
と
い
う
も
の
を
強
く
感
じ

て
、
そ
れ
か
ら
積
極
的
に
踊
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

―
現
在
ど
の
よ
う
な
形
で
ア
イ
ヌ
文
化
活
動
に
関
わ

っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

鹿
田

ア
イ
ヌ
語
を
教

え
て
も
ら
っ
て
い
る
時

に
、
大
学
を
出
て
学
芸
員

の
資
格
を
持
て
ば
博
物
館

に
勤
め
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
を
聞
い
て
、
そ
れ
が
き

っ
か
け
で
大
学
の
通
信
教

育
を
受
け
る
気
に
な
り
ま

し
た
。「
い
つ
か
き
っ
と
博
物
館
に
行
け
る
、
ア
イ
ヌ

の
こ
と
を
勉
強
で
き
る
、
勉
強
し
な
が
ら
仕
事
が
で
き

る
」
と
い
う
、
そ
の
こ
と
だ
け
を
目
標
に
通
信
教
育
で

学
芸
員
の
資
格
を
取
得
し
、
今
、
旭
川
市
博
物
館
に
勤

め
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

貝
澤
真
紀

ア
イ
ヌ
語
は
勉
強
し
て
い
こ
う
と
い
う

人
た
ち
が
覚
え
て
い
け
ば
い
い
だ
ろ
う
、
自
分
は
工
芸

が
好
き
だ
か
ら
、
ア
イ
ヌ
語
を
学
ば
ず
に
工
芸
で
生
活

し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、萱
野
茂

ア
イ
ヌ
語
育
英
資
金
調
査
研
究
員
や
子
供
向
け
の
ア
イ
ヌ

語
教
室
の
指
導
助
手
、ア
イ
ヌ
語
ラ
ジ
オ
講
座
の
助
手
と

い
っ
た
仕
事
を
始
め
る
と
、
小
さ
い
時
に
、
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
や
、
母
、
父
が
使
っ
て
い
た
ア
イ
ヌ
語
の
単
語
が
た
く

さ
ん
あ
っ
て
、ア
イ
ヌ
語
を
面
白
い
か
も
し
れ
な
い
と
感

じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
、ア
イ
ヌ
語
教
室
の
指
導

助
手
を
し
な
が
ら
、
自
分
は
極
め
ら
れ
な
く
て
も
い
い
け

れ
ど
、
ち
ょ
っ
と
で
も
覚
え
て
い
る
人
が
い
れ
ば
、
途
絶
え

る
こ
と
も
な
く
つ
な
が
っ
て
い
く
と
い
う
思
い
で
、
子
供

た
ち
と
一
緒
に
自
分
も
ア
イ
ヌ
語
を
勉
強
し
て
い
ま
す
。

野
本

ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
に
勤
務
す
る
よ
う
に
な

り
、
日
常
業
務
と
し
て
、
観
光
客
に
対
し
て
ア
イ
ヌ
の

歴
史
や
文
化
に
つ
い
て
解
説
を
し
な
が
ら
、
踊
り
や
儀

礼
な
ど
を
伝
承
し
た
り
、
儀
礼
で
使
う
道
具
類
な
ど
を

作
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
長
く
そ
こ
に
勤
め
て
い
ま

し
た
が
、
あ
る
時
期
、
す
ご
く
ス
ト
レ
ス
が
た
ま
っ
て
、

そ
の
仕
事
を
２
年
ば
か
り
離
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
時
期
に
、
ア
ラ
ス
カ
や
台
湾
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
と
い
っ
た
と
こ
ろ
を
積
極
的
に
回
っ
て
、
世
界
の
先

住
民
の
活
動
に
触
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
触
れ
合

い
を
通
じ
て
、
博
物
館
は
自
分
た
ち
の
文
化
を
一
方
的

に
見
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
文
化
を
発
信
す
る
こ
と

が
で
き
、
そ
れ
が
先
住
民
に
と
っ
て
非
常
に
戦
略
的
な

行
為
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
、
も
う
一
度

博
物
館
に
戻
り
、
勉
強
し
直
し
て
学
芸
員
の
資
格
を
と

り
、
今
に
至
っ
て
い
ま
す
。

ア
イ
ヌ
文
化
振
興
法
の
指
定
法
人
で
あ
る
財
団
法
人

ア
イ
ヌ
文
化
振
興
・
研
究
推
進
機
構（
以
下「
ア
イ
ヌ
文
化

振
興
財
団
」）の
事
業
の
一
つ
で
あ
る
ア
イ
ヌ
工
芸
品
展

が
、
今
年
度
は
徳
島
県
立
博
物
館（
終
了
）、
旭
川
市
博

物
館（
10
月
12
日
〜
11
月
30
日
）、
国
立
民
族
学
博
物
館

（
１
月
８
日
〜
２
月
15
日
）で
開
催
さ
れ
ま
す
。

アイヌ工芸品展の展示資料のチェック作業（鹿田氏）

こ
の
展
覧
会
は
、
ア
イ
ヌ
自
ら
が
企
画
立
案
し
展
示

を
通
し
て
、
自
分
た
ち
の
今
を
見
て
ほ
し
い
、
今
の
文

化
伝
承
の
姿
を
見
て
ほ
し
い
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
こ

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
本
人
が
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
ス

テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
ア
イ
ヌ
で
は
な
く
て
、「
現
在
の

生
活
の
な
か
で
も
、
ア
イ
ヌ
と
し
て
の
民
族
的
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
っ
て
、
先
祖
の
文
化
を
学
ん
で
伝
え

よ
う
と
し
て
い
る
ん
だ
よ
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
。

今
ま
で
は
、
博
物
館
側
が
企
画
し
て
、
そ
こ
に
ア
イ
ヌ

の
人
た
ち
に
少
し
関
わ
っ
て
も
ら
う
と
い
う
ス
タ
イ
ル

で
し
た
が
、
よ
う
や
く
日
本
の
ア
イ
ヌ
の
展
示
も
変
わ

っ
て
き
た
よ
う
で
す
。

博
物
館
で
は
、
展
示
解
説
や
質
問
対
応
を
行
っ
て
い

ま
す
。
質
問
も
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
っ
て
、
昔
み
た

い
に
伝
統
的
な
文
化
だ
け
で
は
な
く
、
現
代
の
ア
イ
ヌ

の
人
々
の
生
活
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
と
い
う
も

の
も
あ
り
、
最
近
こ
の
よ
う
な
要
望
が
非
常
に
増
え
て

い
ま
す
。

貝
澤
真
紀

昔
の
こ
と
だ
け
を
教
え
る
の
で
は
な
く
、

現
状
は
こ
う
だ
と
い
う
こ
と
も
教
え
な
け
れ
ば
い
け
な

い
と
思
い
ま
す
。

野
本

有
名
な
伝
承
者
の
方
々
も
、
い
つ
も
ユ
カ
ラ

（
英
雄
叙
事
詩
）
を
語
っ
た
り
、
ア
ッ
ト
ゥ
シ
（
樹
皮

衣
）
を
つ
く
っ
た
り
、
キ
ナ
（
ゴ
ザ
）
を
編
ん
だ
り
し

て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
そ
の
文
化
の

一
部
で
あ
っ
て
、
彼
等
の
生
活
の
基
本
と
な
る
の
は
、

普
通
の
生
活
で
あ
り
、
た
だ
生
活
の
な
か
で
も
そ
う
い

う
文
化
的
な
一
面
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

―
文
化
活
動
を
行
っ
て
い
く
際
に
、
い
ろ
い
ろ
な
悩

み
や
課
題
も
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
が
、
ど
う
で
し

ょ
う
か
。

文
化
活
動
へ
の
現
在
の
関
わ
り

文
化
活
動
の
悩
み
や
課
題



お
客
さ
ん
が
喜
ぶ
よ
う
な
物
、
例
え
ば
携
帯
ス
ト
ラ
ッ
プ

を
作
っ
て
み
た
ら
ど
う
か
な
ど
、い
ろ
い
ろ
チ
ャ
レ
ン
ジ
し

て
い
ま
す
が
、
そ
う
す
る
と
伝
統
か
ら
か
け
離
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
私
は
、
作
る
物
の
形
が
変
わ
っ
て
も
ア
イ
ヌ
の
精
神

文
化
を
忘
れ
ず
に
き
ち
ん
と
自
分
の
胸
に
留
め
て
お
い

て
い
た
な
ら
ば
、
私
た
ち
が
今
作
っ
て
い
る
物
も
、
１
０

０
年
後
に
は
昔
の
伝
統
的
な
も
の
と
し
て
き
ち
ん
と
残

さ
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
、
私
は
そ
の
伝
統

に
こ
だ
わ
ら
ず
、
伝
統
を
自
分
の
中
に
き
ち
ん
と
受
け

止
め
て
お
い
て
、
そ
れ
を
元
手
に
新
し
い
物
を
ど
ん
ど
ん

作
っ
て
い
こ
う
と
思
っ
て
お
り
、
誰
か
に
何
か
言
わ
れ
て

も
、
私
が
作
る
物
も
将
来
は
伝
統
的
な
も
の
に
な
る
か

ら
と
、
胸
を
張
っ
て
言
え
る
よ
う
に
な
り
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

貝
澤
徹

父
親
は
彫
り
物
、
母
親
は
ア
ッ
ト
ゥ
シ
織
り
に

携
わ
っ
て
い
る
環
境
で
育
っ
て
き
た
の
で
、
今
ま
で
幼
少

か
ら
関
わ
っ
て
き
た
も
の
が
伝
統
と
理
解
し
て
い
ま
す
が
、

伝
統
と
い
う
の
は
、
ど
こ
ま
で
が
伝
統
で
、
ど
う
受
け
継

い
で
い
け
ば
い
い
の
か
と
考
え
な
が
ら
現
在
に
至
っ
て
い

ま
す
。

昔
な
が
ら
の
お
盆
を
現
在
も
彫
っ
て
い
れ
ば
い
い
の
か

と
い
う
と
、
そ
れ
は
違
う
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
人

た
ち
も
そ
の
時
代
に
合
わ
せ
た
物
を
作
っ
て
き
て
お
り
、

例
え
ば
、
最
初
は
ア
イ
ヌ
の
民
具
に
施
し
て
い
た
文
様
を

時
代
に
合
わ
せ
て
、
お
盆
に
彫
っ
た
り
茶
托
に
彫
っ
た
り

し
て
き
ま
し
た
。
僕
た
ち
が
彫
る
も
の
も
こ
れ
か
ら
変

化
し
て
、
新
た
な
物
に
施
さ
れ
て
も
そ
れ
は
伝
統
で
す
。

た
だ
、
彫
る
か
ら
に
は
、
先
輩
方
が
今
ま
で
努
力
し
て
蓄

積
し
て
き
た
も
の
な
の
で
、
な
る
べ
く
崩
さ
な
い
よ
う
な
、

恥
じ
な
い
よ
う
な
も
の
を
彫
っ
て
い
き
た
い
で
す
。

鹿
田

私
は
、ア
イ
ヌ
語
を
全
く
知
ら
な
い
で
育
っ
て
、

学
び
始
め
た
の
が
28
歳
か
ら
で
す
。
こ
の
３
、
４
年
、
家

庭
の
事
情
で
ア
イ
ヌ
語
の
勉
強
に
は
関
わ
っ
て
い
ま
せ
ん

が
、
子
供
が
生
ま
れ
る
以
前
は
ア
イ
ヌ
語
の
勉
強
を
し
て

い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
あ
る
有
名
な
研
究
家
の
方
に「
あ

な
た
の
ア
イ
ヌ
語
は
本
物
で
は
な
い
」と
言
わ
れ
、
す
ご

く
悩
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
私
は
、ア
イ
ヌ
語
を
テ

ー
プ
だ
け
を
聴
い
て
勉
強
し
ま
し
た
。
テ
ー
プ
を
ま
ね
て

い
る
だ
け
な
の
で
、
実
際
の
生
の
声
を
知
っ
て
い
る
人
に

は
耳
障
り
な
の
だ
ろ
う
か
な
ど
と
悩
ん
だ
時
期
が
あ
っ

て
、
人
前
で
は
話
し
た
り
歌
っ
た
り
す
る
こ
と
が
全
く
で

き
な
く
な
り
ま
し
た
。
仲
間
の
助
言
も
あ
り
、
本
物
で

は
な
い
と
い
わ
れ
な
が
ら
も
話
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、

今
そ
う
い
う
状
況
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
よ
う

に
な
っ
て
、ア
イ
ヌ
語
を
話
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

―
こ
れ
か
ら
、
ア
イ
ヌ
文
化
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
い

く
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
お
考
え
で
す
か
。

鹿
田

自
分
の
子
供
に
は
機
会
が
あ
る
た
び
に
ア
イ
ヌ

文
化
に
触
れ
さ
せ
た
い
と
は
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、

ア
イ
ヌ
と
し
て
生
き
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
か
ら
で
は
な

く
、
子
供
に
ア
イ
ヌ
と
し
て
生
き
る
か
ど
う
か
を
選
択
す

る
自
由
を
与
え
た
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
す
。
子
供
に

は
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
、
自
分
は
ど
う
し
た
い
と
い
う
こ

と
を
考
え
て
ほ
し
い
で
す
。

野
本

多
く
の
研
究
者
が
、ア
イ
ヌ
の
世
界
観
や
自
然

観
、
あ
る
い
は
ア
イ
ヌ
が

お
か
れ
て
い
る
状
況
を
一

般
の
人
た
ち
に
紹
介
し
て

い
ま
す
。
先
日
発
表
さ
れ

た
ア
イ
ヌ
の
若
者
に
対
す

る
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
約

６
割
が
ア
イ
ヌ
文
化
を
失

い
た
く
な
い
と
答
え
ま
し
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貝
澤
真
紀

ア
イ
ヌ
文

様
が
す
ご
く
好
き
で
、い

つ
も
地
面
に
描
い
て
遊

ん
で
い
ま
し
た
が
、
あ
る

時
、
私
の
お
じ
さ
ん
に

「
昔
は
こ
ん
な
文
様
は
な

か
っ
た
の
に
時
代
が
変
わ

れ
ば
変
わ
る
も
の
だ
な
」

と
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
た
っ
ぷ
り
あ
っ
た
自
信

が
な
く
な
っ
て
き
て
、
私
の
描
い
て
い
る
文
様
は
間
違
い

な
の
か
な
と
思
い
、
友
人
に
相
談
し
ま
し
た
。
す
る
と
、

そ
の
友
人
は「
今
生
き
て
い
る
私
た
ち
が
ア
イ
ヌ
文
化
を

伝
承
し
て
受
け
継
ぎ
、
創
造
し
て
い
か
な
い
と
そ
こ
で

止
ま
っ
て
し
ま
っ
て
発
展
し
な
い
の
だ
か
ら
、
真
紀
ち
ゃ

ん
は
真
紀
ち
ゃ
ん
の
文
様
を
描
け
ば
い
い
ん
だ
よ
」と
ア

ド
バ
イ
ス
し
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
れ
で
自
信
を
取
り
戻

し
て
、
そ
れ
か
ら
ず
っ
と
今
も
、
自
分
が
描
い
て
い
る
文

様
は
自
分
の
ア
イ
ヌ
文
様
だ
と
い
う
自
信
を
持
ち
続
け

て
い
ま
す
。

野
本

以
前
、
ア
イ
ヌ
研
究
者
か
ら
、
こ
の
文
様
や
儀

礼
の
所
作
は
伝
統
的
で
は
な
い
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
。
で
は
、
伝
統
的
な
も
の
は
い
つ
で
き
た
の

か
と
い
う
こ
と
を
す
ご
く
疑
問
に
思
っ
て
、
自
分
で
考

え
て
み
ま
し
た
。
自
分
の
な
か
で
は
、
実
は
伝
統
的
な

も
の
と
い
う
の
は
、
そ
の
伝
統
を
担
う
べ
き
人
間
が
そ

の
都
度
考
え
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う
結
論
に

た
ど
り
つ
き
、
今
は
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
チ
ャ
レ
ン

ジ
を
し
て
い
ま
す
。

貝
澤
真
紀

私
た
ち
が
今
作
っ
て
い
る
物
は
、
お
客
さ

ん
の
目
か
ら
見
て
も
伝
統
か
ら
離
れ
て
新
し
い
物
に
変

わ
っ
て
い
く
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
昔
か
ら

あ
る
木
の
お
盆
な
ど
伝
統
的
な
物
だ
け
を
売
っ
て
い
た

の
で
は
生
活
で
き
な
い
。
そ
う
な
る
と
新
し
い
物
、
今
の

ア
イ
ヌ
文
化
の
今
後
の
展
開

アメリカ・スミソニアン博物館にて制作したチセとともに（野本氏）



た
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
若
者
た
ち
の
意
識
に
ア
イ
ヌ
自

身
の
対
応
が
あ
ま
り
に
も
少
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ま

た
、ア
イ
ヌ
の
自
然
観
や
世
界
観
、
あ
る
い
は
ア
イ
ヌ
が
お

か
れ
て
い
る
状
況
な
ど
を
も
っ
と
積
極
的
に
紹
介
し
て
い

く
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
か
ら
、ア
イ
ヌ
文
化
も
産
業
と
き
ち
ん
と
結
び
つ

か
な
い
と
、
今
日
的
な
文
化
の
伝
承
は
ス
ム
ー
ズ
に
流
れ

て
行
か
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ア
イ
ヌ
文
化
振
興
財

団
の
補
助
金
が
あ
る
う
ち
は
文
化
の
継
承
は
で
き
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
が
途
切
れ
た
場
合
に
ど
う
な

る
の
で
し
ょ
う
か
。
や
は
り
、
今
の
段
階
で
、
例
え
ば
ア

イ
ヌ
の
デ
ザ
イ
ン
は
素
晴
ら
し
い
の
で
、
そ
れ
を
商
品
化

し
て
産
業
に
つ
な
げ
る
と
い
っ
た
活
動
を
も
っ
と
組
織
的

に
行
う
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

貝
澤
徹

僕
も
そ
う
思
い
ま
す
。
継
承
す
る
に
は
や
は

り
産
業
と
し
て
あ
る
程
度
自
立
で
き
る
こ
と
が
必
要
で

あ
り
、
日
本
の
伝
統
工
芸
品
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う

な
方
向
に
持
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

僕
は
、30
代
過
ぎ
か
ら
、
伝
統
的
な
物
を
彫
り
始
め

た
の
で
、
今
、10
年
ち
ょ
っ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
ま
で

一
切
取
り
組
ま
な
か
っ
た
た
め
に
周
り
に
比
べ
る
と
出

遅
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
少
し
で
も
多
く

彫
り
た
く
て
、
彫
り
続
け
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
な
か

で
、や
は
り
発
展
性
の
あ
る
物
を

つ
く
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

貝
澤
真
紀

私
の
実
家
が
店
を

持
っ
て
い
る
の
で
、
自
分
の
作
っ
た

物
を
店
で
売
っ
て
、
仕
事
と
し
て

受
け
継
い
で
い
け
る
け
れ
ど
、
木

彫
り
や
刺
し
ゅ
う
を
し
た
い
と
い

う
若
い
人
た
ち
が
い
て
も
、
環
境

が
整
っ
て
い
な
い
た
め
に
趣
味
程

度
に
し
か
で
き
ま
せ
ん
。
私
は
、
望
む
人
た
ち
が
き
ち

ん
と
働
い
て
、
そ
の
給
料
で
彫
刻
も
で
き
る
、
刺
し
ゅ
う

も
で
き
る
、
生
活
も
で
き
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
環
境
を

つ
く
る
の
が
、
今
、
私
た
ち
が
最
初
に
や
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

鹿
田

博
物
館
の
仕
事
に
携
わ
り
感
じ
る
こ
と
は
、ア

イ
ヌ
文
化
に
関
心
を
持
つ
人
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
博
物
館
で
い
ろ
い
ろ
と
ア
イ
ヌ
文
化
に
関
す
る
講
座

を
開
き
ま
す
が
、
な
か
な
か
人
が
集
ま
ら
な
い
。
そ
の
他

に
、い
ろ
い
ろ
な
人
と
接
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、ア
イ
ヌ
に

対
す
る
偏
見
が
多
い
と
い
う
こ
と
も
感
じ
ま
す
。
子
供

た
ち
で
さ
え
も
偏
見
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
偏
見

が
受
け
継
が
れ
て
い
る
一
方
で
、
当
然
知
っ
て
い
る
べ
き

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
な
い
。
分
か
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
の

は
、
決
し
て
ア
イ
ヌ
は
特
別
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

で
す
か
ら
、
博
物
館
の
仕
事
を
通
し
て
、
そ
う
い
う
偏
見

や
誤
解
を
な
く
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

野
本

僕
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
に
つ
な
が
る
よ
う
な
先
住
民
の

研
究
を
し
て
い
ま
す
。
先
住
民
の
文
化
資
源
や
環
境
資

源
を
活
用
し
た
先
住
民
活
動
、
例
え
ば
、
自
然
ガ
イ
ド

や
博
物
館
の
展
示
へ
の
先
住
民
の
関
与
の
あ
り
方
を
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
カ
ナ
ダ
の
事
例
を
踏
ま
え
研
究
し
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

―
ア
イ
ヌ
文
化
を
も
っ
と
知
り
た
い
と
思
う
人
た
ち
へ

の
ア
ド
バ
イ
ス
が
あ
れ
ば
、
教
え
て
く
だ
さ
い
。

貝
澤
真
紀

今
、ア
イ
ヌ
に
関
す
る
本
が
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
本
を
読
ん
で
頭
に
知
識
だ
け
を
詰
め

込
ん
だ
り
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
対
象
と
し
て
接
し
た
り
す

る
の
で
は
な
く
、
や
は
り
現
地
に
行
っ
て
、
本
当
に
仲
良

く
な
っ
て
、
触
れ
あ
う
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

貝
澤
徹

そ
う
で
す
ね
。
私
た
ち
は
、
現
在
も
民
族
衣

装
を
着
て
生
活
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ

の
よ
う
な
こ
と
は
地
元
に
来
て
触
れ
て
も
ら
う
と
一
番

理
解
が
得
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
特
に
若
い
人
に
は
。

貝
澤
真
紀

そ
う
い
う
偏
見
を
持
た
ず
に
来
て
、い
ろ

い
ろ
触
れ
あ
う
の
は
い
い
と
思
い
ま
す
が
、
調
査
や
研
究

を
目
的
と
し
て
来
て
ほ
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
が
人

間
の
研
究
を
す
る
と
い
う
の
は
一
番
お
か
し
い
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
研
究
の
材
料
と
し
て
ア
イ
ヌ
と

触
れ
あ
う
の
で
は
な
く
、
人
間
と
し
て
、
お
友
達
と
し
て

お
付
き
合
い
す
る
、
そ
う
い
う
考
え
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
方

は
大
歓
迎
で
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

貝
澤
徹

以
前
、
大
学
生
が
課
題
と
し
て
先
生
か
ら
異

文
化
の
研
究
が
与
え
ら
れ
、
友
達
は
海
外
へ
行
っ
た
が
、

自
分
は
金
が
な
い
か
ら
北
海
道
に
来
ま
し
た（
笑
）と
い

う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
金
が
な
い
か
ら
北
海
道
の
ア

イ
ヌ
を
見
に
来
た
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
っ
と
考
え
方
が
違

う
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

鹿
田

ア
イ
ヌ
の
こ
と
を
す
ご
く
理
解
し
て
も
ら
い
た
い

で
す
が
、
最
近
、ア
イ
ヌ
文
化
を
十
分
に
理
解
せ
ず
に
利

用
す
る
こ
と
だ
け
が
目
に
つ
い
て
、
妙
に
さ
め
て
し
ま
っ

て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
ち
ょ
っ
と
し
た
響
き
の
い
い
ア
イ
ヌ

語
が
あ
る
と
、
そ
れ
を
商
品
名
に
し
よ
う
と
し
ま
す
。

使
お
う
と
す
る
人
や
会
社
が
し
っ
か
り
ア
イ
ヌ
の
こ
と
を

学
ん
で
使
う
こ
と
は
い
い
と
思
い
ま
す
が
。

野
本

逆
に
言
う
と
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
も
自
分
た
ち
で

い
ち
は
や
く
活
用
し
て
、
広
げ
た
方
が
い
い
で
し
ょ
う
ね
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、ア
イ
ヌ
神
謡
集
の
序
文
に
も
あ
る

よ
う
に
、「
そ
の
昔
、
こ
の
広
い
北
海
道
は
、
私
た
ち
の
先

祖
の
自
由
の
天
地
で
あ
り
ま
し
た
」こ
と
も
事
実
で
あ

り
、
そ
し
て
、
現
在
は
、
伝
統
文
化
を
育
む
な
か
で
、
新

し
い
文
化
を
創
造
す
る
わ
れ
わ
れ
が
い
る
と
い
う
こ
と

も
知
っ
て
い
た
だ
き
、
お
互
い
を
理
解
し
あ
い
、
尊
重
し

あ
う
お
付
き
合
い
が
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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も
っ
と
ア
イ
ヌ
文
化
を
知
る
た
め
に

現代の感性で木彫に挑む（貝澤氏）

大阪・現代画廊での「貝澤真紀アイヌ工芸品展」にて（貝澤真紀氏）


