
北
か
ら
の

発
信 

ア
イ
ヌ
の
伝
統
と
文
化 

ア
イ
ヌ
は
、
自
分
た
ち
が
使
う
衣
服
や
生
活
用
具
を

製
作
す
る
技
術
を
習
得
す
る
こ
と
で
、
一
人
前
の
人
間

で
あ
る
と
の
評
価
を
さ
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
女
性

は
、
日
常
生
活
を
営
む
に
必
要
な
衣
服
を
つ
く
る
技
術

を
み
が
き
、
男
性
は
、
毎
日
の
食
生
活
に
欠
か
せ
な
い
木

製
の
調
理
用
具
、
そ
れ
に
食
物
を
盛
る
容
器
や
狩
猟
・

漁
撈
の
用
具
な
ど
、
木
工
の
技
を
持
つ
こ
と
が
求
め
ら

れ
た
。つ
ま
り
、
一
人
前
と
し
て
結
婚
を
許
さ
れ
る
娘
で

あ
れ
ば
針
仕
事
の
手
さ
ば
き
が
良
け
れ
ば
、
家
事
全
般

を
任
せ
ら
れ
る
能
力
を
身
に
つ
け
た
と
み
な
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
ま
た
青
年
で
あ
れ
ば
、
木
彫
り
細
工
に
熟
達

し
た
技
を
持
っ
て
い
れ
ば
、
狩
り
の
道
具
を
う
ま
く
つ
く

り
、
獲
物
を
確
保
し
て
食
生
活
や
経
済
を
支
え
ら
れ
る

と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

地
域
ご
と
に
例
を
挙
げ
れ
ば
、
北
海
道
ア
イ
ヌ
の
代

表
的
な
伝
統
衣
服
で
あ
り
、
自
家
製
の
織
物
で
あ
る
ア

ッ
ト
ゥ
シ
衣
は
、
素
材
の
入
手
か
ら
靭
皮
繊
維
の
加
工
、

さ
ら
に
布
に
織
り
衣
服
に
仕
立
て
、
そ
こ
に
切
伏
せ
や

刺
繍
に
よ
っ
て
ア
イ
ヌ
文
様
で
装
飾
す
る
工
程
す
べ
て

を
妻
や
娘
が
行
っ
た
。
ま
た
サ
ハ
リ
ン
（
樺
太
）
ア
イ

ヌ
を
代
表
す
る
伝
統
的
な
衣
服
は
、
イ
ラ
ク
サ
の
繊
維

を
織
っ
た
テ
タ
ラ
ペ
衣
や
サ
ケ
、
マ
ス
の
魚
皮
を
な
め

し
て
縫
い
合
わ
せ
た
魚
皮
衣
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
製
作

も
女
性
の
仕
事
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
千
島
ア
イ
ヌ
の
伝
統
的
な
衣
服
は
、
鳥
皮
衣
で
、

こ
れ
は
主
と
し
て
エ
ト
ピ
リ
カ（
ツ
ノ
メ
ド
リ
）の
皮
付
き
の

羽
根
を
縫
い
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、ア

イ
ヌ
は
そ
れ
ぞ
れ
居
住
す
る
土
地
で
得
ら
れ
る
素
材
を

た
く
み
に
加
工
し
、
衣
服
に
仕
立
て
、
地
域
的
な
特
色
を

持
っ
た
文
様
で
装
飾
を
施
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
様

を
み
れ
ば
、
北
海
道
の
ど
の
地
域
の
も
の
か
、
あ
る
程
度

明
ら
か
に
で
き
る
。
個
人
の
独
創
性
が
盛
り
込
ま
れ
た

み
ご
と
な
文
様
装
飾
の
衣
服
も
あ
る
が
、
地
域
的
な
規

範
の
枠
を
超
え
る
も
の
は
見
ら
れ
な
い
。

ア
イ
ヌ
文
様
は
、
渦
巻
き
文
で
あ
る
モ
レ
ウ
と
、
括
弧

文
の
ア
イ
ウ
シ
の
二
つ
の
モ
チ
ー
フ
が
基
本
単
位
で
あ
り
、シ

ン
メ
ト
リ
ー
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
に
文

様
を
施
す
こ
と
は
、
華
や
か
な
装
飾
性
を
表
現
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
施

文
部
位
を
刺

し
子
の
よ
う

に
丈
夫
に
す

る
効
果
も
あ

る
。
そ
し
て

ま
た
、
施
文

さ
れ
た
箇
所

は
、こ
の
文
様

に
よ
っ
て
、
悪

霊
の
侵
入
を

防
ぎ
、
病
魔

に
と
り
つ
か

れ
ま
い
と
す

る
意
味
を
も
込
め
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

ア
ッ
ト
ゥ
シ
衣
を
は
じ
め
、
外
来
の
木
綿
地
を
基
本
と
し

た
各
種
の
衣
服
に
は
、
襟
、
袖
口
、
背
中
、
裾
回
り
な
ど

に
文
様
が
施
さ
れ
、
衣
服
自
体
を
、
自
己
の
身
体
と
外
部

世
界
を
隔
て
る
可
変
性
の
容
器
と
み
な
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
裏
付
け
る
と
い
え
る
例
が
鳥

皮
衣
で
も
見
ら
れ
る
。
鳥
皮
衣
の
羽
根
が
生
え
た
方
を

表
と
す
れ
ば
、
そ
の
裏
側
に
は
、
極
め
て
呪
術
的
と
い
え

る
装
飾
が
施
さ
れ
て
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
背
中
の

部
分
に
は
、
足
の
水
か
き
部
分
の
皮
や
、
肛
門
部
の
皮
を

５
羽
か
ら
10
羽
分
ほ
ど
並
べ
て
貼
り
付
け
て
あ
る
。
こ
れ

は
、
足
や
肛
門
と
い
っ
た
汚
い
と
さ
れ
る
部
分
が
悪
霊
を

寄
せ
つ
け
な
い
と
す
る
考
え
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。

ア
イ
ヌ
の
衣
服
に
は
、
す
で
に
述
べ
た
も
の
以
外
に
、
獣

皮
衣
や
草
衣
な
ど
が
19
世
紀
前
半
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。

ア
イ
ヌ
の
衣
服
は
、
仕
立
て
た
着
物
の
上
に
裂
り
割
い
た

布
を
テ
ー
プ
状
に
張
り
付
け
た
切
伏
せ
文
や
、
全
体
を

刺
繍
で
か
ざ
っ
た
も
の
、
あ
る
い
は
切
伏
せ
と
刺
繍
を
併

用
し
た
文
様
構
成
の
も
の
な
ど
、
豊
か
な
色
彩
と
巧
み
な

造
形
が
見
る
も
の
を
惹
き
つ
け
る
。
ア
イ
ヌ
の
衣
服
を
他

者
が
見
て
瞬
時
に
ア
イ
ヌ
の
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ

が
北
海
道
で
あ
れ
ば
ど
の
地
方
で
作
ら
れ
た
も
の
か
、
ま

た
時
代
の
特
徴
な
ど
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

第
一
に
ア
イ
ヌ
文
様
の
モ
チ
ー
フ
と
構
成
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

アットゥシ衣をつくるための布を織る奏檍麿。『蝦夷島奇観』19世紀初頭（個人蔵）

アイヌの衣服と工芸アイヌの衣服と工芸

北海道アイヌの切伏せを施した木綿衣（部分）
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ア
イ
ヌ
文
様
が
い
つ
の
時
期
に
ど
の
よ
う
な
背
景
を
持

っ
て
生
ま
れ
た
か
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

筆
者
は
そ
の
時
期
を
、
考
古
学
的
資
料
か
ら
13
〜
14
世

紀
頃
と
考
え
て
い
る
。つ
ま
り
、こ
の
ア
イ
ヌ
文
様
の
出

現
の
背
後
に
は
、
中
国
や
日
本
を
軸
と
し
た
東
ア
ジ
ア

の
商
品
経
済
の
波
動
が
、ア
イ
ヌ
は
お
ろ
か
周
辺
地
域

の
先
住
民
世
界
に
及
ん
だ
結
果
、
先
住
民
は
商
品
生

産
に
対
応
す
る
民
族
的
な
性
格
の
集
団
を
編
成
し
て

い
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
に
、
我
々
意
識
、つ

ま
り
集
団
と
し
て
の
帰
属
意
識
が
必
然
的
に
不
可
欠

の
も
の
と
な
る
中
で
、
そ
う
し
た
集
団
と
し
て
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
ティ
の
表
象
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
先
住
民
が

特
色
を
持
っ
た
装
飾
文
様
を
創
造
し
て
い
っ
た
。

ア
イ
ヌ
の
衣
服
も
、
歴
史
的
に
見
る
と
、
獣
皮
衣
、

魚
皮
衣
、
鳥
皮
衣
な
ど
が
最
も
古
い
様
式
で
あ
る
が
、

お
よ
そ
10
世
紀
頃
よ
り
、
北
海
道
島
の
プ
レ
・
ア
イ
ヌ

文
化（
擦
文
文
化
）の
人
た
ち
が
、
機
織
具
を
使
用
し

て
ア
ッ
ト
ゥ
シ
布
を
製
作
し
始
め
た
こ
と
が
、
天
塩
・

豊
富
遺
跡
な
ど
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ

る
。
こ
の
ア
ッ
ト
ゥ
シ
の
衣
に
、
本
州
産
や
大
陸
産
の
木

綿
な
ど
の
布
類
が
切
伏
せ
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
現

存
す
る
資
料
で
年
代
の
確
か
な
古
い
資
料
は
、１
７
９

８
年
に
木
村
謙
次
が
虻
田
近
辺
で
手
に
入
れ
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
衣
の
切
伏
せ
が
紺
地
の
み
で
、
そ
の
わ

ず
か
な
量
の
木
綿
布
の
使
わ
れ
方
か
ら
見
る
と
、18

世
紀
頃
か
ら
切
伏
せ
の
施
文
が
本
格
化
し
た
可
能
性

が
あ
る
。
そ
の
後
、19
世
紀
初
頭
よ
り
、ア
イ
ヌ
文
様

の
表
現
に
使
わ
れ
る
布
地
の

量
は
増
加
し
、
や
が
て
衣
服

全
面
を
白
地
の
布
で
覆
う
木

綿
衣（
カ
パ
ラ
ミ
プ
）が
創
造

さ
れ
、
さ
ら
に
色
糸
な
ど
も

多
量
に
入
手
可
能
に
な
っ
た

こ
と
に
よ
っ
て
衣
服
全
体
を

刺
繍
で
埋
め
尽
く
し
た
木
綿

衣（
チ
ヂ
リ
・
チ
ン
ヂ
リ
）な
ど

が
多
様
な
展
開
を
見
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

明
治
政
府
の
成
立
に
よ
っ
て
北
海
道
に
開
拓
使
が
１

８
６
９（
明
治
２
）年
に
設
置
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
蝦
夷
人
、

ア
イ
ノ
人
な
ど
と
呼
ん
で
、
異
国
人
扱
い
を
し
て
い
た
ア

イ
ヌ
を
、
国
民
と
し
て
国
に
囲
い
込
み
、
戸
籍
上
も
旧
土

人
と
呼
称
を
統
一
し
、ア
イ
ヌ
に
対
す
る
同
化
政
策
を
強

力
に
推
し
進
め
た
。
ま
た
、
入
れ
墨
や
耳
飾
り
の
禁
止

な
ど
、ア
イ
ヌ
の
風
俗
を
日
本
風
に
改
め
る
政
策
の
も
と

で
、
当
然
、ア
イ
ヌ
の
伝
統
的
な
衣
服
を
日
常
的
に
着
用

す
る
こ
と
は
困
難
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
１
８
８
０
〜
１

８
９
０
年
代
に
か
け
て
ア
イ
ヌ
観
光
が
活
発
に
な
り
、
そ

こ
で
見
物
客
が
期
待
し
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る「
原
始
生
活

を
演
出
す
る
道
具
」と
し
て
不
可
欠
で
あ
る
衣
服
を
は

じ
め
、
工
芸
技
術
や
儀
礼
は
皮
肉
に
も
観
光
化
現
象
の

中
で
持
続
さ
れ
た
。

１
９
７
０
年
代
頃
か
ら
世
界
的
な
規
模
で
、
先
住
民

に
よ
る
奪
わ
れ
た
土
地
や
資
源
お
よ
び
諸
権
利
の
回
復

を
め
ざ
す
運
動
が
盛
ん
に
な
っ
た
。
そ
の
潮
流
は
ア
イ

ヌ
の
民
族
的
権
利
回
復
と
文
化
の
再
生
を
目
指
す
運
動

を
活
発
に
し
、
ア
イ
ヌ
自
ら
が
国
際
社
会
の
場
で
権
利

回
復
を
訴
え
る
努
力
を
し
、
同
時
に
工
芸
な
ど
、「
も

の
」
作
り
を
通
し
て
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
存
在
と
そ
の
文

化
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
作
家
が
数
多
く
活
躍
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
１
９
８
９
年
に
は
２
０
０
年
前
の
記
録
を
も

と
に
大
き
な
積
載
量
を
持
つ
交
易
船
イ
タ
オ
マ
チ
プ
を

復
元
し
た
り
、
国
連
が
１
９
９
３
年
に
設
定
し
た
国
際

先
住
民
年
に
は
、
筆
者
の
勤
務
す
る
国
立
民
族
学
博
物

館
で
は
「
ア
イ
ヌ
モ
シ
リ
――
民
族
文
様
か
ら
見
た
ア

イ
ヌ
の
世
界
」
展
が
ア
イ
ヌ
と
の
共
同
作
業
で
開
催
さ

れ
た
。
さ
ら
に
加
え
て
、
１
９
９
７
年
に
は
い
わ
ゆ
る

「
ア
イ
ヌ
文
化
振
興
法
」
が
制
定
さ
れ
、
ア
イ
ヌ
の
言

語
や
工
芸
や
儀
礼
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
継
承
の
事

業
が
行
わ
れ
、
成
果
を
生
み
出
し
つ
つ
あ
る
。

工
芸
の
面
で
見
れ
ば
、
伝
統
的
な
衣
服
作
り
の
技
術

を
次
の
世
代
に
伝
え
る
取
り
組
み
は
、
着
実
に
成
果
を

あ
げ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
す
で
に
日
常
着
で
は

な
く
な
っ
た
ア
イ
ヌ
文
様
で
飾
ら
れ
た
伝
統
的
な
衣
服

が
、
例
え
ば
国
や
道
が
継
承
を
支
援
す
る
国
指
定
重
要

無
形
民
俗
文
化
財
の
「
ア
イ
ヌ
古
式
舞
踊
」
の
よ
う
な

現代の木彫作品（貝澤徹作） 北海道アイヌの木盆

千島アイヌの鳥皮衣
（複製・国立民族学博物館蔵）

サハリンアイヌのイラクサ製のテタラペ衣
（サハリン州郷土博物館蔵）

北海道上川地方のアイヌの盛装。杉村満・フサ
夫妻。

限
ら
れ
た
場
で
用
い
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
現
代
的

な
セ
ン
ス
を
盛
り
込
ん
で
多
様
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
作
品

も
生
み
出
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

さ
ら
に
国
際
的
な
先
住
民
会
議
な
ど
に
お
い
て
、
そ
の

存
在
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
に
ア
イ
ヌ
の
伝
統
的
な
民
族

衣
装
を
着
用
し
て
会
議
に
臨
む
な
ど
、ア
イ
ヌ
自
ら
の
手

で
積
極
的
な
利
用
が
さ
れ
始
め
て
い
る
。

国
立
民
族
学
博
物
館
　
教
授

大
塚
　
和
義
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