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ア
イ

ヌ
民
族

の
物
語

り
歌

に
よ
る
神

々
と

の
交
通

に

つ
い
て

高

原

隆

ア
イ
ヌ
民
族

国
際
的
な
先
住
民
族
運
動

の
高
ま
り
に
呼
応
し
な
が
ら
、
日
本
で
も
ア
イ
ヌ

民
族
の
存
在
が
よ
り
鮮
明
に
な
り

つ
つ
あ
る
。
政
治
と
文
化
の
両
面
か
ら
そ
の

鮮
明
度
を
増
し
て
き
て
い
る
の
が
最
近
の
現
状
で
あ
ろ
う
。
ま
ず

一
九
九
七
年

三
月
二
十
七
日
、
札
幌
地
裁
が
二
風
谷
ダ
ム
訴
訟
で

「
ア
イ
ヌ
民
族
は
先
住
民

族
」
で
あ
る
と
の
初
の
司
法
判
断
を
示
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
判
決

を
追

い
か
け
る
よ
う
に
同
年

五
月
八
日
、
ア
イ
ヌ
文
化
振
興

・
伝
統
普
及
法

(ア

イ
ヌ
新
法
)
が
国
会
で
成
立

し
た
。
し
か
し
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
先
住
性
に
つ
い

て
は
、
法
律
に
盛
り
込
ま
れ
ず
、
付
帯
決
議
で
の
言
及
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。

こ
れ
と
同
時
に
ア
イ

ヌ
民
族
を
日
本
に
同
化
さ
せ
る
狙

い
を
持

っ
た

一
八
九
九

年

の
北
海
道
旧
土
人
保
護
法

が
廃
止
さ
れ
た
。
新
法
成
立
日
の
毎
日
新
聞
夕
刊

の

一
面
を
大
き
く
飾
る
ア
イ
ヌ
民
族
を
代
表
す
る
初
の
国
会
議
員
で
あ
る
萱
野

茂
氏
の
写
真
が
印
象
的
で
あ
る
。

旧
土
人
保
護
法
の
目
指
し
た
ア
イ
ヌ
民
族
の
日
本
同
化
政
策
は
ア
イ
ヌ
の
生

活
様
式
の
解
体
と
と
も
に
、
ア
イ
ヌ
語
の
解
体
を
伴

っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
近

年
、
ア
イ
ヌ
語
教
室
の
増
加
と
並
び
、
ア
イ
ヌ
語
の
辞
書
の
刊
行
が
相
次
い
で

(
　
)

い
る
。
そ
の
中
で
も
萱
野
茂
氏
の
ア
イ
ヌ
語
辞
典
は
ア
イ
ヌ
民
族
自
ら
に
よ
る

ア
イ
ヌ
語
の
辞
書
化
と
し
て
ア
イ
ヌ
民
族
の
歴
史
に
そ
の
名
を
残
す
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に

一
九
九
七
年
三
月
二
十
日
に
は
ア
イ
ヌ
語
の
季
刊
紙

『ア
イ
ヌ
タ
イ
ム

ズ
』
が
創
刊
さ
れ
て
い
る
。
文
字
を
持
た
な
い
ア
イ
ヌ
語
を
カ
タ
カ
ナ
と

ロ
ー

マ
字
を
使

っ
て
表
記
す
る
ア
イ
ヌ
語
の
メ
デ
ィ
ア
化
の
始
ま
り
で
あ
る
。
ア
イ

ヌ
詞
曲
舞
踏
団
モ
シ
リ
に
よ
る
ア
イ
ヌ
民
族

の
伝
統
的
な
精
神
と
歌
と
踊
り
を

ベ
ー
ス
に
、
新
し
い
ア
イ
ヌ
音
楽
や
舞
踏
の
創
造
と
そ
の
パ
ー
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

も
活
発
で
あ
る
。
本
拠
地
北
海
道
に
限
ら
ず
、

一
九
九
二
年
か
ら
は
全
国
各
地
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文 明2]No.1

で
コ
ン
サ
ー
ト
を
行

っ
て
い
る
パ
ー
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
集
団
で
あ
る
。

平
成
五
年
に
北
海
道
庁
の
社
会
福
祉
課
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
調
査
に
よ
れ
ば
、

北
海
道
に
住
む
ア
イ

ヌ
民
族

の
人
口
は
二
万
三
八
三
〇
人
と

い
う
。
し
か
し
、

こ
の
数
字
は
自
ら
を
ア
イ

ヌ
と
呼
ん
で
い
る
人
の
み
を
計
上
し
て
お
り
、
さ
ら

に
本
州
に
は
た
く
さ
ん
の
ア
イ

ヌ
の
人
々
が
生
活
し
て
い
る
の
で
、
北
海
道
ウ

タ
リ
協
会
は
併
せ
て
五
万
か

ら
六
万
の
ア
イ
ヌ
民
族
が
日
本
に
い
る
と
推
定
し

て
い
る
。
こ
の
ア
イ
ヌ
民
族

が

「人
間
」

(ア
イ
ヌ
)
と

「神
」

(カ
ム
イ
)
と

の
間
を
交
通
す
る
独
特
な
伝
統
的
技
法
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
生
き
た
伝
統
の
存
続
が

ア
イ
ヌ
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
堅
持
す
る

重
要
な
役
割
を
担

っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

I
I

ly
o
m
a
n
t
e

U
p
o
p
o

(
熊
を
見
送
る
歌
)ヘ

ヘ

ヘ

へ

一
般

的

に

「
イ

ヨ

マ
ン

テ
」

(Iy
o
m
a
n
te
)

は
ネ

イ

テ

ィ

ブ

で

は

な

い
人

々

に

よ

っ
て

「
熊

祭

り

」

と

呼

ば

れ

て
き

た

。

し

か

し

イ

ヨ

マ

ン

テ

(ま

た

は

K
a
m
u
y
O
m
a
n
te
)

は

カ

ム

イ

「
神

」

を

「
見

送

る

」

こ
と

を

意

味

し

て

い
る

。

『
ア
イ

ヌ
民

族

誌

』

に

よ

る

と

、

「
熊

送

り

」

は

ア
イ

ヌ

の
人

々
が
神

か

ら
預

か

(
2

)

っ
て
残
さ
れ
た
熊
を
神
々
の
国

へ
見
送
る
間
の
儀
式
を
指
す
と
い
う
。
そ
れ
は

祭
り
で
も
祝
典
で
も
な
く
極
端
に
厳
粛
な
も
の
で
あ
る
。
少
し
長
く
な
る
が
、

イ
ヨ
マ
ン
テ
の
あ
る
描
写
を
引
用
し
た
い
。
そ
れ
は
ア
イ
ヌ
民
族
と
ネ
イ
テ
ィ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ブ
で
は
な
い
人
々
と
の
観
点

の
相
違
を
的
確
に
表
し
て
い
る
。

「
一
九
五
八
年
夏
の
日
本
の
新
聞
は
神
聖
な
宗
教
儀
式

に
お
い
て
さ
え
.

も
、
熊
を
殺
す
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
白
熱
し
た
議
論
を
展
開
し
て
い
た
。

も
し

一
人
の
立
会
人
の
印
象
が
こ
の
点
に
関
し
て
適
切
で
あ
る
と
す
る
な

ら
、
儀
式
の
熊
の
殺
害

に
お
い
て
司
祭
者
側
に
は
抑
制
の
な
い
残
酷
さ
は

な
か

っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
む
し
ろ
人
と
動
物
も
と
も
に
特
別
で
さ
け
る

こ
と
の
で
き
な
い
役
割
を
演
じ
、
動
き
に
お
い
て
強
烈
で
敬
慶
な
参
与
が

あ

っ
た
。
イ
ヨ
マ
ン
テ
は
長
い
儀
式
で
あ
り
、
ゆ

っ
く
り
と

一
つ
の
段
階

か
ら
次

の
段
階
へ
移
る
に
つ
れ
て
、
見
て
い
る
人
々
と
執
り
行

っ
て
い
る

人
々
の
間
に
漸
進
的
な
宗
教
的
感
情
の
高
ま
り
が
あ

っ
た
。
儀
式
が
頂
点

に
達
す
る
と
、
人
々
は
太
古
か
ら
の
宗
教
的
経
験
を
繰
り
返
し
な
が
ら
劇

の
中

へ
引
き
ず
り
込
ま
れ
な
い
わ
け
に
は
行
か
な
か

っ
た
。
唱
歌
し
、
舞

踏
し
、
祈
禧
し
な
が
ら
参
与
す
る
人
々
の
光
惚
な
表
情
は
ア
イ
ヌ
の
人
々

に
と

っ
て
先
祖
の
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
経
験
が
イ
ヨ
マ
ン
テ
の
パ
ー

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
お
い
て
再
び
現
実
の
も
の
に
な

っ
た
と
信
じ
る
に
足
る

　
ヨ

　

十

分

な

理
由

を

人

に
与

え

る

の

で
あ

っ
た
。
」

こ

の
よ
う

に

イ

ヨ

マ
ン

テ

は
儀

式

を

通

じ

て
強

烈

に
記

憶

を

蘇

ら

せ

る
行

事

で

あ

り

、
村

人

た

ち
を

結

束

さ

せ

、
各

村

々
を

も

一
つ
に

し
、

現

在

の
生

活

と

神

話

の
世

界

、

さ

ら

に

「
ア
イ

ヌ
」

と

「
カ

ム
イ

」

と

を

合

体

さ

せ

る

の

で
あ

る

。
言

い
換

え

る
と

イ

ヨ

マ
ン

テ

は

ア

イ

ヌ

の
人

々

が
宇

宙

的

な

神

と

の
合

一

を

経

験

で
き

る
特

殊

な

装

置

な

の

で
あ

る
。

そ

し

て
イ

ヨ

マ
ン

テ

に
参

与

す

る

と

い
う

パ

ー

フ
ォ

ー

マ
ン

ス

が
神

と

の
合

一
に
向

け

て

の
重

要

な

役

割

を

果

た

し

て

い
る

こ
と

が
わ

か

る

の

で
あ

る
。

こ

の

よ
う

に
、

こ

こ

に
引

用

し
た

す

べ

て

の
描

写

が
神

々
と

交

通

す

る
集

団

ト

ラ

ン

ス
現

象

の
過

程

を

示

し

て

い

る
。

こ

の
現

象

を

解

明

す

る
た

め

の

一
つ
の
手

が

か

り

と

し

て
、

イ

ヨ

マ
ン

テ

に

お

け

る
物

語

り

歌

に
特

に
焦

点

を

合

わ

せ

て

み
た

い
。

ま

ず

こ

こ

で
は

、

な

ぜ

熊

が
動

物

た

ち

の
間

か

ら

選

ば

れ

て
殺

さ
れ

る

の
か

を

問

う

べ
き

で
あ

ろ
う

。

ア

イ

ヌ
語

で

は

「
熊

」

は

「
カ

ム

イ
」

と

呼

ば

れ

る

。

も

っ
と

も

熊

だ

け

で
な
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アイヌ民族 の物語 り歌 による神 々との交通 について

く

、
狼

、

鹿

、
狐

、
兎

、

棄

、

つ
ま

り
鳥

、
動

物

、

虫
、

魚

、

そ
れ

ら
す

べ

て

の

生

き

物

が

カ

ム
イ

で
あ

る
。

と

こ
ろ

が
熊

は

山

の
神

で
あ

り

、
S
a
p
a
n
e
-k
a
m
u
y

「神

々

の
頭

」
な

の
で

あ

る

。
そ

し

て

「
カ

ム
イ

」
と
呼

ぶ

と

き

は

通
常

は

「熊

」

を

意

味

す

る

の

で
あ

る

。

そ

れ
故

、
す

べ

て

の
生

き

物

の
間

に
お

け

る

「
熊

」
の
役

割

は

、
記

号

の

「
記

号

」

す

な

わ

ち

ア
イ

ヌ

の
人

々

に
と

っ
て
は

「
メ

タ
記

号

」

な

の

で
あ

る
。

と

こ

ろ

が

日
常

で

は

、

「
熊

」

は

単

な

る
神

々

の
中

の
あ

る
神

に

す

ぎ

な

い
。

そ

れ

に
反

し

て
イ

ヨ

マ

ン

テ

に
お

い

て
は

日
常

の
記

号

の

一
つ
で
あ

る

「
熊

」

が

「
メ

タ
記

号

」

に
変

容

す

る
わ

け

で
あ

る
。

言

い
換

え

れ

ば

、

「
日
常

の
記

号

」

か

ら

「
メ

タ

記

号

」

へ
と

急

激

な

変

容

が

起

こ

る
と

人

々

(A
in
u
)

の

間

に

集

団
知

覚

変

容

と
も

い
え

る
宇

宙

的

な

ト

ラ

ン

ス
現

象

が

生

じ

る

の

で
あ

る

。

実

際

の
過

程

を

見

て
み

る

と
次

の
よ
う

に
な

る
。

一
体

の
神

と

し

て

の
熊

が

殺

さ

れ

る

と

、

そ

の
記

号

内

容

を

変

容

さ

せ
、

イ

ヨ

マ
ン

テ

の

パ
ー

フ

ォ
ー

マ

ン

ス
を
経

て
過

激

に

メ

タ
記

号

化

、

つ
ま

り

「
大

神

」
と
も

い
え

る
神

々
の

「
神

」

そ

の
も

の

へ
と

変

性

、
変

異

す

る

の
で
あ

る
。

こ

の

「
記

号

内

容

」

の
変
容

の

ヘ

ヘ

ヘ

へ

過

程

が
存

在

す

る
故

に
、

イ

ヨ

マ

ン
テ
は

ネ

イ

テ

ィ
ブ

で
は

な

い
人

々

の
議

論

を
越

え

て
荘

厳

な

の

で
あ

る
。

つ
ま

り

「
神

」

の
誕

生

、

ま

た

は

「神

」

の
顕

現

を

共

感

す

る

こ
と

に
な

る

か

ら

で
あ

る
。

と

こ

ろ

が

ア
イ

ヌ
の
人

々

は

こ

の
よ

う

な

解

釈

は

し

な

い
。

彼

ら

は
自

ら

の

ヘ

ヘ

ヘ

へ

物

語

と

信

念

を

持

っ
て

い
る
。

ネ

イ

テ

ィ
ブ

で
は

な

い
人

々
は

ア
イ

ヌ
人

は

イ

ヨ

マ
ン

テ

で
動

物

を

殺

し

て

い
る
と

思

う

が

、

ア
イ

ヌ

の
人

々
は
動

物

を

殺

し

は

し
な

い
と

い
う

。

ア
イ

ヌ

に
と

っ
て
は

、

こ

の
世

に

お

け

る
化

粧

と

し

て

の

身

体

か

ら

霊

体

を

分

離

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

あ

の
世

へ
霊
体

を

「
送

る
」

の

で
あ

っ
て

「
殺

す

」

こ
と

で
は

な

い
の

で
あ

る

。

ア
イ

ヌ

の
人

々

は
熊

を

捕

ま

え
た
と
ぎ
は
い
つ
も
そ
の
霊
を
丁
重
に
見
送
る
よ
う
に
熊
の
神
の
霊
が
人
々
の

前
に
熊
の
化
粧
を
し
て
現
れ
た
と
信
じ
て
い
る
。
ア
イ
ヌ
の
人
々
は
事
実
、
熊

狩
り
と
か
鹿
狩
り
と
は
呼
ば
な
い
。
「会

い
に
行
く
」
と
い
う
。
ア
イ
ヌ
の
人
々

が
会

い
に
行

っ
て
親
子
熊
に
会

っ
た
と
す
る
と
彼
は
親
熊
を

「見
送
り
」
、
子

熊
を
捕
ま
え
る
。
し
か
し
ア
イ
ヌ
の
人

々
は

「神
」
の
子
を
預
け
ら
れ
た
と
信

じ
、
そ
の
子
を

「神
」

の
子
と
し
て
育
て
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
自
分
た
ち
の

た
め
に
料
理
し
た

一
番

い
い
食
事
を
捧
げ
、
ま
た
総
て
の
村
人
た
ち
が
熊
に

一

番
い
い
食
事
を
持

っ
て
く
る
。
村
で
は
村
人
た
ち
全
員
が
こ
の
神
の
世
話
に
関

わ
り
、
も
し
小
熊
が
あ
ま
り
に
も
小
さ
く
食
事
を
食
べ
ら
れ
な
い
と
き
は
、
ア

イ
ヌ
の
人
々
は
そ
の
子
熊
に
乳
房
さ
え
与
え
る
と

い
う
。
そ
し
て
イ
ヨ
マ
ン
テ

に
お
い
て
村
人
た
ち
は
こ
の
儀
式
に
加
わ
り
、
歌
を
唄
い
、
踊
り
、
物
語
を
し
、

(
4

)

神

に
向

か

っ
て
あ

ら

ゆ

る

こ
と

を

し
、

最

善

の
歓

待

を

供

す

る

の

で
あ

る

。

と

こ

ろ

で

こ

の

イ

ヨ

マ
ン

テ

に
関

連

し

て
、

ア
イ

ヌ

の
精
神

世

界

に
お

い

て

な

に

が
重

要

な
次

元

な

の

で
あ

ろ
う

か

。

私

は

ア
イ

ヌ

の
人

々

の
間

に
存

在

す

る

、

こ

の
世

と

あ

の
世

を

霊

が

行

き

来

す

る
と

い
う

信
念

が

そ

れ

に
当

た

る

と

思
う

。
我

々

は
普

通

、

霊

を

見

る

こ
と

は

で
き

な

い
が

、

霊

が

あ

る
形

や
身

体

を

伴

い

人

々

の

前

へ
現

れ

る

と

考

え

る

の

で

あ

る

。

こ

れ

に

関

し

て

は

O
h
n
u
k
i
が

正

確

に
指

摘

し

て

い

る
。

「
霊

魂

(R
a
m
a
h
)

は

ア

イ

ヌ

の
世

界

に
存

在

す

る
あ

ら

ゆ

る
現

象

の
精

髄

で
あ

る

。
新

生
児

、
植

物

、
動

物

を

含

め

(
5
)

て

総

て

の

ア

イ

ヌ

は

R
a
m

a
h

を

持

っ
て

い

る

。
」

0
7
2

鉱

は

イ

ン

フ

ォ

ー

マ

ッ

ト

で

あ

る

フ

ス

コ

の

言

葉

を

引

用

し

N

い

る

°

「
R
a
m
a
h

k
o
ro

k
u
s
u

sisn
u

k
u
s
u

a
n
:
k
e

te
m

a
n
a
s
is
n
u

k
u
su

n
e
a
n

(人

は

r
a
m

a
h

を

持

つ

か

ら

人

は

(6

)

生

き

て

い
る
。

菊
9
ヨ
島

な

し

で
人

は
ど

う

し

て
生

き

る

こ
と

が

で
き

ょ

う

。
)
」

さ

ら

に

こ

の
信

念

は

あ

る
種

の
迷

信

に
あ

り

が

ち

な
単

な

る
信

念

で

は
な

く

、
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は

っ
き

り

と
経

験

に
基

づ

い
て

い

る

こ

と

が

わ

か

る
。

死

後

、

δ
ヨ
ぎ

の
存

在

の
証

拠

と

し

て
次

の

こ
と

を

フ

ス

コ
は
指

摘

し

て

い
る

。
幽

霊

の
存

在

、

死

(
7
)

者
が
夢
に
現
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
臨
死
体
験

で
あ
る
。
ア
イ
ヌ
の
精
神
世
界
に

関
す
る
こ
の
独
特
な
信
念
が
イ
ヨ
マ
ン
テ
に
お
け
る
異
様
な
ト
ラ
ン
ス
現
象
を

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

引

き

起

こ
す

元

と

な

る

ア
イ

ヌ
民
族

に

共
有

さ

れ

た

フ
ィ

ー

ル

ド

と

い
え

よ
う

。

こ

こ

で

「
日

常

の
記
号

」

か

ら

「
メ

タ
記

号

」

へ
の
過

程

に

つ

い
て

の
考

察

へ
戻

る

必

要

が

あ

る

。
適

切

な

問

は

イ

ヨ

マ

ン
テ

に

お

い
て

、

な

ぜ

こ

の
プ

ロ

セ

ス
が

生

起

す

る

の
か

と

い
う

こ

と

で
あ

ろ
う

。

確

か

に
、

そ

れ

は

ア
イ

ヌ
民

族

が

共

有

す

る
独

特

の
精

神

フ

ィ
ー

ル

ド

に

お

い
て
、

歌

を

唱

い
、

踊

り

、

祈

濤

す

る

な

ど

の
パ

ー

フ

ォ
ー

マ

ン

ス
を

通

し

て

「
人

」

と

「
神

」

と

の
交

通

が

引

き
起

こ

さ

れ

る

よ
う

に

思

わ

れ

る

。

そ

の

パ

ー

フ

ォ

ー

マ
ン

ス

に
よ

っ
て

ア

イ

ヌ

の
人

々
に
記

号

内

容

の
変

容

が
誘

発

さ

れ
、

そ

の
独

特

の
精

神

フ

ィ

ー

ル

ド

と

共
振

す

る

こ

と

に

よ

っ
て

人

々

は
宇

宙

と

の
合

一
を

体

験

す

る
わ

け

で
あ

る

。物

語

り
歌

を

伴

う

パ

ー

フ
ォ

ー

マ
ン

ス

に
焦

点

を

定

め

イ

ヨ

マ
ン

テ

の
進

行

を
見

て

み

よ
う

。

ア
イ

ヌ

の
人

々

が
熊

の
霊

を

見

送

る
と

き

は

そ

の
十

日
前

か

ら
社

で
熊

の
橿

の
周

り
を

踊

る
歌

が
あ

る
。

そ

れ
か

ら

次

の
よ

う

な

歌

が

続

く

。

熊

が
艦

か

ら
出

る
と

き

の
歌

、

儀

式

の
場

で
熊

が

遊

ぶ
歌

、

熊

の
周

り

で
踊

る

歌

、
神

で
あ

る
熊

が
死

ん
だ

後

に

ア
イ

ヌ

の
家

に
住

む

火

の
神

と

出
会

う

歌

、

神

で
あ

る
熊

が

祭

壇

に
飾

ら

れ

て
あ

る
熊

の
頭

か

ら

離

れ

る

と

き

に
踊

る
歌

な

.

ど

で
あ

る
。

集

ま

っ
た

人

々

は
山

へ
帰

る
神

へ
歌

と

踊

り

の
総

て
を

披

露

す

る

わ

け

で
あ

る
。

と

こ

ろ

で
そ

れ

ぞ

れ

の
歌

は

厳

密

に

い
う

と

物

語

り

歌

で
は

な

い
。

し

か

し
、

イ

ヨ

マ
ン

テ

の
と

も

に
溶

け

合

う

歌

と

踊

り

と

い
う

パ

ー

フ

ォ
ー

マ

ン

ス

の
全

過

程

に
目

を

向

け

る

と

、
我

々

の
前

に
雄

大

な

ス
ケ

ー

ル
を

持

つ
物

語

り

歌

が

現

れ

て
く

る
。

そ

れ

は

.
見

、
映

画

に
似

て

い
な

い
こ
と

も

な

い
。

つ
ま

り

そ

れ

ぞ

れ

の
あ

る
時

と

場

に

お

け

る
唄

と
踊

り

の

パ

ー

フ
ォ

ー

マ
ン

ス
は

映

画

の

各

シ
ー

ン

に
あ

た

る

。
時

間

の
流

れ

に
沿

っ
て
人

々
は

あ

る
種

の
感

情

を

生

起

し

な

が

ら

ク

ラ
イ

マ

ッ
ク

ス

へ
と
至

る

。
だ

が

こ

の
似

通

い
は

た

だ

飽

く

ま

で

ヘ

ヘ

ヘ

へ

表
面
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
確
か
に
人
々
は
劇
場
で
映
画
を
見
な
が
ら
あ
る

レ
ベ
ル
の
感
情
に
達
す
る
。
と
こ
ろ
が
ア
イ
ヌ
の
人
々
は
イ
ヨ
マ
ン
テ
に
お
い

ヘ

ヘ

ヘ

へ

て
自
ら
パ
ー
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
へ
投
身
す
る
こ
と
に
よ
り
、
音
、
声
、
歌
、
リ
ズ

ム
と
身
体
が
響
き
合

い
、
さ
ら
に
ア
イ
ヌ
民
族
が
共
有
す
る
精
神
の
フ
ィ
ー
ル

ド
と
共
振
し
て
、
忘
我
を
伴
う
悦
惚
状
態

へ
と
至
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

究
極

の
慌
惚
状
態
そ
れ
自
体
が
目
指
す
目
的
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
様

々
な
物

語
り
を
伴
う
踊
り
や
リ
ズ
ム
、
音
や
声
は
巧
妙
に
仕
掛
け
ら
れ
た
ア
イ
ヌ
民
族

共
有

の
精
神

フ
ィ
ー
ル
ド
と
の
共
振

・
増
幅
技
法
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し

て
そ
れ
は
ま
る
で
呪
文
か
何
か
の
よ
う
に
働
く
の
で
あ
る
。

具
体
的
な
物
語
り
歌
の
例
を

一
部
紹
介
す
る
。

( )に)

橿

の
周

り

を

回

る
歌

h
e
y
iy
a
h
a
w

h
o
h
o
y

こ

の
歌

は

何

も

意

味

を

持

っ
て

い
な

い
。

イ

ヨ

マ
ン

テ

の
朝

、
橿

の
周

り

を

踊

る
歌

で
あ

る
。

橿

の
周

り

を

回

る
歌

a

a

h
e

h
e
y

h
o
y

y
a

h
o

h
o
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(三)(四)伍)

h
o

h
o

h
o
t
1
h
o
t
1

意

味

は

全

く

な

い
が

、

こ

の
歌

は

熊

が

も

っ
と

も
喜

ぶ

と

言

わ

れ

て

い

る
。

イ

ヨ

マ
ン

テ

で
は

こ

の
歌

は

艦

の
周

り

で
輪

に

な

っ
て
踊

り

、
手

を

打

ち

、

足

を

踏

み

な

ら

し

、

胸

を

た

た

き

な

が

ら

必

ず

唱

わ

れ

る

。

熊

を

見

送

る

歌

k
a
m
u
y

神

h
o
p
u
m
i
n
a

出

て

い
く

。

h
o
k
u
tu
n
k
e

最

善

を

尽

く

し

て

h
e
c
h
u
y

各

自

が

皆

。

こ

の
歌

は
熊

が

橿

を

出

る

と

き

に

歌

わ

れ

る

。

熊

を

見

送

る

歌

iy
a
h
o
u

h
o
y
y
a
o

こ

の
歌

は
意

味

を
持

っ
て

い
な

い
。
橿

か

ら
熊

を

連

れ
出

す

と

き

と

熊

が

儀
式

の
場

で
遊

ぶ

と
き

、

こ

の
歌

を

唱

う

。

熊

を
見

送

る

歌

a
y
to
h
a
w

o
h
a
y

矢

を
射

る

岡

の
声

で

あ

る

。
祭

壇

へ
熊

を

つ
れ

て

い
き

矢

を

射

る
と

き

、

こ

の
歌

が
唱

わ

れ

る

。

イ

ヨ

マ
ン

テ

の
歌

を

紹

介

す

る

の

は

こ

こ
ま

で

に
す

る
。

イ

ヨ

マ
ン

テ
と

共

に
唱

わ

れ

る

た
く

さ

ん

の
歌

が
あ

る
。

そ

の
歌

の
総

て
は

輪

唱

か

、

合

唱

で
あ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

る
。
な
か
で
も
特
に
興
味
深

い
こ
と
は
ア
イ

ヌ
の
人
々
は
意
味
を
持
た
な
い
歌

を
最
も
敬
う
と

い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
カ
ム
イ
が
そ
れ
を
聞
い
て

一

番
喜
ぶ
か
ら
だ
と

い
う
。
人
々
は
記
号
内
容
を
明
確
に
持
た
な
い
記
号
表
現
そ

れ
自

体

の
重

要

性

を

認

識

し

て

い

る

の

で
あ

る

。

ア
イ

ヌ
民
族

は

二

つ
の
異

な

っ
た
言

葉

、
即

ち

k
a
m
u
y
-ita
k

(神

の
言

葉

)
と

y
a
y
a
n
-ita
k

(通

常

の
言

葉

)

を

持

っ
て

い
る

こ
と

が

こ

の
事

を

説

明

す

る
手

が

か

り

に

な

る

。
明

確

な

記

号

内

容

を

持

た

な

い

こ
れ

ら

の
記

号

表

現

は

k
a
m
u
y
-ita
k

か

ら

成

っ
て

い
る

の

で
あ

る
。

ア
イ

ヌ

の
人

々
は

彼

ら

が

唱

っ
て

い
る
時

、
神

の
言

葉

で
神

と

交

通

し

て

い
る
と

信

じ

て

い
る

よ

う

に
思

わ

れ

る

。

お

そ

ら

く

日
常

の
意

味

で

の
記

号

内

容

の
欠

如

は

人

間

の
日

常
意

識

か

ら
離

脱

す

る

た

め

の
環

境

を

提

供

す

る

の
か

も

し

れ

な

い
。

そ

し

て

「
通
常

の
」
記

号

内

容

を

持

た

な

い
記

号

表

現

は

幾

日

に
も

及

ぶ
パ

ー

フ

ォ
ー

マ

ン

ス
を

通

し

て

、

日
常

意

識

と

は
次

元

の
異

な

る
意

識

へ
至

る
鍵

の
役

割

を

す

る

の
か

も

し

れ

な

い
。

そ

し

て

日
常

意

識

か

ら

次

元

の
異

な

る
意

識

へ
の
変

容

が
起

き

る
時

、

カ

ム

イ
と

の
交

通

が
悦

惚

感

を

伴

っ
て
成

就

す

る

よ

う

に

思
え

る

。

三

K
a
m
u
y
-
y
u
k
a
r
(
神
々
が
自
ら
の
こ
と
を
語
る
話

)

カ

ム
イ

・
ユ
ー

カ

ラ

の
語

意

に

つ

い
て
見

て

み

よ
う

。
「冨

∋
塁

(神

)
、
望
ワ
]

(も

の

・
こ

と

)
、

y
u
k
a
r

(ま

ね

る
)
」
、

つ
ま

り

人

間

が

神

の
言

っ
た

こ

と

を

コ
ピ

ー

し

た

り

、
再

表

現

す

る

こ

と
を

意

味

す

る
。

久

保

寺

は

カ

ム
イ

・
ユ
ー

カ

ラ
を
定

義

し

て
、

シ

ャ
ー

マ

ン

の
口
を

通

し

て
神

々

が
彼

ら

の
生

活

に

つ
い

　
お
　

て
唱

い
描

写

し

た
神

話

的

な
内

容

を

持

つ
叙

事

詩

で
あ

る
と

い
う

。
、

ア
イ

ヌ
民

族

が

二

つ

の
言

葉

、

y
a
y
a
n
-ita
k

(通

常

の
言

葉

)

と

k
a
m
u
y
-

ita
k

(神

々

の
言

葉

)

を

使

い
分

け

て

い
る

こ

と

は

す

で

に

述

べ
た

が

、

カ

ム
イ

・
ユ
ー

カ

ラ

の
特

徴

は

神

々

の
言

葉

の
使

わ

れ

て

い

る
領

域

に
明

瞭

に

反

映

さ

れ

て

い

る

。

神

々

の

言

葉

の

用

法

に

五

つ

の

領

域

が

あ

る

。

ω
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u
w
e
ra
n
k
a
r
a
p
-it
a
k

(昔

の

作

法

に

よ

る

正

式

な

挨

拶

)
'

N

k
a
m

u
y
n
o
m
i,

ita
k

(神

々

へ

の

祈

り

の

言

葉

)
、

M

u
k
e
w
e
h
o
m
s
h
u
-ita
k

(神

々

と

人

々

へ

の

悪

魔

払

い

の

言

葉

)
'

ω

c
a
ra
n
k
e
-ita
k

(談

判

の

言

葉

)
、

㈲

y
u
k
a
r-ita
k

(叙

事

詩

の

言

葉

)
。

ω

か

ら

㈲

ま

で

の
数

字

の

順

は

神

々

の
言

葉

が

顕

現

す

る

　　

　

頻

度

を

示

し

て

い

る
と

い
う

。

即

ち

第

五
番

目

に
位

置

す

る

y
u
k
a
r
-ita
k

は

神

々

の
言

葉

か

ら

の
み

で
成

り

立

っ
て

い
る

わ

け

で

、
事

実

、
神

々

の
言

葉

は

y
u
k
a
r
-ita
k
と

も

言

わ

れ

て

い
る
。

カ

ム
イ

・
ユ
ー
カ

ラ

の
社

会

機

能

に
関

し

て
言

う

と

、

ア
イ

ヌ
民
族

は

カ

ム

イ

・
ユ
ー
カ

ラ
を

口
論

の
判

断

に
お

い

て
さ

え

も

社
会

生

活

や

先

例

へ
の
指

針

と

し

て
使

っ
て

い
る
。

言

い
換

え

れ

ば

カ

ム
イ

・
ユ
ー

カ

ラ
は

ア
イ

ヌ
民
族

に

と

っ
て
社

会

的

、

宗

教

的

、

文

化

的

、

宇

宙

論

的

な

テ
キ

ス
ト

な

の

で
あ

る

。

例

と

し

て
は

次

の

よ
う

な

事

が
挙

げ

ら

れ

る

。
宗

教

的

信

念

の
源

、
祭

り

、
神

々
、

物

事

の
発

端

、

災

害

な

ど

が

そ

れ

に
あ

た

る
。

カ

ム

イ

・
ユ

ー

カ

ラ

に

関

し

て

さ

ら

に

興

味

深

い
事

実

は

、

「
性

差

」

が
存

在

す

る

こ
と

で
あ

ろ
う

。

カ

ム

イ

・
ユ
ー

カ

ラ
を

伝

え

る
人

々
は

村

の
女

性

で

あ

り

、

し

か
も

霊

媒

な

の
で
あ

る
。

一
般

に

ア
イ

ヌ

の
人

々

の
間

で
は

神

々

へ

祈

り
を

す

る

こ
と

は
男

性

の
役

割

で
あ

り

、

他

方

、

神

に
憲

か

れ

る

の
は

女

性

の
役

割

な

の
で
あ

る

。
村

の
生

活

に

お

い
て
何

か

が
起

き

る
と

き

は

い

つ
で
も

そ

の
女

性

が
神

に
糠

か

れ

、
神

の
意

志

を

語

り

、

予

言

し
、

人

の
運

命

を

語

る

の

で
あ

る

。
久

保

寺

の
次

の
記

述

は

そ

の
様

子

を

よ
く

表

し

て

い
る
。

「
す

っ
か

り

開

け

て

し

ま

っ
た

現

在

で
も

ア
イ

ヌ

の
部

落

を

ま

わ

っ
て

み

る

と

、

巫

術

に
長

じ

た
老

嬬

で
村

人

か

ら

一
種

畏

琿

の
念

を

持

っ
て
見

(
°
)

ら
れ
て
い
る
も
の
が
ぼ
つ
ぼ
つ
あ
る

の
に
驚
か
さ
れ
る
。」

「
ア
イ
ヌ
の
人
々
に
あ

っ
て
は
お
よ

そ
男
子
の
美
徳
が
豪
族

の
家
に
生

ま
れ
勇
力
、
弁
論
に
秀
で
る
こ
と
で
あ

っ
た
の
に
対
し
て
、
そ
の
好
配
た

る
べ
き
婦
女

の
資
格
は
美
貌

に
し
て
巫
術

に
長
じ
て

い
る
こ
と

で
あ

ハ
ロ
　

っ
た

。
」

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

カ

ム

イ

・
ユ
ー

カ

ラ
は

ま

た

o
in
a
と

も

呼

ば

れ

る

。

そ

れ

は

「
神

に
愚

か

ヘ

へ

れ

る
」

を

意

味

し

て

い

る
。

さ

ら

に

カ

ム
イ

・
ユ

ー
カ

ラ
は

別

の
名

前

で
も
呼

ば

れ

て

い
る
。

Q。
鋳

o
『
σ
o

「
折

り

返

し
句

を

持

つ
も

の
」

と

か

、

ω鋳

o
蚕
⊆

「
旋

律

を

伴

う

物

語

り

」

が
そ

れ

に
あ

た

る
。

こ

の
時

点

で

ア

イ

ヌ
民

族

の
間

に
何

千

と

い
う

カ

ム
イ

・
ユ

ー

カ

ラ
が

存

在

し

て

い
る

こ
と

が
想

像

で
き

る

で
あ

ろ
う

。

そ

れ

ぞ

れ

の

カ

ム
イ

・
ユ
ー

カ

ラ

は

百

か

ら

五

、

六
百

の
句

か

ら
成

り

立

っ
て

い
る
。

こ

こ

で
扱

う

例

は

そ

の

ほ

ん

の

一
部

に
す

ぎ

な

い
。

S
a
k
o
r
b
e

(折

り
返

し

句

を

持

つ
も

の
)

折

り

返

し
句

は
各

行

の
始

め

か
終

わ

り

に
位

置

し

て

い
る
。

そ

し

て
各

行

は

同

じ

折

り

返

し
句

を

伴

う

。

一
般

に

二

つ

の
型

の
行

構

造

が

あ

る
。

「
折

り

返

し
句

と

、
句

」

と

い
う

型

と

「
句

と

、
折

り
返

し
句

」

と

い
う

型

で
あ

る
。

そ

れ

ぞ

れ

の
折

り

返

し
句

は
普

通

、
動

物

の
声

と

か

、
動

物

の
動

き

を

表

し

て

い

る

。

重

要

な
点

は

折

り

返

し
句

が
動

物

の
声

を

コ
ピ

ー
ま

た

は
動

物

の
動

き

の

様

予

を

表

し

て

い
る

と

は

い
え

、

ア
イ

ヌ

の
人

々

に

と

っ
て

は
動

物

は

「
カ

ム

イ

」

(神

)

で
あ

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る

。

さ

ら

に

「
折

り

返

し

句

と

、

句

」

の
構

造

ま

た

は

そ

の
逆

の
型

「句

と

、

折

り

返

し
句

」

は

あ

る
種

の
音

響

的

・

心

理

的

効

果

を

生

み

出

す

も

の

と

思

わ

れ

る

。

即

ち

、

ア

イ

ヌ

の

人

々

は

s
a
k
o
rb
e

の

r
折

り

返

し
句

」

の
繰

り
返

し

に
よ

る

詠

唱

に

よ

っ
て

、
ま

る

で

「神

」

が

そ

の
物

語

を

語

っ
て

い
る

か

の

よ

う

に
知

覚

変

容

し

始

め

る

可
能

性
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アイヌ民族 の物語 り歌 による神 々との交通 につ いて

が

あ

る

。

つ
ま

り

カ

ム
イ

・
ユ
ー

カ

ラ

の
始

源

・
発

生

時

の
追

体

験

で
あ

る
。

S
a
k
o
r
b
e

の

二

つ
の
型

を

次

に

一
例

ず

つ
挙

げ

る

。

第

一
の

型

(折

り

返

し

句

と

、

句

)

e
w
a

h
u
n

k
a
m

u
y
o
c
h
in
a

e
u
　a

h
u
n

a
n
u

k
o
s
a
n
k
e

e
w
a

h
u
n

a
n
u
k
o

o
m

a
p

e
w
a

h
u
n

a
rik
i
k
a
n
e

第

二

の

型

(句

と

、

折

り

返

し

句

)

s
a
ra
n
k
e
p
e
t
s
o

w
a
c
s
o

s
o

k
ip

k
a
si
s
o

w
a

s
o

r
e
s
u

p
rt
o

s
o

w
a

s
o

r
e
s
u

k
a
m

u
y
s
o

w
a

s
o

神

の
子

供

の
よ
う

に

生

ま

れ

た
。

私

は

丸

く

な

っ
て
寝

て

い
る
。

神 大 川 川

に 人 上 へ

な に の 落
つ な 滝 ち

た つ は る
゜ た 滝

゜ は

S
a
k
o
r
a
u

(旋
律
を
伴
う
物
語
り
)

そ
の
旋
律
と
は
基
本
的
に
は
同
じ
か
そ
れ
に
似
た
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
繰
り
返
し

で
あ
る
。
つ
ま
り
詠
唱
と
考
え
て
も

い
い
。
実
際
は
同
じ
旋
律
が
各
行
に
お

い

て
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
、
単
調
な
規
則
正
し
い
リ
ズ
ム
を
成
し
て
続
く
の
で

あ
る
。
ズ
ー
二
族
に
関
し
て
テ
ド
ロ
ッ
ク
が
分
析
し
た
よ
う
に
あ
る
同
じ
型
の

旋
律
を
そ
の
社
会
全
体
の
各
層
か
ら

一
般
型
と
し
て
見

つ
け
だ
す
こ
と
は
現
時

(
12
)

 点

で
は
難
し

い
。
た
だ

ω鋳
o
鑓
仁
の
よ
う
な
類
似
旋
律

の
繰
り
返
し
は
、
あ

る
種

の
知
覚
変
容
を
伴
う
暗
示

の
効
果
を
持

つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け

詠
唱
者
が
特
殊
な
人
物
、

つ
ま
り
シ
ャ
ー

マ
ン
で
あ
る
場
合
は
特
に
そ
の
可
能

性
は
高
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
ア
イ
ヌ
社
会
で
は
カ
ム
イ

・
ユ
…
カ
ラ
の
詠
唱
者

は
普
通
、
女
性
の
霊
媒
で
あ
り
、
そ
の
土
地
の
人
々
は
尊
敬
と
畏
怖

の
念
を
持

っ
て
接
し
て
い
る
。
さ
ら
に
物
語
り
そ
れ
自
体
が

k
am
u
y-itak
(神
々
の
言
葉
)

か
ら
成

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
環
境

に
お
い
て
は
聴
覚
を
通
じ
織
り
な
さ
れ

る
と
こ
ろ
の
特
異
な
旋
律

の
繰
り
返
し
を
伴
う
声
と
そ
の
記
号
表
現
そ
れ
自
体

が
物
的
媒
体
と
な
り
、
聴
覚
レ
ベ
ル
を
超
え
た
体
感
レ
ベ
ル
へ
と
過
激
で
異
様

な
記
号
生
成
が
起
こ
り
、
さ
ら
に
増
幅
し
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

並
行
構
造

カ
ム
イ

・
ユ
ー
カ
ラ
が
持

つ
も
う

一
つ
の
装
置
が

「並
行
構
造
」
で
あ
る
。

事
実
、
様
々
な
型
の
並
行
構
造
が
存
在
し
て
い
る
。
現
時
点
で
は
総
て
の
型
の

並
行
構
造
を
カ
ム
イ

・
ユ
ー
カ
ラ
に
お
い
て
取
り
出
す
の
は
不
可
能
で
あ
る
。

次
の
分
析
は
予
備
的
な
試
み
に
す
ぎ
な
い
。

第

一
の
並
行
構
造
は
音
韻
論
的
な
も
の
で
あ
る
。

e
w
a
h
u
n
p
a
k
k
a
y
n
u
m
a
k

座

っ
て

い
る
赤

ん
坊

の
帯

が

e
w
a
h
u
n
cry
a
ry

k
o
n
u
m
o

き

つ
く

締

め

て
あ

っ
た
。

"
9。
デ

と

"
n
u
m
,

を
音

韻

的

な
対

句

と
見

な

し

た

の

で
あ

る

。

e
w
a
h
u
n
a
k
o
y
a
n

k
in
g

e
w
a
h
u
n

in
a
a
n

k
o
ta
n

過

ご

し

た

あ

る
村

。
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文 明21No.1

第

二

の
例

の
音

韻

論

的

な
対

句

は

"
9
デ

と

"
影

"
そ

し

て

"
ざ

"

で
あ

る
。

ま

た

逆

音

節

も

一
種

の

対

句

構

造

と

見

な

す

こ

と

が

可

能

で
あ

ろ

う

。

即

ち

"
a
n

,
v
s
°
"昌
9
"

の
組

み
合

わ

せ

で

あ

る

。

逆

音

節

の
型

の
ほ

か

の
例

を

挙

げ

て
み

よ
う

。

e
w
a
h
u
n
en
e
n
e
s
iri

e
w
a
h
u
n
o
a
ra
isa
m

そ
の
様
な
こ
と
は

決
し
て
起
き
な
か
っ
た
。

こ

の
例

に

お

け

る

逆
音

節

と

通

常

の
音

節

に

つ
い

て

の
対

句

構

造

は

"
。・凶"

<
ω
`

"
陣ω
"

で
あ

る

。

お

そ

ら

く

こ

の
種

の
音

韻

論

的

並

行

構

造

の
型

は

音

を

優

雅
(　

)

に
す

る
か

、

少

な

く

と

も

ス

ム

ー

ス

に
す

る

一
因

と

な

っ
て

い
る
と

思

わ

れ

る

。

第

二

の
並

行

構

造

は
類

似

し

た
記

号

表

現

を

持

ち

、

そ

の
上

に
類

似

し

た

記

号

内

容

を

持

つ

。・
9。
昇
o
罠
`

で
あ

る
。

(一一)(f)

e
w
a
h
u
n

a
r
ik
i
k
a
n
e

抱

き

可

愛

が

る

。

e
w
a
h
u
n

o
k
a
y
a
n

k
in
g

慈

し

む

。

e
w
a
h
u
n

a
y

a
y

k
o
k
o
m

o

縛

っ
た

。

e
w
a
h
u
n
a
y

a
y

k
o
y
u
p
u

締

め

た

。

こ
の
二
つ
の
例
は
同
時
に
第
三

の
並
行
構
造
と
も
言
え
る
並
行
シ
ン
タ

ッ
ク
ス

の
例
で
も
あ
る
。
こ
う

い
っ
た
第

一
、
第
二
、
及
び
第
三
の
型
の
よ
う
な
並
行

構
造
も
音
を
優
雅
に
し
、
ま
た

ス
ム
ー
ス
に
す
る
要
因
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、

特
殊
な
環
境
に
お
い
て
は
、
そ
う
い
っ
た
効
果
の
み
な
ら
ず
、
聴
覚
に
作
用
す

O

る
記
号
表
現
と
し
て
の
物
的
媒
体
の
基
体
と
な
り
体
感
レ
ベ
ル
へ
と
知
覚
変
容

を
招
く
組
み
込
ま
れ
た
装
置
と
し
て
働
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
s

sa
k
o
rb
e
f;

「折
り
返
し
句
」
の
繰
り
返
し
'
sak
o
rau
6
特
異
な

旋
律
の
繰
り
返
し
、
そ
し
て
第

}
、
第
二
、
第
三
の
並
行
構
造
が
入
れ
子
状
に

カ
ム
イ

・
ユ
ー
カ
ラ
に
組
み
込
ま
れ
、
ア
イ
ヌ
民
族

の
共
有
す
る
精
神

フ
ィ
ー

ル
ド
に
包
ま
れ
た
特
殊
な
環
境
に
お
い
て
、
身
体
が
共
振
す
る
よ
う
に
仕
組
ま

れ
た
特
異
な
伝
統
テ
キ
ス
ト
を
形
成
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

カ

ム
イ

・
ユ
ー

カ

ラ
は

目

で
読

む

テ
キ

ス
ト

で

は

な

い

の
で

あ

る

。

カ

ム

イ

・

ユ
ー

カ

ラ
は

そ

の
特

異

な

環
境

を

必

要

と

し

、
特

異

な

パ

ー

フ

ォ
ー

マ
ー
と

特

異

な

精

神

フ

ィ
ー

ル
ド

を

共
有

す

る

人

々

の
参

加

を
も

っ
て

、

カ

ム

イ

・
ユ
ー

カ

ラ

の
始

源

へ
と

遡

及
体

験

が

可
能

な
伝

統

技

法

な

の

で
あ

る

。
過

去

、

カ

ム

イ

・
ユ
:

カ

ラ
は

ア
イ

ヌ
民
族

が

世

界

に
誇

る
叙

事

詩

と

い
う

名

の
文

学

と

し

ヘ

ヘ

ヘ

へ

て
、
金

田

一
を

は

じ

め

と
す

る
ネ

イ

テ

ィ
ブ

で

は

な

い
人

々

の
先

導

に

よ

っ
て
、

消

え

て
ゆ

く

カ

ム

イ

・
ユ
ー

カ

ラ

を
残

す

た

め

、
文

字

化

・
文

書

化

に
力

を

注

い

で
き

た

が

、

そ

れ

こ

そ

が
逆

説

的

に

カ

ム

イ

・
ユ
ー

カ

ラ

の

「
死

」

を

意

味

し

て

い
よ

う

。

カ

ム

イ

・
ユ
ー

カ

ラ

は

生
き

た
伝

統

の

な

か

で

、

パ

ー

フ

ォ

ー

マ
ン

ス
さ

れ

て
は

じ

め

て

そ

の
真

の
姿

を

現

す

、
文

字

通

り

「
カ

ム

イ
」

な

の

で

あ

る

。
四

結

び

ア
イ
ヌ
の
人
々
は
不
可
思
議
で
神
秘
的
な
世
界
観
を
持

っ
て
い
る
。
そ
の
世

ヘ

ヘ

ヘ

へ

界
観
は
ネ
イ
テ
ィ
ブ
で
は
な
い
人

々
が
合
理
的
な
考
え
を
基
本
に
理
解
し
よ
う

と
す
る
と
現
実
に
問
題
が
起
き
さ
え
も
す
る
。
何
は
と
も
あ
れ
驚
く
べ
き
事
は
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9a

ア イヌ民族の物語 り歌に よる神々 との交通について

ア
イ
ヌ
の
人
々
は
神
々
と
交
通
す
る
伝
統
を
有
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、

一
八
九
九
年
の
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
に
よ
る
日
本
同
化
政
策
は
言
語

と
生
活
様
式
の
解
体
を
ア
イ

ヌ
民
族
に
強
制
す
る
こ
と
と
な

っ
て
し
ま

っ
た
の

は
冒
頭
に
述
べ
た
通
り
で
あ

る
。
言
語
と
生
活
様
式
の
解
体
は
同
時
に
ア
イ
ヌ

民
族
の
持

つ
神
々
と
交
通
す

る
伝
統
に
致
命
的
な
打
撃
を
与
え
て
し
ま

っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
伝
統
は
法
的
規
制
を
受
け
な
が
ら
解
体

へ
の
道
を
辿
り
つ
つ
も
、

ア
イ
ヌ
の
人
々
の
間
に
継
承

さ
れ
て
き
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

一
九
九
七

年
の
ア
イ
ヌ
新
法
成
立
を
契
機
に
、
神
々
と
交
通
す
る
生
き
た
伝
統
の
賦
活
化

ヘ

ヘ

ヘ

へ

を
は
か
り
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
で
は
な

い
人
々
と
の
調
和
と
協
力
を
保
ち
な
が
ら
、

ア
イ
ヌ
世
界
の
再
構
築
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
や
ま
な

い
。

註
(1

)

近

年

刊

行

さ

れ

た

ア

イ

ヌ
語

辞

典

は

次

の

よ
う

な

も

の

が
あ

る
。
中

川
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『
ア

イ

ヌ
語

千

歳

方

言

辞

典

』

草

風

館

、

一
九

九

五
、

萱

野

茂

『萱

野

茂

の

ア
イ

ヌ
語

辞

典

』

三
省

堂

、

一
九

九

六

、

田
村

す

ず
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『
ア

イ
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語

沙

流

方
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辞
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一
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ア
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法
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。
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K
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h
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藤
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Abstract

Inthispaper,Idiscussedwithboththeaestheticdimensionofnarrativesongsandtherole

and/orfunctionofnarrativesongsasamediumbetweenhumans(theAinu)andGods(Kamui)

amongtheAinu.Basicallytwotypesofcommunicationexistthere.Oneisthecommunication

fromhumanstoGods.OneoftheexamplesofthistypeisIyomante(whatiscalledAinuBear

Festival).TheotheristhecommunicationfromGodstohumans.Thevectorhueisoppositeto

thatoftheformer.Asanexampleofthistype,IintroducedKamui-yukar(SongsofGods).Then,

IdiscussedandintegratedthenarrativesongsintotheAinusocietyandcultureastheirtradition.

AndIshowedhowthenarrativesongswereintegratedintotheirtraditionandviceversa.This
o

meansthenarrativesongsarethekeytorevivetheAinusocietytoday.Iespeciallyinsistthatto

performthenarrativesongsintheirsocietyandintheirownwayshasaspecialeffectandasignifi-

cancetotheAinu.Inotherwordsthenarrativesongsshouldnotbecategorizedasaliteraturefor

reading.TheyareasortofincarnationoftheAinulivingtradition.
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