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本
書
は
、
一
九
九
六
年
に
民
映
研（
民
族
文
化
映
像
研
究
所
の
略
称
）に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た『
民
族
文
化
映
像

研
究
所
作
品
総
覧
』（
新
装
版
）と
、
二
〇
〇
一
年
に
発
行
さ
れ
た
増
補
版
を
も
と
に
復
刊
し
た
も
の
で
あ
る
。



●72

●97

●117
●119

3

　
『
民
族
文
化
映
像
研
究
所
作
品
総
覧
』
は
、
民
映
研
（
民
族
文
化
映
像
研
究
所
の
略
称
）
が
一
九
八
九
年
に
作
品
番
号　

　

ま
で
の
初
版
を
、
九
六
年
に
は
作
品
番
号　

ま
で
を
追
加
し
た
新
装
版
を
発
行
し
、
二
〇
〇
一
年
に
は
作
品
番
号　

ま

で
を
収
め
た
増
補
版
を
発
行
し
ま
し
た
。
二
〇
二
一
年
版
と
な
る
今
回
、
は
る
書
房
が
発
行
元
と
な
り
作
品
番
号　

ま
で

の
16
㎜
プ
リ
ン
ト
作
品
全
て
が
網
羅
さ
れ
た
作
品
総
覧
を
上
梓
で
き
ま
し
た
。
と
て
も
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。
テ
キ
ス

ト
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ま
ま
、
写
真
は
16
㎜
作
品
本
編
よ
り
カ
ラ
ー
で
数
点
ず
つ
掲
載
と
し
ま
し
た
。
映
画
を
見
る
こ
と
が

叶
わ
な
く
と
も
楽
し
め
る
一
冊
に
な
り
ま
し
た
。

　

志
を
備
え
た
三
人
、
姫
田
忠
義
、
伊
藤
碩
男
、
小
泉
修
吉
が
集
い
、
活
動
を
始
め
た
一
九
六
一
（
昭
和
三
六
）
年
か
ら

は
六
〇
年
の
年
月
が
過
ぎ
、
一
九
七
六
（
昭
和
五
一
）
年
七
月
一
日
「
民
族
文
化
映
像
研
究
所
」
と
い
う
名
を
得
て
か
ら

で
も
四
五
年
の
歳
月
と
な
り
ま
し
た
。
作
品
総
覧
に
載
る
作
品
は
、
一
九
七
〇
年
か
ら
概
ね
二
〇
〇
〇
年
ま
で
に
制
作
さ

れ
た
作
品
。
一
九
九
〇
年
代
初
頭
の
バ
ブ
ル
崩
壊
期
ま
で
の
好
景
気
に
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
当
時
は
日
本
に
も
文
化
事

業
を
支
え
る
経
済
と
土
壌
が
あ
り
ま
し
た
。
お
陰
で
無
形
の
文
化
を
数
多
く
記
録
で
き
た
の
で
す
。 

新
版
刊
行
に
あ
た
っ
て

新版刊行にあたって
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そ
し
て
年
号
は
令
和
で
す
。
一
一
八
本
の
作
品
群
は
、
今
見
る
と
制
作
当
時
と
は
ま
た
違
っ
た
性
格
も
帯
び
て
来
ま
し

た
。
二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
の
東
日
本
大
震
災
以
降
、
民
映
研
作
品
レ
ン
タ
ル
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
希
望
者
が
増
え
ま
し
た
。
ひ

と
つ
ひ
と
つ
の
作
品
を
鑑
賞
す
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
民
映
研
作
品
に
撮
ら
れ
記
録
さ
れ
た
何
か
を
見
る
た
め
に
借
り

て
い
か
れ
ま
す
。
日
本
は
好
景
気
の
時
期
に
、
多
く
の
大
切
な
モ
ノ
を
忘
れ
失
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
二
〇
年
近
く
経
ち
、

東
日
本
大
震
災
で
は
、
津
波
で
具
体
的
な
モ
ノ
を
失
う
経
験
を
し
ま
し
た
。
多
く
の
方
々
が
、
生
き
る
動
機
を
失
い
か
け
、

明
日
へ
の
一
歩
を
示
唆
す
る
ヒ
ン
ト
を
模
索
さ
れ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ら
へ
の
答
え
を
民
映
研
作
品
は
内
包
し
て

い
る
の
で
す
。 

　

民
映
研
作
品
上
映
後
の
感
想
で
、「
モ
ノ
ク
ロ
映
画
だ
っ
た
」「
戦
前
の
日
本
で
す
か
」
等
思
い
が
け
な
い
言
葉
が
ま
ま

登
場
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
全
作
品
カ
ラ
ー
作
品
で
す
。
大
阪
万
博
は
も
う
終
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
昔
の
風
景
を

見
た
印
象
が
残
る
。
そ
こ
に
今
は
無
い
モ
ノ
を
見
出
し
て
い
る
と
も
言
い
換
え
ら
れ
ま
す
。
制
作
時
に
は
、
そ
の
時
で
な

け
れ
ば
記
録
で
き
な
い
モ
ノ
を
記
録
す
る
と
い
う
命
題
を
も
っ
て
作
業
を
続
け
て
い
ま
し
た
。
そ
の
時
で
な
け
れ
ば
再
現

で
き
な
い
こ
と
も
多
い
中
、
再
現
記
録
作
業
を
し
て
い
ま
す
。
制
作
時
点
で
は
、「
今
撮
ら
な
け
れ
ば
」
と
い
う
課
題
を

抱
え
て
必
死
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
作
品
群
に
は
当
時
の
思
い
は
も
ち
ろ
ん
、
当
時
は
想
定
外
の
失
わ
れ
た

モ
ノ
が
撮
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

全
作
品
に
共
通
し
て
浮
か
び
上
が
る
主
題
は
、「
こ
こ
ろ
の
豊
か
さ
」
で
す
。
こ
こ
ろ
の
豊
か
さ
は
、
飽
食
時
代
を
通

り
過
ぎ
正
社
員
が
遠
く
な
っ
た
現
代
日
本
に
、
最
も
失
わ
れ
た
感
覚
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
現
代
社
会
か
ら
未
来
へ
向

か
っ
て
進
む
時
に
指
針
と
し
て
見
つ
め
る
豊
か
さ
を
示
唆
す
る
、
ひ
と
昔
以
上
前
の
日
本
人
が
大
切
に
し
て
い
た
感
覚
。
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作
品
は
祭
事
、
農
、
漁
、
猟
、
技
と
、
そ
れ
ぞ
れ
寄
り
添
い
見
つ
め
た
も
の
は
違
い
ま
す
が
、
そ
の
根
幹
に
見
え
る
も
の

は
共
通
し
ま
す
。
そ
れ
は
姫
田
さ
ん
た
ち
の
視
点
が
ぶ
れ
な
か
っ
た
証あ

か
し
。
民
俗
学
の
学
者
で
は
な
く
、〝
野
に
あ
る
も
の
〟

の
視
点
の
賜
物
だ
と
思
い
ま
す
。

　

民
映
研
活
動
の
初
源
一
九
六
一
年
に
は
、
私
は
一
九
六
〇
年
生
ま
れ
の
一
歳
児
で
し
た
が
還
暦
を
迎
え
ま
し
た
。
時
間

の
歩
み
は
早
い
の
で
す
。
ま
だ
ま
だ
民
映
研
の
存
在
に
意
義
が
あ
る
時
代
は
続
き
ま
す
。

　
　

二
〇
二
一
年
秋　

　
　
　
　

民
族
文
化
映
像
研
究
所 

代
表
理
事 

小 

原 

信 

之

新版刊行にあたって
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民
族
文
化
映
像
研
究
所
が
正
式
に
発
足
し
た
の
は
、
一
九
七
六
年
（
昭
和
五
一
年
）
七
月
一
日
で
し
た
が
、
活
動
の
初

源
は
、
一
九
六
一
年
（
昭
和
三
六
年
）
に
遡
り
ま
す
。
つ
ま
り
こ
の
研
究
所
に
は
一
五
年
間
に
わ
た
る
長
い
前
史
が
あ

り
、
そ
の
前
史
の
な
か
で
こ
の
研
究
所
の
基
本
的
な
方
向
や
性
格
が
ご
く
自
然
に
生
み
だ
さ
れ
、
培
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

方
向
と
い
う
の
は
、
何
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
性
格
と
い
う
の
は
、
ど
ん
な
人
間
が
ど
の

よ
う
に
そ
れ
を
為
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

さ
さ
や
か
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
た
び
は
じ
め
て
こ
の
研
究
所
の
『
作
品
総
覧
』
を
ま
と
め
、
広
く
世
の
人
に
も
御

覧
い
た
だ
こ
う
と
す
る
に
当
た
っ
て
、
ま
ず
そ
れ
ら
の
こ
と
を
記
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
れ
ら
は
、
い
わ
ば
こ
の
研

究
所
の
初
心
で
あ
り
、
将
来
の
指
針
で
も
あ
る
か
ら
で
す
。

　

は
じ
め
に
方
向
に
つ
い
て
で
す
が
、
そ
れ
は
こ
の
総
覧
の
初
期
の
作
品
群
の
名
か
ら
も
容
易
に
御
推
察
い
た
だ
け
る
よ

う
に
、「
私
た
ち
が
生
を
承
け
た
日
本
列
島
に
生
き
る
庶
民
の
生
活
と
生
活
文
化
を
記
録
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
私

た
ち
は
そ
れ
を
、「
日
本
の
基
層
文
化
を
記
録
す
る
」
と
い
う
言
い
方
も
し
ま
す
。

【
初
版
の
序
】

野
に
あ
り
て
耳
・
目
を
す
ま
す
　
挨
拶
に
か
え
て
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縁
あ
っ
て
私
た
ち
が
そ
こ
を
訪
ね
、
記
録
作
業
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
「
庶
民
の
生
活
と
生
活
文
化
」
に
は
、
共
通
し

て
、
自
然
と
の
深
い
つ
な
が
り
、
深
い
対
応
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
私
た
ち
の
言
う
「
基
層
文
化
」
な
の
で
す
。

　

私
た
ち
が
活
動
を
開
始
し
た
一
九
六
〇
年
代
初
頭
は
、
そ
れ
以
後
今
日
に
い
た
る
日
本
の
政
治
、
社
会
、
経
済
、
さ
ら

に
は
文
化
の
方
向
を
も
決
定
づ
け
る
よ
う
な
大
転
換
期
で
し
た
。
日
米
安
保
条
約
の
改
定
批
准
を
め
ぐ
る
激
し
い
政
治
的

闘
争
が
、
そ
の
焦
点
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
し
た
。
そ
し
て
そ
の
後
の
い
わ
ゆ
る
経
済
高
度
成
長
期
が
、
今
日
の
日
本
の

経
済
的
繁
栄
と
、
そ
れ
と
は
裏
腹
な
さ
ま
ざ
ま
な
ひ
ず
み
を
も
た
ら
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
激
動
の
時
期
に
私
た
ち
は
ひ

た
す
ら
「
日
本
の
庶
民
」
と
そ
の
人
た
ち
が
体
現
し
て
い
る
「
日
本
の
基
層
文
化
」
に
目
を
凝
ら
し
、
そ
の
記
録
作
業
を

つ
づ
け
て
き
ま
し
た
。

　

日
本
民
俗
学
の
大
先
達
、
柳
田
国
男
が
、
そ
の
著
『
遠
野
物
語
』
の
序
文
で
言
っ
て
い
る
「
明
神
の
山
の
木み

み

兎づ
く

の
ご
と

く
」
の
よ
う
に
で
し
た
。「
今
の
事
業
多
き
時
代
に
生
ま
れ
な
が
ら
、
問
題
の
大
小
を
も
わ
き
ま
へ
ず
、
そ
の
力
を
用
ゐ

る
所
当
を
失
へ
り
と
い
ふ
人
あ
ら
ば
如
何
。
明
神
の
山
の
木み

み

兎づ
く

の
ご
と
く
、
あ
ま
り
に
そ
の
耳
を
尖
ら
し
あ
ま
り
に
そ
の

眼
を
丸
く
し
過
ぎ
た
り
と
責
む
る
人
あ
ら
ば
如
何
。
は
て
是
非
も
な
し
」。

　

私
た
ち
が
縁
を
得
た
「
日
本
の
庶
民
」
は
、
経
済
成
長
至
上
、
金
も
う
け
至
上
の
潮
流
に
押
し
ま
く
ら
れ
、
自
ら
の
体

に
承
け
つ
い
だ
か
け
が
え
の
な
い
「
基
層
文
化
」
の
貴
さ
を
も
捨
て
な
ん
と
し
て
い
ま
し
た
。
私
た
ち
が
深
い
教
え
を
受

け
続
け
て
い
る
ア
イ
ヌ
の
人
々
も
決
し
て
そ
の
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

次
に
私
た
ち
の
研
究
所
の
性
格
、
つ
ま
り
ど
ん
な
人
間
が
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ
ら
の
作
業
を
し
て
き
た
か
と
い
う
こ
と

で
す
。

【初版の序】 野にありて耳・目をすます  挨拶にかえて
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端
的
に
言
っ
て
、
私
た
ち
は
「
野
に
あ
る
も
の
」
で
し
た
。
そ
し
て
、
自
発
的
に
、
自
主
的
に
作
業
を
し
て
き
ま
し
た
。

「
ご
く
少
数
の
志
を
同
じ
く
す
る
も
の
に
よ
る
自
主
記
録
映
画
制
作
活
動
」、
前
史
時
代
の
私
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
活

動
を
そ
う
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
が
、
私
た
ち
が
志
し
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
映
画
一
般
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
映
画
な

ら
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
で
も
な
ん
で
も
や
る
、
と
い
う
姿
勢
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
先
に
述
べ
た
「
方
向
」
を
維
持
し
て
行
く
こ

と
で
し
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
活
動
資
金
の
こ
と
な
ど
課
題
は
山
積
で
し
た
。

「
貧
乏
を
苦
に
し
な
い
も
の
た
ち
」、
私
た
ち
の
師
で
あ
り
、
研
究
所
創
設
発
起
者
の
一
人
で
も
あ
っ
た
民
俗
学
者
、
故

宮
本
常
一
先
生
は
、
そ
う
私
た
ち
を
評
し
ま
し
た
。
私
た
ち
に
学
問
の
大
事
さ
を
教
え
、
ま
た
あ
く
ま
で
も
人
と
事
実
に

学
ぶ
こ
と
の
大
事
さ
を
教
え
て
く
れ
た
の
も
、
民
族
文
化
映
像
研
究
所
の
名
を
い
っ
し
ょ
に
考
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
も
宮

本
先
生
で
し
た
。

「
野
に
あ
る
も
の
」
に
は
、
笠
に
き
る
権
威
も
強
制
力
も
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
に
は
、
お
互
い
の
内
に
抱
く
自
発
性
、

志
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
が
、
幸
い
研
究
所
発
足
以
後
、
各
地
の
公
的
機
関
か
ら
の
委
嘱
が
ふ
え
、
国
内
外
の
研
究

者
・
研
究
機
関
と
の
共
同
作
業
や
交
流
も
次
第
に
活
発
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

一
九
八
九
年
八
月

民
族
文
化
映
像
研
究
所
所
長

姫 

田 

忠 

義
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［
本
書
を
読
む
に
あ
た
っ
て
］

＊
作
品
タ
イ
ト
ル
の
上
な
ど
、
本
書
内
す
べ
て
の
黒
丸
白
抜
き
数
字 〈
例 「 

●1
」〉

は
作
品
番
号
を
表
わ
す
。
●32
は
欠
番
と
な
っ
て
い
る

＊
作
品
タ
イ
ト
ル
下
の
地
名
は
撮
影
地
、
ま
た〈
例「1970

年

」〉は
制
作
年（
度
）

を
表
わ
す

＊
グ
レ
ー
の
丸 

「
●
」以
下
は
作
品
の
上
映
時
間
、
自
主
制
作
ま
た
は
委
嘱
制
作

の
別
、
受
け
た
推
薦
や
賞
な
ど
で
あ
る

＊
本
文
等
で
記
載
し
て
い
る
地
名
は
、
全
て
撮
影
時
の
市
町
村（
字
）名
で
あ
る

＊
ま
つ
り
や
行
事
の
日
付
は
、
旧
暦
で
行
う
も
の
に
つ
い
て
は「
旧
暦
何
日
」と

し
、
新
暦
は
省
い
た

＊
年
齢
を
明
記
す
る
際
、
数
え
年
の
時
は「
数
え
年
何
才
」と
し
た

＊
物
や
事
柄
の
名
称
は
な
る
べ
く
そ
の
土
地
で
の
呼
び
方
で
記
載
し
た
が
、
紙

面
の
都
合
か
ら（
説
明
し
き
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
）一
般
名
称
を
使
っ
て

い
る
場
合
が
あ
る



民
映
研
作
品
総
覧  1970-2005   

─
─
日
本
の
基
層
文
化
を
撮
る
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宮
崎
県
の
山
村
、銀し

ろ
み鏡
の
銀
鏡
神
社
で
は
、厳
粛
に
霜
月
（
旧

暦
十
一
月
）
の
ま
つ
り
が
行
わ
れ
る
。
そ
こ
で
行
わ
れ
る
三
三

番
の
神
楽
は
古
風
な
山
の
文
化
を
伝
え
て
お
り
、
一
九
七
七
年

に
は
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

　

銀
鏡
の
あ
る
米め

良ら

山
地
地
帯
は
、
焼
畑
・
狩
猟
を
生
活
の
基

本
と
し
て
き
た
。
近
年
は
一
二
月
一
二
日
か
ら
一
六
日
に
か
け

て
行
わ
れ
て
い
る
こ
の
霜
月
の
ま
つ
り
に
も
、
狩
猟
文
化
が
色

濃
く
反
映
し
て
い
る
。
ま
つ
り
に
先
立
っ
て
狩
っ
た
イ
ノ
シ
シ

の
首
を
神
楽
の
場
に
安
置
し
、
そ
の
前
で
夜
を
徹
し
て
神
楽
を

行
う
の
で
あ
る
。

　

一
二
月
一
四
日
の
朝
、
神
社
境
内
に
設
け
ら
れ
た
神
楽
の
場

（
神こ

う

屋や

）
に
「
お
し
め
」
が
立
て
ら
れ
る
。
お
し
め
は
神
の
依

り
代
で
あ
る
。
そ
の
下
に
は
、
荒あ

ら

御み

霊た
ま

で
あ
る
イ
ノ
シ
シ
、
和に

ぎ

御み

霊た
ま

で
あ
る
米
、
餅
な
ど
が
安
置
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
各
集
落

か
ら
お
面
様
（
神し

ん

面め
ん

）
を
捧
げ
た
行
列
が
集
ま
る
。
お
面
様
が

そ
ろ
わ
な
い
と
、
ま
つ
り
は
始
ま
ら
な
い
。

　

夜
に
入
る
と
神
楽
が
始
ま
り
、
翌
日
午
前
一
〇
時
頃
ま
で
行

わ
れ
る
。
舞
う
の
は
祝ほ

う
り人

。
草
分
け
の
家
を
中
心
に
し
た
旧
家

1970 年

● 38 分　●自主制作　●文部省選定

の
人
々
で
、
世
襲
で
あ
る
。
村
の
男
女
が
歌
を
掛
け
合
う
神
楽

囃
子
は
、
古
代
の
歌
垣
を
思
わ
せ
る
。

　

神
楽
は
三
つ
の
大
き
い
構
成
要
素
を
も
っ
て
い
る
。
一
つ
は

神
々
の
降
臨
を
願
う
神
楽
。
面
を
つ
け
な
い
で
舞
わ
れ
る
。
二

つ
目
は
真
夜
中
か
ら
夜
明
け
に
か
け
て
行
わ
れ
る
、
神
々
の
降

臨
の
神
楽
。
神
面
を
つ
け
た
神
楽
で
あ
る
。

　

三
つ
目
は
、
夜
明
け
以
降
に
行
わ
れ
る
も
の
。
ず
り
面
と
よ

ば
れ
る
リ
ア
ル
な
面
を
つ
け
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
所
作
で
生
命
の

誕
生
や
作
物
の
豊
穰
を
あ
ら
わ
す
。
な
か
で
も
三
〇
番
目
の
シ

シ
ト
ギ
リ
の
神
楽
は
、
古
風
な
狩
人
の
装
束
を
つ
け
た
二
神
が
、

シ
シ
狩
り
の
所
作
を
す
る
。「
と
ぎ
る
」
と
は
足
跡
を
追
う
と

い
う
意
味
で
あ
る
。

　

こ
の
ま
つ
り
最
後
の
日
、
一
六
日
朝
、
銀
鏡
川
の
岩
場
を
祭

場
と
し
て
シ
シ
バ
ま
つ
り
が
行
わ
れ
る
。
イ
ノ
シ
シ
の
左
耳
の

肉
片
七
切
れ
を
串
に
さ
し
た
七
切
れ
肴
を
神
に
供
え
、
そ
の
年

に
獲
れ
た
獣
の
霊
を
慰
め
る
と
と
も
に
、
こ
れ
か
ら
始
ま
る
狩

り
の
豊
饒
を
願
う
の
で
あ
る
。

山
に
生
き
る
ま
つ
り

宮
崎
県
西
都
市
銀
鏡

1

作品●1   山に生きるまつり
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一
九
七
一
年
四
月
一
〇
日
、
北
海
道
二に

風ぶ

谷た
に

で
、
ア
イ
ヌ
流
の

結
婚
式
が
行
わ
れ
た
。
新
婦
小
山
妙
子
さ
ん
、
新
郎
貝
沢
三
千
治

さ
ん
、
と
も
に
ア
イ
ヌ
の
血
を
受
け
た
人
で
あ
る
。

　

明
治
時
代
以
降
、
内
地
日
本
人
の
進
出
と
圧
迫
に
よ
り
ア
イ
ヌ

の
生
活
文
化
は
変
容
を
迫
ら
れ
、
そ
れ
は
結
婚
式
に
も
及
ん
で
い

た
。
過
去
七
、八
〇
年
、
ア
イ
ヌ
流
の
式
は
行
わ
れ
て
い
な
い
と

い
う
。

　

そ
の
ア
イ
ヌ
流
結
婚
式
の
実
現
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
妙
子

さ
ん
の
決
意
で
あ
り
、
そ
れ
を
支
え
た
の
が
萱
野
茂
さ
ん
を
は
じ

め
と
す
る
二
風
谷
に
住
む
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
で
あ
っ
た
。

　

ウ
ウ
ェ
ペ
ケ
レ
、
ユ
ー
カ
ラ
な
ど
の
伝
承
、
古
老
た
ち
の
見
聞

を
も
と
に
行
わ
れ
た
結
婚
式
。
そ
し
て
、
そ
の
復
活
に
参
加
し
た

ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
の
想
い
。
こ
れ
は
、ア
イ
ヌ（
ア
イ
ヌ
語
で「
人

間
」
の
意
味
）
民
族
精
神
復
興
運
動
の
先
駆
的
あ
ら
わ
れ
の
記
録

で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
に
続
く
民
族
文
化
映
像
研
究
所
制
作
の
ア
イ
ヌ

の
生
活
文
化
の
記
録
七
作
品
の
第
一
作
目
と
な
っ
た
も
の
で
あ

る
。

1971 年

● 33 分　●自主制作　●文部省選定
● 1971 年度東京都教育映画コンクール奨励賞　●イタリア・ポポリ映画祭入賞

　

結
婚
式
を
前
に
し
て
贈
り
物
が
交
換
さ
れ
る
。

　

女
は
刺
繍
を
し
た
手
甲
を
、
男
は
彫
刻
を
ほ
ど
こ
し
た
マ
キ
リ

（
小
刀
）を
渡
す
。
そ
し
て
男
の
家
か
ら
女
の
家
へ
の
イ
コ
ロ（
宝

物
）
渡
し
。
男
の
住
む
村
で
は
、
新
婚
夫
婦
の
家
作
り
、
御
馳
走

の
準
備
が
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
出
発
の
時
、
母
親
は
、
娘
の
腰
に
ラ
ウ
ン
ク
ッ
を
巻
く
。

素
肌
に
直
接
巻
か
れ
る
。
そ
の
結
び
方
は
母
か
ら
娘
へ
と
伝
え
ら

れ
て
き
た
、
ア
イ
ヌ
社
会
に
底
流
す
る
母
系
制
の
し
る
し
で
あ

る
。
花
ゴ
ザ
に
包
ん
だ
わ
ず
か
な
荷
物
を
背
負
っ
て
花
嫁
は
花
婿

の
村
へ
向
か
う
。

　

結
婚
式
の
儀
式
。
エ
カ
シ
（
長
老
）
が
、
火
の
神
へ
の
祈
り
を

す
る
。
花
婿
と
花
嫁
は
ト
ゥ
キ
（
高
盃
）
に
盛
ら
れ
た
御
飯
を
分

け
合
っ
て
食
べ
る
。

　

続
い
て
、宴
が
始
ま
る
。
鮭
汁
と
シ
ト（
団
子
）が
ふ
る
ま
わ
れ
、

ウ
ポ
ポ
（
す
わ
り
唄
）、ハ
ラ
ラ
キ
（
鶴
の
舞
）、ホ
リ
ッ
パ
（
群
舞
）

な
ど
ア
イ
ヌ
の
唄
と
踊
り
が
夜
更
け
ま
で
賑
や
か
に
続
く
。
そ
の

間
に
新
郎
新
婦
の
床
入
り
の
儀
礼
が
行
わ
れ
る
。

ア
イ
ヌ
の
結
婚
式

北
海
道
沙
流
郡
平
取
町
二
風
谷
／

勇
払
郡
鵡
川
町

2

作品●2    アイヌの結婚式



18

1. 七人の鬼神が新しい命を促す
2. まつりの朝、「おしめ」が立てられる
3. イノシシの頭を祭壇に供えて
4. 神々を勧請する祝人（ほうり）
5. シシトギリ。イノシシの足跡を追う

5

1

2

4

3

山
に
生
き
る
ま
つ
り

1

作品●1    山に生きるまつり
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1. 山盛りの御飯を食べ合う式の中心儀式
2. 花婿の待つ村に到着、出迎える村人
3. ラウンクッの着け方を習う
4. 花婿が半分食べた後に花嫁が箸をつける

2

1

3

4

ア
イ
ヌ
の
結
婚
式

2

作品●2   アイヌの結婚式
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一
九
七
二
年
の
春
、
萱
野
茂
さ
ん
ら
二
風
谷
の
人
々
に
よ
っ

て
行
わ
れ
た
、
ア
イ
ヌ
の
伝
統
的
な
家
作
り
の
記
録
で
あ
る
。

　

家
作
り
に
は
二
つ
の
工
法
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
地
面
に
穴

を
掘
り
、
柱
を
立
て
、
そ
の
上
に
梁
、
桁
、
屋
根
と
組
み
上
げ

て
い
く
工
法
。
も
う
一
つ
は
、
屋
根
を
ま
ず
地
上
で
組
み
立
て
、

そ
れ
を
人
力
で
持
ち
上
げ
て
柱
を
か
ま
す
チ
セ
プ
ニ
（
家
起
こ

し
）
と
い
う
工
法
。
ど
ち
ら
も
屋
根
の
構
造
の
基
本
を
な
し
て

い
る
の
は
、
三
本
の
材
を
結
束
し
た
三
脚
状
の
ケ
ト
ゥ
ン
ニ
で

あ
る
。
ケ
ト
ゥ
ン
ニ
に
よ
る
工
法
を
、
寄
棟
造
り
の
原
型
と
み

る
人
も
あ
る
。

　

ア
イ
ヌ
の
家
作
り
は
、
祈
り
に
始
ま
り
祈
り
に
終
わ
る
。
は

じ
め
に
敷
地
に
ポ
ン
（
小
さ
な
）・
ケ
ト
ゥ
ン
ニ
を
立
て
、
火

を
た
き
、
イ
ナ
ウ
（
木
を
削
っ
て
作
る
祭
具
）
を
立
て
、
祈
る
。

そ
こ
に
い
た
虫
や
獣
た
ち
の
霊
を
慰
め
る
と
と
も
に
、
こ
の
土

地
を
一
時
貸
し
て
く
だ
さ
い
と
い
う
意
味
を
も
つ
火
の
神
へ
の

祈
り
で
あ
る
。

　

家
が
完
成
す
る
と
チ
セ
ノ
ミ
（
家
へ
の
祈
り
）。
そ
こ
で
は
、

屋
根
裏
に
ヨ
モ
ギ
で
作
っ
た
矢
を
射
る
チ
セ
チ
ョ
ッ
チ
ャ
が
行

1974 年

　● 57 分　●自主制作　● 1974 年度教育映画祭優秀賞　
● 1974 年東京都教育映画コンクール銀賞　● 1974 年度キネマ旬報文化映画ベスト・テン第 5 位

わ
れ
、
材
料
と
な
っ
た
木
や
草
の
悪
霊
を
鎮
め
る
儀
式
を
す
る
。

あ
る
い
は
チ
セ
コ
ロ
カ
ム
イ
（
家
の
守
護
神
）
を
作
り
東
側
の

柱
の
後
ろ
に
安
置
す
る
。
囲
炉
裏
の
消
し
炭
を
火
の
神
か
ら
い

た
だ
き
、
サ
ン
ペ
ヘ
（
心
臓
）
と
し
て
つ
け
た
イ
ナ
ウ
で
あ
る
。

　

ア
イ
ヌ
の
家
作
り
に
は
、
ア
イ
ヌ
の
知
恵
や
自
然
観
を
う
か

が
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
と
密
接
に
か
か
わ
っ

た
ア
イ
ヌ
語
の
表
現
の
お
も
し
ろ
さ
。
ケ
ト
ゥ
ン
ニ
は
そ
の
よ

い
例
で
、「（
自
然
あ
る
い
は
神
か
ら
）
私
・
借
り
た
・
木
」
と

い
う
意
味
だ
と
い
う
。
ま
た
、
一
対
の
ケ
ト
ゥ
ン
ニ
を
つ
な
ぐ

構
造
材
、
チ
セ
マ
カ
ニ
。「
家
・
開
く
・
木
」
と
い
う
意
味
で
、

屋
根
の
横
ゆ
れ
や
ひ
ず
み
を
防
ぐ
。

　

他
に
、
屋
根
の
茅
を
し
っ
か
り
と
お
さ
え
る
レ
ウ
ェ
サ
ク
マ

（
曲
げ
る
柴
）、
あ
る
い
は
棟
の
雨
漏
り
を
防
ぐ
た
め
の
針
を
使

わ
な
い
茸
き
方
、
ヤ
イ
コ
ケ
メ
イ
キ
（
自
ら
針
を
使
う
）、
壁

に
な
る
茅
が
す
か
な
い
よ
う
に
と
め
る
イ
ト
ゥ
リ
テ
セ
（
の
ば

し
て
編
む
）
の
方
法
な
ど
、
次
々
と
現
れ
る
。

チ
セ
ア
カ
ラ

				—
—

わ
れ
ら
い
え
を
つ
く
る

北
海
道
苫
小
牧
市

3

作品●3   チセアカラ——われらいえをつくる
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わ
た
し
た
ち
の
身
の
ま
わ
り
に
は
、
長
い
歴
史
の
流
れ
を
受

け
継
ぎ
な
が
ら
、
今
に
生
き
て
い
る
生
活
文
化
が
あ
る
。
日
本

的
な
う
つ
わ
（
食
器
）
も
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
源
流
と
展
開
を

日
本
全
域
に
訪
ね
た
。

　

縄
文
時
代
の
遺
跡
か
ら
は
、
大
型
の
土
器
と
と
も
に
、
今
日

の
碗
や
皿
の
源
流
と
い
う
べ
き
小
型
の
土
器
が
出
土
し
て
い
る
。

続
い
て
展
開
す
る
弥
生
土
器
、
須
恵
器
な
ど
の
土
の
系
統
。

　

並
行
し
て
、
木
の
系
統
を
訪
ね
る
。
与
那
国
島
で
は
ク
バ
の

葉
を
鍋
に
、
ア
イ
ヌ
は
樺
の
皮
を
器
に
す
る
。
縄
文
時
代
に
す

で
に
現
れ
て
い
る
木
器
と
漆
。
そ
し
て
木
の
器
を
飛
躍
的
に
進

歩
さ
せ
た
技
術
の
系
譜
を
受
け
継
ぐ
人
々
と
の
出
会
い
。
奈
良

時
代
に
登
場
し
た
と
い
わ
れ
る
手
引
き
ロ
ク
ロ
を
伝
え
る
木き

地じ

師し

。
漆
か
き
。
輪
島
の
塗ぬ

師し

な
ど
。

　

土
と
木
の
器
は
独
自
に
歩
み
つ
つ
、
互
い
に
深
く
か
か
わ
り

合
い
、
今
日
へ
展
開
し
て
き
た
。
そ
れ
ら
を
巧
み
に
組
み
合
わ

せ
て
、
日
本
人
は
多
彩
な
食
器
の
文
化
を
育
ん
だ
。
瀬
戸
内
海

の
塩
田
経
営
者
の
家
に
あ
る
食
器
群
、
土
佐
の
皿さ

わ
ち鉢

料
理
、
会

津
若
松
の
食
器
市
な
ど
を
訪
ね
、
そ
れ
ら
を
生
み
だ
し
て
き
た

1975 年  　

　● 41 分　●近畿日本ツーリスト日本観光文化研究所委嘱

日
本
列
島
の
豊
か
な
草
木
、
水
、
土
、
そ
し
て
日
本
人
の
生
活

技
術
に
思
い
を
は
せ
る
。

【
登
場
す
る
こ
と
が
ら
】
◎
北
海
道
沙
流
郡
平
取
町
二
風
谷
＝
樺
の
皮
の
器
／

◎
青
森
県
亀
ヶ
岡
遺
跡
＝
炭
化
物
の
付
着
し
た
縄
文
土
器
、
北
津
軽
郡
金
木

町
＝
曲
げ
ワ
ッ
パ
、
上
北
郡
上
北
町
＝
木
皿
で
飯
を
食
う
／
◎
岩
手
県
気
仙

郡
住
田
町
＝
竹
籠
、
二
戸
郡
一
戸
町
＝
漆
か
き
／
◎
福
島
県
南
会
津
郡
田
島

町
針
生
＝
木
地
師
、
会
津
若
松
市
＝
食
器
市
／
◎
千
葉
県
加
曽
利
貝
塚
＝
縄

文
土
器
を
作
る
／
◎
長
野
県
尖
石
遺
跡
＝
縄
文
土
器
／
◎
石
川
県
輪
島
市
＝

漆
塗
り
／
◎
岐
阜
県
多
治
見
市
＝
江
戸
時
代
の
山
茶
碗
・
新
羅
神
社
／
◎
静

岡
県
湖
西
市
＝
須
恵
器
・
窯
跡
／
◎
愛
知
県
瀬
戸
市
＝
室
町
期
の
窯
跡
／
◎

三
重
県
伊
勢
神
宮
＝
須
恵
器
／
◎
兵
庫
県
篠
山
市
今
田
町
立
杭
＝
登
窯
／
◎

奈
良
県
平
城
宮
跡
＝
鉄
器
・
ワ
ッ
パ
・
桶
・
須
恵
器
、
東
大
寺
＝
お
水
取
り

で
の
僧
の
食
事
／
◎
広
島
県
尾
道
市
・
生
口
島
堀
内
家
＝
食
器
群
／
◎
高
知

県
吾
川
郡
池
川
町
椿
山
＝
焼
畑
、
池
川
町
＝
皿
鉢
料
理
／
◎
佐
賀
県
唐
津
市

＝
叩
き
の
土
器
・
野
焼
き
・
陶
土
採
掘
場
、
波
戸
岬
＝
明
時
代
の
磁
器
の
破
片
、

有
田
町
＝
磁
器
・
磁
器
原
石
採
掘
場
／
◎
宮
崎
県
西
都
市
銀
鏡
＝
ア
ワ
と
ヒ

エ
／
◎
沖
縄
県
与
那
国
島
＝
ク
バ
の
葉
の
鍋

う
つ
わ—

—

食
器
の
文
化

全
国
26
ヶ
所

4

作品●4   うつわ——食器の文化
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1. 屋根材を組んだ後、棟木を載せる
2. 屋根組の基準になるケトゥンニ（三脚）
3. チセプニ（家起こし）。地上で組んだ屋根

を一気に持ち上げる
4. 火の神にチセの完成を報告（カムイノミ）

1

4

2

3

チ
セ
ア
カ
ラ	—

—

わ
れ
ら
い
え
を
つ
く
る

3

作品●3   チセアカラ——われらいえをつくる
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1. クバの葉の鍋。直接火にかけて湯を沸
かす

2. ロクロの上で糸底の整形
3. 野焼き。窯以前の焼成法
4. アイヌの器。樺の皮を畳んで作る

1

2

3

4

う
つ
わ—

—

食
器
の
文
化

4

作品●4   うつわ——食器の文化
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日
本
列
島
に
は
、
近
年
ま
で
移
動
性
の
生
活
を
す
る
人
々
が

活
躍
し
て
い
た
。
山
か
ら
山
へ
移
動
し
て
椀
な
ど
の
木
地
物
を

作
る
木
地
師
も
、
そ
の
な
か
に
あ
っ
た
。

　

こ
れ
は
、
昭
和
初
期
ま
で
福
島
県
南
部
の
山
間
地
で
盛
ん
に

移
動
性
の
活
動
を
し
て
い
た
木
地
師
の
家
族
、
小
椋
藤
八
さ
ん
、

星
平
四
郎
さ
ん
、
星
千
代
世
さ
ん
、
湯
田
文
子
さ
ん
に
よ
る
、

当
時
の
生
活
と
技
術
の
再
現
記
録
で
あ
る
。
作
品
　
「
う
つ
わ

─
食
器
の
文
化
」
の
制
作
過
程
で
の
藤
八
さ
ん
た
ち
と
の
出
会

い
か
ら
生
ま
れ
た
。

　

こ
の
地
域
は
ブ
ナ
を
中
心
に
し
た
落
葉
広
葉
樹
林
帯
で
あ
る
。

藤
八
さ
ん
た
ち
は
、
ブ
ナ
を
材
料
と
し
た
椀
を
作
っ
て
い
た
。

　

ま
ず
木
地
屋
敷
を
作
る
。
屋
根
も
壁
も
笹
で
葺
く
、
掘
立
て

造
り
で
あ
る
。
家
の
中
に
は
、
囲
炉
裏
の
あ
る
座
敷
と
フ
イ
ゴ

や
ロ
ク
ロ
台
な
ど
を
置
く
広
い
土
間
が
あ
る
。
屋
敷
が
で
き
あ

が
る
と
山
の
神
を
祀
り
、
フ
イ
ゴ
ま
つ
り
を
す
る
。

　

山
の
神
ま
つ
り
で
藤
八
さ
ん
が
唱
え
た
唱
え
言
は
、
古
代
の

タ
マ
フ
リ
で
は
な
い
か
と
み
る
人
も
あ
る
。
谷
か
ら
水
も
引
い

て
き
た
。

1976 年

　
　● 55 分　●自主制作　●文部省特選　

●日本映画ペンクラブ推薦　● 1976 年度キネマ旬報文化映画ベスト・テン第 3 位

　

椀
作
り
が
始
ま
る
。
男
た
ち
は
、
山
へ
入
り
ブ
ナ
を
倒
し
、

伐
り
株
に
笹
を
立
て
て
神
に
祈
る
。
そ
し
て
、
そ
の
場
で
椀
の

荒
型
を
作
る
。

　

倒
し
た
ブ
ナ
に
切
り
込
み
を
入
れ
て
山
型
を
作
り
、
マ
ガ
リ

ヨ
キ
で
そ
れ
を
は
つ
り
起
こ
し
て
い
く
。
女
た
ち
が
荒
型
を
木

地
屋
敷
に
運
び
、
椀
の
外
側
を
削
っ
て
整
形
す
る
カ
タ
ブ
チ
作

業
、
中
を
刳
る
ナ
カ
グ
リ
作
業
と
続
け
る
。
男
た
ち
が
、
手
引

き
ロ
ク
ロ
で
椀
に
仕
上
げ
て
い
く
。

　

で
き
あ
が
っ
た
椀
は
馬
の
背
で
町
へ
運
ば
れ
て
い
く
。

　

人
の
力
で
回
さ
れ
る
手
引
き
ロ
ク
ロ
は
、
奈
良
時
代
に
大
陸

か
ら
導
入
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。

　

藤
八
さ
ん
た
ち
は
移
動
性
生
活
を
や
め
、
手
引
き
ロ
ク
ロ
の

作
業
も
し
な
く
な
っ
て
す
で
に
五
〇
年
余
り
た
っ
て
い
た
。
し

か
し
藤
八
さ
ん
た
ち
の
身
体
に
は
、
千
年
を
越
す
技
術
の
伝
統

が
見
事
に
息
づ
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

奥
会
津
の
木
地
師

福
島
県
南
会
津
郡
田
島
町
針
生

5

作品●5   奥会津の木地師
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広
島
県
の
東
部
、
岡
山
県
と
の
県
境
の
山
地
に
あ
る
豊と

よ

松ま
つ

村そ
ん

。

こ
の
村
は
標
高
四
〇
〇
〜
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
う
ね
う
ね
と
し

た
準
平
原
に
あ
る
。
そ
の
う
ね
り
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
「
名み

よ
う」
と

よ
ば
れ
る
集
落
が
あ
る
。
数
軒
か
ら
十
数
軒
の
集
落
で
あ
り
、
家

の
前
に
は
水
田
と
畑
、
背
後
に
山
林
を
も
ち
墓
地
を
も
つ
。

　

名
と
は
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
日
本
に
発
達
し
た
社
会
組

織
だ
が
、
豊
松
村
で
は
、
現
在
で
も
社
会
生
活
や
ま
つ
り
に
そ
れ

が
生
き
て
い
る
。

　

こ
れ
は
、
中
世
的
な
古
風
さ
を
偲
ば
せ
る
豊
松
村
で
の
一
年
間

の
ま
つ
り
を
、
農
耕
生
活
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
記
録
し
た
も
の

で
、
作
業
は
七
年
間
に
及
ん
だ
。

　

こ
こ
で
は
、
一
年
間
に
お
び
た
だ
し
い
数
の
ま
つ
り
が
行
わ

れ
る
。
火
や
水
、
大
地
、
樹
木
、
動
物
に
対
し
て
の
祈
り
。
ま
た
、

人
や
家
の
繁
栄
を
願
う
ま
つ
り
、
祖
先
の
ま
つ
り
。
あ
る
い
は
作

物
、
特
に
稲
の
豊
作
を
願
う
行
事
な
ど
で
あ
る
。

　

作
物
の
豊
作
を
願
う
行
事
は
、
正
月
二
日
畑
に
鍬
を
打
つ
「
小

鍬
初
め
」
と
十
一
日
田
を
打
つ
「
大
鍬
初
め
」
に
始
ま
る
。
そ
し

て
田
植
え
時
期
、
水
口
の
田
に
栗
や
ウ
ツ
ギ
の
枝
を
立
て
て
モ
リ

1977 年　

● 94 分　●自主制作　●日本映画ペンクラブ推薦

キ
を
作
り
、
サ
ン
バ
イ
様
を
迎
え
る
。
サ
ン
バ
イ
様
は
田
の
神
で

あ
る
が
、
豊
松
で
は
盆
前
に
「
サ
ン
バ
イ
あ
げ
」
を
し
て
山
へ
帰

っ
て
い
た
だ
く
。

　

豊
松
の
ま
つ
り
を
み
て
い
く
と
そ
れ
が
季
節
、
あ
る
い
は
生
産

行
為
に
対
応
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
村
の
社
会
組
織
の

展
開
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
に
き
づ
く
。

　

正
月
か
ら
春
に
か
け
て
は
家
の
ま
つ
り
が
中
心
で
あ
り
、
春
か

ら
秋
に
か
け
て
は
名
の
ま
つ
り
が
現
れ
、
総
鎮
守
鶴
岡
八
幡
宮
の

秋
の
大
祭
で
は
名
が
集
ま
っ
た
八
つ
の
郷
の
集
合
体
の
ま
つ
り

に
な
る
、
と
い
う
ふ
う
に
で
あ
る
。

　

ま
つ
り
と
社
会
組
織
の
関
係
を
こ
れ
ほ
ど
構
造
的
に
教
え
て

く
れ
る
と
こ
ろ
は
少
な
い
。

　

祖
先
が
ワ
サ
ダ
名
と
い
う
名
の
名
主
で
あ
り
、
農
業
を
営
む
内

樋
恭
昌
さ
ん
は
言
う
。「
コ
ン
ニ
ャ
ク
は
土
の
中
に
住
む
も
の
で

す
か
ら
…
…
」。
農
業
と
は
土
の
中
に
住
む
も
の
を
育
て
る
こ
と

で
あ
り
、
そ
れ
を
基
礎
に
日
本
人
の
生
活
と
文
化
の
基
層
が
培
わ

れ
て
き
た
こ
と
を
、
豊
松
は
改
め
て
教
え
て
く
れ
る
。

豊
松
祭
事
記

広
島
県
神
石
郡
豊
松
村

6

作品●6   豊松祭事記
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1. 椀の原型（荒型）を掘り出す
2. ブナの木の伐採、星平四郎さん
3. 椀の荒型
4. 椀の外側を削る湯田文子さん（手前）
5. 手引きロクロで椀を成形する小椋藤八さん
6. カンナ棒で椀の内側を削る

4

6

1

3

2

5

奥
会
津
の
木
地
師

5

作品●5   奥会津の木地師
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1. 遷宮祭。御羽車に乗った神が遷座
2. 土公祭。竈の神を祀る
3. 大田植の早乙女
4. 稲刈り前の穂かけ行事。サンバイ様に感謝
5. 鶴岡八幡宮の秋の例大祭に詣でる人々

豊
松
祭
事
記

6

作品●6   豊松祭事記

1

3

4

2

5
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椿つ
ば

山や
ま

は
、
四
国
の
最
高
峰
石
槌
山
の
南
方
、
急
峻
な
渓
谷
奥

の
斜
面
に
あ
る
戸
数
三
〇
戸
ほ
ど
の
小
集
落
で
あ
る
。
平
家
落

人
伝
説
も
伝
わ
る
。
そ
の
椿
山
は
、
雑
穀
主
体
の
焼
畑
作
業
を

営
々
と
続
け
て
き
た
。
こ
れ
は
、
椿
山
の
焼
畑
を
中
心
に
し
た

一
年
の
生
活
と
人
々
の
生
き
ざ
ま
を
、
四
年
間
に
わ
た
っ
て
記

録
し
た
長
編
で
あ
る
。

　

焼
畑
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
ま
で
全
国
各
地
で
行
わ
れ
て
い

た
が
、
一
九
五
〇
年
代
に
入
っ
て
急
速
に
消
え
て
い
っ
た
。
し

か
し
、
椿
山
の
人
々
は
焼
畑
を
続
け
て
き
た
。
そ
の
椿
山
の
生

活
の
大
き
な
支
え
と
な
っ
て
き
た
の
が
ミ
ツ
マ
タ
栽
培
で
あ
る
。

春
、
焼
畑
地
全
域
に
ミ
ツ
マ
タ
の
花
が
咲
く
頃
、
そ
の
刈
り
取

り
と
皮
剝
ぎ
作
業
が
行
わ
れ
る
。
ミ
ツ
マ
タ
は
和
紙
、
こ
と
に

紙
幣
の
原
料
で
あ
る
。

　

こ
こ
の
焼
畑
に
は
、
前
年
の
夏
に
木
を
伐
っ
て
春
に
焼
く

「
春は

る

山や
ま

」
と
、
夏
に
木
を
伐
っ
て
す
ぐ
焼
く
「
夏な

つ

山や
ま

」
と
が
あ

る
。
三
年
か
ら
五
年
作
物
を
作
っ
て
山
に
返
し
、
二
〇
〜
三
〇

年
の
周
期
で
も
と
の
場
所
に
帰
る
。
作
物
は
ヒ
エ
、ア
ワ
、大
豆
、

小
豆
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
ソ
バ
、
タ
イ
モ
（
サ
ト
イ
モ
）
な
ど

1977 年

　
　● 95 分　●自主制作　

● 1977 年度キネマ旬報文化映画ベスト・テン第 2 位

で
、
土
地
の
高
さ
や
陽
当
た
り
な
ど
の
条
件
に
よ
っ
て
そ
の
作

付
け
順
序
が
決
ま
る
。

　

夏
。
突
如
、
強
烈
な
雨
台
風
が
椿
山
を
襲
っ
た
。
周
囲
の
山

や
谷
、
そ
し
て
集
落
の
足
下
も
崩
れ
、
そ
の
打
撃
の
た
め
に
生

活
の
リ
ズ
ム
が
翌
年
夏
ま
で
完
全
に
狂
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

再
び
焼
畑
作
業
が
始
ま
り
、
作
物
の
豊
饒
を
願
う
虫
送
り
の

行
事
や
、
中
世
の
踊
念
仏
を
髣ほ

う

髴ふ
つ

さ
せ
る
太
鼓
踊
り
の
あ
る
氏う

じ

仏ぼ
と
けの
ま
つ
り
、
先
祖
ま
つ
り
な
ど
も
復
活
す
る
。
椿
山
に
は
、

十
一
の
先
祖
組
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
焼
畑
を
軸
に
し
た
こ
こ
の

社
会
生
活
の
基
礎
単
位
で
あ
る
。

　

ま
た
、
隣
村
か
ら
は
る
か
に
遠
い
地
に
あ
る
椿
山
に
は
、
昨

今
の
日
本
人
が
や
や
も
す
れ
ば
忘
れ
が
ち
な
も
の
が
多
々
あ
る
。

例
え
ば
、
明
日
へ
の
備
え
。
各
家
の
倉
に
は
山
と
積
ま
れ
た
ヒ

エ
の
俵
が
あ
る
。
ヒ
エ
を
必
要
と
す
る
時
代
は
過
ぎ
去
っ
た
の

に
、
で
あ
る
。

　

収
穫
の
秋
、
タ
イ
モ
を
掘
り
、
ア
ワ
や
ソ
バ
を
刈
り
、
豆
を

引
く
。
そ
し
て
味
噌
や
豆
腐
を
作
る
。

　

満
山
の
紅
葉
の
の
ち
、
椿
山
に
雪
の
季
節
が
来
る
。

椿
山—

—

焼
畑
に
生
き
る

高
知
県
吾
川
郡
池
川
町
椿
山

7

作品●7   椿山——焼畑に生きる
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イ
ヨ
マ
ン
テ
と
は
イ
（
そ
れ
を
）・
オ
マ
ン
テ
（
返
す
）
と
い

う
意
味
で
、
熊
の
魂
を
神
の
国
へ
送
り
返
す
ま
つ
り
を
い
う
。
ア

イ
ヌ
民
族
に
と
っ
て
、
熊
は
重
要
な
狩
猟
対
象
で
あ
る
と
と
も

に
神
で
あ
り
、
親
し
み
と
畏
敬
の
対
象
で
あ
っ
た
。
熊
は
神
の
国

か
ら
、
毛
皮
の
着
物
を
着
、
肉
の
食
べ
物
を
背
負
い
、
胆い

と
い
う

万
病
の
薬
を
持
っ
て
、
ア
イ
ヌ
つ
ま
り
人
間
の
世
界
へ
来
て
く
れ

る
。
そ
の
お
礼
に
人
間
界
の
お
土
産
を
持
た
せ
、
ま
た
来
て
く
だ

さ
い
と
送
り
返
す
の
だ
と
ア
イ
ヌ
は
言
う
。

　

一
九
七
七
年
三
月
上
旬
、
こ
の
イ
ヨ
マ
ン
テ
は
行
わ
れ
た
。
指

導
に
あ
た
っ
た
の
は
二
風
谷
ア
イ
ヌ
民
俗
資
料
館
の
萱
野
茂
さ

ん
。「
本
物
の
イ
ヨ
マ
ン
テ
を
覚
え
て
お
き
た
い
」
と
い
う
ア
イ

ヌ
の
青
年
た
ち
の
熱
意
に
支
え
ら
れ
て
、
ま
つ
り
は
実
現
し
た
。

　

準
備
。
山
か
ら
材
料
の
木
や
草
を
集
め
て
、
祭
祀
道
具
を
作
る
。

酒
や
ま
つ
り
の
食
べ
物
を
作
る
。

　

イ
ヨ
マ
ン
テ
が
始
ま
る
。
熊
は
檻
か
ら
出
さ
れ
、ヌ
サ
サ
ン（
祭

壇
）
の
前
に
連
れ
て
い
か
れ
る
。
花
矢
が
次
々
に
射
ら
れ
、
最
後

に
矢
が
射
ら
れ
る
。
そ
の
前
で
ニ
ヌ
ム
ッ
チ
ャ
リ
（
ク
ル
ミ
と
干

魚
を
撒
く
）
を
す
る
。
ア
イ
ヌ
の
村
は
豊
か
で
楽
し
い
所
だ
と
神

1977 年　

　● 103 分　●自主制作　●日本映画ペンクラブ推薦　
● 1989 年第 3 回イタリア・フェルモ国際北極圏映画祭「人類の遺産」賞　

● 1991 年第 5 回エストニア・ペルノー国際映像人類学祭最高科学ドキュメンタリー賞

の
国
に
言
づ
け
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
ア
イ
ヌ
ペ
ウ
レ
プ
（
人
が
熊
の
役
を
し
て
遊
ぶ
）
や
綱

引
き
を
し
て
、
豊
猟
を
祈
る
。

　
ヌ
サ
サ
ン
の
前
で
熊
の
解
体
。
肉
は
作
法
に
従
い
カ
ム
シ
ケ
ニ（
肉

を
背
負
う
木
）
に
か
け
ら
れ
る
。
次
い
で
、
魂
が
宿
っ
て
い
る
と
さ

れ
る
オ
ル
シ
ク
ル
マ
ラ
プ
ト
（
毛
皮
を
つ
け
た
頭
）
を
チ
セ
（
家
）

に
招
じ
入
れ
、火
の
神
と
の
対
面
を
す
る
。
そ
し
て
夜
を
徹
し
て
の
宴
。

　

二
日
目
深
夜
、
ウ
ン
メ
ン
ケ
（
頭
の
化
粧
）。
鼻
先
と
耳
の
毛
だ

け
を
残
し
て
熊
の
頭
か
ら
毛
皮
が
取
ら
れ
、
目
、
舌
、
脳
も
取
り
除

か
れ
る
。
そ
し
て
イ
ナ
ウ
キ
ケ
（
木
の
削
り
か
け
を
使
っ
た
祭
具
）

や
麹

こ
う
じ、

笹
で
美
し
く
飾
る
。
そ
の
頭
骨
を
ユ
ク
サ
パ
ウ
ン
ニ
（
熊
の

頭
を
の
せ
る
木
）
に
の
せ
、
カ
ム
イ
シ
ン
タ
（
神
の
乗
り
物
）
を
つ

け
、
性
器
を
つ
る
し
、
祭
主
の
し
る
し
を
つ
け
た
パ
ス
ィ
（
へ
ら
）

を
つ
る
し
、
着
物
を
着
せ
、
土
産
を
持
た
せ
る
。
そ
し
て
三
日
目
早

朝
、
ケ
オ
マ
ン
テ
（
な
き
な
が
ら
送
り
）
の
儀
式
が
行
わ
れ
る
。

　

イ
ヨ
マ
ン
テ
は
、
ア
イ
ヌ
の
自
然
観
、
生
命
観
が
凝
縮
し
た
ま
つ

り
で
あ
る
。
生
命
体
で
あ
る
人
間
と
他
の
生
命
体
で
あ
る
動
物
と
の

対
峙
。
そ
こ
に
は
人
間
の
信
仰
、
文
化
の
原
初
へ
の
啓
示
が
あ
る
。

イ
ヨ
マン
テ—

—

熊
お
く
り

北
海
道
沙
流
郡
平
取
町
二
風
谷

8

作品●8   イヨマンテ——熊おくり
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1. 椿山集落の全景
2. 焼畑（春山）の火入れ
3. 縦に２列に火を着けてゆく
4. 小豆やアワの種まき
5. 収穫され、棒杭に掛けられたアワの束

4

1

3

5

2

椿
山—

—

焼
畑
に
生
き
る

7

作品●7   椿山——焼畑に生きる
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1. 熊に仕留めの矢を構える
2. 客人を迎えて儀式初めの祈り
3. 熊を檻から出す。周りで皆が唄い踊る
4. 檻から出た熊
5. 火の神への儀式
6. 祭壇の中心に供えられた熊の頭

3

6

1

2

4

5

イ
ヨ
マン
テ—

—

熊
お
く
り

8

作品●8   イヨマンテ——熊おくり
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奄
美
大
島
の
南
に
接
し
て
浮
か
ぶ
加か

計け

呂ろ

麻ま

島
の
東
南
端
部
、

諸し
よ
ど
ん鈍
は
、
帆
船
時
代
、
日
本
本
土
と
琉
球
を
つ
な
ぐ
舟
の
重
要

な
寄
港
地
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
諸
鈍
シ
バ
ヤ
と
よ
ば
れ
る

芸
能
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
シ
バ
ヤ
は
、
村
を
あ
げ
て
の
祝
い

事
や
行
事
の
た
び
に
演
じ
ら
れ
て
き
た
。
一
九
七
六
年
に
は
、

国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
中
世
の
日

本
本
土
や
琉
球
、
あ
る
い
は
、
遠
く
朝
鮮
半
島
や
中
国
と
の
つ

な
が
り
を
う
か
が
わ
せ
る
歌
謡
や
演
技
、
衣
装
、
そ
し
て
そ
れ

ら
を
包
み
込
む
諸
鈍
独
自
の
文
化
的
色
彩
の
貴
重
さ
が
認
め
ら

れ
て
で
あ
っ
た
。
一
九
七
八
年
当
時
十
一
の
演
目
が
伝
え
ら
れ

て
お
り
、
こ
れ
は
そ
の
全
記
録
で
あ
る
。
シ
バ
ヤ
は
、
シ
バ
ヤ

人に
ん
じ
よ
う
衆
と
よ
ば
れ
る
男
た
ち
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
て
き
た
。

　

準
備
。
粘
土
の
型
に
、
何
枚
も
紙
を
貼
り
重
ね
て
カ
ビ
デ
ィ

ラ
（
紙
面
）
を
作
り
、
シ
ュ
ロ
蓑
や
笠
を
作
る
。
巨
大
な
蛇
や

人
形
、
チ
ヂ
ン
（
太
鼓
）
の
補
修
を
し
て
い
く
。
カ
ビ
デ
ィ
ラ

や
人
形
の
化
粧
に
使
う
紅
は
、
ハ
イ
ビ
ス
カ
ス
の
花
と
カ
タ
バ

ミ
の
葉
を
も
ん
で
作
る
。
会
場
に
は
椎
な
ど
の
木
や
柴
で
シ
バ

ヤ
（
楽
屋
）
が
設
え
ら
れ
る
。
こ
の
シ
バ
ヤ
に
は
、
シ
バ
ヤ
人

1978 年　

● 40 分　●瀬戸内町教育委員会委嘱　

衆
以
外
は
誰
も
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

シ
バ
ヤ
当
日
の
朝
、
シ
バ
ヤ
人
衆
は
浜
へ
出
て
シ
ュ
ン
ハ
ナ

テ
ィ
カ
ル
、
み
そ
ぎ
を
す
る
。
そ
し
て
演
目
が
始
ま
る
。

【
演
目
】
①
イ
ッ
ソ
ウ
＝
楽
屋
入
り
　
②
サ
ン
バ
ト
＝
三
番
叟
　
③
ク
ク
ワ
節

＝
平
家
の
残
党
が
平
敦
盛
の
墓
を
訪
ね
て
須
磨
の
浦
を
さ
ま
よ
う
様
子
を
表

す
踊
り
　
④
シ
ン
ジ
ョ
ウ
節
＝
種
子
島
の
名
高
い
法
師
シ
ン
ジ
ョ
ウ
が
踊
っ

た
と
い
う
踊
り
　
⑤
キ
ン
コ
ウ
節
＝
吉
田
兼
好
を
歌
っ
た
唄
と
踊
り
　
⑥
シ

シ
キ
リ
＝
浮
か
れ
て
い
る
美
女
を
シ
シ
が
襲
お
う
と
す
る
と
、
狩
人
が
来
て

シ
シ
を
退
治
す
る
　
⑦
ダ
ッ
ト
ド
ン
＝
座
頭
殿
が
す
り
か
え
ら
れ
た
琵
琶
を

探
し
歩
く
　
⑧
ス
ク
テ
ン
グ
ワ
＝
宋
に
よ
る
中
国
の
天
下
統
一
を
祝
っ
て
踊

っ
た
と
い
う
棒
踊
り
　
⑨
タ
マ
テ
ィ
ユ
（
玉
露
）
＝
中
国
の
美
女
玉
露
姫
は

親
不
孝
で
、
酒
を
飲
ん
で
は
踊
り
狂
っ
て
い
た
。
そ
の
天
罰
が
く
だ
っ
て
大

蛇
に
の
ま
れ
る
と
い
う
人
形
芝
居
　
⑩
鎌
踊
り
＝
豊
年
を
祝
う
踊
り
　
⑪
タ

カ
キ
山
＝
仁
徳
天
皇
の
遺
徳
を
偲
ぶ
と
い
う
歌
謡
と
太
鼓
踊
り

諸
鈍
シ
バ
ヤ

鹿
児
島
県
大
島
郡
瀬
戸
内
町
諸
鈍

9
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ア
イ
ヌ
民
族
が
伝
え
て
き
た
子
ど
も
の
遊
び
に
は
、
生
活
に

必
要
な
技
術
や
自
然
観
が
息
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
昨
今
で

は
ア
イ
ヌ
の
子
ど
も
た
ち
は
ア
イ
ヌ
の
遊
び
を
知
ら
な
い
。
萱

野
茂
さ
ん
は
そ
の
こ
と
を
憂
え
、
自
分
が
子
ど
も
の
こ
ろ
覚
え

た
遊
び
を
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
て
い
っ
た
。

　

墓
地
を
行
く
子
ど
も
た
ち
。
杖
を
つ
い
て
腰
を
曲
げ
、
老
人

の
ま
ね
を
す
る
。
こ
う
す
れ
ば
魔
物
か
ら
身
を
守
る
こ
と
が
で

き
る
と
教
え
ら
れ
た
と
い
う
。
夜
の
水
汲
み
。
水
の
神
様
の
目

を
覚
ま
す
お
ま
じ
な
い
の
言
葉
を
唱
え
な
が
ら
、
水
を
汲
む
。

水
の
神
も
夜
は
眠
っ
て
い
る
。

　

囲
炉
裏
に
集
い
、
セ
イ
ピ
ラ
ッ
カ
（
貝
の
下
駄
）
を
作
る
。

火
を
上
手
に
使
い
ホ
ッ
キ
貝
に
穴
を
あ
け
、
縄
を
通
す
。
セ
イ

ピ
ラ
ッ
カ
を
は
い
て
競
争
す
る
。

　

家
の
外
に
出
て
遊
ぶ
。
杭
を
倒
し
合
う
カ
ッ
ク
イ
。
草
の
葉

を
鬼
の
牙
に
見
立
て
た
り
、
歯
で
嚙
ん
で
模
様
を
つ
け
た
り
。

ミ
ズ
キ
の
茎
で
鎖
作
り
も
す
る
。
ブ
ド
ウ
ヅ
ル
の
輪
を
二
股
の

木
で
作
っ
た
カ
リ
プ
ペ
カ
プ
（
蔓
の
輪
を
受
け
る
も
の
）
で
受

け
て
遊
ぶ
。
ト
イ
タ
シ
ョ
ー
シ
ョ
ー
（
畑
を
耕
せ
）
と
よ
ぶ
遊

1978 年　
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び
、
ド
ン
グ
イ
や
ヨ
ブ
ス
マ
ソ
ウ
の
笛
作
り
な
ど
が
続
く
。

　

野
山
や
川
を
舞
台
に
遊
び
が
展
開
す
る
。
水
鉄
砲
、
笹
舟
作

り
。
ペ
ラ
ア
イ
（
矢
）
を
作
っ
て
魚
を
捕
る
。
そ
し
て
山
へ
入

っ
て
、
フ
キ
の
葉
や
ク
サ
ソ
テ
ツ
で
小
屋
を
作
る
。
夜
、
チ
ェ

ッ
ポ
ス
ナ
ン
カ
ラ
（
マ
カ
バ
の
皮
を
燃
や
し
て
明
か
り
と
し
魚

を
捕
る
）。
魚
を
焼
き
、
御
飯
を
神
に
供
え
、
小
屋
で
寝
る
。

　

萱
野
さ
ん
は
遊
び
の
な
か
で
、
子
ど
も
た
ち
に
草
木
や
遊
び

の
名
前
を
ア
イ
ヌ
語
で
教
え
て
い
っ
た
。
ア
イ
ヌ
語
そ
の
も
の

と
、
そ
れ
が
あ
ら
わ
す
ア
イ
ヌ
の
生
活
感
や
自
然
観
を
伝
え
る

た
め
で
あ
る
。

　

子
ど
も
た
ち
は
萱
野
さ
ん
に
誘
わ
れ
て
山
や
川
を
歩
き
な
が

ら
、
微
妙
な
自
然
と
の
つ
き
あ
い
方
を
感
じ
と
り
、
遊
び
の
道

具
作
り
な
ど
を
通
じ
て
ア
イ
ヌ
の
伝
統
的
な
生
活
技
術
を
学
び

と
っ
て
い
っ
た
。

　

こ
の
環
境
も
、
集
落
の
目
の
前
に
あ
る
沙
流
川
の
ダ
ム
建
設

に
よ
り
、
急
速
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
。

沙
流
川
ア
イ
ヌ・

		
子
ど
も
の
遊
び

北
海
道
沙
流
郡
平
取
町
二
風
谷

10
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1. 演目の始まり。「サンバト」（三番叟）が
口上を述べる

2. 紙で作った面、カビディラ
3. 琉球文化を感じるスクテングワの棒踊り
4. 演目「シシキリ」

1

2

3

4

諸
鈍
シ
バ
ヤ

9

作品●9   諸鈍シバヤ



35

1. 萱野茂さんと子どもたち
2. スカンポの笛をつくる
3. セイピラッカ。ホッキ貝に穴をあけて
4. カックイ。杭倒し遊び
5. 笹舟遊び
6. アペフチカムイ（火のおばあさんの神）。火

の扱いを覚える

4

6

1

2

3

5

沙
流
川
ア
イ
ヌ・子
ど
も
の
遊
び

10

作品●10   沙流川アイヌ・子どもの遊び



【
全
国
二
六
ヶ
所
】

●4 

う
つ
わ—

—

食
器
の
文
化
　

【
北
海
道
】

●2 

ア
イ
ヌ
の
結
婚
式
　
沙
流
郡
平
取
町
二
風
谷
／
勇
払
郡
鵡
川
町

●3 

チ
セ
ア
カ
ラ—

—

わ
れ
ら
い
え
を
つ
く
る
　
苫
小
牧
市

●8 

イ
ヨ
マン
テ—

—

熊
お
く
り
　
沙
流
郡
平
取
町
二
風
谷

●10 

沙
流
川
ア
イ
ヌ・
子
ど
も
の
遊
び
　
沙
流
郡
平
取
町
二
風
谷

●11 

ア
イ
ヌ
の
丸
木
舟
　
沙
流
郡
平
取
町
二
風
谷

●40 

標
津
・
竪
穴
住
居
を
つ
く
る
　
標
津
郡
標
津
町
伊
茶
仁

●41 

沙
流
川
ア
イ
ヌ・
子
ど
も
の
遊
び—

—

冬
か
ら
春
へ
　
沙
流
郡
平
取
町
二
風
谷

●100 

シ
シ
リ
ム
カ
の
ほ
と
り
で—

—

ア
イ
ヌ
文
化
伝
承
の
記
録
　
沙
流
郡
平
取
町
二
風
谷
、

	

日
高
町
／
沙
流
川
流
域

●115 

●116 

越
前
笏
谷
石—

—

石
と
人
の
旅
　
檜
山
郡
江
差
町
／
松
前
郡
松
前
町
／
函
館
市

【
青
森
県
】

●56 

わ
た
し
た
ち
の
ま
ち
・
自
然
・い
の
ち
　
上
北
郡
天
間
林
村

●115 

●116 

越
前
笏
谷
石——

石
と
人
の
旅
　
下
北
郡
大
畑
町
／
む
つ
市
／
西
津
軽
郡
深
浦
町

【
岩
手
県
】

●57 

陸
奥
室
根
の
荒
ま
つ
り
　
東
磐
井
郡
室
根
村

【
宮
城
県
】

●56 

わ
た
し
た
ち
の
ま
ち
・
自
然
・い
の
ち
　
気
仙
沼
市

●57 

陸
奥
室
根
の
荒
ま
つ
り
　
本
吉
郡
唐
桑
町
舞
根

【
山
形
県
】

●83 

湯—
—

山
形
県
大
蔵
村
肘
折
温
泉
郷
　
最
上
郡
大
蔵
村
肘
折

●115 

●116 

越
前
笏
谷
石—

—

石
と
人
の
旅
　
酒
田
市

【
福
島
県
】

●5 

奥
会
津
の
木
地
師
　
南
会
津
郡
田
島
町
針
生
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北海道

青 森

秋 岩 

手

山 
形

宮 
城

福 島新 

潟

沙流郡平取町二風谷
2 8 10

11 41
100

勇払郡鵡川町 2

苫小牧市 3

標津郡標津町
伊茶仁

40

日高町

東磐井郡室根村

本吉郡唐桑町
舞根

57

最上郡大蔵村
肘折

83

南会津郡
田島町

5 49

大沼郡昭和村
大芦・大岐

63

35 69 70

85 89 92

会津若松市 80
両津市北鵜島22

23

岩船郡朝日村
奥三面
45 46 47

48 50

岩船郡
山北町中浜

75

西頸城郡
青海町青海

79

糸魚川市88

村上市

97

福島市

酒田市

下北郡大畑町
むつ市
函館市
西津軽郡深浦町

檜山郡江差町

上北郡天間林村

気仙沼市
56

松前郡松前町

北魚沼郡広神村
小千谷市
古志郡山古志村

田

116

115

●35 
金
沢
の
羽
山
ご
も
り
　
福
島
市
金
沢

●49 

田
島
祇
園
祭
の
お
と
う
や
行
事
　
南
会
津
郡
田
島
町

●63 

か
ら
む
し
と
麻
　
大
沼
郡
昭
和
村
大
芦
・
大
岐

●69 

茂
庭
の
炭
焼
き
　
福
島
市
飯
坂
町
茂
庭
梨
平

●70 

奥
茂
庭—

—

摺
上
川
の
流
れ
と
と
も
に
　
福
島
市
飯
坂
町
茂
庭
屶
振
・
梨
平
・
名
号

●80 

麟
閣—

—

千
少
庵
の
茶
室
　
会
津
若
松
市

●85 

茂
庭
の
し
な
だ
織
　
福
島
市
飯
坂
町
茂
庭

●89 

茂
庭
の
焼
畑
　
福
島
市
飯
坂
町
茂
庭
屶
振

●92 

茂
庭
の
く
ら
し—

—

狩
猟
・
漁
労
・
採
集
　
福
島
市
飯
坂
町
茂
庭

【
新
潟
県
】

●22 

佐
渡
の
車
田
植
　
両
津
市
北
鵜
島

●23 

越
後
二
十
村
郷
・
牛
の
角
突
き
　
古
志
郡
山
古
志
村
／

	

小
千
谷
市
／
北
魚
沼
郡
広
神
村

●45 

奥
三
面
の
熊
オ
ソ
　
岩
船
郡
朝
日
村
奥
三
面

●46 

山
人
の
丸
木
舟
　
岩
船
郡
朝
日
村
奥
三
面

●47 

奥
三
面
の「
ド
ォ
」つ
く
り
　
岩
船
郡
朝
日
村
奥
三
面

●48 

ぜ
ん
ま
い
小
屋
の
く
ら
し
　
岩
船
郡
朝
日
村
奥
三
面

●50 

越
後
奥
三
面—

—

山
に
生
か
さ
れ
た
日
々
　
岩
船
郡
朝
日
村

	

奥
三
面

●75 

山
北
の
ボ
タ
モ
チ
祭
　
岩
船
郡
山
北
町
中
浜

●79 

青
海
の
竹
の
か
ら
か
い
　
西
頸
城
郡
青
海
町
青
海

●88 

根
知
山
寺
の
延
年
　
糸
魚
川
市
山
寺・和
泉・大
神
堂・別
所

●97 

越
後
奥
三
面 

第
二
部——

ふ
る
さ
と
は
消
え
た
か
　
岩
船
郡

	

朝
日
村
奥
三
面
／
村
上
市
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【
栃
木
県
】

●94 

那
珂
川
の
漁
労
　
那
須
郡
馬
頭
町
、
烏
山
町
／
芳
賀
郡
茂
木
町

●98 

日
光
山
地
の
鹿
狩
り
　
塩
谷
郡
栗
山
村
川
俣

【
茨
城
県
】

●90 

小
川
和
紙
　
久
慈
郡
大
子
町
／
水
戸
市

【
千
葉
県
】

●62 

マ
イ
ワ
イ
の
社
会
　
長
生
郡
一
宮
町
／
山
武
郡
九
十
九
里
町
／
銚
子
市
／
匝
瑳
郡
野

	

栄
町
／
旭
市
／
勝
浦
市

●66 

竹
に
暮
ら
す
　
君
津
市
泉
／
富
津
市
竹
岡
／
勝
浦
市

●73 

舟
大
工
の
世
界
　
佐
原
市
与
田
浦
／
安
房
郡
和
田
町
和
田

【
埼
玉
県
】

●12 

竹
縄
の
さ
と
　
秩
父
郡
東
秩
父
村
御
堂
萩
平

●15 

秩
父
の
通
過
儀
礼 

そ
の
一—

—

安
産
祈
願
か
ら
帯
解
き
ま
で
　
秩
父
郡
長
瀞
町

	

井
戸
、
皆
野
町
三
沢
・
藤
原
・
立
沢
、
吉
田
町
下
吉
田

●21 

秩
父
の
通
過
儀
礼 

そ
の
二—

—

子
ど
も
ザ
サ
ラ
か
ら
水
祝
儀
ま
で
　
秩
父
郡
皆
野
町

	

三
沢・半
平・門
平
、
小
鹿
野
町
河
原
沢
、
吉
田
町
塚
越

●24 

秩
父
の
通
過
儀
礼 

そ
の
三—

—

若
衆
組
と
竜
勢			

秩
父
郡
皆
野
町
立
沢
、
吉
田
町

	

下
吉
田

●28 

秩
父
の
通
過
儀
礼 

そ
の
四—

—

ク
レ
祝
儀
・モ
ラ
イ
祝
儀
　
秩
父
郡
皆
野
町
三
沢
／

	

秩
父
市

●34 

秩
父
の
通
過
儀
礼 

そ
の
五—

—

年
祝
い
か
ら
先
祖
供
養
ま
で
　
秩
父
市
／
秩
父
郡

	

吉
田
町
小
川
・
下
吉
田
、
皆
野
町
立
沢
・
門
平
、
長
瀞
町
野
上

●44 

川
口
の
鋳
物
師
　
川
口
市

●55 

川
越
の
職
人—

—

鳶
と
左
官
　
川
越
市

●59 

武
州
藍
　
羽
生
市
／
熊
谷
市

●67 

埼
玉
の
瓦
職
人
　
児
玉
郡
児
玉
町
／
比
企
郡
小
川
町
飯
田
／
川
越
市
／
行
田
市
本
丸

●71 

忍
城
の
鯱
　
行
田
市
本
丸
／
比
企
郡
小
川
町
飯
田

●74 

川
越
ま
つ
り
　
川
越
市

●77 

埼
玉
の
木
地
師
　
秩
父
市
／
秩
父
郡
両
神
村
、
大
滝
村
、
小
鹿
野
町

●84 

埼
玉
の
押
絵
羽
子
板
　
所
沢
市
／
春
日
部
市
／
鳩
ヶ
谷
市

●90 

小
川
和
紙
　
秩
父
郡
東
秩
父
村
／
比
企
郡
小
川
町

●93 

埼
玉
の
箕
づ
く
り
　
入
間
郡
毛
呂
山
町
葛
貫

●96 
平
方
の
ど
ろ
い
ん
き
ょ
　
上
尾
市
平
方

●112 

川
の
大
じ
め—

—

埼
玉
県
上
尾
市
川
　
上
尾
市
川
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【
東
京
都
】

●17 

周
防
猿
ま
わ
し
の
記
録
　
新
宿
区

●56 

わ
た
し
た
ち
の
ま
ち
・
自
然
・い
の
ち
　
世
田
谷
区

●84 

埼
玉
の
押
絵
羽
子
板
　
台
東
区
浅
草

●102 

太
平
洋
の
中
の
新
島—

—

火
山
島・新
島
の
成
り
立
ち
　
新
島
村

	

本
村・若
郷・式
根
島

●103 

新
島
の
植
物
　
新
島
村
本
村
・
若
郷
・
式
根
島

●104 

集
落
の
成
り
立
ち
　
新
島
村
本
村
・
若
郷
・
式
根
島

●105 

漁
の
世
界—

—

海
と
新
島
①
　
新
島
村
本
村
・
若
郷

●106 

舟
づ
く
り—

—

海
と
新
島
②
　
新
島
村
若
郷

●107 

く
さ
や
づ
く
り—

—

海
と
新
島
③
　
新
島
村
本
村

●108 

新
島
の
年
中
行
事—

—

正
月
行
事
　
新
島
村
本
村・若
郷・式
根
島

●109 

新
島
の
年
中
行
事—

—

盆
行
事
　
新
島
村
本
村
・
若
郷

●110 

新
島
の
真
田
織
り
　
新
島
村
本
村
・
式
根
島

【
神
奈
川
県
】

●81 

旧
岩
澤
家
住
宅
の
復
原
　
川
崎
市

●87 
旧
原
家
住
宅
の
復
原
　
川
崎
市

御堂
萩平

井戸

三沢
藤原

門平
立沢

下吉
田

塚越

河原
沢 半平

秩父
市　

小川

野上

川口
市

川越
市

羽生
市

熊谷

児玉
町

小川
町

小川
町飯
田

行田
市本
丸

両神

大滝
村

小鹿
野町

毛呂
山町
　

上尾
市平
方

川

所沢
市　

春日
部市

鳩ヶ谷
市

千 葉

埼 玉

東 京

神奈川
勝浦市

旭市
匝瑳郡野栄町

62

銚子市

山武郡九十九里町
長生郡一宮町

君津市泉 66
富津市竹岡

佐原市与田浦

44

鳩ヶ谷市

81 87川崎市

台東区浅草

所沢市
84

73

73

安房郡和田町和田

59 羽生市

96 112上尾市

熊谷市

67

77

秩父郡長瀞町

秩父郡小鹿野町
秩父郡両神村
秩父郡大滝村

秩父郡皆野町

秩父郡吉田町下吉田

24 34

秩父郡皆野町三沢

9012 秩父郡東秩父村

342415

3428 秩父市

67 71 行田市本丸

93 入間郡毛呂山町葛貫

55 74 川越市

比企郡小川町

児玉郡児玉町

71 90

110 104 108

109
107

103102105
106

新島村本村

新島村若郷

式根島

春日部市

17新宿区

56世田谷区

秩父郡小鹿野町河原沢

秩父郡皆野町藤原

21 28

34
15

那須郡馬頭町、烏山町
芳賀郡茂木町

94 90
水戸市

久慈郡大子町

塩谷郡栗山村川俣98

栃 木 茨 

城

川口市

秩父郡吉田町塚越
21

253 撮影地一覧



【
山
梨
県
】

●58 

奈
良
田
の
焼
畑
　
南
巨
摩
郡
早
川
町
奈
良
田

【
岐
阜
県
】

●99 

コ
ガ
ヤ
と
と
も
に—

—
世
界
遺
産
登
録
記
念
　
大
野
郡
白
川
村
荻
町

●111 

稲
ワ
ラ
の
恵
み—

—

飛
騨
国
白
川
郷
　
大
野
郡
白
川
村
荻
町
・
馬
狩

●114 

草
・つ
る・
木
の
恵
み—

—

飛
騨
国
白
川
郷
　
大
野
郡
白
川
村
荻
町・馬
狩・小
白
川・

	

戸
ヶ
野

●117 

飛
騨
白
川
郷
の
ど
ぶ
ろ
く
祭
　
大
野
郡
白
川
村
平
瀬
・
木
谷
・
荻
町
・
鳩
谷
・
飯
島

●119 

粥
川
風
土
記
　
郡
上
市
美
並
町

【
福
井
県
】

●78 

越
前
和
紙
　
今
立
郡
今
立
町
五
箇

●91 

神
と
紙—

—

そ
の
郷
の
ま
つ
り
　
今
立
郡
今
立
町
五
箇

●101 

た
ま
は
が
ね—

—

子
ど
も
が
ひ
ら
い
た
古
代
製
鉄
の
道
　
今
立
郡
今
立
町

●115 

●116 

越
前
笏
谷
石—

—

石
と
人
の
旅
　
福
井
市
／
坂
井
郡
三
国
町
、
丸
岡
町
／

	

吉
田
郡
松
岡
町

【
愛
知
県
】

●17 

周
防
猿
ま
わ
し
の
記
録
　
犬
山
市

【
三
重
県
】

●95 

寝
屋
子—

—

海
か
ら
生
ま
れ
た
家
族
　
鳥
羽
市
答
志

【
和
歌
山
県
】

●115 

●116 

越
前
笏
谷
石—

—

石
と
人
の
旅
　
高
野
山

【
高
知
県
】

●7 

椿
山—

—

焼
畑
に
生
き
る
　
吾
川
郡
池
川
町
椿
山

【
広
島
県
】

●6 

豊
松
祭
事
記
　
神
石
郡
豊
松
村

【
山
口
県
】

●17 
周
防
猿
ま
わ
し
の
記
録
　
光
市
高
州
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長 野
山 梨

石 川

福 井

滋 賀

奈 
良

京 都

鳥 取

岡 山島 根

広 島

山 口

香 川
徳 島

愛 媛

高 知

福 岡 大 分

宮 

崎熊 
本

佐 賀

兵 庫

山

岐 阜

愛 知
静 岡

三 
重

長
崎

大
阪 南巨摩郡早川町

奈良田
58

大野郡白川村荻町

大野郡白川村
平瀬・木谷・鳩谷・飯島

117
99

大野郡白川村馬狩114
111

大野郡白川村小白川・戸ヶ野

郡上市美並町 119
78 91 101

今立郡今立町

福井市／
坂井郡三国町、丸岡町／
吉田郡松岡町　

犬山市 17

鳥羽市答志 95

高野山 115/116

吾川郡池川町椿山 7

神石郡豊松村 6

光市高州 17

長崎市56

西都市銀鏡 1

児湯郡西米良村 54

和
歌

116

115

撮影地一覧

【
長
崎
県
】

●56 

わ
た
し
た
ち
の
ま
ち
・
自
然
・い
の
ち
　
長
崎
市

【
宮
崎
県
】

●1 

山
に
生
き
る
ま
つ
り
　
西
都
市
銀
鏡

●54 

西
米
良
の
焼
畑
　
児
湯
郡
西
米
良
村
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【
鹿
児
島
県
】

●9 
諸
鈍
シ
バ
ヤ
　
大
島
郡
瀬
戸
内
町
諸
鈍

●13 

豊
作
の
祈
り
　
熊
毛
郡
南
種
子
町
平
山
／
串
木
野
市
羽
島
崎
／
日
置
郡
市
来
町

	

大
里
、
吹
上
町
伊
作
／
出
水
郡
野
田
町
上
名

●14 

甑
島
の
ト
シ
ド
ン
　
薩
摩
郡
下
甑
村

●16 

御
伊
勢
講
と
ほ
う
そ
う
踊
り
　
川
辺
郡
大
浦
町
宮
園

●18 

下
園
の
十
五
夜
　
枕
崎
市
下
園

●20 

夏
祭
と
十
五
夜
行
事
　
加
世
田
市
／
西
之
表
市
／
川
内
市
／
出
水
郡
野
田
町
／

	

肝
属
郡
高
山
町
／
枕
崎
市
／
川
辺
郡
坊
津
町
、
知
覧
町

●25 

大
隅
・
薩
摩
の
春
ま
つ
り
　
鹿
屋
市
高
隅
／
肝
属
郡
串
良
町
細
山
田
／
曽
於
郡

	

志
布
志
町
安
楽
／
川
内
市
高
江
／
串
木
野
市
野
元
・
羽
島
崎

●27 

奄
美
の
豊
年
祭
　
大
島
郡
龍
郷
町
秋
名
、
瀬
戸
内
町
油
井
・
篠
川
、
与
論
町

●29 

竜
郷
の
ア
ラ
セ
ツ—

—

シ
ョ
チ
ョ
ガ
マ・
平
瀬
マン
カ
イ
　
大
島
郡
龍
郷
町
秋
名

●30 

喜
界
島
の
八
月
行
事
　
大
島
郡
喜
界
町
小
野
津

●31 

与
論
の
十
五
夜
踊
り
　
大
島
郡
与
論
町

●33 

鹿
児
島
の
正
月
行
事
　
肝
属
郡
佐
多
町
、
高
山
町
／
曽
於
郡
志
布
志
町
／
大
口
市

	

／
熊
毛
郡
上
屋
久
町

●36 

伊
作
の
太
鼓
踊
り
　
日
置
郡
吹
上
町
伊
作

●37 

八
朔
踊
り
と
メ
ン
ド
ン
　
鹿
児
島
郡
三
島
村
硫
黄
島

●38 

佐
仁
の
八
月
踊
り
　
大
島
郡
笠
利
町
佐
仁

●39 

ボ
ゼ
の
出
る
盆
行
事
　
鹿
児
島
郡
十
島
村
悪
石
島

●42 

ホ
ゼ
と
願
成
就
　
熊
毛
郡
南
種
子
町
茎
永
・
上
中
／
川
辺
郡
坊
津
町
／
曽
於
郡

	

末
吉
町
、
大
隅
町

●43 

大
隅
の
柴
ま
つ
り
　
肝
属
郡
大
根
占
町
池
田・
安
水

●51 

祓
川
の
棒
踊
り
　
鹿
屋
市
祓
川

●52 

羽
島
崎
神
社
の
春
ま
つ
り
　
串
木
野
市
羽
島
崎

●53 

高
山
の
水
神
ま
つ
り
と
八
月
踊
り
　
肝
属
郡
高
山
町
本
町

●60 

奄
美
の
ノ
ロ
の
ま
つ
り
　
大
島
郡
瀬
戸
内
町
阿
多
地
・
須
子
茂

●61 

奄
美
の
ノ
ロ
の
ま
つ
り 

そ
の
二
　
大
島
郡
大
和
村
今
里
／
名
瀬
市
大
熊

●64 

ま
ち
ゃ
ん（
待
網
漁
）—

—

与
論
島
　
大
島
郡
与
論
町

●68 

奄
美
の
泥
染
　
大
島
郡
龍
郷
町
、
笠
利
町
／
名
瀬
市

●72 

吐
噶
喇—

—

七
つ
の
島
々
　
鹿
児
島
郡
十
島
村

●76 

薩
摩
の
紙
漉
き
　
姶
良
郡
蒲
生
町
上
久
徳

●82 

薩
摩
の
水
か
ら
く
り
　
川
辺
郡
知
覧
町
／
加
世
田
市

●113 

七
島
正
月
と
ヒ
チ
ゲ
ー—

—

鹿
児
島
県
十
島
村
悪
石
島
　
鹿
児
島
郡
十
島
村

	
悪
石
島

●118 

竹
の
焼
畑—

—

十
島
村
悪
石
島
の
ア
ワ
ヤ
マ
　
鹿
児
島
郡
十
島
村
悪
石
島
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スペイン
ポ
ル
ト
ガ
ル

フランスバスク地方26

カタロニア地方65

沖縄

鹿児島20
出水郡野田町13

25
川内市

14 薩摩郡下甑村

25 52 串木野市羽島崎

串木野市野元

13 日置郡市来町大里

36 日置郡吹上町伊作

82
加世田市

16 川辺郡大浦町宮園

20

42 川辺郡坊津町

18 枕崎市

川辺郡知覧町

37 鹿児島郡三島村硫黄島

39 113 118 鹿児島郡十島村悪石島

33 肝属郡佐多町

27 31 64 大島郡与論町

72 鹿児島郡十島村（吐噶喇列島）

25鹿屋市高隅

33大口市

33曽於郡志布志町

38大島郡笠利町

61名瀬市

27大島郡瀬戸内町油井・篠川

9大島郡瀬戸内町諸鈍

61 大島郡大和村今里

60 大島郡瀬戸内町阿多地・須子茂

682927大島郡龍郷町

42
曽於郡末吉町

大隅町

姶良郡蒲生町上久徳

533320

76

30大島郡喜界町小野津

肝属郡串良町細山田

肝属郡高山町

51鹿屋市祓川

20西之表市

13熊毛郡南種子町平山

42熊毛郡南種子町茎永・上中

33熊毛郡上屋久町

43肝属郡大根占町池田・安水

【
沖
縄
県
】

●19 

竹
富
島
の
種
子
取
祭
　
八
重
山
郡
竹
富
町

●86 

イ
ザ
イ
ホ
ー
一
九
九
〇
年—

—

久
高
島
の
女
た
ち
　
島
尻
郡
知
念
村

	

久
高

【
フ
ラ
ン
ス
／
ス
ペ
イ
ン
】

●26 

ア
マル
ー
ル—

—

大
地
の
人 

バス
ク
　
バ
ス
ク
地
方	

（
フ
ラ
ン
ス
／
ス
ペ
イ
ン
）

●65 

カ
タ
ロ
ニ
ア
の
復
活
祭
　
カ
タ
ロ
ニ
ア
地
方（
フ
ラ
ン
ス
）

撮影地一覧

19八重山郡竹富町

86 島尻郡知念村久高

沖縄
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258

［
国
立
民
族
学
博
物
館
］

■1976

年

●
№
1 

狩
り
の
ま
つ
り

●
№
2 

集
落
の
連
合
と
三
十
三
番
神
楽

の
組
立

●
№
3 

奥
日
向
の
地
主
信
仰
─
土
地
を

拓
い
た
先
祖
の
ま
つ
り

●
№
4 

西
日
本
に
お
け
る
カ
シ
の
実
の

食
べ
方

●
№
5 

木
地
師
の
小
屋
づ
く
り
と
山
の

神
ま
つ
り

●
№
6 

奥
会
津
の
木
地
師
と
手
び
き
の

ロ
ク
ロ

●
№
7 

ク
バ
の
葉
で
つ
く
っ
た
鍋
と
ク

バ
の
葉
餅

●
№
8 
叩
き
の
技
術
と
野
焼
き

●
№
9 
焼
き
も
の
ガ
マ
の
発
達

●
№
10 

漆
と
漆
か
き
さ
ん

●
№ 

11 

輪
島
塗
り 
今
と
昔

●
№ 

12 

縄
文
土
器
の
つ
く
り
方
と
使
い
方

●
№ 

13 

青
森
県
上
北
地
方
の
ヒ
エ
・
ソ

バ
の
食
べ
方
と
食
器

●
№ 

14 

網
代
編
み
に
よ
る
竹
か
ご
づ
く
り

●
№ 

15 

吉
野・津
軽
の
曲
げ
も
の
づ
く
り

●
№ 

16 

沖
縄
・
西
表
島
の
船
漕
ぎ
競
争

●
№ 

17 

沖
縄・与
那
国
島
の
豊
年
感
謝
祭

●
№ 

18 

中
国
山
地
に
お
け
る
年
越
し
と

正
月
の
行
事
─
広
島
県
豊
松
村

●
№ 

19 

中
国
山
地
に
お
け
る
小
正
月
と

と
ら
へ
い
─
広
島
県
豊
松
村

●
№ 

20 

中
国
山
地
に
お
け
る
田
の
神
迎

え
と
田
の
神
送
り
─
広
島
県
豊
松
村

●
№ 

21 

中
国
山
地
に
お
け
る
荒
神
ま
つ

り
と
め
ぐ
り
祈
禱
─
広
島
県
豊
松
村

●
№ 

22 

中
国
山
地
に
お
け
る
か
ま
ど
鎮

め
と
か
ま
ど
あ
げ
の
ま
つ
り
─
広
島

県
豊
松
村

●
№ 

23 

中
国
山
地
に
お
け
る
太
鼓
田
植

え
─
広
島
県
豊
松
村

●
№ 

24 

中
国
山
地
に
お
け
る
コ
ン
ニ
ャ

ク
づ
く
り
─
広
島
県
豊
松
村

■1977
年

●
№
1 

南
島
の
製
糖
技
術
─
与
論
・
沖

永
良
部

●
№
2 

南
島
の
用
水
技
術
─
与
論
・
沖

永
良
部

●
№
3 

日
本
の
祭
礼
と
芸
能
─
与
論
の

十
五
夜
踊
り

●
№
4 

離
島
の
農
業
と
交
通
─
対
馬 

鴨
居
瀬

●
№
5 

離
島
の
漁
業
─
対
馬 

鴨
居
瀬

の
海
人

●
№
6 

北
海
道
・
沙
流
川
ア
イ
ヌ
の
結

婚
Ⅰ
─
嫁
ぐ
ま
で
の
準
備

●
№
7 

北
海
道
・
沙
流
川
ア
イ
ヌ
の
結

婚
Ⅱ
─
儀
礼
と
祝
宴

●
№
8 

北
海
道
・
沙
流
川
ア
イ
ヌ
の
家

づ
く
り
Ⅰ
─
場
所
選
定
か
ら
屋
根
組

民
映
研
は
映
画
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
作
品
に
の
み
番
号
を
付
け
て
世
に
発
表
し
て
き
ま
し

た
。
一
九
八
〇
年
代
に
な
る
と
、
民
映
研
で
も
ビ
デ
オ
作
品
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。

初
期
の
頃
は
、
そ
れ
ま
で
の
フ
ィ
ル
ム
作
品
を
生
か
し
ビ
デ
オ
に
変
換
し
た
博
物
館
の

展
示
用
短
編
が
主
な
作
品
群
で
し
た
。
ビ
デ
オ
映
像
が
普
及
し
て
か
ら
は
、
ビ
デ
オ
作

品
、
テ
レ
ビ
番
組
な
ど
多
く
の
作
品
を
制
作
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
作
品
番
号
が
記

載
さ
れ
て
い
な
い
貴
重
な
作
品
も
生
ま
れ
ま
し
た
。

フ
ィ
ル
ム
作
品
以
外
の

民
映
研
作
品
及
び
刊
行
物

公
共
展
示
施
設
用
Ｖ
Ｔ
Ｒ
作
品

ビ
デ
オ
作
品
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み
ま
で

●
№
9 
北
海
道
・
沙
流
川
ア
イ
ヌ
の
家

づ
く
り
Ⅱ
─
屋
根
ふ
き
か
ら
仕
上
げ

ま
で

●
№ 

10 

北
海
道・
沙
流
川
ア
イ
ヌ
の
家
づ

く
り
Ⅲ
─
新
築
祝
い
と
家
の
神
ま
つ

り
■1978

年

●
№
1 

ア
イ
ヌ
の
熊
送
り
⑴
─
祭
場
と

祭
具
づ
く
り

●
№
2 

ア
イ
ヌ
の
熊
送
り
⑵
─
イ
ナ
ウ

づ
く
り

●
№
3 

ア
イ
ヌ
の
熊
送
り
⑶
─
酒
・
団

子
・
こ
げ
菓
子
づ
く
り

●
№
4 

ア
イ
ヌ
の
熊
送
り
⑷
─
弓
矢
づ

く
り

●
№
5 

ア
イ
ヌ
の
熊
送
り
⑸
─
客
迎
え

か
ら
熊
を
射
る
ま
で

●
№
6 

ア
イ
ヌ
の
熊
送
り
⑹
─
熊
の
解

体
と
熊
の
神
を
家
に
迎
え
る

●
№
7 

ア
イ
ヌ
の
熊
送
り
⑺
─
熊
の
神

の
化
粧

●
№
8 

ア
イ
ヌ
の
熊
送
り
⑻
─
熊
の
神

を
神
の
国
へ
送
る

●
№
9 

焼
畑
の
む
ら
の
変
遷
と
生
業
─

高
知
県
池
川
町
椿
山

●
№ 

10 

焼
畑
の
生
態
─
高
知
県
池
川
町

椿
山

●
№ 

11 

山
焼
き
と
地
ご
し
ら
え
─
高
知

県
池
川
町
椿
山

●
№ 

12 

焼
畑
の
作
物（
ア
ワ
と
ヒ
エ
）─

高
知
県
池
川
町
椿
山

●
№ 

13 

焼
畑
の
作
物（
大
豆
と
小
豆
）─

高
知
県
池
川
町
椿
山

●
№ 

14 

焼
畑
の
作
物（
サ
ト
イ
モ
）─
高

知
県
池
川
町
椿
山

●
№ 

15 

焼
畑
の
換
金
作
物（
ミ
ツ
マ

タ
）─
高
知
県
池
川
町
椿
山

●
№ 
16 
豆
腐
づ
く
り
─
高
知
県
池
川
町

椿
山

●
№ 

17 

焼
畑
に
お
け
る
虫
送
り
の
行
事

─
高
知
県
池
川
町
椿
山

●
№ 

18 

先
祖
ま
つ
り
と
太
鼓
踊
り
─
高

知
県
池
川
町
椿
山

■1979

年

●
№
1 

秩
父
の
子
育
て
行
事
⑴
安
産
の

祈
り
か
ら
出
産
ま
で
─
埼
玉
県
長
瀞

町
・
吉
田
町

●
№
2 

秩
父
の
子
育
て
行
事
⑵
雪
隠
ま

い
り
か
ら
オ
グ
イ
ゾ
メ（
百
日
目
）ま

で
─
埼
玉
県
長
瀞
町
・
吉
田
町

●
№
3 

秩
父
の
子
育
て
行
事
⑶
ホ
ウ
ソ

ウ
流
し
か
ら
帯
と
き
祝
い（
七
才
）ま

で
─
埼
玉
県
長
瀞
町
・
吉
田
町

●
№
4 

甑
島
の
ト
シ
ド
ン

■1982

年

●
№
1 

南
薩
摩
の
十
五
夜
行
事

●
№
2 

大
隅
・
薩
摩
の
打
植
え
ま
つ
り

●
№
3 

太
郎
太
郎
祭
と
船
持
ち
祝
い
─

鹿
児
島
県
羽
島
崎

●
№
4 

佐
渡
の
車
田
植

●
№
5 

奄
美
の
芸
能
・
諸
鈍
シ
バ
ヤ
⑴

─
準
備

●
№
6 

奄
美
の
芸
能
・
諸
鈍
シ
バ
ヤ
⑵

─
開
始
禊
か
ら
シ
シ
キ
リ（
獅
子
退

治
）ま
で

●
№
7 

奄
美
の
芸
能
・
諸
鈍
シ
バ
ヤ
⑶

─
ダ
ッ
ト
ド
ン（
座
頭
殿
）か
ら
終
曲

ま
で

■1983

年

●
№
1 

奄
美
・
喜
界
島
の
八
月
行
事

●
№
2 

秩
父
・
吉
田
町
の
花
ま
つ
り

●
№
3 
ア
イ
ヌ
の
子
ど
も
の
夏
の
遊
び

●
№
4 
ア
イ
ヌ
の
子
ど
も
の
魚
と
り

●
№
5 
バ
ス
ク
の
概
観
と
歴
史

●
№
6 

バ
ス
ク
の
羊
飼
い
の
生
活

●
№
7 

バ
ス
ク
の
チ
ー
ズ
作
り

●
№
8 

バ
ス
ク
の
農
村
と
信
仰

■1986

年

●
№
1 

山
に
生
き
る
・
越
後
奥
三
面
─

熊
オ
ソ
の
構
造

●
№
2 

山
に
生
き
る
・
越
後
奥
三
面
─

ド
ォ
（
筌
）づ
く
り

●
№
3 

山
に
生
き
る
・
越
後
奥
三
面
─

ゼ
ン
マ
イ
小
屋
の
く
ら
し

［
鹿
児
島
県
立
歴
史
民
俗
博
物
館

　
黎
明
館
］

●
硫
黄
島
の
メ
ン
ド
ン
／
一
九
八
二
年

／
６
分

●
悪
石
島
の
ボ
ゼ
／
一
九
八
二
年
／
６
分

●
示
現
流
と
野
大
刀
自
顕
流
／
一
九
八

二
年
／
5
分

●
佐
仁
の
八
月
踊
り
／
一
九
八
二
年
／

５
分

●
湯
之
元
の
太
鼓
踊
り
／
一
九
八
二
年

／
５
分

●
本
町
の
八
月
踊
り
／
一
九
八
四
年
／

５
分

●
羽
島
崎
神
社
の
太
郎
太
郎
祭
／
一
九

八
四
年
／
７
分

●
祓
川
の
棒
踊
り
／
一
九
八
四
年
／
７
分



260

［
川
崎
市
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
］

●
川
崎
・
宮
内
の
雨
乞
い
行
事
／
一
九

八
七
年
／
21
分

［
大
井
町
郷
土
資
料
館
］

●
川
越
街
道
と
大
井
宿
／
一
九
八
八
年

／
８
分
／
タ
イ
ム
ア
ー
ト
・
デ
ザ
イ

ン
受
託

［
群
馬
県
館
林
市

  

市
立
田
山
花
袋
記
念
館
］

●
田
山
花
袋 

⑴
／
一
九
八
八
年
／
５
分

●
田
山
花
袋 

⑵
─
田
山
瑞
穂
父
を
語

る
／
一
九
八
八
年
／
５
分

●
田
山
花
袋 

⑶
─
花
袋
と
そ
の
文
学 

小
林
一
郎
／
一
九
八
九
年
／
６
分

［
龍
ヶ
崎
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館
］

●
龍
ヶ
崎
の
水
と
歴
史
／
一
九
八
九
年

／
11
分
／
タ
イ
ム
ア
ー
ト
・
デ
ザ
イ

ン
受
託

●
撞
舞
／
一
九
八
九
年
／
５
分
／
タ
イ

ム
ア
ー
ト
・
デ
ザ
イ
ン
受
託

●
オ
ピ
シ
ャ
ー
別
所
町
／
一
九
八
九
年

／
８
分
／
タ
イ
ム
ア
ー
ト
・
デ
ザ
イ

ン
受
託

●
ナ
ラ
セ
モ
チ
と
鳥
追
い
─
長
仲
町
／

一
九
八
九
年
／
３
分
／
タ
イ
ム
ア
ー

ト
・
デ
ザ
イ
ン
受
託

［
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
］

●
種
蒔
き
正
月
と
フ
セ
ギ
／
一
九
九
一

年
／
34
分

●
ま
ち
に
生
き
る
厄
除
の
大
蛇
／
一
九

九
一
年
／
30
分

●
羅
宇
屋
／
一
九
九
二
年
／
33
分

●
武
蔵
野
の
富
士
講
─
丸
嘉
講
武
州
田

無
組
中
里
講
社
／
一
九
九
二
年
／
45

分

●
富
士
信
仰
と
富
士
講
─
丸
藤
宮
元
講

／
一
九
九
二
年
／
45
分

●
江
戸
川
区
の
富
士
講
─
割
菱
八
行
講

／
一
九
九
三
年
／
46
分

●
漉
返
紙
／
一
九
九
三
年
／
30
分

●
檜
原
村
の
式
三
番
─
笹
野
の
式
三
番

／
一
九
九
三
年
／
30
分

●
神
と
食
事
を
す
る
人
々
─
檜
原
村
春

日
神
社
の
御
（
お
と
う
）神
事
／
一
九

九
四
年
／
36
分

●
檜
原
村
の
式
三
番
─
小
沢
の
式
三
番

／
一
九
九
四
年
／
45
分

●
山
の
獅
子
舞
─
檜
原
村
湯
久
保
／
一

九
九
四
年
／
35
分

●
下
町
に
の
こ
る
念
仏
講
─
下
谷
竜
泉

木
魚
講
／
一
九
九
五
年
／
28
分

［
埼
玉
県
吉
田
町
竜
勢
会
館
］

●
吉
田
町
散
歩
／
一
九
九
二
年
／
16
分

●
小
川
の
百
八
灯
／
一
九
九
二
年
／
５
分

●
竜
勢
ま
つ
り
／
一
九
九
二
年
／
16
分

●
竜
勢
筒
つ
く
り
／
一
九
九
二
年
／
10
分

●
竜
勢
打
ち
上
げ
櫓
／
一
九
九
二
年
／

３
分

●
塚
越
の
花
ま
つ
り
／
一
九
九
二
年
／

6
分

●
大
波
見
の
と
ん
ど
焼
き
／
一
九
九
二

年
／
４
分

［
ひ
め
ゆ
り
平
和
祈
念
資
料
館
］

●
平
和
へ
の
祈
り
─
ひ
め
ゆ
り
学
徒
の

証
言
／
一
九
九
四
年
／
72
分
／
Ｎ
Ｈ

Ｋ
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ナ
ル
と
の
共
同

制
作

●
平
和
へ
の
祈
り
─
ひ
め
ゆ
り
学
徒
の

証
言
短
縮
版
／
一
九
九
四
年
／
20
分

／
Ｎ
Ｈ
Ｋ
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ナ
ル
と

の
共
同
制
作

各
地
方
自
治
体
及
び
公
共
団
体
教
材
用
Ｖ
Ｔ
Ｒ

［
岩
槻
市
教
育
委
員
会]

●
街
並
み
探
訪『
城
下
町
い
わ
つ
き
』

／
一
九
八
九
年
／
22
分
／
タ
イ
ム

ア
ー
ト
・
デ
ザ
イ
ン
受
託

●
児
玉
南
柯
と
遷
喬
館
／
一
九
八
九
年

／
20
分
／
タ
イ
ム
ア
ー
ト
・
デ
ザ
イ

ン
受
託

［
北
口
本
宮
富
士
浅
間
神
社
］

●
北
口
本
宮
富
士
浅
間
神
社
の
太
々
神

楽
／
一
九
九
一
年
／
180
分

［（
財
）青
少
年
福
祉
セ
ン
タ
ー
］

●
み
ん
な
で
歩
こ
う
─（
財
）青
少
年
福

祉
セ
ン
タ
ー
30
周
年
／
一
九
九
一
年
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テ
レ
ビ
番
組

／
32
分

［
東
秩
父
村
教
育
委
員
会
］

●
竹
縄
を
伝
承
す
る
─
東
秩
父
村
／
一

九
八
九
年
／
31
分

［
東
洋
英
和
女
学
院
］

●
幼
な
子
の
よ
う
に
─
保
育
者
育
成
の

歩
み
／
一
九
九
二
年
／
63
分

［
川
口
市
教
育
委
員
会
］

●
赤
山
渋
／
一
九
九
三
年
／
30
分

［
白
川
村
教
育
委
員
会
］

●
白
川
郷
の
合
掌
民
家
─
技
術
伝
承
の

記
録
／
一
九
九
四
年
／
60
分

●
世
界
文
化
遺
産
へ
─
白
川
村
合
掌
集

落
／
一
九
九
四
年
／
18
分

●
旧
田
島
家
─
技
術
伝
承
普
及
版
／
一

九
九
四
年
／
21
分

●
白
川
郷
・
五
箇
山
の
合
掌
造
り
集
落

／
一
九
九
四
年
／
16
分

●
白
川
郷
・
五
箇
山
の
合
掌
造
り
集
落

（
英
語
版
）
／
一
九
九
四
年
／
16
分

［
沖
縄
戦
記
録
フ
ィ
ル
ム
１
フ
ィ
ー
ト
運

動
の
会
］

●
１
フ
ィ
ー
ト
映
像
で
つ
づ
る
─
ド

キ
ュ
メ
ン
ト
沖
縄
戦
／
一
九
九
五
年

／
57
分
／
Ｎ
Ｈ
Ｋ
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ

ナ
ル
と
の
共
同
制
作

［
特
集
番
組
］

●
歩
け
三
郎
！
／
一
九
八
二
年
放
映
／

40
分
／
朝
日
放
送

●
お
れ
た
ち
の
村
が
湖
底
に
沈
む
─
新

潟
県
朝
日
村
奥
三
面
／
一
九
八
四
年

放
映
／
60
分
／
朝
日
放
送

●
若
者
宿
で
育
つ
─
答
志
島
寝
屋
子
た

ち
の
青
春
／
一
九
八
七
年
放
映
／
52

分
／
名
古
屋
テ
レ
ビ

●
新
発
見
筑
紫
哲
也
の
カ
タ
ロ
ニ
ア
に

究
極
の
温
泉
と
エ
ス
カ
ル
ゴ
料
理
の

ル
ー
ツ
を
見
た
／
一
九
八
七
年
放
映

／
90
分
／
テ
レ
ビ
朝
日

●
浜
美
枝
・
ピ
レ
ー
ネ
讃
歌
─
バ
ス
ク

の
ま
つ
り
と
鳩
り
ょ
う
大
作
戦
!!
／

一
九
八
九
年
放
映
／
90
分
／
テ
レ
ビ

朝
日

●
バ
ル
セ
ロ
ナ
の
青
い
空
─
知
ら
れ
ざ

る
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
長
い
時
／
一
九

九
二
年
放
映
／
90
分
／
テ
レ
ビ
朝
日

●
日
の
神
と
伊
勢
海
人
族
／
一
九
九
三

年
放
映
／
60
分
／
名
古
屋
テ
レ
ビ
放

送
●
Ｅ
Ｔ
Ｖ
特
集 

姫
田
忠
義
・
果
て
し
な

い
記
録
の
旅
／
一
九
九
四
年
放
映
／

45
分
／
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
放
送
／
『
第
一

夜 

日
本
の
基
層
文
化
を
求
め
て
』・

『
第
二
夜 

ピ
レ
ネ
ー
の
文
化
を
見
つ

め
る
』

●
Ｅ
Ｔ
Ｖ
特
集 

菅
江
真
澄
の
世
界
／

一
九
九
五
年
放
映
／
45
分
／
Ｎ
Ｈ
Ｋ

教
育
放
送
／
『
第
一
回 

北
方
日
本

へ
の
旅
立
ち
』・『
第
二
回 

天
・
地
・
人

の
記
録
』・『
第
三
回 

記
せ
し
こ
と
の

生
命
』

［『
親
の
目
子
の
目
』シ
リ
ー
ズ
］

　
全
国
テ
レ
ビ
朝
日
系
列
放
映

●
花
ま
つ
り
の
子
ど
も
た
ち
／
一
九
八

九
年
／
30
分

●
さ
よ
み
ち
ゃ
ん
と
ブ
ナ
の
山
／
一
九

八
九
年
／
30
分

●
働
き
学
ぶ
16
才
の
日
々
／
一
九
八
九

年
／
30
分

●
竹
で
縄
を
作
る
子
ど
も
達
／
一
九
九

一
年
／
30
分

●
ぼ
く
ら
の
家
が
で
き
る
／
一
九
九
一

年
／
30
分

●
家
出
だ
け
は
し
な
い
で
／
一
九
九
一

年
／
30
分

●
チ
ョ
ゴ
リ
を
着
せ
て
／
一
九
九
二
年

／
30
分

●
花
で
心
を
染
め
あ
げ
る
─
心
障
者
学

級
の
子
ど
も
た
ち
／
一
九
九
三
年
／

30
分
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●
ア
イ
ヌ
の
結
婚
式
／
英
語
版
／
16
㎜

フ
ィ
ル
ム

●
チ
セ
ア
カ
ラ
／
ア
イ
ヌ
語
版
─
わ
れ
ら

い
え
を
つ
く
る
／
16
㎜
フ
ィ
ル
ム

●
チ
セ
ア
カ
ラ
／
英
語
版
─
わ
れ
ら
い

え
を
つ
く
る
／
16
㎜
フ
ィ
ル
ム

●
イ
ヨ
マ
ン
テ
─
熊
お
く
り
／
英
語
版

／
16
㎜
フ
ィ
ル
ム

●
イ
ヨ
マ
ン
テ
─
熊
お
く
り
／
仏
語
版

／
16
㎜
フ
ィ
ル
ム

●
越
後
奥
三
面
─
山
に
生
か
さ
れ
た

日
々
／
英
語
版
／
16
㎜
フ
ィ
ル
ム

●
越
前
和
紙
／
英
語
版
／
16
㎜
フ
ィ
ル
ム

●
越
前
和
紙
／
仏
語
版
／
Ｖ
Ｔ
Ｒ

●
越
後
奥
三
面
第
二
部
─
ふ
る
さ
と
は

消
え
た
か
／
英
語
版
／
Ｖ
Ｔ
Ｒ

［
民
族
文
化
映
像
研
究
所
発
行
刊
行
物
］

●
民
族
文
化
映
像
研
究
所
資
料
集
№
1

ア
イ
ヌ
の
結
婚
式
、
チ
セ
・
ア
・
カ
ラ

／
一
九
七
四
年

●
民
族
文
化
映
像
研
究
所
資
料
集
№
2 

奥
会
津
の
木
地
師
／
一
九
七
六
年

●
民
族
文
化
映
像
研
究
所
資
料
集
№
3 

豊
松
祭
時
記
／
一
九
七
六
年

●
民
族
文
化
映
像
研
究
所
資
料
集
№
4 

椿
山
─
焼
畑
に
生
き
る
／
一
九
七
九

年
●
民
族
文
化
映
像
研
究
所
資
料
集
№
5 

イ
ヨ
マ
ン
テ
／
一
九
七
九
年

●
山
に
生
か
さ
れ
た
日
々
─
朝
日
村
奥

三
面
の
生
活
誌
／
一
九
八
四
年

●
越
後
奥
三
面
─
山
に
生
か
さ
れ
た

日
々
シ
ナ
リ
オ
集
／
一
九
八
四
年

（
一
九
九
二
年
改
訂
）

●
民
族
文
化
映
像
研
究
所
の
歩
み
／
一

九
八
〇
年（
一
九
八
五
年
改
訂
）

●
資
料
集
カ
ラ
ム
シ
と
麻
／
一
九
八
八

年
●
民
映
研
を
支
え
て
く
だ
さ
っ
た
ま
な

ざ
し
／
一
九
九
一
年

●
15
周
年
記
念
映
像
記
録
セ
ミ
ナ
ー

『
奪
う
』か
ら『
共
生
』へ
─
大
地
の
文

明
を
問
う
／
一
九
九
二
年

●
深
い
日
本
─
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
上
映
会

の
記
録
／
一
九
九
四
年

●
資
料
集
寝
屋
子
─
海
か
ら
生
ま
れ
た

家
族
／
一
九
九
五
年

●
野
に
あ
り
て
目
耳
を
す
ま
す 

姫
田

忠
義
対
談
集
１
／
一
九
九
六
年

●
野
に
あ
り
て
目
耳
を
す
ま
す 

姫
田

忠
義
対
談
集
２
／
一
九
九
六
年

［
民
族
文
化
映
像
研
究
所
製
作
刊
行
物
］

●
佐
渡
の
車
田
植
／
一
九
八
一
年
／
両

津
教
育
委
員
会
発
行

●
大
隅
・
薩
摩
の
春
ま
つ
り
／
一
九
八

一
年
／
鹿
児
島
県
教
育
委
員
会
発
行

●
奄
美
の
豊
年
祭
／
一
九
八
二
年
／
鹿

児
島
県
教
育
委
員
会
発
行

●
鹿
児
島
の
正
月
行
事
／
一
九
八
三
年

／
鹿
児
島
県
教
育
委
員
会
発
行

●
西
米
良
の
焼
畑
／
一
九
八
六
年
／
西

米
良
教
育
委
員
会
発
行

●
奈
良
田
の
生
活
と
自
然
の
つ
な
が
り

─
焼
畑
を
中
心
に
／
一
九
八
七
年
／

早
川
町
教
育
委
員
会
発
行

●
鹿
児
島
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
37

集 

民
俗
文
化
財
映
像
記
録
保
存
事

業
シ
ナ
リ
オ
集
／
一
九
九
一
年
／
鹿

児
島
県
教
育
委
員
会
発
行

●
茂
庭
の
焼
畑
／
一
九
九
三
年
／
福
島

市
教
育
委
員
会
発
行

●
合
掌
造
り
民
家
は
い
か
に
生
ま
れ
る

か
─
白
川
郷
・
技
術
伝
承
の
記
録
／

一
九
九
四
年
／
白
川
村
教
育
委
員
会

発
行

外
国
語
版
映
像
作
品

書
籍
等
刊
行
物
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