
ア
イ
ヌ
民
族
に
伝
わ
る
唄
や
踊
り
の
伝
承

幼
か
っ
た
こ
ろ
の
、か
す
か
な
記
憶
が
残
っ
て
い
る
。

夜
、
子
ど
も
た
ち
が
寝
付
い
た
親
戚
の
家
で
、

大
人
た
ち
は
大
笑
い
し
な
が
ら
手
拍
子
で
歌
い

踊
っ
て
い
た
。
立
っ
て
い
る
人
は
ふ
た
つ
に
折
っ
た

座
布
団
を
股
に
挟
み
ピ
ョ
ン
ピ
ョ
ン
前
後
に
跳
ね
て

い
た
。
大
人
に
な
り
、
あ
れ
は
何
の
踊
り
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
と
調
べ
て
み
た
。
そ
の
地
域
で
酒
宴
の
余

興
と
し
て
よ
く
歌
わ
れ
て
い
た
ア
イ
ヌ
語
の
唄
で
、

ち
ょ
っ
と
エ
ッ
チ
な
歌
詞
の
も
の
が
あ
っ
た
。
き
っ

と
こ
れ
に
違
い
な
い
。

わ
た
し
の
暮
ら
し
の
な
か
で
、
ア
イ
ヌ
の
唄
や

踊
り
は
身
近
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
大
人
た
ち
は

密
か
に
そ
の
世
界
を
楽
し
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

親
か
ら
子
へ
、
ま
た
は
自
然
に
聞
き
覚
え
伝
承

し
て
き
た
で
あ
ろ
う
ア
イ
ヌ
の
唄
や
踊
り
。
し
か

し
い
つ
か
ら
か
差
別
を
恐
れ
、
ア
イ
ヌ
文
化
を
次

世
代
へ
つ
な
ぐ
こ
と
を
や
め
る
者
が
増
え
て
い
っ

た
。
わ
た
し
の
名
は
ア
イ
ヌ
語
で
も
あ
る
の
だ
が
、

身
内
か
ら
可か

哀わ
い

想そ
う
に
と
い
わ
れ
る
時
代
に
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
た
の
だ
。

現
在
、
唄
・
踊
り
は
、
北
海
道
各
地
域
に
存
在

す
る
伝
承
保
存
会
で
継
承
す
る
場
合
が
多
い
。
わ

た
し
自
身
は
、
家
族
で
も
保
存
会
で
も
な
い
、
故

郷
か
ら
遠
く
離
れ
た
東
京
で
活
動
す
る
、
ア
イ
ヌ
の

若
者
た
ち
に
よ
る
グ
ル
ー
プ
の
活
動
を
と
お
し
て

学
び
得
た
の
だ
っ
た
。

対
照
的
な
ふ
た
つ
の
グ
ル
ー
プ

わ
た
し
が
上
京
し
、
す
ぐ
所
属
し
た
の
が
、
Ａ
Ｉ

Ｎ
Ｕ 

Ｒ
Ｅ
Ｂ
Ｅ
Ｌ
Ｓ
（
抵
抗
す
る
者
た
ち
）
だ
っ
た

（
二
〇
〇
六
〜
二
〇
〇
九
年
）。
ア
イ
ヌ
文
化
を
学
ぶ

た
め
、
首
都
圏
近
郊
に
住
む
若
い
ア
イ
ヌ
十
数
名
で

結
成
し
た
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。「
わ
た
し
は
ア
イ
ヌ
」

宣
言
、
Ｊ
―
Ｐ
Ｏ
Ｐ
曲
の
ア
イ
ヌ
語
化
、
ア
イ
ヌ
の

詩
人
が
残
し
た
詩
を
楽
曲
化
。
差
別
、
酒
、
貧
困
な

ど
ア
イ
ヌ
の
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
す
る
た
め
、

現
代
音
楽
の
要
素
や
映
像
を
取
り
入
れ
、
ア
イ
ヌ
民

族
の
あ
ら
た
な
表
現
を
模
索
し
た
。
ア
イ
ヌ
女
性
の

象
徴
的
な
風
習
、シ
ヌ
イ
ェ（
入
墨
）の
再
現
な
ど
は
、

メ
ン
バ
ー
た
ち
の
意
識
を
も
変
え
て
い
っ
た
。

そ
の
後
、
二
〇
〇
九
年
か
ら
は
Ｔ
ｅ
ａ
ｍ 

Ｎ
ｉ

ｋ
ａ
ｏ
ｐ
（
木
の
実
）
に
所
属
し
て
い
る
。
古
式
舞

踊
の
復
元
事
業
に
か
か
わ
っ
た
、
お
も
に
北
海
道
在

住
の
ア
イ
ヌ
十
数
名
で
結
成
さ
れ
て
い
る
。
古
い
映

像
や
音
声
記
録
を
元
に
、
現
在
伝
承
さ
れ
て
い
な

い
も
の
を
再
現
す
る
活
動
を
お
こ
な
う
。
踊
り
手
の

少
な
か
っ
た
タ
プ
カ
ラ
（
踏
舞
）
の
実
演
者
が
増
え

た
他
、
樺
太
ア
イ
ヌ
の
記
録
に
あ
っ
た
ヘ
チ
リ
（
輪

踊
）
は
大
変
珍
し
く
、
グ
ル
ー
プ
の
看
板
演
目
で

あ
る
。
後
に
唄
、
踊
り
だ
け
で
な
く
、
語
り
の
要

素
も
強
め
て
い
っ
た
。

ア
イ
ヌ
文
化
と
い
う
と
、
古
い
過
去
の
も
の
と
思

わ
れ
が
ち
だ
が
、
時
代
と
と
も
に
我
々
も
変
化
し

て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｕ 

Ｒ
Ｅ
Ｂ
Ｅ
Ｌ

Ｓ
で
学
ん
だ
。
ア
イ
ヌ
と
沖
縄
の
祭
、
屠と

場じ
ょ
うの
若
者

た
ち
と
の
交
流
、
海
外
の
先
住
民
族
や
日
本
国
内

の
ミ
ッ
ク
ス
ル
ー
ツ
の
若
者
た
ち
と
の
コ
ラ
ボ
を
通

じ
、
さ
ま
ざ
ま
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
問
題
に
も
目
を

向
け
た
。
活
動
初
期
の
こ
ろ
、
個
人
的
な
迷
い
か
ら

「
わ
た
し
は
ア
イ
ヌ
」
と
宣
言
す
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

を
見
送
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
無
意
識
に
避
け
て
き
た

自
分
の
な
か
の
問
題
に
も
初
め
て
気
づ
か
さ
れ
た
。

Ｔｅ
ａ
ｍ 

Ｎ
ｉ
ｋａ
ｏ
ｐ
で
は
、
残
さ
れ
た
記
録
や

資
料
を
つ
な
ぎ
合
せ
組
立
て
、
先
人
は
こ
う
だ
っ
た

で
あ
ろ
う
と
い
う
も
の
を
想
像
し
、
形
に
す
る
難
し

さ
と
面
白
さ
が
あ
っ
た
。
模
索
し
な
が
ら
練
習
を
重

ね
、
つ
い
に
完
成
し
た
と
き
の
感
動
は
大
き
い
。
復

活
し
た
古
式
舞
踊
は
か
け
が
え
の
な
い
財
産
で
あ
る
。

こ
の
二
グ
ル
ー
プ
の
存
在
は
と
て
も
面
白
い
。
か

た
や
ア
イ
ヌ
民
族
を
語
る
う
え
で
重
要
な
、
北
海

道
と
い
う
土
地
を
飛
び
出
し
東
京
で
活
動
。
一
方
は

土
着
の
北
海
道
。
現
代
的
な
表
現
と
、
過
去
に
存

在
し
た
も
の
の
再
現
。

ど
ち
ら
も
、
各
地
で
バ
ラ
バ
ラ
だ
っ
た
若
い
ア
イ

ヌ
が
集
結
し
、
自
分
と
の
違
い
や
共
通
点
、
多
様

な
ア
イ
ヌ
の
現
状
を
互
い
に
知
り
得
た
こ
と
は
大

き
い
。
ア
イ
ヌ
同
士
で
あ
る
と
い
う
連
帯
感
、
安

心
感
か
ら
、
ス
テ
ー
ジ
外
で
自
然
発
生
的
に
唄
や

踊
り
が
始
ま
る
と
、
あ
の
夜
、
幼
い
わ
た
し
が
見

た
光
景
の
よ
う
に
思
え
た
。

伝
え
る
姿

今
で
も
表
立
っ
た
活
動
を
す
れ
ば
ア
イ
ヌ
差
別

問
題
は
つ
き
ま
と
う
。
当
時
、
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｕ 

Ｒ
Ｅ
Ｂ

Ｅ
Ｌ
Ｓ
に
よ
る
表
現
は
東
京
だ
か
ら
で
き
た
の
だ

と
い
わ
れ
た
。
し
か
し
今
、
北
海
道
で
ア
イ
ヌ
と
し

て
活
動
し
て
い
る
ユ
ニ
ッ
ト
や
グ
ル
ー
プ
が
多
く
存

在
す
る
。
こ
こ
数
年
、
空
前
の
ブ
ー
ム
か
と
思
う

ほ
ど
増
え
た
。
ア
イ
ヌ
民
族
で
あ
る
こ
と
を
誇
れ
る

強
い
ア
イ
ヌ
が
増
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ア
イ
ヌ
語
を
学
ぶ
若
者
も
増
え
て
い
る
。
親
に

な
り
、
我
が
子
に
ア
イ
ヌ
語
の
名
前
を
つ
け
る
者
も

多
い
。
二
〜
三
歳
の
子
が
親
を
ま
ね
、
ア
イ
ヌ
語
の

唄
を
歌
い
、
手
拍
子
し
な
が
ら
踊
り
だ
す
。
元
メ

ン
バ
ー
の
子
ど
も
だ
。
こ
う
し
て
伝
承
さ
れ
て
ゆ
く

ア
イ
ヌ
文
化
が
今
、
わ
た
し
の
目
の
前
に
あ
る
。

AINU REBELS（アイヌ レブルズ）によるフッタレ
チュイ。松の木の揺れを模した女性による踊り。
頭を激しく振る心臓比べの踊りを、現代楽曲と
演出にて表現

Team Nikaop（チーム ニカオプ）が再現した
ヘチリ。記録にあった樺太アイヌの輪踊り。ひ
とつの輪がふたつに分かれ再びひとつとなり、
その際逆回転となる（上下ともイラスト・sayo）

小お

笠が
さ

原わ
ら 

小さ

よ夜　
ア
イ
ヌ
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー

upopo newa rimse
唄と踊り―アイヌ文化伝承の今

文化は担い手に寄り添いつつ変化していく。自らのルーツを探す、アイヌの若者たちは、
途絶えた先人の文化を再解釈や再現することによって受け継ごうとしている。

Team Nikaop（チーム ニカオプ）
2011年8月21日 北海道二風谷 第 42回チプサンケ祭りにて
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