
ア
イ
ヌ
の
扮
装
で
（
右
が
筆
者
）

差
別

は
最
も
愚
か
な
罪

寂
し
い
伝
統
文
化
の
衰
退
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国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
主
催
の

北
海
道

平
和
セ
ミ
ナ
ー

が
、

月

日
か
ら

日
に
か
け
て

ア
イ
ヌ
問
題
か
ら
見
る
世

界
の
少
数
民
族
問
題

と
い
う
テ
ー
マ
で

行
わ
れ
た
。
学
生
約
五
十
人
が
こ
の
ツ

ア
ー
に
参
加
し
、
そ
の
う
ち
約
半
数
は
留

学
生
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
ノ
ン
ノ

と
い
う
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
雑
誌
は
誰
も
が
そ
の
名
を
知
っ
て

い
て
も
、
ノ
ン
ノ

が
ア
イ
ヌ
語
で

花

を
意
味
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
は
少

な
い
。

札
幌
の
街
は
、
ち
ょ
う
ど
お
祭
り
の
最

中
だ
っ
た
。
大
通
公
園
に
は
ビ
ア
ガ
ー
デ

ン
が
立
ち
並
び
、
夜
に
も
な
れ
ば
た
く
さ

ん
の
人
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
。
し
か
し
、

い
く
ら
札
幌
の
街
が
栄
え
て
い
て
も
、
車

で
三
十
分
も
走
れ
ば
、
た
く
さ
ん
の
緑
を

見
る
こ
と
が
で
き
、
時
に
は
キ
タ
キ
ツ
ネ

な
ど
の
野
生
動
物
に
も
会
え
る
そ
う
で
あ

る
。
こ
ん
な
に
も
自
然
豊
か
な
北
海
道
で

数
日
間
を
過
ご
せ
る
と
思
う
と
、
私
は
と

て
も
幸
せ
だ
。

月

日
、
私
た
ち
は
白
老
に
あ
る
ア

イ
ヌ
村
、
ポ
ロ
ト
コ
タ
ン
を
訪
れ
た
。
コ

タ
ン

と
は
ア
イ
ヌ
語
で
村
、

ポ
ロ

と
は
大
き
い
、

ト

は
沼
や
湖
と
い
っ

た
意
味
で
あ
る
。
そ
の
名
の
通
り
、
大
き

な
湖
の
ほ
と
り
に
、
そ
の
村
は
あ
っ
た
。

門
を
く
ぐ
る
と
、
巨
大
な
村
長
の
像
の
出

迎
え
を
受
け
た
。
そ
し
て
、
チ
セ
（
家
）

で
、
ア
イ
ヌ
の
文
化
に
つ
い
て
の
話
を
聞

い
た
。

へ
の
参
加
が
許
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
一
人

前
の
女
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
い
う
わ
け

だ
（
も
ち
ろ
ん
、
現
在
で
は
行
わ
れ
て
い

な
い
）。

こ
ん
な
話
を
、
ア
イ
ヌ
の
民
族
衣
装
を

身
に
つ
け
た
男
の
人
が
、
冗
談
ま
じ
り
で

面
白
お
か
し
く
説
明
し
て
く
れ
た
。
そ
の

後
、

ム
ッ
ク
リ
の
演
奏

や

ピ
リ
カ

の
う
た

と
い
う
伴
奏
の
な
い
歌
を
聴
き
、

そ
し
て
ク
マ
祭
り
の
際
、
ク
マ
が
迷
う
こ

と
な
く
無
事
に
天
国
へ
行
け
ま
す
よ
う
に
、

と
い
う
願
い
を
込
め
て
踊
ら
れ
る

イ
オ

マ
ン
テ
リ
ム
セ

を
見
た
。

と
こ
ろ
で
、
ア
イ
ヌ
の
民
族
衣
装
に
織

り
込
ま
れ
て
い
る
あ
の
独
特
の
模
様
は
、

悪
魔
を
に
ら
み
つ
け
る
目
を
表
し
て
い
て
、

病
気
除
け
、
魔
除
け
と
い
っ
た
意
味
が
あ

る
そ
う
で
、
こ
う
し
た
も
の
ま
で
、
私
た

ち
の
目
に
は
、
神
秘
な
雰
囲
気
に
思
え
た
。

ア
イ
ヌ
の
伝
統
的
な
文
化
を
見
た
り
聞

い
た
り
で
き
た
こ
と
は
、
大
変
興
味
深
い

も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
私
が
期
待
し

て
い
た
よ
り
も
、
観
光
用
に
作
ら
れ
た

村

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
、
ア
イ
ヌ

の
人
々
の
実
際
の
生
活
な
ど
に
つ
い
て
は
、

あ
ま
り
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
の
が
少
し
残
念
だ
っ
た
。

そ
の
帰
り
、
私
た
ち
は
昭
和
新
山
と
洞

例
え
ば
、
ア
イ
ヌ
の
女
の
子
は
、
十
二

歳
ぐ
ら
い
に
な
る
と
、
口
の
周
り
な
ど
に

入
れ
墨
を
彫
る
。
長
い
時
間
を
か
け
て
完

成
さ
せ
て
い
く
わ
け
だ
が
、
入
れ
墨
を
彫

り
終
え
る
こ
ろ
に
は
二
十
歳
く
ら
い
に

な
っ
て
お
り
、
完
成
す
る
と
結
婚
や
儀
式



澤
井
先
生
の
話
を
聞
く
セ
ミ
ナ
ー
生

彼
ら
に

シ
サ
ム

と
呼
ば
れ
る
努
力
を

爺
湖
を
訪
れ
た
。
展
望
台
か
ら
見
る
昭
和

新
山
は
、
野
生
的
な
オ
レ
ン
ジ
色
の
肌
を

見
せ
、
モ
ク
モ
ク
と
蒸
気
を
噴
き
出
し
て

い
て
、
ま
さ
に
圧
巻
と
言
う
べ
き
も
の
で

あ
っ
た
。
昭
和
新
山
も
、
洞
爺
湖
も
、
北

海
道
の
自
然
の
豊
か
さ
、
雄
大
さ
を
十
分

見
せ
つ
け
て
く
れ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

月

日
に
は
、
ア
イ
ヌ
の
方
々
を
お

招
き
し
て
講
演
会
が
行
わ
れ
た
。
講
師
は
、

北
海
道
ウ
タ
リ
協
会
札
幌
支
部
長
の
澤
井

ア
ク
先
生
で
あ
る
。

澤
井
先
生
は
、
ア
イ
ヌ
の
歴
史
や
、
差

別
な
ど
に
つ
い
て
分
か
り
や
す
く
説
明
し

て
く
だ
さ
っ
た
。

例
え
ば
、

差
別
は
、
い
じ
め

と
い

う
形
と
な
っ
て
学
校
の
中
に
お
い
て
最
も

激
し
く
現
れ
る
。
従
っ
て
、
ア
イ
ヌ
の
子

供
た
ち
は
自
分
か
ら
ア
イ
ヌ
で
あ
る
と
名

乗
り
た
が
ら
な
い
。
ま
た
、
学
校
内
で
の

差
別
は
、
進
学
率
に
も
影
響
し
て
い
る
。

高
校
に
お
い
て
は
進
学
率
よ
り
も
退
学
率

の
方
が
高
い
そ
う
だ
。
差
別
は
、
子
供
た

ち
の
教
育
へ
の
権
利
を
も
奪
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
差
別
は
初
め
か
ら

存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
倭
人
も

ア
イ
ヌ
の
人
々
に
シ
サ
ム（
よ
き
隣
人
）

と
呼
ば
れ
て
い
た
時
期
も
あ
っ
た
。
し
か

し
、
倭
人
地
が
広
が
る
に
つ
れ
、
倭
人
た

ち
は
関
所
を
設
け
、
天
皇
の
治
め
る
朝
廷

国
家
に
ア
イ
ヌ
を
入
れ
よ
う
と
は
し
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
、

ア
イ
ヌ
に
対
す
る
差
別
、
圧
政
が
始
ま
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ
人
間
な
の
だ
か
ら
、

ど
こ
に
で
も
住
め
る
の
は
当
た
り
前
な
の

に
、
敵
だ
か
ら
と
い
っ
て
追
い
出
し
た
り
、

自
分
の
領
土
だ
か
ら
と
言
っ
て
中
に
入
れ

よ
う
と
も
し
な
い
と
は

と
い
う
澤
井
先

生
の
言
葉
が
心
に
残
っ
た
。

差
別
と
は
、
人
間
が
犯
し
た
最
も
大
き

く
、
愚
か
な
罪
の
一
つ
で
あ
る
と
私
は
思

う
。
民
族
や
種
族
が
違
う
か
ら
と
い
っ
て
、

な
ぜ
お
互
い
に
憎
み
あ
っ
た
り
、
不
平
等

が
生
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う

か
。
私
た
ち
は
、
差
別
の
な
い
平
和
な
世

界
を
作
る
た
め
に
、
一
人
ひ
と
り
が
深
く

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
澤
井
先
生
を
は
じ
め
、
他
の
ア

イ
ヌ
の
方
々
も
憂
慮
し
て
お
ら
れ
た
の
は
、

ア
イ
ヌ
文
化
、
と
く
に
ア
イ
ヌ
語
の
衰
退

で
あ
っ
た
。
ア
イ
ヌ
は
文
字
を
持
た
な
い

た
め
、
言
葉
は
口
伝
え
に
よ
っ
て
伝
え
ら

れ
て
き
た
。
し
か
し
、
一
八
七
一
年
明
治

政
府
に
よ
り
ア
イ
ヌ
語
が
禁
止
さ
れ
、
そ

れ
以
降
ア
イ
ヌ
語
を
話
せ
る
人
は
激
減
し
、

現
在
で
は
数
え
る
ほ
ど
し
か
い
な
い
の
で

あ
る
。
ど
こ
に
国
に
お
い
て
も
、
伝
統
的

な
文
化
が
失
わ
れ
て
い
く
の
は
寂
し
い
も

の
で
あ
る
。

ア
イ
ヌ
の
文
化
、
言
語
を
復
興
さ
せ
る

た
め
、
例
え
ば
中
国
の
チ
ベ
ッ
ト
自
治
区

の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
作
ろ
う
と

い
う
案
も
政
府
か
ら
出
て
い
る
よ
う
だ
。

失
い
か
け
た
も
の
を
元
に
戻
す
に
は
長
い

年
月
が
か
か
る
。
だ
が
、
完
全
に
失
わ

れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
、ア
イ
ヌ
の
方
々

も
希
望
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
。

私
は
こ
の
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
し
て
、
い

か
に
自
分
が
ア
イ
ヌ
に
つ
い
て
無
知
で

あ
っ
た
か
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
。
彼
ら
に

対
す
る
差
別
や
圧
政
に
つ
い
て
、
知
ら

な
い

で
は
す
ま
さ
れ
な
い
こ
と
を
実
感

し
た
。
民
族
は
違
っ
て
も
同
じ
国
に
一

緒
に
暮
ら
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
お
互
い

に
理
解
し
あ
わ
な
け
れ
ば

と
い
う
、
留

学
生
の
言
葉
が
と
て
も
印
象
的
だ
っ
た
。

私
た
ち
は
、
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
か
ら
、
も

う
一
度

シ
サ
ム

と
呼
ば
れ
る
よ
う
努

力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。


