
人 の い る 風 景

 【のもと　ひさえ　さん】　住吉

●アイヌ語ペンクラブ会長やイオマンテの会の会長、千歳アイ

　ヌ文化伝承保存会の副会長を務め、アイヌの伝統儀式や儀礼を

　復活して、伝承や保存活動を行っている。

　※写真は、９月 16 日に開催されたインディアン水車まつりの会

　　場で、アイヌ民族に伝わる楽器「ムックリ」を奏でているよ

　　うすです。
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アイヌ文化に
触れてみませんか

千
歳
川
に
サ
ケ
が
遡そ

上
す
る
季
節
を
迎

え
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
新
し
い
サ
ケ
を

迎
え
る
儀
式
「
ア
シ
リ
チ
ェ
プ
ノ
ミ
」
が
、

９
月
２
日
に
厳
粛
な
雰
囲
気
の
中
で
執
り

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

野
本
さ
ん
は
、
今
年
で
第
21
回
目
に
な
る
儀

式
の
祭
司
を
第
１
回
目
か
ら
務
め
て
い
ま
す
。

　

「
ア
シ
リ
チ
ェ
プ
ノ
ミ
は
、
札
幌
で
は
昭

和
56
年
に
復
活
し
ま
し
た
が
、
千
歳
で
は
行

わ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
ん
と
か
で
き

な
い
も
の
か
、
千
歳
に
は
昔
の
こ
と
を
知
っ

て
い
る
エ
カ
シ
（
長
老
）
が
お
ら
れ
る
の
で

聞
け
ば
な
ん
と
か
な
る
、
札
幌
で
や
っ
て
い

る
の
な
ら
千
歳
で
も
で
き
る
と
思
い
、
一
念

発
起
し
て
は
じ
め
ま
し
た
」
と
い
い
ま
す
。

　

祭
司
は
、
儀
式
の
道
具
づ
く
り
か
ら
進

行
ま
で
を
司
る
の
で
、
自
分
で
調
べ
て
ア

イ
ヌ
語
の
勉
強
や
道
具
を
製
作
し
た
ほ
か
、

９
年
間
、
毎
月
、
札
幌
の
大
学
教
授
の
も

と
に
通
っ
て
、
儀
式
の
進
行
な
ど
を
学
ん

だ
そ
う
で
す
。「
今
で
も
儀
式
が
終
わ
る
ま

で
は
緊
張
の
連
続
で
す
」
と
話
し
ま
す
。

　

サ
ケ
を
捕
獲
す
る
と
き
に
使
う
チ
プ
（
丸

木
舟
）
は
、
カ
ツ
ラ
の
木
を
削
っ
た
手
づ

く
り
の
も
の
で
、
儀
式
で
使
う
の
は
、
千

歳
だ
け
と
の
こ
と
で
す
。

　

平
成
８
年
に
末
広
小
に
ア
イ
ヌ
の
伝
統

民
家
で
あ
る
チ
セ
が
完
成
し
、
ア
シ
リ
チ
セ

ノ
ミ
（
新
築
祝
）
の
儀
式
を
行
う
と
き
、
尊

敬
す
る
エ
カ
シ
が
来
て
く
れ
て
、「
な
つ
か

し
い
に
お
い
だ
」
と
言
わ
れ
た
と
き
は
、「
自

分
の
こ
と
が
認
め
て
も
ら
え
た
と
思
い
、
う

れ
し
か
っ
た
」
と
ふ
り
返
り
ま
す
。

　

野
本
さ
ん
は
、
市
内
は
も
と
よ
り
、
全

国
の
小
中
学
校
に
出
向
い
て
、
ア
イ
ヌ
文

化
に
触
れ
る
集
い
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

末
広
小
の
子
供
た
ち
に
は
、
ア
イ
ヌ
の

ウ
ポ
ポ
（
座
り
歌
）
や
ホ
リ
ッ
パ
（
輪
踊
り
）、

サ
ケ
の
捕
獲
や
解
体
、
ム
ッ
ク
リ
（
楽
器
）

の
製
作
な
ど
を
教
え
て
い
ま
す
。
子
供
た

ち
は
素
直
で
話
を
よ
く
聞
い
て
く
れ
る
と

い
い
ま
す
。

　

「
学
校
の
先
生
に
は
、
ア
イ
ヌ
文
化
に
興

味
を
も
っ
て
ほ
し
い
」、「
若
い
ア
イ
ヌ
の

人
た
ち
に
は
、
ア
イ
ヌ
文
化
に
目
覚
め
て

ほ
し
い
」
と
話
し
ま
す
。

　

「
千
歳
に
は
、
古
く
か
ら
ア
イ
ヌ
民
族
が

暮
ら
し
て
い
ま
す
。
国
の
無
形
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
る
ア
イ
ヌ
の
踊
り
や
道
具

作
り
な
ど
、
ア
イ
ヌ
文
化
を
も
っ
と
知
っ

て
く
だ
さ
い
」
と
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
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