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ア
イ
ヌ
文
化
復
興
拠
点
と
し
て
国
が
白
老
町
に

整
備
し
た
民
族
共
生
象
徴
空
間
（
愛
称
・
ウ
ポ
ポ

イ
）
が
七
月
一
二
日
開
業
し
た
。
ア
イ
ヌ
の
文
化

を
発
信
す
る
一
方
で
、
伝
統
の
伝
承
者
育
成
や
研

究
な
ど
多
様
な
役
割
を
担
う
ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン

タ
ー
と
な
る
。

　
開
業
に
先
立
つ
一
一
日
の
記
念
式
典
で
は
、
菅

義
偉
官
房
長
官
が
「
ア
イ
ヌ
が
民
族
と
し
て
名
誉

と
尊
厳
を
保
持
し
継
承
す
る
こ
と
が
、
多
様
な
価

値
観
が
共
生
し
活
力
あ
る
社
会
に
す
る
た
め
に
重

要
」
と
あ
い
さ
つ
。
民
族
・
文
化
の
多
様
性
が
日

本
社
会
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。「
箱

モ
ノ
」「
遅
れ
て
い
る
民
族
政
策
の
ガ
ス
抜
き
」

な
ど
様
々
な
批
判
は
あ
る
が
、
ま
ず
は
国
が
多
様

性
を
認
め
共
生
社
会
に
取
り
組
む
と
宣
言
し
た
象

徴
と
し
て
、
息
の
長
い
施
設
に
な
る
よ
う
応
援
し

た
い
。

　
二
〇
一
九
年
四
月
に
は
、
ア
イ
ヌ
民
族
を
先
住

民
と
法
的
に
認
め
差
別
を
禁
止
し
、
地
域
振
興
へ

の
交
付
金
を
盛
り
込
ん
だ
ア
イ
ヌ
施
策
推
進
法

（
ア
イ
ヌ
新
法
）
も
成
立
。
和
人
と
ア
イ
ヌ
が
混

在
し
て
生
き
る
現
代
社
会
で「
共
存
へ
の
第
一
歩
」

と
し
て
歓
迎
す
る
声
が
多
く
、
交
付
金
は
す
で
に

一
七
億
円
が
投
じ
ら
れ
た
。
平
取
町
二
風
谷
で
は

伝
統
の
木
彫
り
や
織
物
の
材
料
を
採
取
す
る
森
を

育
て
る
事
業
が
開
始
さ
れ
る
な
ど
、
地
道
な
伝
承

活
動
を
支
え
る
財
源
に
な
る
。
一
方
で
、
さ
っ
ぽ

ろ
雪
ま
つ
り
で
交
付
金
が
大
手
の
広
告
会
社
に
支

払
わ
れ
批
判
さ
れ
る
な
ど
、
必
ず
し
も
ア
イ
ヌ
の

思
い
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
事
業
が
あ
り
、
改
善

散 射 韻散 射 韻

収
集
や
尊
厳
を
無
視
し
た
ず
さ
ん
な
管
理
に
対
し

て
謝
罪
を
拒
む
北
海
道
大
学
な
ど
の
学
問
の
暴
力

と
そ
の
責
任
に
つ
い
て
も
総
括
が
必
要
だ
。

◇
　
　
　
　
　
◇

　
加
え
て
大
き
な
問
題
が
ア
イ
ヌ
差
別
を
助
長
す

る
風
潮
だ
。
麻
生
太
郎
副
総
理
は
未
だ
に
「
一
つ

の
民
族
」
と
い
う
誤
っ
た
発
言
を
繰
り
返
し
、
ウ

ポ
ポ
イ
開
業
式
典
の
前
日
に
萩
生
田
光
一
文
科
大

臣
は
「（
ア
イ
ヌ
へ
の
）
差
別
は
価
値
観
の
違
い
」

と
言
い
放
っ
た
。
ウ
ポ
ポ
イ
開
業
を
取
り
上
げ
た

記
事
に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
「
本
当
の
ア
イ
ヌ

で
は
な
い
の
に
金
目
当
て
」「
ま
だ
ア
イ
ヌ
や
っ

て
る
の
か
」
な
ど
と
い
う
投
稿
が
目
に
つ
く
。

　
同
化
政
策
に
よ
る
文
化
へ
の
攻
撃
と
い
う
大
き

な
過
ち
の
責
任
を
、
遅
ま
き
な
が
ら
、
い
ま
政
府

は
取
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ア
イ
ヌ
新
法
の
条
文
に

は
「
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
民
族
と
し
て
の
誇
り
を

持
っ
て
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
、
及
び
そ
の
誇
り

が
尊
重
さ
れ
る
社
会
の
実
現
を
図
り
、
も
っ
て
全

て
の
国
民
が
相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
合
い

な
が
ら
共
生
す
る
社
会
の
実
現
に
資
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。」
と
あ
る
。

　
ア
イ
ヌ
施
策
は
ア
イ
ヌ
の
た
め
だ
け
の
も
の
で

は
な
い
。
先
に
挙
げ
た
大
臣
発
言
や
ネ
ッ
ト
の
投

稿
は
そ
う
い
っ
た
趣
旨
に
反
す
る
言
動
だ
。
ア
イ

ヌ
施
策
が
一
歩
前
に
進
ん
だ
ウ
ポ
ポ
イ
開
業
を
機

に
、
和
人
に
と
っ
て
の
ア
イ
ヌ
施
策
の
意
義
を
も

う
一
度
考
え
た
い
。

＜

隈＞

点
や
議
論
す
べ
き
余
地
が
あ
る
。

◇
　
　
　
　
　
◇

　
ア
イ
ヌ
を
取
材
し
て
感
覚
的
に
思
う
の
は
、
世

代
間
の
感
覚
の
違
い
だ
。
も
ち
ろ
ん
個
人
差
は
あ

る
が
、
差
別
に
さ
ら
さ
れ
生
活
に
必
死
だ
っ
た
世

代
、
先
住
民
族
と
し
て
の
権
利
を
認
め
る
よ
う
戦

い
現
在
も
戦
い
続
け
る
世
代
、
そ
し
て
現
在
、
あ

る
若
い
ア
イ
ヌ
が
「
日
本
人
で
道
民
で
ア
イ
ヌ
。

当
た
り
前
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
あ
る
。

ア
イ
ヌ
は
特
別
じ
ゃ
な
い
」
と
話
す
よ
う
に
、
文

化
を
残
す
た
め
の
焦
燥
感
や
葛
藤
に
駆
ら
れ
な
が

ら
も
、
の
び
の
び
と
自
然
に
誇
り
を
持
っ
て
文
化

を
継
承
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。

　
国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
館
長
の
佐
々
木
史
郎

氏
も
「
若
い
ア
イ
ヌ
の
希
望
で
差
別
や
同
化
政
策

と
い
っ
た
暗
い
過
去
ば
か
り
で
は
な
く
、
文
化
の

素
晴
ら
し
さ
を
前
面
に
出
す
展
示
に
し
た
」
と
語

る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
が
過
去
の
侵
略
行
為
や
差
別

の
歴
史
の
免
罪
に
は
つ
な
が
ら
ず
、
政
府
は
当
事

者
と
し
て
経
緯
の
説
明
や
総
括
が
必
要
だ
。
先
住

民
族
で
あ
れ
ば
補
償
さ
れ
る
、
土
地
や
資
源
に
対

す
る
先
住
権
に
関
す
る
議
論
も
置
き
去
り
で
、
河

川
で
の
伝
統
的
な
サ
ケ
捕
獲
の
権
利
を
求
め
る
動

き
も
あ
る
。
世
界
的
な
先
住
民
族
の
権
利
保
護
の

動
き
に
沿
い
議
論
す
べ
き
だ
。

　
ま
た
、研
究
の
た
め
に
各
地
の
コ
タ
ン
（
集
落
）

か
ら
持
ち
出
さ
れ
た
遺
骨
は
ウ
ポ
ポ
イ
の
慰
霊
施

設
に
集
約
さ
れ
る
が
、
責
任
を
持
っ
て
地
域
に
帰

す
事
業
を
引
き
続
き
国
が
進
め
る
べ
き
で
、
未
だ

アイヌ施策の意義


