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ア
イ
ヌ
民
族

　
「
ア
イ
ヌ
」
と
は
、
人
間
お
よ
び
男
性
を
意
味
す
る
ア
イ
ヌ
語
で
す
。
北
海
道
ア
イ
ヌ
、
樺か

ら
ふ
と太
ア
イ

ヌ
（
サ
ハ
リ
ン
・
ア
イ
ヌ
）、
千ち

し
ま島
ア
イ
ヌ
（
ク
リ
ル
・
ア
イ
ヌ
）
の
三
つ
に
歴
史
的
・
文
化
的
に
分

か
れ
、
北
海
道
ア
イ
ヌ
は
、
北
海
道
全
域い

き

と
千
島
列
島
の
う
ち
南
千
島
ま
で
、
樺
太
ア
イ
ヌ
は
樺
太
島

南
部
、
千
島
ア
イ
ヌ
は
北
千
島
に
住
ん
で
い
た
ア
イ
ヌ
民
族
と
そ
の
子
孫
で
す
。

　

日
本
列
島
、
特
に
北
海
道
を
中
心
と
し
た
北
方
地ち

い
き域
の
先
住
民
族
で
あ
る
ア
イ
ヌ
は
、
近
代
以い

こ
う降
、

本
州
以
南
か
ら
の
入
植
者
が
劇げ

き

的
に
増
加
す
る
中
で
少
数
者
と
な
り
、
生
活
の
た
め
に
必
要
な
土
地
や

資し
げ
ん源
の
ほ
か
、
主
流
社
会
の
同
化
政せ

い
さ
く策
に
よ
っ
て
独
自
の
文
化
が
奪う

ば

わ
れ
て
き
ま
し
た
。
戦
後
、
ア
イ

ヌ
民
族
の
指
導
者
に
よ
る
民
族
復ふ

っ
け
ん権
運
動
が
高
ま
り
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
組
織
で
あ
る
ア
イ
ヌ
協
会
の
設

立
な
ど
、い
く
つ
か
の
成
果
を
生
み
ま
し
た
。
国
際
的
な
先
住
民
族
の
権け

ん
り利
認に

ん
て
い定
な
ど
の
影え

い
き
ょ
う響
も
受
け
、

日
本
国
が
ア
イ
ヌ
民
族
を
日
本
の
先
住
民
族
で
あ
る
と
法ほ

う
り
つ律
に
明
記
し
た
の
は
二
〇
一
九
年
の
こ
と
で

す
。
言
葉
や
世
界
観
な
ど
の
独
自
文
化
の
復
興
と
保
護
だ
け
で
な
く
、
差
別
の
撤て

っ
ぱ
い廃
や
社
会
・
経け

い
ざ
い済
的

格
差
の
是ぜ

せ
い正
な
ど
が
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

釧
路
地
域
は
、
歴
史
的
に
道
東
の
中
心
都
市
で
あ
り
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
ア
イ
ヌ
人
口
の
割わ

り
あ
い合
が

高
い
地
域
の
一
つ
で
す
。
一
八
二
二
年
の
人
別
調
査
で
、
釧
路
場
所
の
ア
イ
ヌ
の
人
口
は
一
三
四
四
名

と
道
内
で
三
番
目
に
多
く
、
東
蝦え

ぞ夷
地
（
太
平
洋
沿え

ん
が
ん岸
地
域
）
で
は
最
多
で
し
た
。
釧
路
ア
イ
ヌ
は
、
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屈く
っ
し
ゃ
ろ

斜
路
湖
か
ら
太
平
洋
に
流
れ
る
釧
路
川
流
域
に
沿そ

っ
て
集
落
を
形
成
し
、
生
活
し
て
き
ま
し
た
。
当

館
で
は
、
大
正
期
か
ら
昭
和
初
期
に
、
主
に
釧
路
地
域
で
収
集
し
た
ア
イ
ヌ
資
料
を
中
心
に
展て

ん
じ示
し
て

い
ま
す
。「
サ
コ
ロ
ベ
の
人
々
」
と
い
う
コ
ー
ナ
ー
名
に
あ
る
「
サ
コ
ロ
ベ
」
と
は
、
ア
イ
ヌ
民
族
の

口こ
う
し
ょ
う承
文
芸
の
ジ
ャ
ン
ル
の
一
つ
で
あ
る
「
英え

い
ゆ
う
じ
ょ
じ
し

雄
叙
事
詩
」
の
こ
と
で
す
。

生
業
（
狩し

ゅ
り
ょ
う猟
採
集
・
交
易
）

　

伝
統
的
な
ア
イ
ヌ
社
会
は
基
本
的
に
は
狩
猟
採
集
社
会
で
あ
り
、
農
耕
や
飼
育
は
補ほ

じ
ょ助
的
に
お
こ
な

い
ま
し
た
。
ま
た
、
周
辺
社
会
と
の
交
易
に
よ
り
手
に
入
れ
る
品
々
も

あ
り
ま
し
た
。

　

狩
猟
に
は
、
ヒ
グ
マ
や
シ
カ
な
ど
の
大
型
の
動
物
を
捕ほ

か
く獲
す
る
た
め

の
仕し

か掛
け
弓
と
毒
矢
、近
代
以
降こ

う

は
猟り

ょ
う
じ
ゅ
う銃
も
用
い
て
い
ま
す
。
ウ
サ
ギ
、

テ
ン
、
鳥
な
ど
の
小
さ
な
動
物
を
捕
獲
す
る
際
に
は
、
罠わ

な

を
用
い
ま
し

た
。
展
示
し
て
い
る
「
中
小
動
物
捕
獲
器
」
は
、
害が

い
じ
ゅ
う獣
捕
獲
用
の
罠
で

す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
物
の
特
性
に
応
じ
て
工
夫
を
凝こ

ら
し
た
仕
掛

け
罠
が
あ
り
ま
す
。

　

漁
ろ
う
に
は
、
伝
統
的
に
は
突つ

き
鉤か
ぎ

や
銛も

り

、
罠
、
網あ

み

、
弓
矢
と
い
っ

アマッポ（仕掛け弓）
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た
道
具
を
用
い
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
獲と

っ
た
魚
の
魂

た
ま
し
い

を
神
の
国
へ
送
る
た
め
に
、
魚
叩た

た

き
棒ぼ

う

ま
た

は
な
ず
ち
棒
と
い
う
木
製
の
棒
で
魚
の
頭
部
を
打
ち
ま
す
。
サ
ケ
・
マ
ス
類
は
最
も
多
く
獲
れ
る
重
要

な
魚
種
で
あ
り
、
冬
場
に
干ほ

し
て
翌よ

く

年
の
貯
え
に
も
し
ま
す
。

　

採
集
は
、
山
菜
や
木
の
実
、
植
物
性
の
デ
ン
プ
ン
な
ど
を
、
採
れ
る
季
節
に
採
取
し
、
保ほ

ぞ
ん
し
ょ
り

存
処
理
を

し
て
年
間
を
通
し
て
食
事
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

　

交
易
が
ア
イ
ヌ
社
会
の
発は

っ
て
ん展
や
ア
イ
ヌ
文
化
の
醸じ

ょ
う
せ
い成
に
大
き
な
役や

く
わ
り割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
は
近
年

特
に
着
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
隣と

な

り
合
っ
て
い
る
日
本
だ
け
で
は
な
く
、
樺
太
や
千
島
の
他
の
北

方
諸し

ょ

民
族
を
通
し
て
大
陸
と
の
交
易
を
活
発
に
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と

が
、
資
料
調
査
や
文ぶ

ん
け
ん献
調
査
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

交
通
・
運う

ん
ぱ
ん搬

　

山
猟り

ょ
う

は
獲え

も
の物
を
見
つ
け
や
す
い
冬
に
お
こ
な
う
た
め
、
カ
ン
ジ
キ
は

必ひ
つ
じ
ゅ
ひ
ん

需
品
で
し
た
。
冬
は
、
ア
ザ
ラ
シ
や
シ
カ
な
ど
の
毛
皮
を
使
っ
た

靴く
つ

、
夏
場
は
サ
ケ
科
の
魚
皮
製
の
靴
や
ブ
ド
ウ
ヅ
ル
（
ヤ
マ
ブ
ド
ウ
）

な
ど
の
植
物
で
作
る
靴
を
用
い
ま
し
た
。
身
体
を
使
っ
た
荷
物
の
運
搬

道
具
に
は
、
荷
負
縄
や
子こ

お
い負
具
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
編
ん
で
幅は

ば

イタオマチプ（板綴舟）
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広
に
し
た
紐ひ

も

を
前
頭
部
に
引
っ
掛か

け
て
背せ

中
で
背
負お

う
た
め
の
道
具
で
す
。

　

湖こ
し
ょ
う沼
や
川
、
海
岸
沿ぞ

い
の
移
動
に
は
丸ま

る
き
ぶ
ね

木
舟
、
外
洋
へ
の
航
海
に
は
、
丸
木
舟
の
側
面
に
穴あ

な

を
あ
け

て
板
を
何
枚ま

い

も
重
ね
合
わ
せ
て
作
る
板い

た
と
じ
ぶ
ね

綴
舟
を
用
い
ま
し
た
。
ま
た
、
狩か

り
で
の
獲
物
を
運
ん
だ
り
す

る
時
に
は
、
即そ

く
せ
き席
で
作
る
木
皮
船
も
使
用
し
た
と
い
い
ま
す
。

衣い
し
ょ
う装

　

古
く
は
、
魚
皮
、
獣じ

ゅ
う

皮
、
鳥
羽
、
草
皮
や
樹じ

ゅ
ひ皮
の
繊せ

ん
い維
で
作
る
自
製
の
着
物
が
メ
イ
ン
で
し
た
。
ア

ッ
ト
ゥ
シ
と
総
称し

ょ
う

さ
れ
る
樹
皮
や
草
皮
繊
維
製
の
着
物
は
、
自
家
消
費

だ
け
で
な
く
、
近
世
以
降こ

う

は
輸
出
品
と
し
て
も
多
く
生
産
し
ま
し
た
。

交
易
に
よ
っ
て
、
本
州
か
ら
木
綿
が
多
く
手
に
入
る
よ
う
に
な
る
と
、

木
綿
製
の
着
物
が
増
え
ま
し
た
。
着
物
に
は
、
ア
イ
ヌ
文
様
と
呼よ

ば
れ

る
特と

く
ち
ょ
う徴
的
な
文
様
を
刺し

し
ゅ
う繍
や
切
り
伏ふ

せ
（
テ
ー
プ
状
の
細
い
布
を
文
様

状
に
縫ぬ

い
付
け
る
技
法
）
に
よ
っ
て
施ほ

ど
こ

し
ま
す
。
ま
た
、
交
易
で
手
に

入
れ
た
小こ

そ
で袖
や
陣じ
ん
ば
お
り

羽
織
、
蝦え

ぞ
に
し
き

夷
錦
な
ど
も
、
儀ぎ

し
き式
の
際
に
着
用
し
ま
し

た
。

アットゥシ（樹皮衣）
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装そ
う
し
ょ
く飾
品

　

耳
飾か

ざ

り
や
首
飾
り
と
い
っ
た
装
飾
品
は
、
現
在
は
儀ぎ

れ
い礼
で
女
性
の

正せ
い
そ
う装
の
一
部
と
し
て
用
い
ま
す
。
耳
飾
り
は
か
つ
て
男
性
も
身
に
つ
け

て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
明
治
期
に
政せ

い
ふ府
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
た
風
習

の
一
つ
で
す
。
男
性
の
正
装
に
伴と

も
な

う
装
飾
品
と
し
て
は
、
幣へ

い
か
ん冠
、
儀
礼

用
太た

ち刀
と
刀か

た
な
か
け
お
び

掛
帯
、
タ
バ
コ
入
れ
、
陣じ

ん
ば
お
り

羽
織
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
女
性

の
前
掛か

け
（
炊す

い
じ事
な
ど
に
用
い
た
も
の
）
や
針は

り

入
れ
（
裁さ

い
ほ
う縫
道
具
）、

男
性
の
手て

っ
こ
う甲
と
脚き

ゃ
は
ん絆
（
か
つ
て
は
山
猟り
ょ
う

に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
も
の
）

も
現
在
は
正
装
の
一
部
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

世
界
観

　

ア
イ
ヌ
は
、
こ
の
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
魂

た
ま
し
い

が
宿
っ
て
い
る
と
考
え
ま
す
。
そ
の
な
か
で
も
カ

ム
イ
と
し
て
敬う

や
ま

う
存そ

ん
ざ
い在
が
い
ま
す
。
ア
イ
ヌ
に
恵め

ぐ

み
を
与あ

た

え
て
く
れ
る
存
在
や
、
ア
イ
ヌ
の
力
が
及お

よ

ば

な
い
存
在
が
こ
れ
に
あ
た
り
、
物
理
的
な
モ
ノ
だ
け
で
な
く
、
自
然
現
象
や
疫え

き
び
ょ
う病
な
ど
も
含ふ

く

み
ま
す
。

　

カ
ム
イ
の
な
か
で
も
、
山
の
カ
ム
イ
で
あ
る
ヒ
グ
マ
や
、
集
落
を
守
る
カ
ム
イ
で
あ
る
シ
マ
フ
ク
ロ

ウ
な
ど
は
、
も
っ
と
も
位
の
高
い
カ
ム
イ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
カ
ム
イ
の
本
来
的
な
姿す

が
た

か
た
ち
は タマサイ（首飾り）
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ア
イ
ヌ
（
人
間
）
と
同
様
で
す
が
、
ア
イ
ヌ
の
世
界
に
は
、
扮ふ

ん
そ
う装
を
し
て
や
っ
て
来
ま
す
。
カ
ム
イ
た

ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の
仮
の
姿
で
ア
イ
ヌ
の
世
界
に
や
っ
て
来
て
、
そ
の
肉
や
毛
皮
な
ど
、
ア
イ
ヌ
に
と
っ

て
役
立
つ
も
の
を
も
た
ら
し
て
く
れ
ま
す
。
そ
の
お
礼
に
ア
イ
ヌ
は
、
盛せ

い
だ
い大
に
か
れ
ら
を
も
て
な
し
、

た
く
さ
ん
の
お
土
産
物
を
持
た
せ
て
、
カ
ム
イ
の
世
界
へ
霊れ

い

を
送
る
儀ぎ
れ
い礼
を
お
こ
な
い
ま
す
。
も
て
な

さ
れ
た
カ
ム
イ
た
ち
は
、
カ
ム
イ
の
世
界
に
帰
っ
て
仲
間
の
カ
ム
イ
た
ち
に
受
け
た
も
て
な
し
の
こ
と

を
伝
え
、
ま
た
ア
イ
ヌ
の
世
界
へ
仲
間
を
伴と

も
な

っ
て
戻も

ど

っ
て
来
る
の
で
す
。

　

飼
育
し
た
子
グ
マ
や
梟

ふ
く
ろ
う

な
ど
に
対
す
る
霊
送
り
や
、
山
猟り
ょ
う

に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
獲え
も
の物
の
霊
送
り
だ

け
で
な
く
、使
用
し
た
道
具
に
対
し
て
感
謝
す
る
た
め
の
器
物
の
霊
送
り
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

カ
ム
イ
と
ア
イ
ヌ
と
は
、
互ご

け
い恵
的
な
関
係
性
を
築
い
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
カ
ム
イ
が
一
方
的
に
ア
イ
ヌ

に
恩お

ん
け
い恵
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
く
、
ア
イ
ヌ
も
ま
た
カ
ム
イ
の
喜
ぶ
こ
と
を
し
て
あ
げ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
カ
ム
イ
へ
の
感
謝
の
祈い

の

り
は
、
霊
送
り
の
儀
礼
や
先
祖
供く

よ
う養
な
ど
の
特
別
な
時
だ
け
で
な
く
、

日
常
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
す
。

儀ぎ
れ
い礼
用
具

　

儀
礼
用
具
の
う
ち
、
漆し

っ
き器
製
品
や
金
属
製
品
は
交
易
で
手
に
入
れ
た
他
製
品
で
す
が
、
ア
イ
ヌ
文
化

に
お
い
て
そ
れ
ら
は
独
自
に
受
容
さ
れ
、
内
面
化
さ
れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
例
え
ば
、
ア
イ
ヌ
社
会
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に
お
い
て
は
、
金
属
製
の
も
の
は
霊れ
い
り
ょ
く力
が
あ
る
も
の
と
し
て
扱あ

つ
か

わ
れ
ま

す
が
、
刀
だ
け
で
な
く
刀か

た
な
つ
ば鍔
も
重
要
な
も
の
で
、
魔ま

よ除
け
と
し
て
身
に

つ
け
た
り
も
し
ま
し
た
。

　

自
製
品
（
自
分
た
ち
の
手
で
作
る
道
具
）
で
あ
る
イ
ク
パ
ス
イ

（
捧ほ

う
し
ゅ
べ
ら

酒
箆
）
は
、
お
酒
を
入
れ
る
お
椀わ

ん

と
高た

か
つ
き坏
の
セ
ッ
ト
と
一い

っ
し
ょ緒
に
用

い
る
道
具
で
、
そ
の
先せ

ん
た
ん端
に
お
酒
を
つ
け
、
祈い
の

り
言
葉
を
唱
え
な
が
ら

お
酒
を
カ
ム
イ
に
捧さ

さ

げ
ま
す
。
人
間
の
祈
り
言
葉
の
足
り
な
い
と
こ
ろ

を
補お

ぎ
な

い
な
が
ら
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
カ
ム
イ
に
伝
え
て
く
れ
ま
す
。
ま

た
、
イ
ナ
ウ
（
木も

く
へ
い幣
）
と
は
、
カ
ム
イ
に
捧
げ
ら
れ
る
贈お

く

り
物
で
す
。

嗜し
こ
う好
・
芸
能

　

江え

ど戸
初
期
の
十
七
世
紀
に
日
本
に
移
入
さ
れ
た
煙た

ば
こ草
は
、
同
時
期
に
ア
イ
ヌ
社
会
に
も
伝
わ
り
ま
し

た
。
ア
イ
ヌ
文
化
に
お
い
て
は
、
嗜
好
品
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
儀ぎ

れ
い礼
に
も
用
い
ら
れ
ま
す
。
ア
イ

ヌ
（
人
間
）
が
好
む
も
の
は
カ
ム
イ
も
好
む
と
考
え
、
一い

っ
し
ょ緒
に
享き

ょ
う
じ
ゅ受
し
よ
う
と
考
え
る
た
め
で
す
。
煙

草
は
、
煙き

せ
る管
と
セ
ッ
ト
に
し
て
腰こ

し

か
ら
下
げ
て
携け

い
こ
う行
し
ま
し
た
。
タ
バ
コ
入
れ
に
は
、
木
製
の
も
の
や

布
製
の
も
の
、
獣じ

ゅ
う
ひ皮
製
の
も
の
な
ど
が
見
ら
れ
ま
す
が
、
煙
管
さ
し
も
含ふ
く

め
て
、
そ
の
表
面
に
は
精せ

い
ち緻 トゥキ（杯

はい

）とイクパスイ（捧酒箆）
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な
文
様
が
施ほ
ど
こ

さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
あ
り
ま
す
。

　

ア
イ
ヌ
語
で
ム
ッ
ク
リ
と
呼よ

ば
れ
る
口こ

う
き
ん琴
と
い
う
楽
器
は
、
世
界
各
地
で
見
ら
れ
ま
す
が
、
素
材
は

様
々
で
す
。
木も

く
へ
ん片
や
骨ほ

ね

、
金
属
と
い
っ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
現
在
の
ア
イ
ヌ
の
ム
ッ
ク
リ
は
ほ
と

ん
ど
が
竹
製
の
も
の
で
す
。
一
人
で
演え

ん
そ
う奏
し
て
楽
し
む
楽
器
で
す
が
、
か
つ
て
は
自
分
の
想
い
を
相
手

に
伝
え
た
り
、そ
の
時
の
感
情
や
自
然
の
あ
ら
ゆ
る
音
を
一
本
の
ム
ッ
ク
リ
で
表
現
し
た
と
い
い
ま
す
。

ト
ン
コ
リ
と
い
う
五ご

げ
ん
き
ん

弦
琴
は
、
文ぶ
ん
け
ん献
記
録
で
は
、
道
北
か
ら
樺か
ら
ふ
と太
に
か
け
て
の
使
用
が
確か

く
に
ん認
さ
れ
て
い

ま
す
。
戦
後
に
北
海
道
へ
移
住
し
た
樺
太
ア
イ
ヌ
に
よ
っ
て
北
海
道
に
広
く
伝
わ
り
、
現
在
は
ア
イ
ヌ

音
楽
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
各
地
で
製
作
さ
れ
、
演
奏
さ
れ
て
い
ま

す
。
太た

い
こ鼓
は
、
音
楽
と
し
て
奏か

な

で
る
こ
と
を
楽
し
む
と
い
う
よ
り
は
、

儀
礼
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
、
シ
ャ
ー
マ
ン
（
祈き

と
う
し

祷
師
・
霊れ
い

能
力
者
）

の
道
具
で
し
た
。

　

音
楽
と
し
て
最
も
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
豊
か
な
の
は
、
口こ

う
し
ょ
う承
文
芸
に

含
ま
れ
る
神し

ん
よ
う謡（
節
の
つ
い
た
物
語
）
や
、座す

わ

り
歌
、労
働
歌
な
ど
で
す
。

タンパクオプ（煙草入れ）
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ア
イ
ヌ
・
ア
ー
ト

　

釧
路
地
域
で
は
、
阿あ

か
ん寒
湖
や
屈く
っ
し
ゃ
ろ

斜
路
湖
な
ど
の
観
光
地
で
多
く
の
工
芸
家

た
ち
が
腕う

で

を
競
い
、
こ
れ
ま
で
に
数
多
く
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
輩は

い
し
ゅ
つ出
し
て
き

ま
し
た
。
ア
イ
ヌ
工
芸
の
ア
ー
ト
と
し
て
の
確
立
は
、
観
光
業
と
切
り
離は

な

せ

な
い
関
係
に
あ
り
ま
す
。
元
々
は
自
家
消
費
用
の
製
品
と
し
て
用
い
ら
れ
た

民
具
は
、
工
芸
品
と
し
て
外
部
の
文
化
圏け

ん

の
人
々
か
ら
求
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
近
代
以
降こ

う

の
道
内
の
観
光
地
で
の
木も
く
ち
ょ
う彫
や
刺し
し
ゅ
う繍
は
、
そ
れ
ぞ
れ

多
様
な
発
展て

ん

を
遂と

げ
、
ア
ー
ト
作
品
と
し
て
そ
の
作
り
手
や
作
品
一
点
一
点

に
高
い
価か

ち値
を
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
木
彫
や
刺
繍
と
い
っ
た

伝
統
工
芸
、
古
式
舞ぶ

よ
う踊
な
ど
の
伝
統
音
楽
だ
け
で
な
く
、
多
様
な
素
材
や
手

法
に
よ
っ
て
ア
イ
ヌ
文
化
を
表
現
す
る
ア
ー
ト
が
日
々
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

床
とこ

ヌブリ「カムイ・ミンタラ（神々の遊ぶ庭）」
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