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2007年3月

山田秀三文庫の資料から

『ポンカンピソシ』の写真から［2］

フィールドからデスクから

ひでぞう

浦河町の「チノミシリ」（資料番号YF0440／1979年撮影）

●もくじ 



（魚が中に入ると戻れなくなるようなしかけになっています）
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萱野茂『萱野茂のアイヌ語辞典　増補版』（三省堂）より



注1

注2

注3

今も歌われているメロディーの一例
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ピリカ　ピリカ 

タント　シリピリカ 

イナンクル　ピリカ 

ヌンケ　クス　ネ 

ヌンケ　クス　ネ 

pirka pirka 

tanto sirpirka 

inankur pirka 

nunke kusu ne 

nunke kusu ne

ピー　リカー　ピ リ カ　　タン　トシリー　ピ リ カ 

イナンクルー ピ リ カ ヌンケ ク ス ー ネ ー ヌンケ ク スー ネ  



4

 
CC000349 
 
CC000350 

CC000367 
CC000369

 
 
CC000373 
 
CC001370 
 
CC001388 
 
CC001376 

CC000421 
CC000422

 
 
CC000450 
 
CC001380 

CC000448 
CC000449-02 
 
CC000726 

CC000411 
CC000412

 

CC000505 
CC000506

 
 
CC000754 

寄贈による資料 
 
CC000306 
 
CC001410

■研究センター音声・映像資料 

原資料番号 
表　　　　　　　　題 語り手（敬称略） 採 録 年 月 日 採 録 地 公開用 

資料番号 資 　 料 　 の 　 あ 　 ら 　 ま 　 し 

CC800113 
CC800114 
 
CC800115 
 
CC800116 

CC800117 
CC800118 
 
CC800119 
 
CC800120 
 
CC800121 

CC800122 
CC800123 
CC800124 
CC800125 
 
CC800126 

CC800127 
CC800128    
 
CC800129 

CC800130 
CC800131 
 
CC800134 
 
CC800135 

 
 
CC800132 
 
CC800133

平取町の伝承　14（その1）、同（その2） 
　上田トシ氏からウウェペケレ1編、メノコユカラ1編、ヤイサマ1曲を、鍋沢キリ氏からヤイサマ1曲を採録したもの。 
平取町の伝承　15 
　ウウェペケレ1編とその日本語や解説などを採録したもの。 
平取町の伝承　16、平取町の伝承　17 
　上田トシ氏からウウェペケレ1編、上田トシ氏と鍋沢キリ氏からヤイサマとウウェペケレ2編を採録したもの。 
平取町の伝承　18（その1）、同（その2） 
　ウウェペケレ「便所にお椀を入れられたニシパの命を救った女の話」について、不明なアイヌ語の発音や意味などの確認を行ったもの。 
平取町の伝承　19 
　夢見のことや、「オハインカラ」や「オハイヌ」と呼ばれる現象について聞き取りしたもの。 
山道康子さんの伝承　1 
　「オハイヌ」や「オハインカラ」という現象及び守り神についての体験談などを聞き取りしたもの。 
山道康子さんの伝承　2 
　信仰や儀式について聞き取りしたもの。年寄りの行なった魔払いの儀式を見たときの様子やカムイノミに関することなどについて採録している。 
三石地方の伝承　4（その1）、同（その2） 
　歌や踊りに関する聞き取りのほか、ハルオンカミ、寡婦の習俗、熊送り、カムイノミ、古老の思い出、「ツミトリ」の仕事の思い出などについて採録したもの。 
鵡川に伝わるアイヌ文化：泉辰江さん（その1）、同（その2） 
　昔の春日地区（萌別）での暮らしや、祖父母の思い出、葬儀の習俗や魔祓い、歌や踊りでの男性のかけ声、犬の名を呼ぶ歌などについて聞き取りを行ったもの。 
鵡川に伝わるアイヌ文化：小石川セツ子さん　7 
　昔の歌や踊りの思い出、ホリッパの歌、ヤイサマ踊りの歌、子守歌の演唱や、アイヌプリの葬儀やライチシカル、寡婦の服装などについて聞き取りを行ったもの。 
鵡川に伝わるアイヌ文化：笹村トヨさん　1（その1）、同（その2）    
　ウポポやホリッパ、ヤイサマ踊、鳥の鳴き声歌、杵搗き歌の演唱や、熊送りの思い出、キツネ憑きを祓う儀式を手伝った体験などの聞き取りを行ったもの。 
能登谷シゲさんの伝承 
　昔の福満での家屋の内外の様子や、家の中での座位置、間取り、チセノミなどについて聞き取りを行ったもの。 
室蘭地方に伝わるアイヌ文化　1（その1）、同（その2） 
　伝承する歌についての解説や、踊りの踊り方、母の思い出などについてお話をうかがったもの。 
黒川セツの伝承　8 
　アイヌ文化における植物利用などについて聞き取りを行ったもの。 
三石地方の昔の暮らし：幌村隆さん 
　昭和初期から終戦前後の頃のこと、特に当時の家屋の様子などについて聞き取りしたもの。 
 
木村うしもんかさんの口承文芸 
　平取町荷負の木村うしもんか氏による、口承文芸や歌を録音したもの。         
森崎幸雄さんのカムイノミ【映像資料】 
　静内町田原に暮らしてきた森崎幸雄氏によるカムイノミなどの様子を撮影したもの。 

職 員 採 録 資 料 
上田トシ、鍋沢キリ 
 
上田トシ 
 
上田トシ、鍋沢キリ 
 
上田トシ 
 
上田トシ 
 
山道康子 
 
山道康子 
 
 
 
泉辰江 
 
小石川セツ子 
 
笹村トヨ 
 
能登谷シゲ 
 
磯辺マサ子 
 
黒川セツ、青木トキ、貝澤アサノ 
 
幌村隆 
 
 
木村うしもんか 
 
森崎幸雄、森崎マツエ 

1996（平成8）年7月26日 
 
1996（平成8）年9月25日 
 
1997（平成9）年2月28日 
 
1997（平成9）年4月25日 
 
2005（平成17）年7月15日 
 
2005（平成17）年6月24日 
 
2005（平成17）年10月21日 
 
1995（平成7）年5月26日 
 
1996（平成8）年3月15日 
 
2006（平成18）年2月20日 
 
1996（平成8）年3月14日 
 
1998（平成10）年9月3日 
 
1995（平成7）年2月14日 
 
1995（平成7）年8月22日 
 
1998（平成10）年9月24日 
 
 
1970（昭和45）年頃 
 
1993（平成5）年1月3日 

平取町去場 
 
平取町旭 
 
平取町旭、去場 
 
平取町旭 
 
平取町本町 
 
平取町二風谷 
 
平取町二風谷 
 
三石町 
 
鵡川町末広町 
 
鵡川町末広町 
 
鵡川町末広町 
 
平取町荷菜 
 
室蘭市 
 
平取町貫気別 
 
三石町 
 
 
平取町 
         
静内町 

＊音声・映像資料を視聴する時は、公開用資料番号から検索・請求してください。



 
YC000017-03 

YC000110 
YC000111 
YC000112 
YC000113-01 
 
YC000020 
 
YC000023-01 
 
YC000023-02 
 
YC000113-02 
 
YC000198 
 
YC000035 
 
YC000134 
 
YC000011 
 
YC000108 
 
YC000135 
 
YC000194

 
KC000105-02 
 
KC000045-02 
 
KC000041 
 
KC000040 
 
KC000107 
 
KC000108-01 
 
KC000111-02 
 
KC000112-01 
 
KC000112-02 
 
KC000113 
 

KC000102-02 
 
 
KC000103 
 
 
KC000105-01

 
 
 
KC000108-02 
 
KC000109 

KC000109 
KC00110-01

YF0066-01 
YF0066-02 
YF0066-03 
YD0122 
YD0124 
YF0417 
YF0418 
YF0423 
YF0472 
YF0473 
YF0496 
YM1324

■山田秀三文庫　音声資料 

■久保寺逸彦文庫　音声資料 

■山田秀三文庫　文書資料 

原資料番号 
表　　　　　　　　題 語り手（敬称略） 採 録 年 月 日 採 録 地 公開用 

資料番号 資 　 料 　 の 　 あ 　 ら 　 ま 　 し 
 
YC800027 

 
YC800028 
YC800029 
YC800030 

 
YC800031 

 
 
YC800032  

 
 
 
 
 
YC800033 

 
 
 
 
YC800034 

 
 
 
YC800035

白糠の地名と伝承：四宅ヤエ氏 
　白糠の地名やムックリの演奏、歌などを録音したもの。萩中美枝氏による採録資料。 
 
金田一京助氏を囲んで：1964年8月　（1）、同（2）、同（3）、同（4） 
 
　金田一京助氏を囲んで、金田一氏の研究の歩みとそれに関わる人々の思い出などを語ってもらったもの。

 
金田一京助氏を囲んで：1968年9月 
　金田一京助氏を囲んで、山田秀三氏、萩中美枝氏らが懇談しているところを録音したもの。 
金田一京助氏を囲んで：1969年10月 
　山田秀三氏、萱野茂氏、久保寺逸彦氏らが金田一京助氏を訪れ、それぞれの近況や金田一氏のアイヌ語研究の思い出などを懇談した時の録音。 
萱野さんの話：1969年10月 
　カムイノミのときのしきたり、特にお酒を注いだり回したりするときの所作や各々の役割などについて聞き取りを行ったもの。 
アイヌ口承文芸：貝澤とろしの氏　3 
　平取町二風谷出身の貝澤とろしの氏からカムイユカラ１編とウウェペケレ1編（冒頭の部分のみ）を採録したもの。 
久保寺逸彦氏によるアイヌ語テキストの朗読 
 　アイヌ語テキスト（歌と口承文芸）の朗読を録音したもの。     
旭川市での文化財保護協会総会より：杉村キナラブック氏の口承文芸ほか 
　杉村キナラブック氏による口承文芸の口演と、大塚一美氏、久保寺逸彦氏らによる解説などのようすを録音したもの。森竹竹市氏による発言も録音されている。 
知里真志保氏、萩中美枝氏による「ヒバリの鳴き声」 
　知里真志保氏と妻の美枝氏による「ヒバリの鳴き声」をモチーフにした歌を録音したもの。 
アイヌ語の日常会話と女性の習俗：平賀さだ氏 
　アイヌ語の日常会話やいろいろな作法やしきたり、特に女性の習俗について聞き取りしたもの。萩中美枝氏による採録資料。 
アイヌ語会話　1 
　アイヌ語の会話表現について聞き取りしたもの。主に訪問時の挨拶のしかた、用便に行くときの婉曲表現ついて語られている。 
アイヌ語会話　2 
　アイヌ語の会話表現について聞き取りしたもの。主に訪問時のやりとりなどについて、口承文芸（ウウェペケレ）の中での挨拶の表現なども交えて語られている。 
アイヌ語会話　3 
　カムイノミの言葉（途中から）と、山田氏による、「人を訪問するときの話をしてほしい」との言葉（途中まで）のみが録音されている。 

原資料番号 
表　　　　　　　　題 語り手（敬称略） 採 録 年 月 日 採 録 地 公開用 

資料番号 資 　 料 　 の 　 あ 　 ら 　 ま 　 し 
 
KC800038 
 
KC800039

 
KC800040 
KC800041 
 
KC800042 

KC800043 
KC800044 
 
KC800045 

KC800046 
KC800047 
KC800048 
KC800049 
 
KC800050 
 
KC800051 

 
KC800052 
 
 
KC800053 
KC800054 

 
KC800055 
 
 
KC800056 
 
KC800057 
 
KC800058

民俗調査と口承文芸　白糠 
　口承文芸や歌謡、昔の暮らし、送り儀礼などについて調査した際の記録。 
民俗調査　様似　1 
　この地域の地名や、妊娠、出産などについて聞き取りしたもの。 
民俗調査　様似　2　（A面）、同（B面） 
　葬儀に関することについて聞き取りしたもの。このほか、教育の問題や戦後の不良環境地区対策事業に関することなども語られている。 
民俗調査　様似　3 
　葬儀に関することについて聞き取りしたもの。このほか、教育の問題や戦後の不良環境地区対策事業に関することなども語られている。 
民俗調査　鶴居　1（A面）、同（B面） 
　葬儀、出産、育児やお守り、イナウとヌサなどについて聞き取りしたもの。 
民俗調査　鶴居　2 
　結婚式、下紐、ふんどし、葬儀、方角、先祖供養などについて聞き取りしたもの。 
民俗調査　網走　1（A面）、同（B面） 
　出産や育児の習俗などについて聞き取りしたもの。 
民俗調査　網走　2（その1）、同（その2） 
　結婚や葬儀に関わる習俗などについて聞き取りしたもの。 
民俗調査　標茶　1 
　出産、育児、成長した男女の着物、家の寝床や神窓の方角などについて聞き取りしたもの。 
民俗調査　標茶　2 
　女性の着物、結婚、葬儀などについて聞き取りしたもの。 
 
民俗調査　釧路（春採）　1 

　いれずみ、妊娠と出産、子どもの命名などについて聞き取りしたもの。 
 
民俗調査　釧路（春採）　2　（A面）、同（B面） 

　お産、月経、下紐、モウル、結婚、葬儀、あの世のことなどについて聞き取りしたもの。 
 
民俗調査　釧路（春採）　3 

　昔の子どもの遊び、家を来訪するときのしきたり、月経、装身具などについて聞き取りしたもの。 
民俗調査　旭川　4 
　お産に関する習俗、お守り、名付け方などについて聞き取りしたもの。 
民俗調査　旭川　5　（A面） 
　育児、女性のいれずみや耳飾り、結婚などについて聞き取りしたもの。 
民俗調査　旭川　5　（B面）、同　6 
　結婚、葬儀、寡婦の習俗、月経に関することなどについて聞き取りしたもの。 

原資料番号 表　　　　　　　　題 資 　 料 　 の 　 あ 　 ら 　 ま 　 し 
 
北海道蝦夷語地名解　索引 !、@、# 
 
SPOKEN AINU 
久保寺博士資料 
北海道  根室　昭和36年7月 
「北海道  十勝川筋」 
「十勝 広尾」 
分類　東北の内 
東北の内　集録 
標津　昭和62年 
ルヽ モツヘ、トマヽ イ、テシホ三場所境界絵図 

四宅ヤエ 
 
 
金田一京助ほか 
 
 

金田一京助ほか 
 
金田一京助ほか  
 
萱野　茂 
 
貝澤とろしの 
 
久保寺逸彦 
 
杉村キナラブックほか 
 
知里真志保、知里（萩中）美枝 
 
平賀さだ 
 
平賀さだ 
 
平賀さだ 
 
平賀さだ 

四宅ヤエ 
 
澤田金次郎 
 
澤田金次郎 
 
澤田金次郎 
 
八重九郎 
 
八重九郎 
 
古畑ハル 
 
古畑ハル 
 
土佐藤蔵 
 
土佐藤蔵 
 
床タミ、中村ミサオ、結城ヨシ、 
千里タツ、八重フサ 
 
床タミ、中村ミサオ、結城ヨシ、 
千里タツ、八重フサ 
 
床タミ、中村ミサオ、結城ヨシ、 
千里タツ、八重フサ 
 
砂沢ベラモンコロ 
 
砂沢ベラモンコロ 
 
砂沢ベラモンコロ 

 
永田方正『北海道蝦夷語地名解』の各項目を、見出し語ごとに全て切り抜き、アルファベット順に配列し 
直してノート3冊に貼り付けた資料。  

アイヌ語の日常会話などのテキストをまとめた資料。 
久保寺逸彦氏による講義記録や関係資料をまとめたもの。 
1961（昭和36）年7月に、根室市街とその周辺、ノサップ岬、厚床、西別川筋のアイヌ語地名を調査した記録。 
1970（昭和45）年10月に、十勝川筋と利別川筋のアイヌ語地名を調査した記録。 
1973(昭和48）年と1977（昭和52）年に、十勝の広尾とその付近のアイヌ語地名を調査した記録など。 
東北地方の「内」（ナイ）の付く地名を、カード形式で50音順にまとめた資料。 
東北地方の「内」（ナイ）の付く地名を、カード形式で県・郡・市町村ごとにまとめた資料。 
1987（昭和62）年7月の根室管内標津町での講演と、その前後に付近の地名を調査したときの記録。 
ルルモッペ（留萌）からテシホ（天塩）までの日本海沿岸と天塩川の川筋などを描いた絵図。 

1968（昭和43）年4月6日 
 
 
1964（昭和39）年8月5日 
 
 

1968（昭和43）年9月1日 
 
1969（昭和44）年10月19日  
 
1969（昭和44）年10月20日 
 
1969（昭和44）年10月20日 
 
（不明） 
 
1964（昭和39）年8月 
 
1970（昭和45）年6月14日 
 
（不明） 
 
1963（昭和38）年10月17日 
 
（不明） 
 
（不明） 

1968（昭和43）年7月20日 
 
1970（昭和45）年8月12日 
 
1970（昭和45）年8月12日 
 
1970（昭和45）年8月12日 
 
1968（昭和43）年7月21日 
 
1968（昭和43）年7月21日 
 
1968（昭和43）年7月24日 
 
1968（昭和43）年7月24日 
 
1968（昭和43）年7月24、25日 
 
1968（昭和43）年7月25日 
 
1968（昭和43）年7月 
 
 
1968（昭和43）年7月 
 
 
1968（昭和43）年7月 
 
 
1968（昭和43）年7月22日 
 
1968（昭和43）年7月22日 
 
1968（昭和43）年7月22日 

白糠町 
 
 
札幌市 
 
 

札幌市 
 
東京都  
 
東京都 
 
（不明） 
 
（不明） 
 
旭川市 
 
（不明） 
 
（不明） 
 
登別市 
 
（不明） 
 
（不明） 

白糠町 
 
様似町 
 
様似町 
 
様似町 
 
鶴居村 
 
鶴居村 
 
弟子屈町屈斜路 
 
弟子屈町屈斜路 
 
標茶町 
 
標茶町 
 
釧路市 
 
 
釧路市 
 
 
釧路市 
 
 
阿寒町 
 
阿寒町 
 
阿寒町 
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6
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平成18年度企画展の図録より
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編集・発行 北海道立アイヌ民族文化研究センター 
２００７年３月２６日 

〒060－0001　札幌市中央区北1条西7丁目　プレスト1・7　5F 
Tel.011－272－8801（代）　Fax.011－272－8850 
月～金／9：00～17：00　（土・日・祝日／休） 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/abc

この広報紙は、環境に配慮した用紙を使用しています。（古紙配合率100％、白色度70％）


