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人類学の視点

カ

ナ
ダ

・イ

ヌ
イ

ッ
ト

社

会

に
お

け

る

ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア

革

命

　
　
　
　
　
　
　
　

ー

テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
や
電
話
の
普
及
と
利
用
の
影
響
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
し
　
が
み
　
の
ぶ
　
ひ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岸

上

伸

啓

(北
海
道
教
育
大
学
)

極
北

の
狩
猟
民

　
多
く
の
日
本
人
は
、
イ
ヌ
イ

ッ
ト
は
知
ら
な
く

て

も

エ
ス
キ
モ
ー
な
ら
知

っ
て
い
る
に
違

い
な
い
。

エ

ス
キ
モ
ー
と
い
う
と
、
氷

に
と
ざ
さ
れ
た
寒
い
世
界

に
住
み
、
犬
ぞ
り
で
氷
原
を
旅
し
、
ア
ザ

ラ
シ
を

取

っ
て
は
生

で
食
べ
、
夜

に
な
る
と
雪
の
家

で
寝
る
、

自
然
と
と
も

に
生
き
る
入

々
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
を

持

っ
て
い
る
人
が
案
外
多

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、

エ
ス
キ
モ
ー
と

い
う
民
族
名
称
が
民
族
差
別

用
語
で
あ
る
こ
と
を
御
存
知
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ

れ
が
何
気
な
く
使
用
し

て
い
る

「
エ
ス
キ

モ
ー
」
と

い
う
名
称
は
、
ク
リ
ー

・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
語
の

「生

　
　
　
　

や
から

肉
を
食
ら
う
輩
」
を
意
味
す
る
単
語
に
由
来
す
る
と

イヌイットとユイッ トの分布

言
わ
れ
、
米
国
を
除

け
ば
、
こ
の
民
族
名

称
を
公
称
と
し

て
は

使
用
し
な

い
よ
う
に

な

っ
て
き

て
い
る
。

　
我

々
が
、

エ
ス
キ

モ
ー
と
呼

ん
で
き
た

極
北
の
狩
猟
民
は
、

大

別
す

れ

ば

イ

ヌ

イ

ッ
ト
と

ユ
イ

ッ
ト

と
い
う
相
互
に
言
葉
が
通
じ
な
い
二
つ
の
グ
ル
ー
プ

の
両
方
を
指
す
総
称

で
あ

っ
た
。
こ
の
二

つ
の
グ

ル
ー
プ
の
間
に
は
、
言
語
や
文
化
に
大
き
な
差
異
が

み
ら
れ
、
異
な
る
民
族
と
み
な
し
う
る
ぐ
ら
い
の
違

い
が
存
在
す
る
。

ユ
イ

ッ
ト
は
シ
ベ
リ
ア
の

一
部
お

よ
び
ア
ラ
ス
カ
の
中

・
南
西
部
極
北
地
域
を
主
な
居

住
地
と
し
て
お
り
、
イ
ヌ
イ

ッ
ト
は
、
ア
ラ
ス
カ
北

西
部
、
カ
ナ
ダ

の
極
北
地
域
と
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
を

主
な
居
住
地
と
し

て
い
る
。
従

っ
て
、
現
在

の

ユ

イ

ッ
ト
は
、

ロ
シ
ア
と
合
衆
国
に
属
し
、
イ
ヌ
イ

ッ

ト
は
合
衆

国
、
カ
ナ
ダ
お
よ
び
デ

ン
マ
ー
ク
領
グ

リ
ー
ン
ラ
ン
ド
に
属
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

カ
ナ
ダ

・
イ
ヌ
イ

ッ
ト
の
現
状

　
カ
ナ
ダ

・
イ
ヌ
イ

ッ
ト
と
は
、
カ
ナ
ダ
に
住
む
イ

ヌ
イ

ッ
ト
の
総
称
で
あ
る
が
、

一
九
九
〇
年
の
時
点

で
そ
の
総
人

口
は
、
二
万
八
千
あ
ま
り
と
推
定
さ
れ

て
い
る
。
彼
ら
は
、
北
西
準
州
、

ユ
ー
コ
ン
準
州
、

ケ
ベ

ッ
ク
州
の
北
部
お
よ
び
ラ
ブ
ラ
ド
ー
ル
に
広
が

る
寒
冷
ツ
ン
ド
ラ
地
帯
で
生
活
を
営
ん
で
い
る
。

　
現
代
の
カ
ナ
ダ

・
イ
ヌ
イ

ッ
ト
の
生
活
の
現
状
を

簡
単
に
紹
介
し
て
み
た
い
。

一
九
六
〇
年
代
に
カ
ナ

ダ
政
府
の
強
力
な
指
導

の
も
と
に
実
施
さ
れ
た
定
住

化
政
策
の
結
果
、
彼
ら
は
平
均
す
れ
ば
三
五
〇
か
ら

五
〇
〇
人
余
り
の
村
落
を
形
成
し
、
政
府
が
提
供
し

た
暖
房
完
備
の
プ

レ

ハ
ブ
家
屋

で
定
住
生
活
を
お

く

っ
て
い
る
。
村
に
は
、
役
場
、
学
校
、
生
協
、
看

護
所
、
発
電
所
や
ラ
ジ
オ
の
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
放
送
局

が
あ
り
、
現
代
の
生
活
を
お
く
る
う
え

で
ど
う
し
て

も
必
要
と
思
わ
れ
る
施
設
や
設
備
は
カ
ナ
ダ
政
府
や

州
政
府
に
よ

っ
て
提
供
さ
れ

て
い
る
。

　
彼
ら
は
ホ

ッ
キ

ョ
ク
イ

ワ
ナ
、
ア
ザ
ラ
シ
や
野
生

ト
ナ
カ
イ
を
捕
獲
し
て
生
活
の
糧
に
し
て
は
い
る
が
、

飛
行
機
や
船
で
運
ば
れ
て
く
る
食
料
品
に
対
す
る
依

存
度
が
年
々
高
く
な

っ
て
き

て
お
り
、
彼
ら
の
社
会

は
、
現
金
が
な
く

て
は
生
き

て
い
け
な
い
社
会

へ
と

へ
ん
ぽ
う

変
貌
し
て
し
ま

っ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
国
や

(準
)

州
が
支
出
す
る
各
種

の
生
活
補
助
金
や
福
祉
金
、
役

場
や
生
協
な
ど

で
の
賃
金
労
働
、
滑
石
彫
刻
の
製
作

な
ど
に
よ

っ
て
現
金
を
入
手
し
、
生
活
を
お
く

っ
て

い
る
の
が
実
状

で
あ
る
。

　
現
金
収
入
を
得
る
こ
と
は
、
生
き

て
い
く
上

で

も

っ
と
も
大
切
な

こ
と
で
は
あ
る
が
、
成
人
男
子
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
ょろ
う

主
要
関
心
事
は
今

で
も
漁
携
や
狩
猟
で
あ
る
と
い
え

る
。
た
だ
し
、
現
在

で
は
犬
ぞ
り
で
は
な
く
ス
ノ
ー

モ
ー
ビ
ル
を
、
カ
ヤ

ッ
ク
で
は
な
く
船
外
機
付
き
カ

　
　
　
　
　
　
　
やり

ヌ
ー
を
、
弓
矢
や
槍

の
代
り
に
高
性
能
ラ
イ
フ
ル
を

使
用
し
、
近
代
技
術
を
利

用
し
た
生
業
活
動
を
行

な

っ
て
い
る
。
ま
た
、

一
九
八
〇
年
代

に
入
り
、
各

村
に
電
話
が
ひ
か
れ
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
や
ビ
デ
オ

な
ど
の
電
化
製
品
を
ほ
と
ん
ど
の
イ
ヌ
イ

ッ
ト
が
利

用
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
現
在
の
カ
ナ
ダ

・
イ
ヌ
イ

ッ
ト
の
村
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人類学の視点

現代 の カナ ダ ・イ ヌイ ッ トの

村落 イヌク ジュア ック(ケ ベ

ック州北 部)人 口800名 余 り。

テレビを見なが ら夕食 をとるイ

ヌイ ッ トの家族。1990年 北 ケベ

ックの アクリビック村 にて。

 

落
の
大
多
数
は
世
界
か
ら
孤
立
し
た
社
会

で
は
な
く
、

カ
ナ
ダ
社
会
の
中

に
政
治

・
経
済
的
に
組
み
込
ま
れ
、

そ
の

一
部
と
し

て
存
在
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
、
新
し
い
情
報
伝
達
技
術
や
手
段
の
導
入
が
引

き
起

こ
し
た
イ
ヌ
イ

ッ
ト
社
会
の
変
化
を

い
く

つ
か

紹
介
し
て
み
た
い
。

極
北

に
お
け
る

ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
革
命

　

一
九
八
〇
年
代
に
入

っ
て
か
ら
の
カ
ナ
ダ

・
イ
ヌ

イ

ッ
ト
社
会
に
お
け
る
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
や
電
話

の

普
及
と
利
用
は
、
イ
ヌ
イ

ッ
ト
の
生
活
様
式
や
社
会

関
係

に
こ
れ
ま
で
に
な
い
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
。

筆
者
は
、
こ
れ
を
極
北
に
お
け
る
ニ
ュ
ー
メ
デ

ィ
ア

革
命
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　
テ
レ
ビ
の
普
及
に
よ
り
、
イ
ヌ
イ

ッ
ト
も
幾

つ
か

の
テ
レ
ビ
局
の
放
送
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な

っ
た
。
テ
レ
ビ
は
、
娯
楽

の
た
め
に
見
ら
れ
る
こ

と
が
圧
倒
的
に
多

い
が
、
若

い
世
代
の
イ

ヌ
イ

ッ
ト

は
英
語
や
仏
語
を
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
た
め

、

い
ろ
い
ろ
な
番
組
を
通
し

て
、
カ
ナ
ダ
国
内
外
の
政

治
経
済
情
勢
や
外
国
に
つ
い
て
の
知
識
を
得
る
こ
と

が

で
き
る
。
さ
ら
に
、
彼
ら
は
世
界
や
カ
ナ
ダ
国
内

で
自
分
た
ち
が
置
か
れ

て
い
る
立
場
や
係
わ

っ
て
い

る
諸
問
題
を

ニ
ュ
ー
ス
を
通
し
て
少
な
か
ら
ず
認
識

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。
さ
ら
に
イ
ヌ

イ

ッ
ト
自
身
が
制
作
し
た
イ
ヌ
イ
ッ
ト
語

の
文
化
番

組
は
、
彼
ら
の
間

で
イ
ヌ
イ

ッ
ト
民
族
と
し
て
の
民

族
意
識
や
北
方
民
族
と
し
て
の
仲
間
意
識
な
ど
を
生

み
出
す
要
因
の

一
つ
と
な

っ
て
い
る
。

　
だ
が
、
ま
た
、
若
者
は
欧
米
的
な
生
活
様
式
や
考

え
方

に
テ
レ
ビ
番
組
を
通
し
て
接
す
る
よ
う
に
な
り
、

伝
統
的
な
イ
ヌ
イ

ッ
ト
と
は
異
な
る
行
動
様
式
を
好

む
者
も
出
て
き
始
め
た
の
も
事
実

で
あ
る
。
さ
ら
に
、

朝
か
ら
晩
ま
で
の
英
語
や

フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
る
番
組

放
送
は
、
幼
児
や
若
者
の
イ
ヌ
イ

ッ
ト
語
習
得
に
否

定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き

て
い
る
。
ま
た
、
娯
楽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
ん
せき

の
無
か

っ
た
時
代

に
は
、
村
内

の
友
人
や
親
戚
の
者

の
家
々
を
訪
問
し
て
回
る
こ
と
が

一
般
的

で
あ

っ
た

が
、
テ
レ
ビ
や
ビ
デ
オ
が
イ
ヌ
イ

ッ
ト
の
間
に
普
及

す
る
に
つ
れ
て
、
特
別
の
用
事

の
あ
る
時
や
暇
を
も

て
あ
ま
し
て
い
る
時
以
外
は
、
他
の
家
を
訪
問
せ
ず

自
宅
で
朝
か
ら
晩
ま
で
テ
レ
ビ
を
見
る
よ
う
に
な
り
、

人

々
の
訪
問
パ
タ
ン
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
始
め
て
い

る
。

　
電
話
は
本
来
、

一
対

一
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
手
段
で
は
あ
る
が
、
こ
の
普
及
と
利
用
は
、
イ
ヌ

イ

ッ
ト
の
人
間
関
係

に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す

に

至

っ
て
い
る
。

ケ
ベ

ッ
ク
州
北
部

に
あ
る

ア
ク
リ

ビ

ッ
ク
村
で
は
、
電
話
が

一
九
八
〇
年
代

の
半
ば
か

ら
普
及
し
始
め
、
現
在
で
は

一
世
帯
に

一
台
ど
こ
ろ

か
、
多
数
の
若
者
が
自
分
の
部
屋
に
個
人
用
の
電
話

を
引
い
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
電
話
を
利
用
す
れ
ば
、

イ
ヌ
イ

ッ
ト
は
村
内
外
の
人
と
自
由
に
連
絡
が
取
れ

る
よ
う
に
な

っ
た
。

　
村
内
で
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
電
話
を
利
用

す
れ
ば
、
他
の
家
を
訪
問
し
な
く
て
も
、
狩
猟

の
打

ち
合
せ
、
食
事

へ
の
招
待
や
必
要
な
物
を
ね
だ
る
な

ど
の
お
願

い
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
イ
ヌ
イ

ッ
ト

社
会
で
は
、
人
々
は
頻
繁
に
親
族

の
者
を
訪
問
す
る

慣
習
が
あ
る
が
、
テ
レ
ビ
、
ビ
デ
オ
や
電
話

の
普
及

と
と
も
に
、
こ
の
訪
問
慣
習
や
パ
タ
ン
が
変
化
し
、

対
面
的
な
接
触
の
頻
度
が
少
な
く
な

っ
て
き
た
よ
う

に
見
受
け
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
村
外
と

の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
電
話

を
利
用
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
遠
方
や
他
地
域
の
村

に
住
ん
で
お
り
、
日
頃
は
会
う
こ
と
の
で
き
な
い
親

族
の
者
や
友
人
と
電
話

一
本

で
簡
単
に
連
絡
が
取
れ

る
よ
う
に
な

っ
た
。
電
話
が
イ
ヌ
イ

ッ
ト
社
会
に
普

及
す
る
以
前
は
、
ひ
と
た
び
別
れ
、
別

々
の
村
に
住

む

こ
と
に
な
る
と
再
会
は
極
あ

て
難
し

い
こ
と
で

あ

っ
た
が
、
電
話
を
利
用
す
る
よ
う
に
な

っ
て
か
ら

は
、
近
況
を
お
互
い
に
知
ら
せ
合
う
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な

っ
た
。

　
村
内
ラ
ジ
オ
放
送
も
訪
問
パ
タ
ン
や
情
報
交
換
に

影
響
を
及
ぼ
し
た
。
カ
ナ
ダ
政
府
の
政
策

に
よ
り
、

極
北
地
方
に
あ
る
す

べ
て
の
村
落
に
は
、
村
内
向
け

の
F
M
ラ
ジ
オ
放
送
施
設
が
設
置
さ
れ

て
い
る
。
こ

の
F
M
ラ
ジ
オ
放
送
は
、
電
話
の
利
用
と
あ
い
ま

っ

て
、
イ
ヌ
イ

ッ
ト
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン

・
パ
タ

ン
に
革
新
を
も
た
ら
し
て
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
。

　
特
に
、
電
話
と
は
異
な
り
、
ラ
ジ
オ
放
送
は

一
挙

に
、
多
数
の
人
間

に
同
じ
情
報
を
伝
達
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
点

で
重
要
で
あ
る
。
通
常
、

一
人
の

16Arctic　 Circle　 6



人類学の視点

ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
な
り
D
J
が
村
内
に
あ
る
F
M
ラ
ジ

オ
放
送
所
か
ら
、
村
民
に
対
し
放
送
を
し
、
情
報
を

伝
達
す
る
の
が

一
般
的

で
あ
る
が
、
各
世
帯

の
電
話

の
普
及

・
利
用
に
よ
り
、
村
人
が
家
か
ら
放
送
所
に

電
話
を
か
け
れ
ば
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
ラ
ジ

オ
放
送

に
接
続
し
、
村
中
の
全
世
帯

へ
と
そ
の
話
し
を
放
送

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。
す
な

わ
ち

一

方
的
と
は
い
え
、

一
対
複
数
の
村
人
と
の
コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

村
内
で
だ
れ
か
を
捜
し
て
い
る
と
す
る
と
、

ラ
ジ
オ

放
送
所
に
電
話
を
か
け
、
そ
の
人
物

に
た
い
し
、
だ

れ
だ
れ
に
電
話
し
て
く
れ
と
放
送
す
る
。
ま

た
、
村

役
場
や
政
府

の
通
達
事
項
、
誕
生
日
の
お
祝

い
、
子

供

の
出
生
の
知
ら
せ
、
人
の
死
亡
の
知
ら
せ
な
ど
を

放
送
し
た
り
、
村
民
の
意
見
や
情
報
交
換
の
手
段
と

し
て
F
M
ラ
ジ
オ
放
送
が
活
用
さ
れ
て
い
る
。
F
M

ラ
ジ
オ
放
送
を
通
し
て
、
人
が
良
い
こ
と
を
し

て
も

悪
い
こ
と
を
し
て
も
、
す
ぐ
に
他
の
村
民
に
知
ら
れ

て
し
ま
う
。
う
わ
さ
と
と
も
に
、
F
M
ラ
ジ

オ
放
送

は
、
社
会
的
制
裁
や
社
会
統
制
の
手
段
と
い
う
潜
在

的
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
し

て
日
常

の
情
報

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
いさ
つ

交
換
以
外
に
も
、
新
年
の
挨
拶
や
ク
リ
ス
マ
ス
の
お

祝
い
の
た
め
に
、
F
M
ラ
ジ
オ
放
送
が
利
用
さ
れ

て

い
る
の
で
あ
る
。

　
現
在
の
ア
ク
リ
ビ

ッ
ク
村
の
イ
ヌ
イ

ッ
ト

は
、
各

ア ク リビック村のFMラ ジオ

放送 所。1990年 北 ケベ ックの
ア ク リビック村に て。

パ ソコ ンを学 ぶ子供 たち。

1992年 北西準 州ペ リーベ イ村

の中学 校にて 。

自
が
F
M
放
送
所
に
電
話
を
か
け
、
村
民
全
員
や
何

人
か
の
村
民

に
対
し
、
新
年
や
ク
リ
ス
マ
ス
の
メ

ッ

セ
ー
ジ
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。
他

の
村
の
F
M
ラ
ジ
オ
放
送
所

へ
長
距
離
電
話
を
か
け

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
何
百
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
も
離
れ
た

そ
の
村
に
住
む
複
数
の
親
戚
や
友
人
に

一
度
に
新
年

の
挨
拶
や
ク
リ
ス
マ
ス
の
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
各
々
の
村

で
行
な
わ
れ
て
い
る
F
M

ラ
ジ
オ
放
送
や
各
世
帯
に
あ
る
電
話
の
利
用
に
よ
り
、

一
人
の
人
間
が
、

一
方
的

で
あ
る
に
せ
よ
、
村
内
外

の
多
数
の
人
間
に
情
報
を
容
易
に
伝
達

で
き
る
よ
う

に
な

っ
た
と

い
う
点
で
、
イ
ヌ
イ

ッ
ト
の
情
報
交
換

や

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
パ
タ
ン
に
大
き
な
変
化

を
も
た
ら
し
、
ひ
い
て
は
社
会
関
係
に
も
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
村

に
あ
る
小
中
学
校
で
は
、
教
師
の
指
導

の
も
と
、
ビ
デ
オ
、
テ
レ
ビ
、
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー

や
パ
ソ
コ
ン
が
教
育
用
に
積
極
的
に
利
用
さ
れ
る
よ

う
に
な

っ
て
き

て
い
る
。
例
え
ば
、
北
西
準
州
の
ペ

リ
ー
ベ
イ
村
の
小
中
学
校
に
は
、
十
台
以
上

の
パ
ソ

コ
ン
が
生
徒
用
に
設
置
さ
れ
、
利
用
さ
れ

て
お
り
、

今
や
狩
猟
民
イ
ヌ
イ

ッ
ト
が
パ
ソ
コ
ン
を
操
る
時
代

に
突
入
し
た
の
で
あ
る
。

伝
統
文
化
の
保
全
と
新
し
い
文
化
の
創
出

　
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
、
電
話
、
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
普

及
と
利
用
は
、
世
界
の
多
く
の
社
会
の
生
活
様
式
に

多
大
な
影
響
を
与
え
、
そ
の
変
革
を
余
儀
な
く
さ
せ

て
き
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
カ
ナ
ダ

・
イ
ヌ
イ

ッ
ト

社
会

の
場
合
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
の
普
及
と
英
語
や

フ
ラ
ン
ス
語
の
番
組
放
送
が
、
イ
ヌ
イ

ッ
ト
の
伝
統

文
化

の
崩
壊
や
イ
ヌ
イ

ッ
ト
語
の
喪
失

の
大
き
な
原

因

の

一
つ
と
な

っ
て
き
た
と
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
。

筆
者

の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
体
験
か
ら
し
て
も

こ

の
こ
と
は
事
実

で
あ
る
と
思
う
。

　
し
か
し
こ
こ
で
紹
介
し
て
き
た
よ
う
に
新
し
い
情

報
伝
達
手
段
の
利
用
は
、
イ
ヌ
イ

ッ
ト
の
民
族
ア
イ

デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
自
覚
、
自
分
た
ち

の
世
界
や
カ
ナ

ダ
に
お
け
る
政
治
経
済
的
な
位
置
付
け
や
直
面
し

て

い
る
政
治
経
済
的
問
題
の
確
認
、
外
部
社
会
に
つ
い

て
の
情
報
の
収
集
、
村
内
外

で
の
迅
速
な
情
報
交
換

や
親
族
関
係

の
維
持
な
ど
有
益
な
機
能
を
果
た
し

て

い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
イ
ヌ
イ

ッ
ト
語

で
の
各
種
の
番
組
の
放
送
や
ビ
デ
オ
、
テ
レ
ビ
や
ラ

ジ
オ
の
上
手
な
利
用
は
、
伝
統
的
な
イ
ヌ
イ

ッ
ト
文

化
と
イ
ヌ
イ
ッ
ト
語
の
理
解
促
進
や
保
全

に
も
十
分

に
役
立

つ
と
筆
者
は
思
う
。

　
各
民
族
の
文
化
伝
統
は
、
歴
史
の
産
物

で
あ
り
、

そ
の
継
承
も
重
要
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、

一
方
で
は

文
化
伝
統
は
人
間
が
生
き
て
い
く
た
あ

の
必
要
に
応

じ
て
修
正
す
べ
き
も
の
で
も
あ
る
。
文
化
伝
統
は
不

変
の
も

の
で
は
な
く
、
常
に
新
た
に
創
り
続
け
ら
れ

る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
か
か
る
意
味

で
、
テ
レ

ビ
、
ビ
デ
オ
、
ラ
ジ
オ
や
電
話
な
ど
新
た
な
技
術
を

積
極
的

に
利
用
し
な
が
ら
、
残
す
べ
き
伝
統
的
な
文

化
は
継
承
し

つ
つ
、
新
た
な
伝
統
を
創
り
出
す
こ
と

が
、

二
十

一
世
紀
を
迎
え

つ
つ
あ
る
狩
猟
民
イ
ヌ

イ

ッ
ト
の
課
題
の

一
つ
で
あ
る
、
と
筆
者
は
思
う
。
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