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ア
イ
ヌ
民
族
が
地
域
の
河
川
で
サ
ケ
を
捕
獲
す

る
の
は
先
住
民
に
認
め
ら
れ
た
先
住
権
で
、
こ
れ

を
禁
止
す
る
法
や
道
規
制
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と

を
確
認
す
る
裁
判
が
札
幌
地
裁
で
進
ん
で
い
る
。

　
第
三
回
口
頭
弁
論
が
行
わ
れ
た
三
月
四
日
、
進

展
が
あ
っ
た
。
札
幌
地
裁
が
国
と
道
に
対
し
て
、

ア
イ
ヌ
が
江
戸
時
代
以
前
に
漁
業
権
を
有
し
て
い

た
か
、
ま
た
そ
れ
を
不
当
に
奪
っ
た
か
な
ど
の
歴

史
経
緯
に
つ
い
て
の
認
否
を
促
し
た
。
道
や
国
は

「
法
的
根
拠
が
な
い
」
の
一
点
張
り
で
あ
ら
ゆ
る

認
否
を
避
け
て
い
た
。
次
回
期
日
は
、
国
と
道
の

認
識
が
問
わ
れ
る
重
要
な
局
面
に
な
る
。

　
裁
判
は
、
浦
幌
町
の
ア
イ
ヌ
団
体
「
ラ
ポ
ロ
ア

イ
ヌ
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
が
原
告
。
原
告
は
浦
幌
十
勝

川
の
周
辺
に
江
戸
時
代
か
ら
存
在
し
た
地
域
集
団

（
コ
タ
ン
）
の
子
孫
で
、
コ
タ
ン
は
明
治
政
府
が

漁
猟
権
を
侵
害
す
る
ま
で
日
常
的
に
サ
ケ
漁
を
す

る
漁
猟
権
を
持
っ
て
お
り
、
子
孫
が
そ
の
権
利
を

継
承
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。
サ
ケ
捕
獲
の

権
利
が
正
当
性
な
く
違
法
に
奪
わ
れ
た
こ
と
を
立

証
す
る
と
い
う
。
サ
ケ
捕
獲
権
を
求
め
る
目
的
は

生
活
の
基
盤
と
し
て
サ
ケ
漁
を
す
る
た
め
。
原
告

の
代
理
人
弁
護
士
は
「（
国
や
道
の
ア
イ
ヌ
民
族

施
策
は
）
福
祉
予
算
が
中
心
。
自
立
で
き
な
い
と

政
府
を
頼
り
、
そ
れ
が
差
別
に
も
つ
な
が
る
」
と

解
説
す
る
。
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一
方
の
国
と
道
は
「
集
団
サ
ケ
捕
獲
権
を
認
め

る
義
務
は
存
在
し
な
い
」「
漁
業
権
を
認
め
る
法

散 射 韻

い
か
ら
と
言
っ
て
直
ち
に
権
利
が
な
い
と
は
言
え

な
い
。
認
否
で
き
る
も
の
は
し
て
も
ら
う
」
と
国

と
道
に
歴
史
的
な
経
緯
も
含
め
た
認
否
を
促
し

た
。
国
や
道
は
こ
れ
ま
で
、
ア
イ
ヌ
に
対
す
る
同

化
施
策
の
誤
り
は
一
定
認
め
な
が
ら
も
、
そ
の
侵

略
の
経
緯
や
違
法
性
に
は
触
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

両
者
の
認
識
が
示
さ
れ
る
次
回
期
日
は
六
月
一
七

日
だ
。
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三
月
一
七
日
（
執
筆
時
は
同
一
二
日
）
に
は
、

札
幌
地
裁
で
別
の
注
目
裁
判
の
判
決
が
言
い
渡
さ

れ
る
。
同
性
カ
ッ
プ
ル
の
結
婚
を
国
が
認
め
な
い

の
は
「
憲
法
違
反
」
と
し
て
、
道
内
の
同
性
カ
ッ

プ
ル
三
組
六
人
が
国
に
損
害
賠
償
を
求
め
た
訴
訟

だ
。
同
様
の
訴
訟
は
全
国
で
一
斉
に
提
訴
さ
れ
た

が
、
札
幌
地
裁
が
初
め
て
の
司
法
判
断
と
な
る
。

　
最
終
弁
論
で
原
告
側
が
「
婚
姻
は
男
女
間
の
関

係
だ
け
と
考
え
る
合
理
性
は
失
わ
れ
て
い
る
」
と

述
べ
た
よ
う
に
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
取
り
巻

く
社
会
的
認
識
も
変
化
し
て
い
る
。
違
憲
性
を
認

め
る
か
は
厳
し
い
情
勢
だ
が
、
同
性
婚
を
認
め
る

法
整
備
を
し
て
こ
な
か
っ
た
立
法
不
作
為
へ
の
言

及
は
あ
る
の
で
は
、と
関
係
者
の
期
待
は
高
ま
る
。

　
先
住
民
族
に
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
―
―
。
日
本

の
社
会
が
こ
れ
ま
で
奪
い
、
認
め
て
こ
な
か
っ
た

少
数
派
の
権
利
や
尊
厳
の
回
復
に
向
け
た
法
的
道

筋
を
ど
う
つ
け
て
い
く
の
か
。
日
本
社
会
が
問
わ

れ
る
場
面
が
続
く
。

＜

隈＞

的
根
拠
は
存
在
し
な
い
」
と
主
張
し
棄
却
を
求
め

た
。
現
行
の
国
内
法
に
法
的
根
拠
が
な
い
と
し
、

原
告
が
主
張
す
る
過
去
の
経
緯
に
つ
い
て
は
「
認

否
に
あ
ら
ず
」と
し
て
触
れ
る
こ
と
を
避
け
た
の
だ
。

　
そ
れ
に
対
し
原
告
は
「
現
行
法
で
の
根
拠
を
求

め
る
主
張
は
、
国
際
的
理
解
・
認
識
と
か
け
離
れ

た
被
告
ら
独
自
の
特
異
な
見
解
」
と
批
判
す
る
。

国
連
先
住
民
族
の
権
利
宣
言
で
認
め
ら
れ
た
先
住

権
は
、
先
住
民
族
に
固
有
の
権
利
で
「
先
住
民
族

と
し
て
認
め
ら
れ
た
時
点
で
様
々
な
権
利
が
認
識

さ
れ
る
」
こ
と
が
国
際
的
理
解
と
い
う
。

　
原
告
は
、
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
基
本
的
人
権
を

挙
げ
「
固
有
の
権
利
」
を
解
説
す
る
。
基
本
的
人

権
は
憲
法
に
よ
っ
て
初
め
て
認
め
ら
れ
る
権
利
で

は
な
い
。
憲
法
以
前
に
成
立
し
て
い
た
、
人
間
で

あ
る
こ
と
で
認
め
ら
れ
る
は
ず
の
権
利
を
憲
法
が

法
的
な
権
利
と
し
て
確
認
し
擁
護
す
る
も
の
で
あ

り
、「
人
間
の
尊
厳
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
で
あ

れ
ば
、
憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い
な
く
て
も
法
的
保

護
が
認
め
ら
れ
る
権
利
。
こ
れ
を
固
有
の
権
利
と

称
す
る
」。

　
そ
の
上
で
、
先
住
権
は
先
住
民
族
に
固
有
の
権

利
で
あ
る
の
で
、
基
本
的
人
権
同
様
、
法
令
や
国

に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。

各
国
の
先
住
民
施
策
も
合
わ
せ
て
例
示
し
、
国
と

道
の
法
令
上
の
根
拠
を
求
め
る
主
張
を
「
国
際
的

理
解
と
か
け
離
れ
た
主
張
」
と
批
判
す
る
。

　
こ
の
や
り
と
り
を
経
て
、
地
裁
は
被
告
に
対
し

「（
サ
ケ
の
捕
獲
権
が
）
法
律
に
定
め
ら
れ
て
い
な

権利回復の道筋


