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私
た
ち
は

川
を
取
り
戻
し
、

サ
ケ
を
取
り
戻
し
、

生
活
を
取
り
戻
し
た
い
。

ラ
ポ
ロ
ア
イ
ヌ
ネ
イ
シ
ョ
ン 

差さ
し

間ま

正
樹 

２
０
２
０
年
12
月
17
日
、
第
２
回

口
頭
弁
論
に
お
け
る
意
見
陳
述

私
は
、
ラ
ポ
ロ
ア
イ
ヌ
ネ
イ
シ
ョ

ン
の
名
誉
代
表
を
し
て
お
り
ま
す
。

ラ
ポ
ロ
ア
イ
ヌ
ネ
イ
シ
ョ
ン
は
、
旧

称
は
浦う

ら
幌ほ

ろ
ア
イ
ヌ
協
会
と
い
い
、
私

は
長
年
こ
の
会
長
を
し
て
お
り
ま
し

た
。
今
年
の
７
月
に
ラ
ポ
ロ
ア
イ
ヌ

ネ
イ
シ
ョ
ン
と
名
称
を
変
更
し
、
名

誉
会
長
に
な
り
ま
し
た
。
ラ
ポ
ロ
と

は
浦
幌
の
名
の
由
来
で
あ
る
ア
イ
ヌ

語
の
オ
ー
ラ
ポ
ロ
か
ら
取
り
ま
し

た
。
な
ぜ
、
名
称
の
変
更
を
し
た
か

と
い
う
と
、
私
た
ち
の
祖
先
は
コ
タ

ン
と
い
う
集
団
を
作
り
、
こ
の
集
団

ラポロアイヌネイション

サケ捕獲権
確認請求訴訟



が
十
勝
川
で
サ
ケ
捕
獲
権
を
有
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
私
た

ち
子
孫
も
こ
の
サ
ケ
捕
獲
権
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
す

団
体
に
な
ろ
う
と
決
断
し
た
か
ら
で
す
。
私
た
ち
も
か
つ
て

の
コ
タ
ン
の
よ
う
に
サ
ケ
捕
獲
権
を
持
ち
、
自
己
決
定
権
を

持
つ
組
織
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
と
い
う
決
意

を
込
め
て
名
称
を
変
更
し
ま
し
た
。

私
が
、
自
分
が
ア
イ
ヌ
だ
と
確
実
に
分
か
っ
た
の
は
高
校

卒
業
の
時
で
し
た
。
大
学
入
学
に
必
要
な
戸
籍
を
取
り
寄
せ

た
と
き
、
祖
父
の
名
が
エ
コ
シ
ッ
プ
モ
ン
ノ
ス
パ
と
い
う
名

前
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
母
に
「
こ
の
人
は
？
」
と
聞
い
て
も

何
も
言
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
両
親
は
ア
イ
ヌ
だ
と
い
う
こ
と

を
隠
し
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し
、
隠
し
よ
う
は
な
か
っ
た

の
で
し
た
。
父
は
サ
ケ
の
定
置
網
の
権
利
を
取
得
し
ま
し
た

が
、
他
の
和
人
の
漁
師
か
ら
漁
獲
の
多
い
定
置
の
場
所
を
取

ら
れ
た
り
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
嫌
が
ら
せ
を
受
け
て
い
ま
し

た
。
私
も
何
か
変
だ
と
思
い
な
が
ら
い
じ
め
に
あ
っ
て
い
ま

し
た
。
私
は
高
校
生
ま
で
は
た
ぶ
ん
自
分
も
ア
イ
ヌ
な
の
だ

な
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
中
学
時
代
は
ア
イ
ヌ
と
い
う
こ
と

で
暴
力
的
な
い
じ
め
に
も
あ
っ
て
い
ま
し
た
。
子
供
な
が
ら

理
不
尽
だ
と
思
い
ま
し
た
が
何
も
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し

か
し
、
40
歳
代
に
な
っ
て
、
ア
イ
ヌ
で
あ
る
こ
と
を
隠
す
の

は
や
め
よ
う
と
思
う
よ
う
に
な
り
、「
俺
は
ア
イ
ヌ
だ
」
と

面
と
向
か
っ
て
言
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。
す
る
と
、
今
ま
で

嫌
が
ら
せ
を
し
て
き
た
人
た
ち
は
、
嫌
が
ら
せ
を
し
な
く
な

り
ま
し
た
。
母
は
十と

か
ち
ぶ
と

勝
太
ア
イ
ヌ
で
、
父
は
白し

ら
糠ぬ

か
ア
イ
ヌ
で

す
。
私
は
今
で
は
胸
を
張
っ
て
生き

っ
す
い粋

の
ア
イ
ヌ
と
し
て
誇
り

を
持
っ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
こ
の
５
年
の
間
に
十
勝
川
下
流
域
に
あ
っ
た
愛あ

い

牛う
し
コ
タ
ン
、
十
勝
太
コ
タ
ン
な
ど
の
ア
イ
ヌ
墓
地
か
ら
研
究

者
に
よ
っ
て
持
ち
去
ら
れ
た
先
祖
の
遺
骨
１
０
２
体
を
北

大
、
札
医
大
、
東
大
か
ら
取
り
戻
し
、
浦
幌
博
物
館
か
ら
は

十
勝
太
の
遺
跡
か
ら
発
掘
さ
れ
た
江
戸
時
代
の
ア
イ
ヌ
遺
骨

を
返
還
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
私
が
ア
イ
ヌ
遺
骨
を
ア
イ
ヌ

に
帰
さ
せ
る
べ
き
だ
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
北
大
納

骨
堂
の
前
で
の
イ
チ
ャ
ㇽ
パ
（
慰
霊
祭
）
に
参
加
し
た
時
で

し
た
。
私
は
北
海
道
ア
イ
ヌ
協
会
十
勝
支
部
連
合
会
で
、「
ア

イ
ヌ
の
遺
骨
は
全
部
地
元
に
帰
さ
せ
る
べ
き
だ
」
と
発
言
し

た
の
で
す
が
、幹
部
た
ち
か
ら
「
そ
ん
な
こ
と
は
無
理
だ
べ
」

と
笑
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
先
祖
の
遺
骨
を
返
還
さ
せ
る

こ
と
は
ア
イ
ヌ
の
権
利
だ
と
思
い
、
裁
判
を
起
こ
し
て
、
遺

骨
を
取
り
戻
し
た
の
で
す
。
私
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
声
を

あ
げ
な
け
れ
ば
何
も
前
に
進
む
こ
と
は
で
き
な
い
と
確
信
し

ま
し
た
。

私
は
、
３
年
前
に
、
サ
ケ
捕
獲
権
の
勉
強
を
す
る
た
め
に

ア
メ
リ
カ
の
ワ
シ
ン
ト
ン
州
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
ト
ラ
イ
ブ
を

訪
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
１
９
６
０
年
代
に
サ
ケ
の
捕
獲
を

巡
っ
て
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
ト
ラ
イ
ブ
と
州
と
の
「
魚
戦
争
」
と

呼
ば
れ
る
闘
い
が
あ
り
ま
し
た
。
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
人
た
ち

は
自
分
た
ち
の
権
利
を
主
張
し
、
１
９
７
４
年
に
連
邦
地
裁

で
、
そ
の
後
連
邦
最
高
裁
で
勝
利
し
ま
し
た
。
私
は
ア
メ
リ

カ
で
も
自
分
た
ち
の
権
利
を
守
る
た
め
に
先
人
た
ち
が
大
変

な
努
力
を
し
て
い
た
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
現
在
で
は
、
イ

ン
デ
ィ
ア
ン
の
人
た
ち
は
州
や
連
邦
と
協
力
し
て
サ
ケ
資
源

保
全
の
た
め
に
川
の
生
態
系
を
維
持
す
る
活
動
も
し
て
い
ま

す
。
私
も
十
勝
川
の
生
態
系
を
保
全
し
、
サ
ケ
資
源
を
は
じ

め
と
す
る
豊
か
な
自
然
環
境
を
守
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

私
は
、
父
の
跡
を
継
い
で
サ
ケ
の
定
置
網
の
網
元
を
し
て

い
ま
す
。
定
置
網
は
海
で
の
漁
で
す
が
、
や
は
り
ア
イ
ヌ
と

し
て
川
で
の
サ
ケ
漁
へ
の
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
い
ま
す
。
遺

骨
返
還
の
際
に
副
葬
品
と
し
て
手
作
り
の
網あ

針ば
り
と
い
う
網
を

修
理
す
る
道
具
が
返
還
さ
れ
ま
し
た
。
網
針
の
大
き
さ
か
ら

い
っ
て
川
で
の
サ
ケ
漁
の
た
め
の
刺
し
網
を
修
理
す
る
道
具

だ
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
の
先
祖
は
川
で
刺
し
網
漁
を
し
て

い
た
の
だ
と
知
り
ま
し
た
。
サ
ケ
を
獲
り
家
族
の
生
活
を
支

え
、
ま
た
サ
ケ
を
加
工
し
て
交
易
し
、
先
祖
た
ち
は
豊
か
な

生
活
を
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

か
つ
て
先
祖
た
ち
が
漁
を
し
て
い
た
川
は
、
今
、
浦
幌
十

勝
川
と
呼
ば
れ
て
い
る
川
で
す
。
現
在
の
十
勝
川
は
河
川
工

事
で
豊と

よ

頃こ
ろ

町ち
ょ
う

大
津
に
流
れ
て
い
ま
す
が
、
も
と
も
と
は
、

浦
幌
十
勝
川
こ
そ
が
十
勝
川
の
本
流
だ
っ
た
の
で
す
。
か
つ

て
は
川
幅
が
２
０
０
メ
ー
ト
ル
以
上
あ
っ
た
川
は
、
上
流
部

で
十
勝
川
と
分
断
さ
れ
た
た
め
50
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
細
い
川

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
は
分
断
さ
れ
た
十
勝
川
か
ら

導
水
路
を
使
っ
て
、
最
大
毎
秒
９
立
方
メ
ー
ト
ル
の
水
が
引

か
れ
て
い
る
だ
け
で
す
。
そ
の
た
め
、
浦
幌
十
勝
川
を
遡そ

上じ
ょ
うす
る
サ
ケ
は
ほ
と
ん
ど
十
勝
川
に
上
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
で
も
、
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
先
祖
か
ら
受
け
継

い
だ
貴
重
な
サ
ケ
な
の
で
す
。
そ
し
て
い
つ
の
日
か
よ
り
多

く
の
野
生
の
サ
ケ
が
の
ぼ
る
浦
幌
十
勝
川
に
し
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
、
サ
ケ
を
生
活
の
た
め
、
ま
た
経
済
活
動
の
た

め
に
捕
獲
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
ア
イ

ヌ
が
自
立
し
、
生
活
で
き
る
こ
と
を
望
ん
で
い
ま
す
。

私
た
ち
は
川
を
取
り
戻
し
、
サ
ケ
を
取
り
戻
し
、
生
活
を

取
り
戻
し
た
い
の
で
す
。
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ラポロ
アイヌネイション

上の地図の□は
秋サケ定置網漁業権設定地



ラポロアイヌネイション
サケ捕獲権確認請求訴訟
請求の趣旨（2020 年 8月 17日、抜粋）

提訴日　2020 年 8 月 17 日
原告　ラポロアイヌネイション
被告　国、北海道

１）原告が別紙漁業権目録記載の漁業権を有することを確認する
２）訴訟費用は被告らの負担とする
　　　　　　　　　　　　　　──との判決を求める。

【請求の原因】
本件は、浦幌町内唯一のアイヌ集団である原告が、浦幌十勝川河
口部においてサケを捕獲する権利を有することの確認を求める訴
えである。
明治になるまで、北海道、千島、カラフトに居住していたアイヌ
の各小集団（コタンと称されている）は、当該各集団の支配領域（イ
オルと称されていた）において、サケをはじめとする自然資源を
独占的・排他的に使用し、利用していた。このうちサケは、アイ
ヌにとって主要な食糧であるとともに、和人との交易品としても
利用されており、重要な経済活動の資源でもあった。
明治 6 年、明治政府は現札幌市の主要な河川におけるサケの引
き網漁を禁止し、明治 11 年に札幌郡におけるサケマス漁を一切
禁止した。その後サケマスの捕獲の禁止が全道に広がり、明治
30 年には、自家用としてのサケマスの捕獲も禁止した。現在は、
後記するように、国及び北海道によって河川におけるサケ漁につ
いて和人、アイヌに限らず、原則として禁止されている。原告は
十勝川及び浦幌十勝川において一切のサケを捕獲することが禁止
されている。アイヌに関する唯一の例外は文化的伝承等のために
北海道知事の許可を受けて一定数のサケの捕獲が認められている
に過ぎない。
しかし、そもそも明治以降の日本政府によるアイヌ諸集団のサケ
漁を禁止する合法的理由は現在に至るも全く明らかになっておら
ず、かえって違法と考えられている。少なくとも、アイヌ諸集団
のサケ捕獲を禁止する各法令の合法的根拠は明らかにされていな
い。
アイヌの権利に関しては、札幌地裁平成 5 年（行ウ）第 9 号（い
わゆる二風谷ダム事件）において、土地収用法 20 条 3 号の要件
の検討の際に、ダム建設によって失われる利益・諸価値の一つと
してアイヌの文化享有権を認めたのが初めてである。判決による
と、アイヌの文化享有権は、市民的及び政治的権利に関する国
際規約（以下「ICCPR」という。なお日本では一般に B 規約と
も称されるが、ここでは International Covenant on Civil and 
Political Rights の頭文字をとり ICCPR ということにする）27
条及び憲法 13 条によって保障される、とされた。ただし、この
文化享有権は ICCPR の文言上（2 条 1 項「すべての個人に対し」、
26 条「すべての者は」、27 条「当該少数民族に属する者は」）個
人の権利とされており、憲法 13 条も個人の権利を規定している
と解されている。ちなみに最近では、ICCPR27 条は集団の文化
享有権を含むとする学説も散見されるようになったが、法文上は
個人の権利として規定されている。
本件では、原告に属する構成員のアイヌ個人の権利としてサケ捕
獲権を求めるものではなく、アイヌの個々の集団の権利として、
集団としての原告がサケ捕獲権を有することの確認を求めるもの
である。この集団の権利は、講学上「先住権」と称されている権
利のことである。原告は浦幌町に江戸時代から存在していた複数
のコタンが自らの支配領域内において独占的・排他的に有してい
た漁猟権としてのサケ捕獲権を引き継いでいることを主張し、本
件訴えを提起したものである。
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被
告（
国・北
海
道
）は
事
実
関
係
の
認
否
を
忌
避

２
０
２
０
年
12
月
17
日
、
第
２
回
口
頭
弁
論

閉
廷
後
の
原
告
記
者
会
見
・
報
告
会
（
北
海

道
高
等
学
校
教
職
員
セ
ン
タ
ー
）
か
ら

市
川
守
弘
・
原
告
代
理
人

今
日
の
裁
判
で
は
、
前
回
の
第
１
回
口
頭

弁
論
で
「
主
張
は
次
回
す
る
」
と
言
っ
て
い

た
被
告
側
か
ら
、
準
備
書
面
が
出
て
き
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
主
張
の
中
身
は
、
こ
ち

ら
が
訴
状
に
書
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す

べ
て
「
認
否
の
限
り
に
あ
ら
ず
」、
つ
ま
り
、

（
訴
状
に
あ
る
）
そ
う
い
う
事
実
を
認
め
る

か
認
め
な
い
か
、
い
っ
さ
い
答
え
ま
せ
ん
で

し
た
。
被
告
側
は
、
現
行
法
で
あ
る
漁
業
法

と
か
水
産
資
源
保
護
法
と
か
道
条
例
と
か
の

解
説
文
を
出
し
て
、
原
告
に
対
し
て
「
サ
ケ

捕
獲
権
て
い
う
の
は
現
行
法
上
の
何
を
根
拠

と
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
ろ
」
と
い
う
釈

明
を
求
め
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ

ち
ら
の
権
利
の
主
張
は
、「
江
戸
時
代
ま
で

各
ア
イ
ヌ
の
集
団
＝
コ
タ
ン
が
独
占
的
・
排

他
的
な
漁
猟
区
域
を
持
っ
て
、
そ
こ
で
独
占

的
に
漁
猟
権
を
有
し
て
い
た
、
そ
れ
は
講
学

的
に
は
先
住
権
と
い
う
な
か
の
ひ
と
つ
で
す

─
─
」と
い
う
こ
と
。「
そ
の
権
利・権
限
を
、

現
代
に
お
い
て
、
原
告
が
依
然
、
有
し
て
い

る
」
と
主
張
を
し
て
い
る
ん
で
す
が
、
そ
も

そ
も
江
戸
時
代
に
（
各
コ
タ
ン
が
）
持
っ
て

い
た
そ
う
い
う
権
利
に
つ
い
て
、
ま
ず
（
被

告
が
）
認
め
る
の
か
、
そ
れ
と
も
認
め
な
い

の
か
。
認
め
た
う
え
で
、
明
治
以
降
そ
れ
が

無
く
な
っ
た
、
と
い
う
主
張
な
の
か
。
そ
こ

が
ま
っ
た
く
あ
い
ま
い
で
、
何
も
認
否
し
て

い
な
い
、
触
れ
て
い
な
い
ん
で
す
ね
。
被
告

が
「
認
否
を
し
な
い
」
と
な
る
と
訴
訟
が
止

ま
っ
ち
ゃ
う
の
で
、
ち
ゃ
ん
と
認
否
す
る
よ

う
に
（
裁
判
長
か
ら
被
告
に
指
揮
し
て
く
だ

さ
い
と
）
言
い
ま
し
た
。
国
側
は
論
点
を
ず

ら
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
ち
ら
と
し
て
は
、

明
治
維
新
の
直
後
に
土
地
が
奪
わ
れ
、
サ
ケ

捕
獲
権
を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
自
然
資
源
に
対

す
る
権
利
が
奪
わ
れ
て
い
っ
た
、
そ
の
事
実

を
認
め
る
の
か
認
め
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も

（
ア
イ
ヌ
か
ら
の
権
利
剥
奪
に
）
何
か
正
当

な
根
拠
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
国
側
が
答

え
る
べ
き
義
務
だ
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い

ま
す
。
そ
れ
に
触
れ
た
が
ら
な
い
国
に
対
し

て
、
次
回
、
さ
ら
に
詳
細
な
主
張
を
し
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

差
間
正
樹
・
Ｒ
Ａ
Ｎ
名
誉
会
長

私
の
今
日
の
主
張
は
、
私
た
ち
の
先
祖
が

十
勝
川
の
河
口
域
で
サ
ケ
を
獲
っ
て
い
た
、

そ
の
こ
と
に
触
れ
て
、
そ
れ
で
私
た
ち
も
、

同
じ
よ
う
に
十
勝
川
の
河
口
域
で
サ
ケ
を
漁

獲
し
た
い
、
私
た
ち
の
生
活
の
た
め
に
、
サ

ケ
の
捕
獲
を
権
利
と
し
て
認
め
て
ほ
し
い
、

と
い
う
主
張
を
し
た
わ
け
で
す
。

フ
ロ
ア

北
海
道
新
聞
の
角
田
と
申
し
ま
す
。
弁
護

団
に
質
問
し
ま
す
。
相
手
側
の
求
釈
明
に
対
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し
て
、
ど
の
よ
う
に
答
え
て
い
く
予
定
で

し
ょ
う
か
。

市
川
守
弘
弁
護
士

求
釈
明
は
、「（
ラ
ポ
ロ
ア
イ
ヌ
ネ
イ
シ
ョ

ン
が
浦
幌
十
勝
川
河
口
域
で
の
サ
ケ
漁
の
権

利
を
有
す
る
と
す
る
）
現
行
法
上
の
根
拠
を

示
せ
」
だ
か
ら
、「
そ
ん
な
も
の
は
な
い
よ
」

と
い
う
回
答
は
す
る
つ
も
り
で
す
。だ
っ
て
、

江
戸
時
代
に
あ
っ
た
権
利
が
、
そ
の
後
、
認

め
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
だ
か
ら
、今
の
法
律
、

戦
後
に
で
き
た
漁
業
法
や
水
産
資
源
保
護
法

と
い
っ
た
法
律
に
（
先
住
権
の
）
根
拠
が
あ

る
は
ず
は
な
い
。
今
後
、
弁
護
団
で
細
か
い

打
ち
合
わ
せ
を
し
な
が
ら
、
準
備
し
ま
す
。

フ
ロ
ア

訴
状
の
大
部
分
を
割
い
て
説
明
し
て
あ
る

事
実
関
係
に
つ
い
て
、
国
側
は
「
認
否
の
限

り
で
な
い
」
と
い
う
一
言
で
済
ま
せ
て
い
ま

す
が
、
そ
ん
な
国
の
姿
勢
に
つ
い
て
思
う
と

こ
ろ
が
あ
れ
ば
。

差
間
正
樹
さ
ん

北
海
道
は
も
と
も
と
私
た
ち
の
先
祖
が
住

ん
で
い
た
土
地
で
す
。だ
か
ら
、イ
ウ
ォ
ル
っ

て
い
う
ん
で
す
け
ど
、
生
活
す
る
範
囲
、
領

域
を
認
め
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

私
た
ち
は
十
勝
川
の
河
口
域
に
住
ん
で
い
る

ん
で
、
十
勝
川
の
河
口
域
に
は
私
た
ち
の
領

域
が
あ
る
ん
だ
よ
っ
て
こ
と
を
、
な
ん
と
か

国
に
認
め
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

フ
ロ
ア

国
が
「
認
否
の
限
り
で
な
い
」
と
い
う
だ

け
の
答
え
を
返
し
て
き
た
こ
と
に
対
し
て

は
、
ど
の
よ
う
に
お
感
じ
で
す
か
？

差
間
正
樹
さ
ん

国
が
何
と
言
お
う
と
、
私
た
ち
に
は
サ
ケ

を
獲
る
権
利
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
要

求
し
て
い
く
だ
け
で
す
ね
。

市
川
守
弘
弁
護
士

今
回
の
被
告
＝
国
の
対
応
は
、あ
る
意
味
、

想
定
内
な
ん
で
す
。
こ
の
訴
訟
に
真
摯
に
対

応
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
１
５
０
年
の
歴
史
を

ど
う
み
る
か
、
場
合
に
よ
っ
た
ら
そ
れ
（
従

来
の
史
観
）
を
ひ
っ
く
り
返
す
か
っ
て
い
う

問
題
な
の
で
、
そ
う
簡
単
に
は
（
認
否
）
で

き
な
い
だ
ろ
う
。
だ
け
ど
、
こ
こ
で
逃
が
さ

な
い
で
、
１
５
０
年
の
、
明
治
以
降
の
歴
史

に
つ
い
て
、
国
に
ち
ゃ
ん
と
し
た
認
識
を
明

ら
か
に
さ
せ
た
い
。
今
ま
で
「
有
識
者
懇
」

と
か
、
北
大
の
い
ろ
ん
な
学
者
は
、
ア
イ
ヌ

の
先
住
権
は
明
治
以
前
に
は
あ
っ
た
け
れ
ど

も
、
な
ん
か
自
然
に
な
く
な
っ
た
か
の
よ
う

に
記
述
し
て
い
て
。
問
題
は
、
明
治
初
年
の

こ
ろ
何
が
あ
っ
た
の
か
─
─
。
よ
う
は
侵
略

か
ど
う
か
っ
て
こ
と
で
す
。
国
は
そ
う
簡
単

に
は
答
え
ら
れ
な
い
し
、
な
る
べ
く
答
え
な

い
で
逃
げ
た
い
。
そ
れ
を
逃
が
さ
な
い
で
、

ど
う
や
っ
て
シ
ッ
ポ
を
つ
か
む
か
、
そ
の
せ

め
ぎ
あ
い
な
ん
で
す
。

フ
ロ
ア

共
同
通
信
で
す
。
原
告
側
の
求
め
る
判
断

を
す
る
時
、
裁
判
所
と
し
て
は
、
ど
う
い
っ

た
法
律
上
の
裏
付
け
で
（
権
利
を
）
認
め
る

こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
？

市
川
守
弘
弁
護
士

権
利
っ
て
い
う
の
は
、「
何
か
法
律
が
あ

る
か
ら
」
あ
る
い
は
「
憲
法
が
あ
る
か
ら
」

と
い
っ
て
認
め
ら
れ
る
も
の
じ
ゃ
な
い
ん

で
す
よ
。
権
利
（
の
根
拠
）
っ
て
い
う
の

は
、
歴
史
の
中
で
、
そ
の
権
利
行
使
が
尊
重

す
べ
き
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ど

う
か
、
な
ん
で
す
よ
。
日
本
の
、
特
に
法
学

研
究
者
が
悪
い
ん
だ
け
ど
、
常
に
ま
ず
「
○

○
権
」
が
あ
る
か
な
い
か
を
議
論
し
て
い
く

わ
け
。
こ
れ
は
日
本
独
特
の
や
り
方
な
ん
で

す
。
た
と
え
ば
原
発
訴
訟
な
ん
か
で
も
、
ま

ず
「
人
格
権
が
あ
り
ま
す
」
と
確
認
し
た
上

で
「
再
稼
働
差
し
止
め
」
を
求
め
る
形
が
と

ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
そ
の
権
利
が
あ
る
か
な

い
か
を
議
論
す
る
っ
て
い
う
の
が
、
日
本
独

特
の
法
学
者
の
と
ら
え
方
だ
け
ど
、
そ
の
考

え
方
じ
ゃ
な
く
て
、
歴
史
的
事
実
と
し
て

「
何
が
あ
っ
た
の
か
」「
ど
う
い
う
権
利
行
使

を
し
て
い
た
の
か
」（
を
議
論
す
べ
き
）。
い

ま
そ
れ
が
な
い
と
い
う
な
ら
、
ど
う
し
て
な

く
な
っ
た
の
か
。
な
く
な
っ
た
過
程
に
正
当

性
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
。
こ
れ
を
問
う
ん

で
す
よ
。
た
と
え
ば
「
先
住
民
族
の
権
利
に

関
す
る
国
連
宣
言
」
の
中
で
「
土
地
や
自
然

資
源
に
対
す
る
権
利
を
先
住
民
族
は
持
っ
て

い
ま
す
」
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
あ
れ

も
、
宣
言
が
あ
る
か
ら
権
利
が
生
ま
れ
た
わ

け
じ
ゃ
な
い
。
宣
言
が
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う

が
、
も
と
も
と
権
利
は
あ
っ
た
ん
で
す
。
宣

言
は
そ
の
権
利
を
「
そ
う
だ
よ
ね
」
と
確
認

し
た
だ
け
な
ん
で
す
。（
こ
の
訴
訟
で
は
）

そ
う
い
う
問
い
か
け
を
し
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
日
本
の
法
学
者
、
裁
判
所
の
人
た
ち

に
ど
う
や
っ
て
そ
の
よ
う
な
帰
納
法
的
な
論

理
の
組
み
立
て
を
理
解
し
て
も
ら
う
か
、
と

い
う
と
こ
ろ
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら

（
原
告
は
）
法
律
と
か
憲
法
に
規
定
さ
れ
て

い
る
権
利
を
一
生
懸
命
探
し
て
見
つ
け
る
と

い
う
作
業
は
、
し
ま
せ
ん
。

フ
ロ
ア

向
こ
う（
被
告
）が「
江
戸
時
代
に
は（
コ

タ
ン
に
）
そ
う
い
っ
た
権
利
が
あ
っ
た
」
と

認
め
る
と
、
そ
れ
が
糸
口
に
な
り
、
そ
こ
か

ら
「
な
ぜ
そ
れ
が
な
く
な
っ
た
の
か
」
を
立

証
す
る
責
任
が
向
こ
う
に
出
て
く
る
、
と
い

う
こ
と
で
す
ね
？

市
川
守
弘
弁
護
士

そ
う
で
す
。
そ
れ
が
、
向
こ
う
（
被
告
）

側
が
「
侵
略
」
を
正
当
化
で
き
る
理
由
に
な

る
は
ず
な
ん
で
す
。
土
地
も
そ
う
で
し
ょ
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う
。
自
然
資
源
も
。
だ
っ
て
江
戸
時
代
は

（
蝦え

夷ぞ

地ち

は
日
本
に
と
っ
て
）
外
国
な
ん
だ

か
ら
。
そ
れ
が
な
ん
で
い
き
な
り
日
本
国
内

に
入
っ
ち
ゃ
っ
た
の
？　
そ
こ
を
問
う
裁
判

な
ん
で
す
よ
。
向
こ
う
が
ど
う
い
う
主
張
を

し
て
く
る
の
か
…
…
。
だ
か
ら
大
変
で
し
ょ

う
。
１
５
０
年
の
歴
史
を
、
場
合
に
よ
っ
て

は
ひ
っ
く
り
返
す
よ
う
な
主
張
、
あ
る
い
は

裁
判
所
の
判
断
が
出
て
く
る
可
能
性
が
あ
る

わ
け
だ
か
ら
。向
こ
う
も
す
ご
い
慎
重
で
す
。

フ
ロ
ア

朝
日
新
聞
の
芳
垣
で
す
。
差
間
さ
ん
に
お

う
か
が
い
し
ま
す
。
今
日
の
法
廷
で
、
ご
自

身
の
ご
体
験
を
元
に
意
見
陳
述
さ
れ
ま
し
た

が
、
お
気
持
ち
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

差
間
正
樹
さ
ん

私
た
ち
が
、
自
分
の
出し

ゅ
つ
じ自

と
い
う
ん
で
す

か
、
自
分
が
い
っ
た
い
何
者
な
ん
だ
ろ
う
か

と
い
う
こ
と
で
、
悩
ん
だ
り
苦
し
ん
だ
り
し

て
い
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
子
ど
も
の
時
か

ら
の
経
験
を
通
し
て
、
み
ん
な
、
自
分
の
子

ど
も
の
た
め
、
親
戚
の
た
め
、
親
き
ょ
う
だ

い
の
た
め
に
、
黙
り
込
ん
で
し
ま
う
。
そ
う

い
っ
た
こ
と
を
、
何
と
か
、
み
な
さ
ん
の
前

で
主
張
し
て
み
た
い
と
ず
ー
っ
と
思
っ
て
い

た
ん
で
す
。今
日
、サ
ケ
の
捕
獲
権
を
め
ぐ
っ

て
、
私
た
ち
の
先
祖
が
持
っ
て
い
た
権
利
を

ど
う
し
て
な
く
し
て
し
ま
っ
た
の
か
。い
ま
、

川
で
魚
一
本
捕
っ
た
っ
て
、
密
漁
で
捕
ま
っ

て
し
ま
い
ま
す
よ
ね
。
な
ん
で
こ
う
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
か
。
自
分
の
経
験
を
み
な
さ
ん

の
前
で
さ
ら
け
出
し
て
、
私
た
ち
は
こ
う

や
っ
て
大
き
く
な
っ
て
き
た
ん
だ
よ
と
い
う

こ
と
を
主
張
し
て
み
た
い
と
思
っ
た
わ
け
で

す
。

フ
ロ
ア

フ
リ
ー
ラ
イ
タ
ー
の
平
田
で
す
。
差
間
さ

ん
の
陳
述
で
、
サ
ケ
に
つ
い
て
捕
獲
の
権
利

の
み
な
ら
ず
、「
川
に
野
生
の
サ
ケ
を
戻
し

た
い
」
と
、
環
境
の
こ
と
を
述
べ
て
い
ら
し

た
の
が
非
常
に
印
象
的
で
し
た
。

差
間
正
樹
さ
ん

サ
ケ
の
漁
業
に
つ
い
て
、
み
な
さ
ん
新
聞

で
も
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す

が
、
非
常
に
不
漁
が
続
い
て
い
る
ん
で
す
よ

ね
。
原
因
は
、
も
し
か
し
た
ら
稚ち

ぎ
ょ魚

が
う
ま

く
再
生
産
に
乗
っ
て
い
な
い
か
ら
じ
ゃ
な
い

か
な
、
と
思
う
ん
で
す
。
な
ん
で
こ
う
い
う

こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
川
の
状
態
が
ど
う
な

の
か
。
稚
魚
が
川
か
ら
海
に
出
て
い
く
時
に

ど
う
い
っ
た
環
境
に
お
か
れ
て
い
る
の
か
。

も
う
一
度
、
私
た
ち
は
自
分
の
足
下
っ
て
い

う
ん
で
す
か
、
そ
れ
を
振
り
返
っ
て
、
私
た

ち
が
今
ま
で
サ
ケ
の
稚
魚
に
行
な
っ
て
き
た

こ
と
を
も
う
一
度
、
考
え
直
し
て
み
る
必
要

が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
ん
で

す
。
た
と
え
ば
私
た
ち（
サ
ケ
漁
業
者
）は
、

毎
年
、
川
に
稚
魚
を
流
し
て
き
て
い
る
ん
で

す
け
ど
、
人
工
的
に
流
し
た
稚
魚
が
、
一
回

の
雨
で
全
滅
状
態
に
な
る
こ
と
も
あ
る
ん
で

す
よ
ね
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
で
も
稚
魚
が
次

か
ら
次
か
ら
川
か
ら
海
に
向
か
っ
て
泳
い
で

い
く
ん
で
す
よ
。
そ
の
稚
魚
こ
そ
、
天
然
由

来
の
稚
魚
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
っ
て
、

川
を
見
つ
め
て
い
る
ん
で
す
。（
サ
ケ
の
再

生
産
過
程
を
）
全
部
、
人
工
的
に
管
理
し
て

い
く
の
は
、
今
ま
で
は
よ
か
っ
た
の
か
も
知

れ
な
い
で
す
け
ど
、
今
後
ど
う
な
の
か
な
っ

て
い
う
議
論
が
い
ま
、
海
岸
で
出
さ
れ
る
べ

き
だ
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

フ
ロ
ア

支
援
者
の
松
本
で
す
。
韓
国
の
徴
用
工
問

題
で
も
、
日
本
政
府
は
頑
と
し
て
植
民
地
支

配
の
責
任
は
と
ら
な
い
、と
い
う
姿
勢
で
す
。

そ
こ
で
質
問
で
す
が
、
カ
ナ
ダ
や
ア
メ
リ
カ

な
ど
は
、
国
家
と
し
て
植
民
地
支
配
の
責
任

を
認
め
た
う
え
で
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
テ
リ

ト
リ
ー
の
い
ろ
ん
な
権
利
を
返
還
し
た
と
い

う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

市
川
守
弘
弁
護
士

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
ア
メ
リ
カ
大
陸
を
〝
発

見
〟
し
た
時
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
ト
ラ
イ
ブ

─
─
ア
イ
ヌ
で
い
う
コ
タ
ン
の
よ
う
な
集
団

が
、
そ
も
そ
も
独
立
国
家
と
し
て
何
千
も
成

立
し
て
、お
互
い
に
戦
争
も
し
て
い
た
、と
。

そ
こ
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
入
っ
て
き
た
時
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
国
（
で
最
初
に
〝
発
見
〟

し
た
）、
つ
ま
り
イ
ギ
リ
ス
が
、
フ
ラ
ン
ス

と
か
ス
ペ
イ
ン
を
排
除
し
て
、
各
ト
ラ
イ
ブ

か
ら
土
地
を
買
い
取
る
権
利
を
持
つ
ん
だ
、

と
い
う
理
解
が
あ
る
ん
で
す
。「
デ
ィ
ス
カ

バ
リ
ー
・
ド
ク
ト
リ
ン
／
発
見
の
原
理
」
と

言
う
ん
だ
け
ど
も
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
都
合

の
い
い
論
理
で
は
あ
る
ん
で
す
が
、
た
と
え

そ
の
原
理
の
下
で
あ
っ
て
も
、
独
立
国
と
し

て
存
在
し
て
い
た
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
ト
ラ
イ

ブ
の
対
内
的
な
主
権
・
支
配
、
こ
れ
は
失
わ

れ
な
い
、
と
い
う
大
前
提
は
あ
り
ま
し
た
。

だ
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
政
府
は
（
各
ト
ラ

イ
ブ
と
）
条
約
を
結
ん
で
土
地
を
買
い
取
っ

て
い
っ
た
。
そ
う
い
う
形
で
ア
メ
リ
カ
の
開

拓
が
進
ん
で
い
く
わ
け
で
す
。対
外
的
に
は
、

サケをモチーフにしたラポロアイヌネイションの
新しいロゴマークがお披露目されました（p1も）。
イラストレーター殿平有子さんの作品です。
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た
と
え
ば「
ル
イ
ジ
ア
ナ
買
収
」と
い
っ
て
、

（
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
だ
っ
た
）
ル
イ
ジ
ア
ナ

の
す
ご
い
広
い
範
囲
を
ナ
ポ
レ
オ
ン
か
ら
何

千
万
ド
ル
で
買
っ
た
と
か
（
１
８
０
３
年
）、

ア
メ
リ
カ
・
メ
キ
シ
コ
戦
争
（
１
８
４
６

〜
48
年
）
で
ア
リ
ゾ
ナ
・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
・
コ
ロ
ラ
ド
な
ど
を
取
得
し
た
と
か
。
日

本
が
明
治
維
新
（
１
８
６
８
年
）
を
迎
え
る

時
に
は
、
ハ
ワ
イ
州
を
除
き
、
ア
ラ
ス
カ
を

含
め
、
今
の
よ
う
な
合
衆
国
が
で
き
て
い
た

の
。で
き
て
い
て
も
、そ
こ
は
依
然
イ
ン
デ
ィ

ア
ン
が
支
配
し
て
い
る
土
地
な
の
。
だ
か
ら

イ
ン
デ
ィ
ア
ン
と
条
約
を
結
ん
で
土
地
を
買

い
取
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
正
統
性
が
連
邦
最

高
裁
の
判
例
で
ど
ん
ど
ん
裏
づ
け
ら
れ
て
い

く
わ
け
で
す
よ
、
１
８
２
０
年
〜
30
年
代
に

ね
。（
合
衆
国
の
場
合
は
）
そ
も
そ
も
植
民

地
が
何
か
っ
て
い
う
定
義
を
す
る
必
要
も
な

い
わ
け
。
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
ト
ラ
イ
ブ
と
は

そ
う
い
う
存
在
な
ん
だ
、
と
い
う
前
提
だ
か

ら
ね
。
じ
ゃ
あ
日
本
は
ど
う
か
。
明
治
維
新

以
後
、
開
拓
使
が
お
雇
い
外
国
人
を
招し

ょ
う
へ
い聘し

て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
合
衆
国
政
府
農
務
局

長
（Com

m
issioner in the D

epartm
ent 

of Agriculture

）
の
ホ
ラ
シ
・
ケ
プ
ロ
ン

（H
orace Capron

）
が
い
ま
す
。
ケ
プ
ロ

ン
が
黒
田
清
隆
・
開
拓
次
官
に
報
告
書
を
出

し
て
い
て
、
ア
メ
リ
カ
で
の
白
人
に
対
す
る

土
地
払
い
下
げ
の
法
律
な
ど
を
紹
介
し
て
い

ま
す
。
そ
こ
に
は
、
白
人
に
払
い
下
げ
る
対

象
地
に
つ
い
て
「
公
有
地
の
一
区
」
と
書
い

て
あ
り
ま
す
。「
払
い
下
げ
る
対
象
は
公
有

地
で
す
よ
」
と
ホ
ラ
シ
・
ケ
プ
ロ
ン
は
開
拓

使
に
説
明
し
て
い
る
ん
で
す
。
公
有
地
と
は

何
か
。
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
土
地
は
公
有
地
に

は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
ト
ラ

イ
ブ
と
条
約
を
結
ん
で
、
連
邦
政
府
が
買
い

取
っ
た
土
地
を
公
有
地
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ラ

ン
ド
と
言
う
ん
で
す
。
ア
メ
リ
カ
で
は
ど
う

い
う
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
対
策
の
下
で
白
人
が
開

拓
を
し
て
い
っ
た
か
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
か
ら

正
当
に
土
地
を
買
い
取
っ
て
い
か
な
い
と
連

邦
政
府
の
土
地
＝
公
有
地
に
は
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
を
、（
ケ
プ
ロ
ン
報
告
書
を
受
け

て
）
開
拓
使
は
じ
ゅ
う
じ
ゅ
う
理
解
し
て
い

た
。
分
か
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
無
視
し
た
ん

で
す
よ
。
だ
か
ら
僕
は
、「
そ
れ
は
侵
略
で

し
ょ
う
」
と
（
主
張
し
て
い
ま
す
）。
本
来

や
る
べ
き
こ
と
が
分
か
っ
て
い
な
が
ら
、
そ

れ
を
無
視
し
て
、一
方
的
に「
蝦
夷
地
」を「
北

海
道
」
に
し
て
、
開
拓
使
を
置
い
て
国
有
地

化
宣
言
し
て
何
郡ぐ

ん
何
国の

く
にを

置
い
て
い
く
わ
け

で
し
ょ
。そ
れ
は
一
般
に
言
う
侵
略
で
し
ょ
、

と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う

こ
と
を
次
回
、
ま
あ
北
米
の
こ
と
を
言
う
か

ど
う
か
は
分
か
ん
な
い
け
ど
、
主
張
し
た
い

と
は
思
っ
て
い
ま
す
。

長
岡
麻
寿
恵
弁
護
士
（
原
告
弁
護
団
）

北
米
で
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
が
自
分
た
ち
の

持
っ
て
い
た
土
地
を
利
用
し
、
そ
こ
で
狩
り

を
し
、
漁
業
を
し
、
い
ろ
ん
な
植
物
を
採
取

す
る
権
利
、
こ
れ
は
先
住
民
族
と
し
て
そ
の

地
に
ず
ー
っ
と
生
き
て
き
た
人
た
ち
が
持
っ

て
い
た
権
利
な
ん
で
す
ね
。
ア
イ
ヌ
の
人
た

ち
も
同
じ
よ
う
に
コ
タ
ン
と
い
う
集
団
で
生

活
し
、
時
に
は
漁
場
を
め
ぐ
っ
て
争
い
、
土

地
を
利
用
し
、
漁
を
し
、
狩
猟
を
し
、
植
物

を
採
取
す
る
、
そ
う
い
う
生
活
を
し
て
、
そ

う
い
う
権
利
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
す
よ

ね
。
そ
れ
を
、
市
川
弁
護
士
が
言
っ
た
よ
う

な
形
で
、日
本
の
明
治
政
府
は
否
定
し
、奪
っ

て
き
た
。
こ
こ
の
事
実
関
係
、
歴
史
を
き
ち

ん
と
認
識
す
る
か
ど
う
か
、
正
面
か
ら
認
め

る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
、
先
ご
ろ
の
道

議
の
「
甘
や
か
し
」
発
言
（
の
評
価
）
に
も

つ
な
が
る
で
し
ょ
う
し
、
今
回
の
訴
訟
で
、

国
が
歴
史
的
な
経
過
に
つ
い
て
「
認
否
の
限

り
で
な
い
」
と
、
認
め
る
と
も
認
め
な
い
と

も
一
切
言
わ
な
い
、
素
通
り
を
し
て
知
ら
ん

ふ
り
を
し
て
、
ほ
っ
か
む
り
を
し
て
過
ご
そ

う
と
す
る
、
こ
う
い
う
対
応
に
も
す
べ
て
共

通
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ま
と
め
・
北
大
開
示
文
書
研
究
会


