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特
集
　
暴
力
論
の
現
在 

暴
力
と
そ
の
禁
止 

―
「
怒
り
の
日
」
解
説

櫻
井　

典
夫

　
「
怒
り
の
日

―
人
類
学
と
許
し
え
ぬ
も
の
」
は
文
化
人
類
学
の
研
究

者
リ
ュ
シ
ア
ン
・
ク
レ
ル
ク
に
よ
る
《D

ies irae : D
es constructions de 

l'intolérable et du contrôle de la violence chez les peuples indigènes

》

の
日
本
語
訳
で
あ
る
。

　

タ
イ
ト
ル
に
あ
る
「
怒
り
の
日
」
と
は
、
最
後
の
審
判
を
謳
う
ラ
テ
ン

語
詩
よ
り
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
日
、
世
界
は
灰
燼
と
帰
し
、
死

者
は
そ
の
長
き
眠
り
よ
り
覚
ま
さ
れ
る
。
か
つ
て
地
上
に
存
在
し
た
す
べ

て
の
人
間
は
、
再
臨
し
た
キ
リ
ス
ト
の
手
に
よ
っ
て
、
神
の
統
べ
る
天
国

に
永
遠
の
生
命
を
授
か
る
者
と
、
地
獄
で
永
遠
の
責
苦
を
受
け
る
者
と
に

選
別
さ
れ
る
の
だ
。

　

こ
の
タ
イ
ト
ル
に
は
、
二
重
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
の
一
つ
は
、
暴
力
全
般
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
が
感
じ
る
怒
り
で
あ
る
。

こ
の
怒
り
は
、
暴
力
そ
の
も
の
へ
と
向
か
う
怒
り
に
も
、
暴
力
の
遍
在
に

対
す
る
無
力
感
を
伴
っ
た
、
絶
望
に
似
た
怒
り
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

　

二
つ
目
の
意
味
、
そ
れ
は
本
論
「
怒
り
の
日
」
の
テ
ー
マ
で
あ
る
許
し

え
ぬ
暴
力
の
構
築
と
よ
り
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
歴
史
的
・
社
会
的
に

許
容
で
き
る
暴
力
と
、
で
き
な
い
暴
力
と
の
境
界
を
探
る
こ
の
試
み
が
困

難
を
極
め
る
の
は
、
ラ
テ
ン
語
詩
「
怒
り
の
日
」
に
登
場
す
る
唯
一
無
二

の
審
判
員
（
フ
ラ
ン
ス
語
で
はle juge

）
や
、
そ
れ
が
象
徴
す
る
絶
対
的

審
級
が
、
今
日
で
は
も
は
や
不
在
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
も
因
っ
て
い
る

か
ら
だ
。
暴
力
に
お
け
る
「
許
し
え
ぬ
も
の
」
の
構
築
は
、
今
日
の
人
類

学
に
課
せ
ら
れ
た
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
な
ん
ら
か
の

絶
対
的
審
級
を
措
定
し
、
そ
こ
か
ら
演
繹
的
に
成
し
遂
げ
ら
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
絶
対
的
審
級
を
掲
げ
る
こ
と
自
体
、
新
た
な
暴
力
の
引
き
金
と

な
り
う
る
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
許
し
え
ぬ
も
の
」
の
構
築
は
、
社
会

的
・
歴
史
的
多
様
性
の
う
ち
に
お
い
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
、「
怒
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り
の
日
」
に
お
い
て
再
三
強
調
さ
れ
る
の
だ
。
と
は
い
え
、
そ
れ
が
容
易

な
仕
事
で
な
い
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
だ
ろ
う
。

　
「
怒
り
の
日
」
は
そ
の
多
く
を
フ
ラ
ン
ス
の
人
類
学
者
ピ
エ
ー
ル
・
ク

ラ
ス
ト
ル
に
負
っ
て
い
る
。
ク
ラ
ス
ト
ル
は
、
未
開
民
族
に
お
け
る
戦
争

の
意
義
を
肯
定
的
に
評
価
し
た
。
絶
え
間
な
く
行
わ
れ
る
戦
争
に
、
自
分

た
ち
の
社
会
が
国
家
へ
と
発
展
す
る
こ
と
を
拒
む
未
開
民
族
の
意
思
を
み

て
と
り
、
国
家
の
不
在
が
伝
統
的
社
会
の
発
展
の
遅
れ
を
示
す
も
の
で
は

な
い
こ
と
を
喝
破
し
た
の
だ
。
こ
れ
は
、
西
欧
優
位
の
あ
り
方
か
ら
、
文

化
相
対
主
義
的
な
あ
り
方
へ
の
転
換
を
促
す
も
の
で
あ
っ
た
。「
怒
り
の

日
」
で
は
、
こ
の
ク
ラ
ス
ト
ル
の
考
え
が
敷
衍
さ
れ
、
他
者
へ
の
服
従
を

拒
む
伝
統
的
社
会
の
自
主
独
立
の
精
神
を
そ
の
「
通
過
儀
礼
」
の
儀
式
に

も
適
応
す
る
こ
と
で
、
許
し
え
ぬ
暴
力
と
は
な
に
か
に
つ
い
て
の
独
自
の

考
察
が
展
開
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ア
イ
ヌ
の
女
性
に
施
さ
れ
た
刺
青
で

あ
る
。
刺
青
の
開
始
時
期
は
、
六
歳
か
ら
七
歳
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

る
が
、
こ
の
年
頃
の
少
女
が
、
刺
青
を
入
れ
る
か
否
か
の
判
断
を
自
主
的

に
行
っ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
刺
青
と
は
社
会
に
よ
る

一
種
の
力
の
行
使
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
刺

青
が
完
成
す
る
と
、
そ
れ
は
社
会
の
成
員
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
こ
と
の
自

覚
や
誇
り
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
印
に
も
変
じ
る
の
で
あ
る
1
。
一
方
ベ
ル

ベ
ル
の
刺
青
は
、
自
主
独
立
の
意
思
を
よ
り
強
烈
に
誇
示
す
る
も
の
で
あ

り
、
従
属
を
迫
る
他
者
に
振
る
わ
れ
た
身
体
的
・
精
神
的
暴
力
に
対
す
る

抵
抗
を
、
自
身
の
肉
体
の
上
で
ド
ラ
マ
化
し
た
も
の
と
さ
れ
る
の
だ
。

　

要
す
る
に
、
ア
イ
ヌ
や
ベ
ル
ベ
ル
の
刺
青
は
、
個
体
や
社
会
体
の
身
体

的
・
精
神
的
結
束
や
、
そ
の
自
主
独
立
の
あ
り
方
を
強
固
に
す
る
目
的
で

行
使
さ
れ
る
力
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
他
の

個
体
や
社
会
体
の
独
立
を
認
め
ず
、
そ
の
従
属
を
迫
る
ば
か
り
か
、
あ
ま

つ
さ
え
そ
の
抹
殺
を
図
っ
て
行
使
さ
れ
る
力
も
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
後

者
の
よ
う
な
力
の
行
使
こ
そ
が
「
許
し
え
ぬ
暴
力
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し

い
も
の
で
は
な
い
か
、
こ
れ
が
本
論
で
見
ら
れ
た
結
論
で
あ
る
。

　

限
ら
れ
た
枚
数
の
中
で
、
許
し
え
ぬ
暴
力
の
構
築
と
は
な
に
か
を
概
説

す
る
目
的
で
書
か
れ
た
「
怒
り
の
日
」
に
、
一
般
論
的
な
性
格
が
め
だ
つ

こ
と
は
否
め
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
の
論
文
は
こ
の
先
、
著
者
ク
レ
ル
ク

の
専
門
で
あ
る
ア
イ
ヌ
研
究
に
新
た
な
視
点
を
も
た
ら
す
可
能
性
を
感
じ

さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
中
で
も
、
ア
イ
ヌ
の
伝
統
的
儀
礼
に
お
い
て
そ
の

暴
力
的
側
面
が
際
立
つ
イ
ヨ
マ
ン
テ
（
イ
オ
マ
ン
テ
）
に
関
し
て
、
そ
の

暴
力
も
含
め
た
よ
り
包
括
的
な
考
察
が
期
待
で
き
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

ア
イ
ヌ
文
化
に
お
け
る
イ
ヨ
マ
ン
テ
の
中
で
、
特
に
有
名
な
の
は
キ
ム

ン
カ
ム
イ
・
イ
ヨ
マ
ン
テ
、
す
な
わ
ち
ク
マ
の
霊
送
り
儀
礼
で
あ
ろ
う
2
。

イ
ヨ
マ
ン
テ
と
は
本
来
、
イ
（
そ
れ
を
）
と
オ
マ
ン
テ
（
行
か
せ
る
）
が

つ
な
が
っ
た
言
葉
で
あ
り
、
ク
マ
の
イ
ヨ
マ
ン
テ
の
他
、
シ
マ
フ
ク
ロ
ウ

の
イ
ヨ
マ
ン
テ
な
ど
も
存
在
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
ほ
ど
盛
大
に
は
行
わ
れ

な
い
も
の
の
、
小
動
物
や
、
使
い
古
し
た
日
用
品
を
送
る
儀
礼
も
行
わ
れ
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て
い
た
。
こ
れ
ら
の
儀
礼
は
い
ず
れ
も
、
人
間
世
界
を
訪
れ
、
人
間
の
役

に
立
っ
て
く
れ
た
霊
に
対
す
る
感
謝
の
気
持
ち
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
る
。

　

ク
マ
の
霊
送
り
が
行
わ
れ
た
季
節
は
主
に
冬
か
ら
春
先
で
あ
っ
た
。
春

の
山
狩
り
で
し
と
め
た
ク
マ
に
仔
グ
マ
が
い
た
場
合
、
そ
の
仔
グ
マ
を
村

に
持
ち
帰
り
、
一
年
か
ら
二
年
、
大
切
に
育
て
た
う
え
で
、
イ
ヨ
マ
ン
テ

が
行
わ
れ
る
の
だ
。
そ
の
儀
礼
の
運
び
に
は
地
域
差
が
あ
る
よ
う
だ
が
、

凡
そ
の
流
れ
で
言
う
と
、
ま
ず
ク
マ
を
檻
か
ら
放
し
、
十
分
に
遊
ば
せ
る
。

そ
れ
か
ら
ク
マ
に
花
矢
が
仕
掛
け
ら
れ
、
そ
の
後
に
肉
体
と
霊
魂
の
分
離

が
行
わ
れ
る
３
。
霊
魂
が
無
事
に
帰
る
た
め
の
祈
り
と
、
ク
マ
の
解
体
と

が
続
い
た
後
に
、
旅
立
つ
前
の
ク
マ
の
霊
を
迎
え
て
盛
大
な
祭
り
が
行
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

　

ク
マ
の
霊
送
り
は
、
ア
イ
ヌ
の
社
会
に
お
い
て
多
く
の
機
能
を
果
た
し

て
い
た
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
文
化
の
継
承
や
、
生
者
・
死
者
を
交
え
た
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
再
活
性
化
を
促
す
文
化
装
置
で
あ
っ
た
。
イ
ヨ
マ

ン
テ
を
通
じ
て
、
儀
礼
の
際
の
言
語
や
作
法
、
歌
や
踊
り
の
伝
承
が
行
わ

れ
た
。
ま
た
、
多
く
の
人
を
招
い
て
行
わ
れ
る
こ
の
儀
礼
は
、
村
落
同
士

の
交
流
や
結
束
を
促
し
、
特
に
若
者
に
と
っ
て
は
、
友
情
や
恋
愛
を
育
む

恰
好
の
場
に
も
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
イ
ヨ
マ
ン
テ
と
あ

わ
せ
て
、
先
祖
供
養
と
い
う
極
め
て
大
切
な
儀
礼
も
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

ク
マ
の
霊
送
り
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
肉
や
毛
皮
も
た
い
へ
ん
貴
重
で

あ
っ
た
。ア
イ
ヌ
は
こ
れ
ら
の
貴
重
品
を
、カ
ム
イ
が
人
間
の
世
界
に
も
っ

て
き
た
ミ
ヤ
ゲ
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
の
ミ
ヤ
ゲ
の
中
で
も
と
り
わ
け
貴

重
な
の
は
、
薬
用
と
な
り
、
そ
の
交
換
価
値
も
高
い
ク
マ
の
肝
で
あ
っ
た
。

イ
ヨ
マ
ン
テ
に
先
立
ち
ク
マ
は
絶
食
状
態
に
置
か
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、

ア
イ
ヌ
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
、
人
間
の
世
界
の
食
事
に
慣
れ
た
カ
ム
イ
が

自
分
の
住
む
世
界
に
戻
っ
た
際
に
、
本
来
の
食
事
を
摂
取
し
や
す
く
す
る

た
め
の
気
遣
い
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
神
話
的
説
明
の

背
後
に
は
、
胆
汁
の
分
泌
を
促
し
、
ク
マ
の
肝
の
使
用
価
値
を
高
め
る
と

い
う
合
理
的
な
思
考
が
働
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
イ
ヨ
マ
ン
テ
に
お
い
て

仕
掛
け
ら
れ
る
花
矢
も
、
子
供
た
ち
の
狩
猟
の
練
習
や
、
カ
ム
イ
に
も
た

せ
る
ミ
ヤ
ゲ
と
い
っ
た
意
味
合
い
の
ほ
か
、
ク
マ
を
い
ら
だ
た
せ
胆
汁
の

分
泌
を
促
す
同
様
の
目
的
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
花

矢
を
仕
掛
け
る
際
に
頭
部
は
狙
わ
な
い
と
い
っ
た
具
合
に
、
ク
マ
に
対
す

る
敬
意
は
し
っ
か
り
と
払
わ
れ
て
い
た
。

　

イ
ヨ
マ
ン
テ
に
は
大
掛
か
り
な
準
備
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
決
行
の
日

に
ち
は
前
も
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
イ
ヨ
マ
ン
テ
は
年
中
行

事
的
な
意
味
合
い
も
持
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
春
の
訪
れ
に
先
駆

け
て
生
命
の
豊
饒
を
願
い
、
凛
と
し
た
雪
景
色
の
な
か
で
執
り
行
わ
れ
る

イ
ヨ
マ
ン
テ
は
、
地
上
の
生
を
天
体
の
運
行
に
同
期
さ
せ
る
と
い
う
、
い

わ
ば
宇
宙
的
な
、
壮
大
な
拡
が
り
を
も
っ
た
儀
礼
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
イ
ヨ
マ
ン
テ
と
は
、
あ
る
種
の
合
理
的
な
精
神
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
た
儀
礼
で
あ
り
、
そ
れ
は
ア
イ
ヌ
社
会
の
文
化
的
、
経
済
的
、

精
神
的
諸
側
面
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
価
値
を
持
っ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
一
九
五
五
年
に
な
っ
て
、
北
海
道
は
「
社
会
通
念
上
ま
た

は
教
育
上
好
ま
し
く
な
い
」
こ
と
、「
野
蛮
な
行
為
で
あ
り
廃
止
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
等
の
理
由
を
も
っ
て
、
イ
ヨ
マ
ン
テ
の
禁
止
を

通
達
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
の
禁
止
通
達
自
体
は
法
的
拘
束
力
を

持
っ
て
お
ら
ず
、
イ
ヨ
マ
ン
テ
の
実
施
を
完
全
に
禁
止
す
る
に
は
至
ら
な

か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
一
九
五
五
年
以
降
も
イ
ヨ
マ
ン
テ
を
行
う
こ
と
は

可
能
で
あ
り
、
実
際
に
行
わ
れ
も
し
て
い
た
。
と
は
い
え
、
ク
マ
の
霊
送

り
儀
礼
を
「
野
蛮
な
行
為
」
と
み
な
し
、
そ
の
撤
廃
を
目
指
し
た
こ
の
通

達
は
、
近
代
以
降
の
ア
イ
ヌ
同
化
政
策
に
連
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

本
論
の
趣
旨
に
従
う
の
で
あ
れ
ば
、「
許
し
え
ぬ
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し

い
力
の
行
使
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

二
〇
〇
七
年
四
月
に
な
っ
て
、
北
海
道
が
イ
ヨ
マ
ン
テ
禁
止
通
達
を
撤

回
し
た
旨
が
報
じ
ら
れ
た
が
、
今
度
は
そ
の
決
定
を
巡
り
、
様
々
な
議
論

が
巻
き
起
こ
っ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。
動
物
の
犠
牲
を
と
も
な
う
イ

ヨ
マ
ン
テ
の
暴
力
的
側
面
は
、
多
く
の
動
物
愛
護
者
を
と
ま
ど
わ
せ
、
そ

の
反
発
を
招
き
も
し
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
イ
ヨ
マ
ン
テ
禁
止
通
達
の

撤
回
は
、
暴
力
の
許
容
の
限
界
を
探
る
と
い
う
、「
怒
り
の
日
」
に
お
い

て
紹
介
さ
れ
た
、
人
類
学
に
お
け
る
重
要
な
課
題
の
今
日
性
と
そ
の
困
難

さ
を
浮
き
彫
り
に
す
る
象
徴
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

今
日
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
の
社
会
・
文
化
的
変
容
を
研
究
す
る
リ
ュ
シ
ア

ン
・
ク
レ
ル
ク
は
、こ
の
問
題
を
ど
う
考
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
、

「
怒
り
の
日
」
そ
の
も
の
か
ら
は
、
こ
の
問
い
に
対
す
る
直
接
の
解
答
は

得
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
結
び
部
分
に
お
い
て
、
彼
が
「
自
分
た
ち

の
許
し
え
ぬ
も
の
に
対
す
る
不
寛
容
」
と
い
う
言
葉
を
引
き
合
い
に
出
し
、

暴
力
と
「
許
し
え
ぬ
も
の
」
に
つ
い
て
の
人
類
学
の
構
築
に
は
、
そ
れ
ら

を
ど
の
時
代
に
も
共
通
な
倫
理
的
価
値
と
し
て
で
は
な
く
、
個
々
の
社
会

が
そ
の
意
味
を
自
ら
決
定
す
る
政
治
的
作
業
と
し
て
と
ら
え
る
必
要
が
あ

る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
点
は
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
多
分
に
示
唆

的
で
あ
ろ
う
。
イ
ヨ
マ
ン
テ
に
お
け
る
ク
マ
の
殺
害
が
、
悼
み
や
哀
れ
み
、

怒
り
な
ど
と
い
っ
た
様
々
な
反
応
を
引
き
起
こ
す
こ
と
は
十
分
に
理
解
で

き
る
。
そ
れ
で
も
「
怒
り
の
日
」
の
筆
者
は
、
余
り
に
も
過
剰
な
情
緒
的

反
応
や
倫
理
的
価
値
観
に
よ
っ
て
、
ア
イ
ヌ
の
社
会
に
対
す
る
理
解
が
不

十
分
な
ま
ま
に
、
イ
ヨ
マ
ン
テ
が
絶
対
的
暴
力
禁
止
の
袋
小
路
に
追
い
や

ら
れ
て
し
ま
う
事
態
に
対
し
て
は
、
し
っ
か
り
と
予
防
線
を
は
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
。

　

ク
マ
の
霊
送
り
儀
礼
、
と
り
わ
け
世
界
で
も
珍
し
い
飼
い
グ
マ
式
の
霊

送
り
儀
礼
は
、
そ
の
起
源
を
は
じ
め
、
い
ま
だ
に
謎
が
多
い
と
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
儀
礼
の
核
心
と
も
い
え
る
ク
マ
殺
害
の
暴
力
も
含
め
た
包
括
的

な
イ
ヨ
マ
ン
テ
研
究
が
、
今
後
リ
ュ
シ
ア
ン
・
ク
レ
ル
ク
に
期
待
さ
れ
る
。
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注
１ 

ア
イ
ヌ
の
女
性
に
施
さ
れ
た
刺
青
に
は
、
こ
の
他
に
、
健
康
の
バ
ロ

メ
ー
タ
ー
と
し
て
の
意
味
合
い
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
体

調
が
い
い
と
き
は
濃
い
青
色
を
示
す
刺
青
は
、
血
行
が
悪
く
な
る
と
黒

ず
ん
だ
青
み
を
帯
び
る
と
い
う
（
藤
村
久
和
『
ア
イ
ヌ
神
々
と
生
き
る

人
々
』、
小
学
館
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
五
、一
三
五
頁
。）。
こ
れ
も

ま
た
、
一
見
「
野
蛮
な
」
風
習
の
裏
に
、
あ
る
種
の
合
理
的
な
精
神
が

働
い
て
い
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

２ 

イ
ヨ
マ
ン
テ
の
記
述
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
の
書
物
を
参
考
に
し

た
。『
イ
ヨ
マ
ン
テ : 

上
川
地
方
の
熊
送
り
の
記
録
』、
小
学
館
、

一
九
八
五.  

『
イ
ヨ
マ
ン
テ : 

日
川
善
次
郎
翁
の
伝
承
に
よ
る
』、
白

老
町(

北
海
道) : 

ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館 

、
二
〇
〇
三.  
宇
田
川
洋
編

『
ク
マ
と
フ
ク
ロ
ウ
の
イ
オ
マ
ン
テ : 

ア
イ
ヌ
の
民
族
考
古
学
』、 
同
成

社 

、
二
〇
〇
四. 

萱
野
茂
『
イ
ヨ
マ
ン
テ
の
花
矢
』、
朝
日
新
聞
社
、

二
〇
〇
五.  

木
村
英
明
、本
田
優
子
編『
ア
イ
ヌ
の
ク
マ
送
り
の
世
界
』、

同
成
社
、
二
〇
〇
七.

３ 

心
臓
を
矢
で
射
る
か
、
丸
太
に
は
さ
ん
で
圧
死
さ
せ
る
。
丸
太
に
は

さ
む
前
に
心
臓
を
射
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。


