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　『
人
権
』
は
、
人
類
が
地
球

に
誕
生
し
た
時
か
ら
与
え
ら
れ

て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
自
由
と
尊
厳
を
奪
わ
れ
て

苦
し
ん
で
き
た
多
く
の
人
た
ち

が
、
命
を
懸
け
て
勝
ち
取
っ
て

き
た
、
か
け
が
え
の
な
い
宝
も

の
な
の
で
す
。
日
本
国
憲
法
で

も
、
自
由
権
、
参
政
権
、
社
会

権
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
権
利
が

保
障
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ

ら
も
先
人
た
ち
の
努
力
の
結
晶

で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け

ま
せ
ん
。

　『
権
利
』
と
『
義
務
』
の
関
係

を
通
し
て
『
人
権
』
を
考
え
る
と

大
切
な
こ
と
が
見
え
て
き
ま
す
。

人
権
が
『
す
べ
て
の
人
が
幸
せ

に
生
き
る
権
利
』
で
あ
る
の
な

ら
、同
時
に
、す
べ
て
の
人
は
『
他

の
人
が
幸
せ
に
生
き
る
権
利
を

奪
っ
て
は
な
ら
な
い
義
務
』
を

負
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
し
か
し
、
人
生
の
節
目
で
幸
せ

を
奪
わ
れ
る
人
た
ち
が
い
ま
す
。

例
え
ば
、
優
れ
た
能
力
が
あ
り
な

が
ら
希
望
す
る
職
業
に
就
く
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
り
、
世
間
体

を
気
に
す
る
周
囲
に
よ
っ
て
愛

を
引
き
裂
か
れ
た
り
。
こ
の
よ

う
に
、
人
を
幸
せ
に
さ
せ
な
い

最
も
深
刻
に
し
て
重
大
な
社
会

問
題
が
『
部
落
差
別
』
な
の
で
す
。

部
落
差
別
は
、
す
べ
て
の
幸
せ

と
未
来
を
奪
い
ま
す
。
時
と
し

て
命
を
も
奪
い
ま
す
。「
自
分
は

差
別
な
ん
て
し
な
い
か
ら
関
係

な
い
」
と
言
う
人
も
い
ま
す
が
、

本
当
に
そ
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　「
愛
の
反
対
は
憎
し
み
で
は
な

く
無
関
心
」
と
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ

は
言
い
ま
し
た
。
無
関
心
か
ら

悪
意
や
自
覚
な
く
差
別
が
生
ま

れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
差
別

は
加
害
者
を
も
不
幸
に
し
ま
す
。

知
ら
な
い
う
ち
に
差
別
の
加
害

者
に
な
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、

正
し
い
認
識
を
身
に
付
け
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

な
ぜ
な
ら
、
私
た
ち
は
幸
せ
に

な
る
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
の

で
す
か
ら
。

人
は
幸
せ
に
な
る
た
め
に
生
ま
れ
て
く
る
の
で
す

こ
の
コ
ー
ナ
ー
は
、
隔
月
の
シ
リ
ー
ズ
で
掲
載
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
を
手
が
か
り
に
、
家
庭
で
人
権
・

同
和
問
題
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

みんなで
考えよう

人権・同和問題
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道さ

祖や
ん

瀬せ

城
跡

　
文
献
上
に
は
、
こ
の
城
に
つ

い
て
記
述
さ
れ
た
も
の
は
確
認

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
一
三
八
四

（
永
徳
四
）
年
の
下
松
浦
一
揆
契

諾
状
に
記
載
さ
れ
た
『
ふ
く
の
因

幡
守
』
と
の
関
連
が
推
測
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
詳
細
は
不
明
で
す
。

　
道
祖
瀬
交
差
点
か
ら
南
西
へ

約
３
０
０
㍍
の
市
道
脇
に
丘
陵

上
へ
続
く
道
が
あ
り
、
こ
れ
を

登
る
と
道
祖
瀬
城
へ
行
く
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
道
祖
瀬
城
跡
は
大
川
内
町
字

五
本
谷
に
所
在
す
る
山
城
跡
で
、

青せ
い

螺ら

山
か
ら
北
に
延
び
る
丘
陵

の
北
端
上
に
位
置
し
北
に
伊
万

里
川
と
杏
子
川
の
合
流
点
を
望

ん
で
い
ま
す
。
市
内
の
山
城
の

中
で
も
特
に
充
実
し
た
防
御
施

設
を
残
す
城
跡
で
、
そ
の
つ
く

り
か
ら
十
六
世
紀
中
葉
か
ら
後

葉
に
最
終
整
備
が
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　
主
だ
っ
た
特
徴
と
し
て
は
、

中
心
的
な
曲
輪
（
Ａ
・
Ｂ
）
の

全
周
を
囲
ん
で
い
る
土
塁
、
北

方
へ
の
警
戒
の
た
め
と
思
わ
れ

る
櫓
（
Ｃ
）、
接
敵
対
策
と
し
て

の
周
到
な
平
面
構
造
を
も
つ
虎

口
（
Ｄ
）、
西
斜
面
か
ら
南
斜
面

に
か
け
て
い
く
つ
も
掘
ら
れ
た

竪
堀
（
Ｇ
・
Ｈ
ほ
か
）
な
ど
、

多
く
の
防
御
施
設
が
効
率
よ
く

配
置
さ
れ
て
お
り
、
特
に
虎
口

周
辺
の
構
造
は
学
術
的
に
も
重

要
な
遺
構
と
し
て
評
価
さ
れ
て

い
ま
す
。

↑道祖瀬城の登り口と縄張り
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