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人
権
尊
重
を
理
念
と
す
る
社
会
に
差
別
が
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
だ
が
、
民
族
差
別
や
人
種

差
別
は
、
平
和
と
国
際
協
調
の
主
要
な
障
害
物
で
も

あ
る
。
戦
前
の
軍
国
主
義
日
本
で
は
、
侵
略
戦
争
と

植
民
地
支
配
の
道
具
と
し
て
、
故
な
き
民
族
蔑
視
や

排
外
的
差
別
感
情
が
作
ら
れ
、
煽
ら
れ
た
。

　

戦
後
時
を
経
た
今
な
お
、
そ
の
作
ら
れ
た
民
族
差

別
感
情
は
払
拭
さ
れ
得
て
い
な
い
。
国
民
の
精
神
の

奥
底
に
澱
の
よ
う
に
沈
殿
し
て
、
折
り
あ
ら
ば
浮
揚

す
る
。
平
和
や
国
際
協
調
に
敵
対
す
る
勢
力
の
煽
動

に
よ
っ
て
、
民
族
差
別
は
と
き
に
大
合
唱
と
な
る
。

　

こ
の
民
族
差
別
意
識
は
、
敗
戦
と
日
本
国
憲
法
の

制
定
に
よ
っ
て
清
算
す
べ
き
で
あ
っ
た
負
の
遺
産
に

ほ
か
な
ら
な
い
。駆
逐
さ
れ
る
べ
く
し
て
さ
れ
な
か
っ

た
差
別
意
識
が
、
む
し
ろ
近
年
再
生
産
さ
れ
て
い
る

側
面
さ
え
否
定
し
得
な
い
。

　

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
、
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
、
ヘ
イ
ト

デ
モ
と
い
う
言
葉
と
現
実
が
横
溢
す
る
昨
今
の
国
内

社
会
は
、
北
朝
鮮･

韓
国
と
の
国
際
関
係
の
冷
え
込

み
の
反
映
で
も
あ
る
。
平
和
と
国
際
協
調
の
た
め
に

も
、
国
内
の
民
族
差
別
問
題
の
克
服
は
喫
緊
の
重
要

課
題
で
あ
る
。

　

当
誌
は
、
今
年
の
四
月
号
に
「
日
韓
関
係
を
め
ぐ

る
諸
問
題
を
検
証
す
る
」
と
い
う
特
集
を
組
ん
だ
。

昨
年
一
〇
月
の
韓
国
大
法
院
徴
用
工
判
決
以
来
の
日

韓
関
係
の
現
状
を
歴
史
的
背
景
に
遡
っ
て
考
察
す
る

大
型
企
画
と
な
っ
た
が
、
そ
の
リ
ー
ド
に
「
日
韓
関

係
が
過
去
最
悪
」と
の
コ
メ
ン
ト
が
な
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
半
年
間
の
日
韓
関
係
の
事
態
の

推
移
は
、
さ
ら
に
急
速
に
悪
化
し
深
刻
化
し
て
い
る
。

　

と
り
わ
け
、
政
府
と
メ
デ
ィ
ア
に
煽
ら
れ
た
日
本

社
会
の
「
嫌
韓
」
の
空
気
は
、
人
権
問
題
と
し
て
も
、

政
治
問
題
と
し
て
も
到
底
看
過
し
得
な
い
。
今
、
国

内
で
ど
の
よ
う
な
民
族
差
別
問
題
が
生
じ
て
い
る
か

を
正
確
に
認
識
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
事
態
に
警
鐘

を
鳴
ら
し
た
い
。
そ
の
思
い
か
ら
、
本
号
で
は
、
在

日
差
別
に
焦
点
を
お
い
た
緊
急
の
特
集
を
組
む
こ
と
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と
し
た
。

　

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
官
民
の
在
日
差
別
の
深
刻

化
が
あ
れ
ば
、
こ
の
空
気
に
抗
っ
て
差
別
を
許
さ
な

い
と
す
る
運
動
の
昂
揚
も
あ
る
。
そ
の
運
動
の
成
果

も
あ
れ
ば
、
こ
の
時
代
故
の
困
難
も
あ
る
。
そ
の
運

動
に
携
わ
っ
て
い
る
方
々
に
、
当
誌
な
ら
で
は
の
貴

重
な
寄
稿
を
い
た
だ
い
た
。

　

総
論
的
に
金
竜
介
氏（
在
日
コ
リ
ア
ン
弁
護
士
協
会
・

代
表
）か
ら
、「
い
ま
、在
日
コ
リ
ア
ン
の
人
権
状
況
は
」

を
い
た
だ
い
た
。

　

氏
は
、
差
別
さ
れ
る
側
の
視
点
で
、「
差
別
を
許
容

す
る
社
会
」
が
既
に
現
実
化
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

陰
湿
な
差
別
を
看
過
し
て
い
る
間
に
、
あ
か
ら
さ
ま

な
排
外
主
義
が
大
手
を
振
っ
て
ま
か
り
と
お
る
時
代

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
永
住
外
国
人
へ
の
参
政
権
の

付
与
が
遠
の
き
、
在
日
外
国
人
の
無
権
利
状
態
が
固

定
化
さ
れ
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
が
跋
扈
し
て
い
る
。

し
か
し
、
問
題
は
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
に
と
ど
ま
る
も

の
で
は
な
い
と
い
う
。
問
題
の
深
刻
さ
を
妊
娠
し
共

有
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、「
共
生
を
め
ざ
す
」
議
論
を
始

め
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
論
稿
で
、
民
族
差
別
の
全

体
状
況
や
主
要
な
問
題
点
を
把
握
い
た
だ
き
た
い
。

　

丹
羽
徹
・
龍
谷
大
学
法
学
部
教
授
に
は
、
象
徴
的

な
「
在
日
差
別
」
と
し
て
、
民
族
教
育
を
行
う
朝
鮮

高
校
へ
の
無
償
化
措
置
か
ら
の
除
外
問
題
を
寄
稿
い

た
だ
い
た
。

　

高
校
無
償
化
に
お
い
て
、
朝
鮮
高
校
だ
け
を
除
外

し
た
露
骨
な
差
別
の
実
態
と
、
こ
の
除
外
を
違
法
と

す
る
全
国
五
件
の
訴
訟
の
経
過
を
丁
寧
に
解
説
い
た

だ
い
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
、
司
法
は
そ
の
役
割
を

放
棄
し
た
と
し
か
い
え
な
い
。
問
題
は
、
保
育
無
償

化
に
も
及
ん
で
お
り
、
多
文
化
共
生
の
理
念
は
深
刻

な
壁
に
突
き
当
た
っ
て
い
る
。

　

宮
川
泰
彦
弁
護
士（
日
朝
協
会
会
長
）に
は
、
日
朝
・

日
韓
の
歴
史
に
お
け
る
負
の
遺
産
と
し
て
見
逃
す
こ

と
の
で
き
な
い
関
東
大
震
災
後
の
日
本
人
に
よ
る
朝

鮮
人（
中
国
人
を
含
む
）虐
殺
事
件
と
、
そ
の
犠
牲
者

追
悼
碑
建
立
と
追
悼
式
の
由
来
を
ご
紹
介
い
た
だ
い

て
い
る
。
小
池
百
合
子
東
京
都
知
事
の
、
こ
れ
ま
で

の
歴
代
知
事
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
追
悼
式
へ
の
対

応
の
問
題
点
を
、
当
事
者
と
し
て
執
筆
い
た
だ
い
た
。

　

最
後
に
、
宋
惠
燕
弁
護
士（
武
蔵
小
杉
合
同
法
律
事

務
所
）か
ら
、「
川
崎
の
差
別
禁
止
条
例
案
│
そ
の
立

法
事
実
と
条
例
制
定
の
経
過
」
の
論
稿
。
最
も
典
型

的
な
川
崎
市
に
お
け
る
ヘ
イ
ト
の
実
態
や
、
そ
れ
を

克
服
す
る
た
め
の
差
別
禁
止
条
例
案
発
表
ま
で
の
道

の
り
。
そ
し
て
、
全
国
初
の
実
効
性
あ
る
罰
則
を
と

も
な
う
条
例
の
意
義
や
、
そ
の
過
程
で
の
議
論
は
、

困
難
な
中
の
優
れ
た
実
践
例
と
し
て
参
考
に
な
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。

　

今
、
私
た
ち
の
国
で
は
恥
ず
べ
き
民
族
差
別
が
横

行
し
て
い
る
。
本
特
集
を
通
じ
て
、
こ
の
民
族
差
別

を
克
服
し
て
、
共
生
の
社
会
を
作
る
こ
と
が
、
人
権

と
平
和
と
国
際
協
調
の
第
一
歩
で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
た
い
。
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