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人
権
っ
て
な
に
？

Chapter 1

人
権
は「
思
い
り
や
り
」？

　

今
ら
か
20
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で

す
。
ち
ょ
う
ど
１
９
９
９
年
か
ら

２
０
０
０
年
に
か
け
て
、
駆
け
出
し

の
研
究
者
だ
っ
た
私
は
、
各
地
で
実

施
さ
れ
る
人
権
研
修
会
の
会
場
で
、

１
７
０
０
人
を
超
え
る
学
校
の
先
生

方
と
社
会
教
育
関
係
者
を
対
象
に
、

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
ま
し

た
。
そ
の
中
で
、「
人
権
っ
て
何
で
す

か
？
あ
な
た
の
言
葉
で
定
義
し
て
み

て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
問
い
を
自
由

回
答
方
式
で
き
い
て
み
た
の
で
す
。

な
ん
と
、
最
も
ま
と
ま
っ
て
い
た
回

答
は
、｢
お
も
い
や
り｣

「
や
さ
し
さ
」

「
い
た
わ
り｣
と
い
う
言
葉
で
し
た
。

　

わ
た
し
は
こ
の
こ
と
に
、
違
和
感

を
感
じ
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
と
い
う
の
も
、
人
権
を
英
語
で

記
す
と
、hum

an right
“s „
―
―
名

詞
の
複
数
形
を
示
す
ｓ
が
つ
い
て
い

る
こ
と
に
注
目
し
て
く
だ
さ
い
―
―

な
の
で
す
か
ら
、
人
権
は
ま
ず
、
数

え
ら
れ
る
ほ
ど
具
体
的
な
権
利
で
、

し
か
も
、複
数
あ
る
は
ず
な
の
で
す
。

「
思
い
や
り
」や「
や
さ
し
さ
」の
よ
う

な
、
抽
象
的
な
概
念
で
は
な
い
の
で

す
。

　

ま
た
、
こ
の
と
き
あ
わ
せ
て
多

か
っ
た
書
き
込
み
は
、「
人
が
生
ま
れ

な
が
ら
に
持
っ
て
い
る
権
利
」
と
い

う
も
の
で
し
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
は
た

い
て
い
、
研
修
会
の
開
始
前
に
実
施

し
て
い
た
の
で
、
続
い
て
行
わ
れ
る

研
修
会
の
中
で
、私
は
参
加
者
に「
あ

な
た
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
持
っ
て
い

る
権
利
に
は
ど
ん
な
も
の
が
あ
り
ま

す
か
」
と
尋
ね
て
み
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。
す
る
と
、「
自
由
」「
平
等
」「
衣

食
住
」「
差
別
さ
れ
な
い
こ
と
」
な
ど

が
ま
ず
挙
が
る
の
で
す
が
、
た
い
て

い
す
ぐ
に
尽
き
て
し
ま
い
、
ど
こ
の

研
修
会
で
も
権
利
の
リ
ス
ト
が
10
を

超
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。「
考
え
た
こ
と
が
な
い
か
ら
わ
か

り
ま
せ
ん
」と
か
、「
い
っ
た
い
ど
こ

を
見
た
ら
わ
か
り
ま
す
か
」
と
聞
い

た
人
も
い
ま
し
た
。

人
権
は
具
体
的
な
権
利
で

あ
り
基
準
で
あ
る

　

人
権
は
、
人
間
ら
し
く
生
き
る
た

め
に
必
要
な
条
件
で
す
。
差
別
や
抑

圧
、
社
会
的
排
除
に
対
し
て
声
を
あ

げ
、「
人
間
ら
し
く
生
き
た
い
」と
声

を
あ
げ
て
き
た
人
び
と
に
よ
っ
て
、

具
体
的
な
言
葉
に
な
り
、
社
会
の
共

通
基
準
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
で
す

か
ら
、
歴
史
の
中
で
、
少
し
ず
つ
進

歩
を
と
げ
て
き
ま
し
た
。

　

例
え
ば
、
世
界
史
上
の
人
権
文
書

と
い
え
ば
、
ま
ず
、
フ
ラ
ン
ス
の
人

権
宣
言（
正
式
に
は
、「
人
及
び
市
民

の
権
利
宣
言
」１
７
８
９
）を
思
い
つ

く
人
は
多
い
で
し
ょ
う
。
で
す
が
、

フ
ラ
ン
ス
の
人
権
宣
言
に
も
、
時
代

の
制
約
が
あ
り
ま
し
た
。
当
時
の
考

え
方
で
は「
市
民
」の
中
に
、
女
性
は

含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
広
大
な
植

民
地
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
そ
う
し

た
地
域
の
人
び
と
の
権
利
も
想
定
し

て
い
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
フ
ラ
ン

ス
の
人
権
宣
言
は
、
近
代
中
産
階
級

の
、
白
人
・
男
性
の
権
利
宣
言
だ
っ

た
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

人
権
が
書
か
れ
た
文
書
と
い
え

ば
、
各
国
の
憲
法
を
思
い
浮
か
べ
た

人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
憲
法
に
は
、

そ
の
国
の
市
民
が
有
す
る
権
利
の
リ

ス
ト
が
含
ま
れ
て
お
り
、
国
に
は
そ

れ
を
実
現
す
る
責
務
が
あ
り
ま
す
。

但
し
、
憲
法
上
の
人
権
に
は
、
そ
の

国
の
国
籍
を
持
つ
市
民
の
権
利
に
限

定
さ
れ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
に
対
し
て
、
歴
史
上
初
め

て「
世
界
中
す
べ
て
の
人
」の
人
権
の

リ
ス
ト
と
な
っ
た
の
は
、
世
界
人
権

宣
言
（
１
９
４
８
年
12
月
10
日
に
国

連
で
採
択
）
で
し
た
。「
民
族
や
人
種

手
段
間
に
は
優
劣
が
あ
る
」
と
い
う

考
え
が
植
民
地
の
拡
大
と
大
量
殺
戮

（
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
）を
正
当
化
し
、
第

二
次
世
界
大
戦
中
の
未
曾
有
の
被
害

を
も
た
ら
し
た
こ
と
へ
の
反
省
か

ら
、
戦
後
の
国
際
社
会
は
、
す
べ
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人権ってなに？1
て
の
人
が
人
間
と
し
て
等
し
く
尊

厳
と
権
利
を
有
す
る
存
在
で
あ
る

こ
と
を
宣
言
し
、
そ
の
権
利
の
リ

ス
ト
を
世
界
の
共
通
基
準
と
し
て

つ
く
り
あ
げ
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、

こ
こ
に
記
さ
れ
た
30
の
条
文
は
、

あ・

な・

た・

自・

身・

の
権け
ん

利り

の
リ
ス
ト
で

す
。

　

ま
た
世
界
人
権
宣
言
は
、
そ
の

後
、
国
連
で
採
択
さ
れ
た
す
べ
て

の
人
権
諸
条
約
の
基
礎
と
な
っ
た

文
書
で
す
。
国
際
人
権
規
約
、
人

種
差
別
撤
廃
条
約
、
難
民
条
約
、

女
性
差
別
撤
廃
条
約
、
子
ど
も
の

権
利
条
約
、
拷
問
禁
止
条
約
、
障

害
者
の
権
利
条
約
な
ど
は
、
日
本

も
締
約
国
と
な
っ
て
い
る
主
要
な

国
際
人
権
条
約
で
、
こ
れ
ら
の
条

約
も
ま
た
、
み
な
さ
ん
の
権
利
の

リ
ス
ト
で
す
。

自
分
の
人
権
を
知
る
こ
と

は
権
利

　

と
こ
ろ
で
、
冒
頭
の
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
と
同
じ
頃
、
私
は
東
ア
ジ

ア
の
い
く
つ
か
の
国
々
を
フ
ィ
ー

ル
ド
に
、
人
権
教
育
の
調
査
も
行
っ

て
い
ま
し
た
。
と
く
に
フ
ィ
リ
ピ

ン
で
は
、
街
か
ど
や
村
の
住
民
学

習
会
で
、
ふ
つ
う
の
人
び
と
が
、

世
界
人
権
宣
言
や
国
際
人
権
規
約

を
手
に
し
て
学
ん
で
い
る
姿
を
見

か
け
、
た
い
へ
ん
驚
き
ま
し
た
。

日
本
で
は
、
あ
ま
り
そ
う
し
た
シ
ー

ン
に
出
会
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
か

ら
で
す
。
そ
こ
で
あ
る
日
、
一
人
の

女
性
に｢

な
ぜ
国
際
人
権
規
約
を
そ

ん
な
熱
心
に
読
ん
で
い
る
の
で
す

か
」
と
尋
ね
て
み
ま
し
た
。
す
る
と

彼
女
は
、｢

こ
こ
に
私
の
権
利
が
書
か

れ
て
い
る
か
ら｣

と
答
え
て
く
れ
た

の
で
す
。

　

こ
れ
は
衝
撃
的
な
経
験
で
し
た
。

私
は
、
学
校
で
憲
法
を
習
い
、
大
学

で
は
国
際
人
権
法
を
学
ん
だ
の
で
す

が
、
そ
こ
に
「
自
分
の
権
利
が
書
い

て
あ
る
」
と
い
う
実
感
を
持
っ
た
こ

と
が
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
人
権
が

自
分
の
権
利
で
あ
り
、
こ
れ
を
学
ぶ

こ
と
が
人
権
教
育
だ
と
い
う
当
た
り

前
の
こ
と
を
彼
女
は
私
に
伝
え
て
く

れ
た
の
で
す
。

　

人
権
教
育
の
重
要
な
原
則
を
示
し

た｢

人
権
教
育
及
び
研
修
に
関
す
る

国
連
宣
言｣
（
国
連
総
会
で
２
０
１
１

年
に
採
択
）
の
ま
さ
に
第
1
条
は
、

「
す
べ
て
の
人
は
、
人
権
と
基
本
的

自
由
に
つ
い
て
知
り
、情
報
を
集
め
、

手
に
入
れ
る
権
利
を
有
し
…
」
と
い

う
文
言
で
始
ま
り
ま
す
。
自
分
の
人

権
を
知
る
こ
と
は
権
利
な
の
で
す
。

そ
し
て
、
こ
れ
は
人
権
教
育
の
最
も

基
本
的
な
原
則
で
す
。

「
新
自
由
主
義
」
時
代
の
新

た
な
課
題

　

と
こ
ろ
で
、
憲
法
や
国
際
人
権

条
約
の
「
あ
て
先
」
―
―
み
な
さ
ん

の
人
権
が
書
か
れ
た
こ
れ
ら
の
文
書

を
「
こ
れ
を
実
現
す
る
責
務
は
あ
な

た
に
あ
り
ま
す
」
と
言
っ
て
渡
す
相

手
―
―
は
、
い
っ
た
い
誰
で
し
ょ
う

か
？

　

答
え
は「
国
」で
す
。
人
権
を
有
す

る
市
民
が「
権
利
の
保
持
者
」（right-

holders

）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
国

や
そ
の
機
関
で
働
く
人
び
と
は
、「
責

務
の
保
持
者
」（duty-bearers

）と
呼

ば
れ
ま
す
。
公
務
員
や
法
執
行
者
な

ど
に
は
、
人
権
を
尊
重
し
（
＝
人
権

を
侵
害
し
な
い
）、
そ
れ
を
実
現
す

る
責
務
が
あ
る
の
で
す
。

　

例
え
ば
、
好
き
な
人
と
結
婚
し
た

り
、
み
な
さ
ん
が
や
り
た
い
と
思
う

仕
事
に
自
由
に
就
く
こ
と
は
基
本
的

人
権
で
あ
る
と
、
世
界
人
権
宣
言
に

も
日
本
国
憲
法
に
も
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
国
が
、
み
な
さ
ん
の
結
婚
相
手

や
仕
事
の
選
択
を
強
制
し
た
り
、
干

渉
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
の
で
す
。
自
由
と
は
、
ま

ず
は
み
な
さ
ん
が「
国
家
か
ら
自
由
」

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、社
会
の
変
化
の
中
で
、

新
た
な
課
題
も
生
じ
て
き
ま
し
た
。

み
な
さ
ん
は
、「
新
自
由
主
義
」（
ネ
オ

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
）
と
い
う
言
葉
を
聞

い
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
今

述
べ
た
と
お
り
、
古
典
的
な
人
権
の

枠
組
み
に
お
け
る
自
由
主
義
と
は
、

「
国
家
か
ら
、
市
民
が
自
由
で
あ
る

こ
と
」
を
重
視
す
る
考
え
方
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、新
自
由
主
義
と
は
、

「
国
家
か
ら
、
市
場
が
自
由
で
あ
る

こ
と
」を
重
視
す
る
考
え
方
で
す
。

　

新
自
由
主
義
を
政
策
の
基
盤
に
す

る
と
（
と
く
に
昨
今
は
財
政
赤
字
を

解
消
す
る
と
い
う
理
由
で
）、
市
場

を
自
由
に
し
て
―
―
具
体
的
に
は
大

規
模
な
規
制
緩
和
を
行
い
、
自
由
競

争
を
促
す
こ
と
に
よ
っ
て
―
―
国
家

が
果
た
し
て
き
た
役
割
、
と
り
わ
け

予
算
の
必
要
な
福
祉
・
公
共
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
―
―
を
市
場
に
代
替
さ
せ

よ
う
と
し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
社
会
で
は
、
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
に
対
す
る
施
策
や
、
社
会
的

弱
者
に
対
す
る
福
祉
は
、
市
場
の
自

由
競
争
に
お
け
る「
不
当
な
介
入
」と

か
、「
不
健
康
な
行
政
依
存
を
生
む
も

の
」
と
非
難
を
受
け
や
す
く
な
り
ま

す
。「
特
定
の
人
や
集
団
が
手
厚
く
処

遇
さ
れ
る
の
は
自
由
競
争
の
ル
ー
ル

違
反
だ
」
と
い
う
心
理
が
働
く
か
ら

で
す
。
か
く
し
て
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

が「
人
間
ら
し
く
生
き
た
い
」と
声
を

あ
げ
る
と
、「
過
剰
な
要
求
」と
か「
特

権
を
主
張
し
て
い
る
」
な
ど
バ
ッ
シ

ン
グ
が
起
こ
る
土
壌
が
生
ま
れ
ま
す

（
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
で
は
よ
く
聞
か

れ
る
言
葉
で
す
）。
し
か
し
、
人
間

ら
し
く
生
き
た
い
、
と
い
う
声
を
封

じ
る
社
会
は
、
人
権
の
前
進
を
も
封

じ
こ
め
、
息
苦
し
く
生
き
づ
ら
い
社

会
で
す
。
社
会
の
変
化
の
中
で
、
も

た
ら
さ
れ
る
新
た
な
課
題
に
も
、
共

に
目
を
向
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
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人
権
っ
て
な
に
？

Chapter 1
�

21
世
紀
前
半
の
世
界

二
度
の
世
界
大
戦
を
経
験
し
、「
戦

争
の
世
紀
」
と
も
い
わ
れ
る
20
世
紀

は
、「
平
和
の
世
紀
」へ
の
移
行
が
期

待
さ
れ
ま
し
た
。
１
９
８
９
年
に
ベ

ル
リ
ン
の
壁
が
崩
壊
し
、
東
西
冷
戦

が
終
結
し
た
こ
と
で
、
軍
事
に
支
出

さ
れ
て
い
た
資
源
が「
平
和
の
配
当
」

と
し
て
民
生
分
野
に
投
じ
ら
れ
、
貧

困
な
ど
社
会
的
課
題
に
対
処
す
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
21
世
紀
を
迎
え
た
世
界

は
、
国
際
的
に
は
、
２
０
０
１
年
9

月
11
日
の
同
時
多
発
テ
ロ
を
き
っ
か

け
に
、
ア
メ
リ
カ
が
主
に
中
東
へ
の

軍
事
介
入
を
繰
り
返
し
ま
し
た
。
そ

れ
も
泥
沼
化
し
、
米
軍
は
長
期
に
わ

た
っ
て
中
東
に
駐
留
軍
を
配
置
し
て

き
ま
し
た
。
世
界
的
に
も
軍
事
費
は

増
大
し
て
お
り
、
軍
拡
と
戦
争
の
火

種
が
消
え
た
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
世

界
各
国
が
戦
争
放
棄
と
軍
備
廃
棄
を

実
現
し
、
国
際
紛
争
を
非
軍
事
的
な

方
法
で
解
決
す
る
た
め
に
は
ど
う
す

れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

戦
争
は
人
権
を
抑
圧
す
る
最
た
る

も
の
で
す
。
し
か
し
、
平
和
で
人
権

が
抑
圧
さ
れ
な
い
社
会
は
、
人
々
が

理
想
を
想
い
、
願
う
だ
け
で
実
現
さ

れ
ま
せ
ん
。
逆
説
的
で
は
あ
り
ま

す
が
、
戦
争
な
ど
の
事
態
が
発
生

す
る
政
治
経
済
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
理

解
し
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て

利
益
を
得
る
主
体
を
認
識
す
る
こ
と

が
、
問
題
解
決
の
第
一
歩
に
な
り
ま

す
。
問
題
解
決
の
た
め
に
は
根
本
原

因
を
取
り
除
く
必
要
が
あ
る
か
ら
で

す
。

�

な
ぜ
戦
争
が
起
こ
る
の
か

「
人
類
の
発
生
と
と
も
に
戦
争
が

始
ま
っ
た
の
か
」「
性
悪
説
か
性
善
説

か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
み
な

さ
ん
は
ど
の
よ
う
に
答
え
る
で
し
ょ

う
か
。
誰
で
も
友
達
や
家
族
と
喧
嘩

を
し
た
こ
と
が
あ
る
、
喧
嘩
す
る
ほ

ど
仲
が
良
い
と
い
う
経
験
か
ら
、
そ

の
延
長
に
戦
争
を
位
置
づ
け
て
、
暴

力
を
人
間
の
本
性
と
理
解
で
き
る

で
し
ょ
う
か
。
私
は
そ
の
よ
う
に
は

考
え
ま
せ
ん
。
喧
嘩
が
高
じ
て
暴
力

事
件
や
殺
人
事
件
に
ま
で
至
る
人
は

決
し
て
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。『
戦
争
に

お
け
る「
人
殺
し
」の
心
理
学
』（
グ
ロ

ス
マ
ン
、
２
０
０
４
年
）に
よ
れ
ば
、

人
間
が
人
間
を
殺
す
こ
と
に
は
強
い

抵
抗
感
が
あ
り
ま
す
。
戦
争
映
画
に

は
匂
い
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
断
末
魔

の
悲
鳴
、
息
づ
か
い
、
血
の
匂
い
が

感
じ
ら
れ
る
距
離
で
の
殺
人
は
普
通

の
人
間
に
は
耐
え
難
く
、
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ

の
よ
う
な
後
遺
症
を
抱
え
る
帰
還
兵

も
多
く
い
ま
す
。

考
古
学
者
で
あ
る
佐
原
真
さ
ん
の

『
戦
争
の
考
古
学
』（
２
０
０
５
年
）に

よ
れ
ば
、
人
類
４
５
０
万
年
の
歴
史

の
う
ち
、
防
禦
施
設
や
武
器
、
人

骨
、
大
量
虐
殺
遺
体
、
武
器
の
埋

葬
さ
れ
た
墓
、
武
力
崇
拝
施
設
、
戦

い
・
戦
士
の
造
形
作
品
な
ど
か
ら
確

認
さ
れ
る
戦
争
の
歴
史
は
、
最
近
の

８
０
０
０
年
で
す
。
た
と
え
る
な
ら

ば
、
４・５
ｍ
の
紐
に
対
し
て
０・８
㎜

の
長
さ
で
す
。
戦
争
は
人
類
の
本
性

的
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
社
会
状

況
の
な
か
で「
発
明
」さ
れ
た
も
の
な

の
で
す
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
８
０
０
０
年
前

に
戦
争
が
始
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。
こ
こ
に
は
、
狩
猟
採
取
社
会
か

ら
農
耕
社
会
へ
の
変
遷
が
関
係
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
所
有
物
が

な
く
、
食
べ
物
を
平
等
に
配
分
す
る

狩
猟
採
集
民
に
対
し
て
、
農
耕
社
会

で
は
穀
物
の
大
量
栽
培
が
可
能
に
な

り
、貯
蔵
も
容
易
で
す
。
そ
の
た
め
、

余
剰
生
産
物
が
発
生
し
、
私
的
所
有

が
成
立
し
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
富

を
持
つ
者
が
持
た
な
い
者
を
支
配
す

る
国
家
が
誕
生
し
、
制
度
化
さ
れ
、

富
を
暴
力
的
に
奪
う
方
法
と
し
て
戦

争
が「
発
明
」さ
れ
た
の
で
す
。
し
た

が
っ
て
、
戦
争
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

と
し
て
は
、富
の
生
産
・
流
通
と
い
っ

た
経
済（
資
本
）活
動
と
、
経
済
活
動

を
促
進
・
管
理
・
統
治
す
る
政
治（
国

家
）
活
動
の
関
係
が
重
要
に
な
り
ま

す
。

戦争と人権

山崎　文徳（立命館大学経営学部教授）

社会のメカニズムを
政治経済的に理解する

8人権問題の最前線
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�

20
世
紀
の
戦
争�

�

：
民
間
人
の
大
量
死

20
世
紀
の
戦
争
に
も
政
治
経
済

的
関
係
が
み
ら
れ
ま
す
。
経
済
的

に
は
独
占
資
本
主
義
の
時
代
に
な

り
、
日
本
の
財
閥
の
よ
う
な
少
数

の
独
占
資
本
が
政
治
・
経
済
で
支

配
的
な
影
響
を
も
つ
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
戦
前
日
本
で
は
、
高
い

小
作
料
と
低
い
賃
金
に
よ
っ
て
農

民
と
工
場
労
働
者
は
貧
困
な
状
態

に
お
か
れ
、
資
本
の
経
済
活
動
は

狭
い
国
内
市
場
に
と
ど
ま
ら
ず
国

外
市
場
に
向
か
い
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
、
世
界
市
場
は
先
進
帝
国
主

義
列
強
諸
国
に
よ
っ
て
経
済
的
に

分
割
さ
れ
て
お
り
（
ブ
ロ
ッ
ク
経
済

も
そ
の
一
種
）、
後
発
列
強
国
の
日

本
や
ド
イ
ツ
は
世
界
の
領
土
的
再

分
割
を
求
め
、
世
界
大
戦
に
至
り

ま
し
た
。

20
世
紀
の
戦
争
の
も
う
１
つ
の

特
徴
は
民
間
人
の
大
量
死
で
す
。

封
建
制
の
時
代
ま
で
は
、
戦
争
は

軍
隊
同
士
で
行
わ
れ
、
非
戦
闘
員

が
虐
殺
さ
れ
る
こ
と
は
例
外
的
で

し
た
。
し
か
し
、
機
関
銃
な
ど
の

新
兵
器
の
登
場
に
よ
り
戦
争
が
長

期
化
し
、
大
量
の
火
器
を
用
い
る

よ
う
に
な
る
と
、
戦
争
の
行
方
が

一
国
の
生
産
力
の
質
的
・
量
的
水

準
に
依
存
す
る
総
力
戦
の
時
代
を

迎
え
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
第
２
次

大
戦
で
は
、
軍
用
機
が
都
市
爆
撃

の
手
段
と
し
て
実
用
化
さ
れ
ま
し

た
。
戦
後
の
朝
鮮
戦
争
や
ベ
ト
ナ
ム

戦
争
、
中
東
の
戦
争
で
は
軍
人
を
上

回
る
規
模
で
民
間
人
の
犠
牲
が
生
ま

れ
ま
し
た
が
、
そ
の
基
本
的
手
段
と

な
っ
た
の
が
航
空
爆
撃
で
し
た
。
つ

ま
り
、
第
１
次
大
戦
で
は
相
手
国
の

経
済
力
・
生
産
力
を
破
壊
す
る
と
い

う
帝
国
主
義
的
な
動
機
が
明
確
に
な

り
、
そ
れ
を
実
現
す
る
手
段
が
第
２

次
大
戦
で
確
立
さ
れ
、
戦
後
の
（
通

常
）
戦
争
で
も
そ
の
手
法
が
継
承
さ

れ
た
の
で
す
。

第
２
次
大
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
世
界

戦
略
の
中
心
は
、
原
材
料
と
エ
ネ
ル

ギ
ー
資
源
の
確
保
、
対
外
援
助
を
通

じ
た
販
売
・
投
資
市
場
の
保
持
・
創

出
、
通
商
上
の
海
空
路
の
保
護
に
あ

り
、
そ
の
基
本
的
性
格
は
今
日
も
変

わ
り
ま
せ
ん
。
ア
メ
リ
カ
国
家
に

と
っ
て
の「
国
益
」は
、
ア
メ
リ
カ
資

本
の
世
界
的
な
規
模
で
の
経
済
的
利

益
の
確
保
と
拡
大
で
あ
り
、
そ
れ
が

平
和
的
に
果
た
さ
れ
な
い
場
合
に
、

戦
争
を
行
っ
て
き
た
の
で
す
。
言
い

換
え
れ
ば
、
自
国
の
経
済
界
の
総
意

を
反
映
し
て
発
動
さ
れ
る
の
が
戦
争

で
す
。

�

大
学
生
活
を

�

充
実
さ
せ
る
た
め
の
提
案

こ
こ
ま
で
は
戦
争
を
例
に
し
て
、

政
治
経
済
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
理
解
す

る
重
要
性
を
述
べ
ま
し
た
。
そ
れ
で

は
、
戦
争
と
平
和
の
よ
う
な
複
雑
な

問
題
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
大
学

生
活
で
何
を
す
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ

う
か
。
私
は
１
９
９
４
年
に
工
学
部

機
械
科
に
入
学
し
ま
し
た
が
、
大
学

生
活
４
年
間
で
人
生
の
方
向
が
決
定

的
に
変
わ
り
、
経
営
学
研
究
科
に
進

み
ま
し
た
。
充
実
し
た
大
学
生
活
を

送
る
た
め
に
は
何
が
必
要
な
の
か
、

私
な
り
に
思
い
返
し
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。

ま
ず
、
高
校
生
か
ら
大
学
生
へ
、

「
勉
強
」か
ら「
学
び
」へ
の
転
換
が
重

要
で
し
た
。「
学
び
」
は
、
高
校
生
ま

で
の「
勉
強
」と
は
異
な
り
ま
す
。
高

校
ま
で
は
、
教
科
書
を
理
解
し
た
り 

覚
え
る
と
い
う
受
身
的
な「
勉
強
」が

中
心
で
す
。
大
学
に
も
講
義
は
あ
り

ま
す
が
、
た
と
え
ば
「
戦
争
は
な
ぜ

起
こ
る
の
か
」
と
い
っ
た
問
題
意
識

に
沿
っ
て
情
報
収
集
し
、
政
治
経

済
的
に
分
析
す
る
と
い
う
主
体
的
な

「
学
び
」こ
そ
が
大
学
生
活
の
醍
醐
味

で
す
。
ま
た
、
読
書
会
な
ど
で
経
済

学
や
政
治
学
の
古
典
や
名
著
を
読
む

こ
と
で
、
政
治
経
済
学
的
に
社
会
を

と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
大

学
教
育
の
中
で
も
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
よ

う
な
少
人
数
教
育
が
あ
り
ま
す
し
、

ク
ラ
ブ
や
サ
ー
ク
ル
活
動
に
お
け
る

自
主
的
取
り
組
み
は
、
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
や
組
織
力
の
育
成
の
面
か
ら

も
貴
重
な
経
験
に
な
り
ま
す
。
大
学

生
活
を
謳
歌
す
る
た
め
に
は
、
高
校

時
代
の
延
長
の「
高
校
４
年
生
」で
は

な
く
、「
大
学
１
年
生
」に
意
識
的
に

脱
皮
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

次
に
、
議
論
し
あ
え
る
深
い
友
人

関
係
が
重
要
で
し
た
。
鏡
な
し
に
自

分
の
姿
形
を
認
識
で
き
な
い
の
と
同

様
に
、
社
会
に
対
す
る
認
識
は
他
者

を
媒
介
す
る
こ
と
で
理
解
が
深
ま
り

ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
表
面
的
な

仲
の
良
さ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
率
直
に

議
論
が
で
き
、
と
き
に
は
言
い
に
く

い
こ
と
で
も
相
手
の
た
め
に
指
摘
で

き
る
よ
う
な
本
音
を
言
い
合
え
る
関

係
が
重
要
に
な
り
ま
す
。
大
学
の
先

生
や
先
輩
か
ら
も
教
わ
り
ま
す
が
、

同
世
代
の
友
人
と
の
議
論
か
ら
も
多

く
の
こ
と
を
学
べ
ま
す
。
当
然
な
が

ら
、
教
室
で
の
活
動
だ
け
が「
学
び
」

で
は
な
く
、
友
達
と
喫
茶
店
や
コ
ン

パ
で
話
し
込
ん
だ
り
、合
宿
や
旅
行
、

友
人
の
家
で
一
晩
中
議
論
を
す
る
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
に「
学
び
」

の
種
が
隠
れ
て
い
ま
す
。

私
に
と
っ
て
は
、
議
論
で
き
る
友

人
関
係
と
、
そ
の
も
と
で
の「
学
び
」

が
大
学
生
活
に
お
け
る
宝
で
し
た
。

そ
う
し
た
環
境
の
も
と
で
、
人
間

と
社
会
を
客
観
的
に
分
析
し
、
社
会

を
み
る
に
あ
た
っ
て
の
社
会
観
、
世

界
観
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
戦
争
の
よ
う
な
複
雑
な
問
題

の
政
治
経
済
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
認
識

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
延
長
に

あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

9 人権問題の最前線



映 画 案 内

10人権問題の最前線

「MILK」
＜2009年＞ 
監督：ガス・ヴァン・サント作品
第81回アカデミー賞の2部門受賞作
品。ハーヴィ・ミルクの最後の8年間を
題材にした商業映画です。ドキュメンタ
リーとはまた一味違って見やすく、考え
させられます。ぜひこちらもどうぞ
�

古久保　さくら
（人権問題研究センター　所長）

「あん」
＜2015年、日本・フランス・ドイツ合作＞ 
監督・脚本：河瀬直美
樹木希林がひょうひょうと熱演。ある日ふらりとどら焼き屋にやってきた老女
は、「わたしをバイトに雇って頂戴」と、雇われ店長にお願いする。彼女の作る餡
（あん）があまりにも美味しいので思わず雇ってしまった店長。たちまち評判を呼
んで小さな店は行列を生むまでになる。しかしその老女が元ハンセン病患者だっ
たことが知られてしまい…。餡が実に美味しそうに炊き上がるシーンが秀逸。今
も残る病者差別への静かな批判が胸に刺さると同時に、手作業の素晴らしさを描
いた職人映画でもある。この映画は静かに問いかける。患者を隔離し傷つけてき
たものは、今でも私たちの中に潜んでいるのではないか、と。
�

谷合　佳代子
（エル・ライブラリー　館長）

「マレフィセント」
＜2014年、アメリカ＞
監督：ロバート・ストロンバーグ
　よく知られた童話を原作としながらも、
全く異なる物語として登場した映画です。
　「眠れる森の美女」においてオーロラ姫に
呪いをかけた魔女マレフィセントを主人公
として、「真実の愛」をめぐり、ヘテロセク
シュアルなロマンチックラブイデオロギー
を前提としない物語が展開します。
　2014年は、「アナと雪の女王」の公開も
あり、ディズニー映画が（ジェンダー論的
に）変わったといわれた年でもあります。
同じディズニー映画の「眠れる森の美女」
（1959年）と見比べてみると興味深いと思
います。
�

古久保　さくら
（人権問題研究センター　所長）
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11 人権問題の最前線

「愛と法」
＜2017年、日本・イギリス・フランス合作＞ 
監督：戸田ひかる
大阪で開業する弁護士夫夫（ふうふ）の日常を追ったドキュメンタリー。カズとフミのカップルは家族に

祝福されて結婚式を挙げた。しかしそこに至る道はなだらかではなかった。カズが家族にゲイであること
をカミングアウトしたとき、母は泣き兄は怒った。それから18年、母は今ではカズとフミの「なんもり法
律事務所」の有能な働き手だ。弁護士として二人が扱う事件の数々もユニーク。猥褻物陳列罪で起訴され
た「ろくでなし子」裁判、君が代起立斉唱を拒否した教員の裁判など、社会的少数者の権利を守るための闘
いと言える。爽やかで明るい音楽も魅力的な本作は、家族とは何かを問い直す作品でもある。
�

谷合　佳代子
（エル・ライブラリー　館長）

「最高の花婿」
＜2014年、フランス＞ 
監督：フィリップ・ドゥ・ショーヴロン
　多文化共生社会のフランスらしいコメディ。娘4人が全員異教徒と
結婚すると言い出してパニックになる裕福な夫婦と婿たちのドタバタ
ぶりを描く。田舎に住む保守的な富裕層という親世代と、パリに住む
娘世代のギャップも鮮明に描かれ、異教徒といってもさまざまに拒否
の段階があるのだということが分かって興味深い。美しい娘4人が選
んだ夫がそれぞれまた個性的で、映画全編笑いどころ満載。

�
谷合　佳代子

（エル・ライブラリー　館長）

「ドリーム」
＜2016年、アメリカ＞ 
監督：セオドア・メルフィ
東西冷戦下の1960年代初頭、溢れる才能がありながら

人種差別の壁にぶち当たって正当な評価も待遇も受けられな
かった黒人女性たちが、自らの存在を認めさせるまでになる
過程を描く。舞台はNASA（アメリカ航空宇宙局）の計算室。
数学の才を持つ女性3人が主人公で、彼女たちは宇宙開発の
最前線で紙と鉛筆を持ってひたすら計算するという仕事に就
いていた。ソ連との競争が激化する折、差別は生産性の障壁
になっていたと言える。それに気づいた白人上司が人種別の
トイレをぶち壊すシーンに胸がすく思いだ。本作は人種差別・
女性差別を告発する作品であると同時に、今はなき仕事を描
く労働映画でもある。
�

谷合　佳代子
（エル・ライブラリー　館長）



読 書 案 内

人道的介入 
—正義の武力行使はあるか—
最上敏樹著

（岩波新書752）岩波書店 2001年

まず、「ホテル・ルワンダ」という映画（またはDVD）を観てほしい。1994年アフリカ中
部のルワンダでツチ族とフツ族の民族対立のなかで、フツ族過激派がツチ族やフツ族穏
健派を120万人以上虐殺するという内戦が勃発、その中で、主人公であるホテルマンが、
自分の家族だけでなく多くの人々をホテルにかくまい、孤軍奮闘する実話を題材にした映
画である。感動的な映画であるが、映画の中で腑に落ちないのは国連軍の行動である。国
連軍は、なぜ主人公たちを置き去りにし、撤退してしまうのか。それが事実であっただけ
に、なおのこと疑問を感じた。これだけ大規模な人権侵害に対し、国連に代表される国際
社会はなぜなんの救済策も施さなかったのか。
本書はこの疑問に答えてくれるとともに、「人道的介入」という行為がどんなに重い問題
を提起するかを教えてくれる。平和とは国家間の戦争がないことだけではなく、一国内の
内戦がない状態も意味するべきであること、国連憲章の武力行使禁止原則や内政不干渉原
則の存在にもかかわらず、極度の迫害を受け、生命が危険にさらされている人々を救済す
るためには例外的に武力行使も許されるべきこと、しかし、人道的介入の名の下に内政干
渉が行われてきた過去の歴史を踏まえ、その乱用を防止するためにはさまざまな配慮が必
要であること、そして「国境なき医師団」や「アムネスティー・インターナショナル」などの
NGOの活動が国家の枠組みを超越した活動をしていることの意味などが、冷静かつ慎重
に述べられる。上記のルワンダ内戦だけでなく、NATO軍のユーゴ空爆やソマリアなど
の事例を踏まえて、国際社会が「［無辜（むこ）］の人々がなぶり殺しにされているときに、・・・
何もしなくてもよいか」という重い問題を私たちにつきつけてくる。
この本を契機に、国連や安全保障理事会の役割そして主権国家や多様なNGOによって
構成される今日の国際社会の構造を勉強したい人には、さらに国際法やその一部門として
の国際人権法および国際人道法を学ぶことをお薦めしておきたい。

平　覚�（大阪市立大学　名誉教授）

12人権問題の最前線
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