
人権問題を考える

　

尊
重
さ
れ
、
幸
せ
に
生
き
る
権

利
|
人
権
|
は
、
す
べ
て
の
人
に

平
等
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で

す
。
大
人
だ
け
で
な
く
、
当
然
子

ど
も
も
保
障
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
は
、
連
日
貧
困
や
飢
え
、

戦
争
な
ど
で
苦
し
む
世
界
の
子
ど

も
た
ち
の
姿
が
報
道
さ
れ
て
い
ま

す
。
日
本
で
も
、
虐
待
や
い
じ
め

の
ニ
ュ
ー
ス
が
絶
え
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

社
会
的
弱
者
で
あ
る
子
ど
も
は
、

大
人
よ
り
も
人
権
が
侵
害
さ
れ
や

す
い
存
在
で
す
。
多
感
な
時
期
に

あ
る
子
ど
も
の
人
権
が
侵
害
さ
れ

る
と
、
健
全
な
成
長
に
悪
影
響
を

及
ぼ
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

全
国
の
児
童
相
談
所
に
お
け
る

児
童
虐
待
相
談
件
数
は
、
平
成
29

度
で
13
万
3
7
7
8
件
と
過
去
最

多
（
厚
生
労
働
省
報
告
書
）。
27

年
連
続
で
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

虐
待
を
受
け
た
子
ど
も
は
自
分

を
肯
定
で
き
な
く
な
り
、
深
い
悲

し
み
と
怒
り
が
残
り
ま
す
。
中
に

は
死
に
至
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
も
あ

る
、
深
刻
な
社
会
問
題
で
す
。

　

保
護
者
が
子
ど
も
に
手
を
上
げ

て
し
ま
う
背
景
に
は
、

● 

子
育
て
の
苦
悩
を
抱
え
た
ま
ま

解
決
策
が
見
つ
か
ら
な
い

● 

家
事
や
仕
事
に
追
わ
れ
、
子
ど

も
を
み
る
余
裕
が
な
く
な
る

● 

地
域
社
会
と
の
つ
な
が
り
が
失

わ
れ
、
孤
独
や
焦
り
を
感
じ
る

● 

子
ど
も
を
自
分
の
所
有
物
、
大

人
の
言
う
こ
と
を
聞
く
の
が
当

然
だ
と
考
え
る

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

子
育
て
に
悩
ん
で
い
る
人
は
、

一
人
で
抱
え
込
ま
ず
、
身
近
な
人

に
相
談
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
家
族

や
子
ど
も
が
通
っ
て
い
る
園
、
学

校
な
ど
、
誰
か
に
話
す
こ
と
で
、

悩
み
を
解
消
で
き
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

　

周
囲
に
相
談
で
き
る
人
が
い
な

い
と
き
は
、
最
寄
り
の
児
童
相

談
所
や
、
子
育
て
支
援
係
（
☎

0
9
4
3
・
３
２
・
1
1
1
3
）
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
生
活
の
中
で
「
虐
待
か

も
」
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、

一
刻
も
早
く

警
察
や
児
童

相
談
所
へ
ご

連
絡
く
だ
さ

い
。

　

殴
っ
た
り
蹴
っ
た
り
、
体
に
苦

痛
を
与
え
る
こ
と
だ
け
が
「
い
じ

め
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仲
間
は

ず
れ
や
無
視
、
悪
口
、
持
ち
物
を

取
り
上
げ
る
な
ど
、
相
手
が
い
や

が
る
こ
と
を
し
て
、
心
に
苦
痛
を

与
え
る
こ
と
も
「
い
じ
め
」
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
い
じ
め
に
は
、
い
じ

め
の
「
加
害
者
」
と
「
被
害
者
」

以
外
に
、
は
や
し
た
て
た
り
面
白

が
っ
た
り
す
る
「
観
衆
」、
見
て

見
ぬ
ふ
り
を
す
る
「
傍
観
者
」
が

存
在
し
ま
す
。「
い
じ
め
の
タ
ー

ゲ
ッ
ト
に
な
る
か
も
」
と
観
衆
や

傍
観
者
で
い
る
こ
と
は
、
結
果
的

に
い
じ
め
を
悪
化
さ
せ
る
こ
と
に

繋
が
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　

い
じ
め
を
受
け
て
い
る
子
ど
も

は
、
無
口
に
な
っ
た
り
、
登
校
を

拒
否
し
た
り
と
、
何
ら
か
の
サ
イ

ン
が
現
れ
ま
す
。
い
じ
め
を
す
る

子
ど
も
に
も
、
言
動
が
荒
く
な
る

な
ど
の
サ
イ
ン
が
現
れ
ま
す
。

　

子
ど
も
が
サ
イ
ン
を
出
し
て
い

る
と
き
は
、
学
校
で
の
出
来
事
を

尋
ね
て
み
ま
し
ょ
う
。
い
じ
め
が

分
か
っ
た
ら
、
ま
ず
は
学
校
へ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。
い
じ
め
を
な
く

す
に
は
、
家
庭
・
学
校
・
地
域
が

連
携
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
「
今
の
日
本
に
貧
困
の
子
ど
も

な
ん
て
い
る
の
？
」
と
い
う
声
も

あ
り
ま
す
が
、
実
際
に
は
、
全
国

の
子
ど
も
の
約
6
人
に
1
人
が
貧

困
状
態
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
い
う
「
貧
困
状
態
に
あ

る
子
ど
も
」
と
は
、
一
定
基
準
を

下
回
る
手
取
り
所
得
の
家
庭
で
育

つ
、
17
歳
以
下
の
子
ど
も
の
こ
と

で
す
。
満
足
な
食
事
が
で
き
ず
、

病
気
や
け
が
を
し
て
も
病
院
へ
行

く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
や
り
た

い
こ
と
を
で
き
ず
、「
何
か
を
し

た
い
」
と
い
う
意
欲
も
持
て
な
く

な
り
ま
す
。

　

子
ど
も
の
貧
困
問
題
は
、
当
事

者
だ
け
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

貧
困
を
放
置
す
る
こ
と
で
生
ま
れ

る
社
会
的
損
失
は
、
40
兆
円
以
上

に
な
る
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
の
人
権
を
侵
害
す
る
こ

れ
ら
の
問
題
は
、
一
朝
一
夕
に
解

決
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し

か
し
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
互
い

を
思
い
や
り
、
苦
し
ん
で
い
る
子

ど
も
た
ち
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
る

こ
と
で
、「
子
ど
も
の
人
権
」
が

守
ら
れ
る
社
会
に
つ
な
が
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

子どもの人権
問教育委員会事務局人権・同和教育係　☎ 0943-32-0093

虐
待

い
じ
め

貧
困
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　現在復元している石人山古墳の家形石棺は、
棺蓋（写真上）を 4 個の凝灰岩石材、棺身（写
真下）を 12 個の凝灰岩石材の組み合わせで作っ
ています。
　石棺は石人山古墳の墳丘内にあるため、普段
はその大きさを実感することはありません。今
回の石棺の復元では、その巨大さを実感すると

ともに、全長 120m の前方後円墳の主体部に安
置される重要さが再認識できました。
　石棺が作られた当時は、必要な石材原石を採
掘・運搬し、大まかな形を整え、古墳に搬入し、
現地で彫刻を施したことでしょう。驚くべきは、
現在は機械工具で石材を成形しますが、当時は
すべて工人による手仕事だったことです。

ふるさと
再発見
広川町郷土史研究会

　
『
高
良
玉
垂
宮
縁
起
』
に
は
共

通
し
て
、
神じ

ん
ぐ
う功

皇
后
の
率
い
る
軍

船
が
、
朝
鮮
半
島
へ
渡
海
す
る
場

面
が
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
干か

ん
じ
ゅ珠

と
満ま

ん
じ
ゅ珠

の
玉
を
持
っ
て
船
の
舳へ

さ
き先

で
指
揮
を
と
る
の
は
、
高
良
大
明

神
で
す
。

　
『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
、
こ

の
出
来
事
は
西
暦
2
0
0
年
（
仲

哀
天
皇
9
年
）、
弥
生
時
代
の
終

わ
り
ご
ろ
に
あ
た
り
ま
す
。『
日

本
書
紀
』
に
は
西
暦
3
6
9
年

（
仁
徳
天
皇
57
年
）
に
も
、倭わ

（
日

本
）
と
百く

だ
ら済

連
合
軍
が
新し

ら
ぎ羅

を
攻

め
破
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
史

実
と
認
め
る
の
は
難
し
い
と
こ
ろ

で
す
が
、『
古
事
記
』
と
『
日
本

書
紀
』
の
記
述
は
、
当
時
の
時
代

背
景
を
表
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

　

古
代
の
朝
鮮
半
島
に
あ
っ
た
百

済
・
新
羅
・
高こ

う
く
り

句
麗
の
3
国
の
う

ち
、
高
句
麗
の
都
が
あ
っ
た
集し

ゅ
う
あ
ん安

（
現
在
の
中
国
吉
林
省
集
安
市
）

に
は
、
有
名
な
高
句
麗
好こ

う
た
い
お
う

太
王
碑ひ

（
高
句
麗
広
開
土
王
碑
と
も
）
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
側
に
は
好
太
王

（
広
開
土
王
）
を
葬
っ
た
古
墳
も

残
っ
て
い
ま
す
。

　
『
広
川
町
史
』
編
さ
ん
委
員
会

は
平
成
17
年
、
調
査
・
取
材
の
た

め
現
地
を
訪
れ
ま
し
た
。
現
在
は

世
界
遺
産
と
な
っ
て
い
る
好
太
王

碑
は
、
四
方
を
ガ
ラ
ス
で
覆
わ
れ
、

手
で
触
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
ガ
ラ
ス
越
し
に
、
刻
ま
れ

た
重
要
な
事
実
を
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

● 

西
暦
3
9
1
年
（
仁
徳
天
皇
79

年
）、
倭
が
渡
海
し
て
百
済
・

新
羅
に
攻
め
入
っ
て
こ
れ
を

破
っ
た
。

● 

西
暦
3
9
9
年
（
仁
徳
天
皇
87

年
）、
倭
・
百
済
の
連
合
軍
が

新
羅
に
攻
め
入
っ
た
た
め
、
新

羅
は
高
句
麗
に
救
援
を
求
め
た
。

● 

西
暦
4
0
0
年
（
履
中
天
皇

元
年
）、
高
句
麗
の
好
太
王
は

5
万
人
の
援
軍
を
新
羅
に
送
り
、

倭
軍
を
退
け
た
。

● 

西
暦
4
0
4
年
（
履
中
天
皇
5

年
）、
倭
軍
が
帯た

い
ほ
う
ぐ
ん

方
軍
に
出
兵

し
た
が
、
高
句
麗
軍
に
よ
っ
て

撃
退
さ
れ
た
。

　

こ
の
時
期
の
日

本
は
、
す
で
に
古

墳
時
代
に
入
っ
て

い
ま
す
。
必
ず
し

も
年
代
的
に
一
致

す
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、『
玉

垂
宮
縁
起
』
と
高

句
麗
好
太
王
碑
に

は
、
似
た
よ
う
な

歴
史
が
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。

　

福
岡
県
で
良
く
知
ら
れ
て
い
る

『
高
良
玉
垂
宮
縁
起
』
は
、
筑
後

地
域
の
神
社
に
掲
げ
ら
れ
る
絵
馬

の
画
題
と
し
て
も
多
く
描
か
れ
て

い
ま
す
。
今
日
で
は
神
功
皇
后
伝

記
絵
や
高
良
縁
起
絵
、
八
幡
宮
縁

起
絵
な
ど
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

新しく町指定文化財になった
『高良玉垂宮縁起』【その 2】

（左） 好太王碑、幅 1.5 ～ 2.0m ×高さ 6.34m の巨石の 4
面に 1775 文字が刻まれる

（右）高句麗好太王の古墳（集安市郊外）

広川町古墳資料館だより
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