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子

ど
も

の
権

利
条

約

に

つ
い
て
、

街

頭

で

ア

ン
ケ
ー

ト

し

て

み

た

と

こ
ろ

、

ナ

ン
ト

九

割

の
子

ど
も
が
条
約
を
知
ら
な

い
と

い
う
事

を
知

り

、
『
こ
れ

じ

ゃ

ヤ

バ
イ

、
せ

っ
か
く

子

ど
も

の

た
め

の
条

約

が
あ

る

の
に
、

そ

の
条

約
を
知
ら
な
け
れ
ば
何

の
意
味
も
な

い
』

と

思

い
、

い
ろ

い
ろ

な
所

で
話

し

あ

い
を
し

た

り
、
勉
強
会
を
し
て
き
ま
し
た
。
そ

の
う
ち

に
、『
み

ん
な

の
声

が

こ

れ

だ
け

あ

る

な
ら

、

こ
の
声
を
全
部
ま
と
め
て
大
人
達

に
届
け

た

ら
、

お
も

し

ろ

い
だ

ろ
な

ー

』

と
思

っ
た
。

声

を

ど

こ
に
届
け

よ
う

か
考
え

て

い
た
時

に
、

政
府

レ
ポ

ー

ト

を

読

ん

で
、『
な

ん

じ

ゃ

こ
り

ゃ
～

子

ど
も

の
声

が

入

っ
て
な

い
じ

ゃ

ん
。

そ
れ
な
ら
俺
達
が
子
ど
も

の
生

の
声
を
届
け

て
や
る
』
『
よ

っ
し
ゃ
届
け
先

は
、
国
連

で
決

定

〃
‥』

と
、

こ
ん

な

風

に

ど

ん
ど

ん

活
動

は

進
ん
で
行
き
ま
し
た
。

活
動

し

て

い
る
時

は
、

い
ろ

い
ろ

な
事

が

あ
り
ま
し

た
。

夏

休

み
中

の
、

暑

い
時

の
街

頭

で

の
声

集

め

で
は
日
射
病
に
な
る
奴

が
出
た
り
、
布

が

縫

い
終

わ

る

の
か

な

～
』

と
心

配

に

な

っ
た

り
、
英
文

レ
ポ
ー
ト
作
成

で
、
神
経
が
衰
弱

し
き

っ
て
大
変
な
思

い
を
し
た
り
し
ま
し
た
。

あ
～

、
や

っ
て

よ

か

っ
た
、
の
瞬

間

政
治
家

の
文
教
委
員
の
人
達

に
、

レ
ポ
ー

ト

を

持

っ
て

い

っ
、
た
暗

も
、

熱

心

に
聞

い
て

く

れ

た

人

や
、

そ

う

で
な

い
人
な

ど
、

い
ろ

い
ろ

い
ま

し

た
。

外

務

省

に

レ
ポ

ー

ト

を
持

っ
て
行

っ
た
時

は
、
快
く
受
け
取

っ
て
く
れ

て
「
他

の
省
庁

に
も
配
布

し
て
お
き
ま
す

か
」

と

言

っ
て

く

れ

た

の
は

、
嬉

し

か

っ
た

事

で

す
。ジ

ュ
ネ
ー
ブ

の
、
現
地
高
校
生
と

の
交
流

会

の
時
に
、
俺

が
「
も
し

こ
こ
で
同
じ
事
を

や

っ
た
と
し

た
ら

、
ど
ん
な
意

見

が
出

る

の
？
」

と
聞

い
た
時

に
、
「
ん

～
そ

の
前

に

、
校

則

っ

て
何
～
」「
こ

っ
ち
は
自
己
を
尊
重
す
る
か
ら
、

校
則
な
ん

て
な

い
し
、
余
り
不
満
は
出
な

い

と
思
う

」
と
言

わ
れ

て
驚
き
ま
し
た
。

国

連

で
対

応

し

て
く

れ

た

、

打

払
い
か
さ

ん
と

、

恥

中
0
√

卜

さ

ん

が
、「
日

本

の
政
府

レ
ポ
ー
ト
を
審
査
す

る
時

の
重
要

な
資
料
と

し
て
使
わ

せ
て
も
ら

い
ま
す
」
と
言

っ
た
時

．
が

『
あ

～
今

ま

で
や

っ
て
き

て

よ

か

っ
た
な

ー
』

と
思

っ
た
瞬
間

で
し
た
。

W
拭
奴

…

下 地 が 3 m X 8 m の大 きな旗 。 子 ど も

の意 見 が善 か れ た 白い布（12cm X 12cm ）が

9 8 0枚 縫 い つ け て あ る 。 パ ッ チ ェ さ ん

（ 中 央 ）と ラ デ ィ ー さ ん（右 ）は 、 旗 に 縫 い

つけ た子 ど もの 声 に大 いに感 動 。
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I
C
U
高
学
校
h祭
「
ス
キ

ッ
ト
」
上
演

九
月

一
五
、

一
六
日

に
行
わ
れ
た
国
際
基

督
教
大
学
高
校

の
学
校
祭

で
、

私
達
三
年
選

択
授
業

の
政
経
演
習
ク
ラ

ス
は
、「
学
校

が
好

き

～
～
子
ど
も

の
権
利

で
改
革

を
～
」
を
発

表

し
た
。
「
E
d

u
 
C
 
a
t
i
O
 
n
 
N
O

W
」

は

二

年
間
様

々
を

丁
－

マ
を
と
ら
え

続
け

て
き
た
伝
統

の
あ

る
企
画
で
、
今
年

は

日
本

の
教
育

の
あ

り
方
を
取
り
上
げ
、

理
想

の
学
校
像
を
描
く

こ
と
を
目
的
と
し
た
。

ク

ラ

ス
仝

口月
の
八

人

が
自

分

の
興

味

を
持

っ
て

い
る
教
育

に
関
す

る
分
野
を
リ
サ
ー
チ
し
、

文
部
省

へ
の
訪
問
、
慶
鷹
義
塾
大
学
S
F
C

オ

ー
プ

ン
・

カ
リ

キ

ュ
ラ

ム

へ
の
参

加

、

公

立

中

学
校

へ
の
ア

ン

ケ
ー
ト

調

査

、

校

内

で

の
ア

ン
ケ
ー

ト

調

査

な

ど
を

行

い
、

莫

大

な

量

の
資
料
を
集

め
た
。
そ
し
て
出
来
上
が

っ

た

の

が

五

〇

ペ

ー

ジ

の

レ

ジ

ュ

メ

だ

。

こ

れ

を

も

と

に

し

て
今

回

の
プ

レ
ゼ

ン
テ

ー

シ

ョ

ン
を

行

っ
た
。

一
入

歳

で

は

じ

め

て

条

約
知

っ
て
、
不
満
／

子
ど
も

の
権
利
条
約

と
初
め
て
出
会

っ
た

の
も

リ
サ
ー
チ
を
通

し
て
だ
。
新
聞
記
事
、

図
書
館

に
並

ぶ
本
、

そ
し
て
先
生

の
お
話

か

ら

こ

の
条

約

に
興

味

を
持

ち

、

調

べ
る

こ
と

に

し

た
。

リ

サ

ー

チ

を
経

て
、

こ

の
条

約

は

今
後

の
日
本

の
教
育
を
改
革
し

て
い
く
中
で

大

い
に
役

立

て
る

べ
き
も

の

だ

と
強

く

思

っ

た
。

し
か
し
そ
れ
以
前

に
、

一
八
歳
未
満

の

子
ど
も
を
対
象
と
す
る
条
約

の
存
在
を

一
八

歳

の
夏

に
初

め
て
知

っ
た

こ
と
に
不
満
を
感

じ
た
。
日
本

の
政
府
は
こ
の
条
約
を
批
准
し
て

か
ら
十
分
な
対
応
を
取

っ
て

い
る
と
は
言
え

な

い
。
ま
た
、
い
じ
め
に
よ
る
登
校
拒
否

、
校
則

の
問
題
、
心

の
教
育
な
ど
、
今
話
題
と

い
る
教
育

に
関
す

る
あ
ら
ゆ
る
問
題

の
こ
の
条
約

に
対
す

る
よ
り
適
切
な

よ

り
解

決

で
き

る

の
で

は
な

い
だ

ろ

〝
ワ

ー
プ

″
し

て
違

い
が

浮

き

彫

り

一

日
本

、
ア
メ
リ
カ
、
韓
国

の
教
由

コ

ル

チ

ャ

ツ
タ

の
ポ

ー

ラ

ン

ド

▲

こ
れ
は
私
自
身

の
教
育
改
革
案

で

他

の
七
人
も
そ
れ
ぞ
れ
自
分

が
調

べ



第

二
回

ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
学

習

講

座
・
プ

レ
フ
ォ
ー

ラ
ム
．97

nK

仙液雌

ル粁
い

盛
見
泰
盛

駅
α

刀

小

和

′て）

番
仙瑛

紳
桝

七
月
二
九
日
、
三
〇

日
に
参
議

院
五
〇
周

年
記
念
行
事
と
し
て
、
「
子
ど
も
国
会
」
が
行

わ
れ

ま

し

た
。

新

聞

、

テ

レ

ビ
な

ど

の

マ
ス

コ
ミ

の
注

目
度

も

高

か

っ
た

こ

の
行

事

、

ど

の
よ

う

に
し

て
実

現

さ

れ

て

い

っ
た

の

で
し

ょ
う
～
そ
し
て
、

子
ど
も

が
国
会
で
発
言
し

た
こ
と
は
、
今
後

ど
の
よ
う
な
意
味
を
持

っ

て

い
く

の

で
し

ょ
う

？
・

九
月

一
九
日
、
千
代

田
区
立
神
保

町
区
民

館

で
開
か
れ
た
第

二
回
学
習
講
座
お
よ
び
子

ど
も

の
権

利

条

約
プ

レ

フ
ォ
ー
ラ

ム
97

で
は
、

衆
議
院
議
口月
の
肥
田
美
代
子
氏
、
参
議
院
議

事
課
課
長

の
橋
本
雅
史
氏

に
よ
り
、「
子
ど
も

国

会

」
の
実
施

に

つ
い

て
報

告

さ

れ
ま

し

た

。

こ
の
国
会

の
企
画
、
実
現

に
直
接
関

わ

っ
て

き

た

お
二

人

、
本

音

を

交

え

た

エ
ピ

ソ
ー

ド

の
数

々
が
率
直
に
語
ら
れ
ま
し
た
。

は
じ
め

の
第

一
歩

「
子
ど
も
国
会
」

は
、
少
な

い
予
算

と
短

い
準
備
期
間
、
先
例

の
な

い
行
事
を
実
現
す

る
困
難
と

い
う

担
当
者

に
と

っ
て
は
、
あ
ま

り
恵
ま
れ
な

い
条
件

の
な

か
で
実
行
さ
れ
ま

し
た
。
実
際
、
五
〇
周
年
記
念

の
プ

ロ
ジ

ェ

ク
ト

チ

ー

ム
で

は
、

二
年

前

か

ら

こ
の
案

が

あ

っ
た
に
も
関

わ
ら
ず
、
人
手
が
か
か
る
こ

と
、
議
場

に
議
員
以
外
は
入
れ
な

い
な
ど

の

理

由

か

ら
実

現

に
は

つ
な

が

ら
な

い
ま

ま

で

い
ま

し

た
。
そ

れ

を

実

現

さ

せ

た

の
は

、「
国

立
国

際

子
ど
も
図
書

館
設

立
推

進
議

男

達

盟
」
に
よ
る
実
施
要
綱
で
し
た
。
そ
れ
を
提

案

し

た

の
が
、

肥

田

議

口月
で
す

。

子

ど
も

の

政

治

参

加

へ
の
熱

意

が

動

か

し

た

と

い
え

る

で
し

ょ
う

。

一
回

限

り

の

イ

ベ

ン
ト

「
子

ど
も

国

会

」

こ
う
し
て
第

一
回
目
が
行
わ
れ
た
国
会
、

は
じ
め

の
第

一
歩
を
踏
み
出
し
た
と
い
う
意

味

で
は
大
き
な
意
義
が
あ
る
も
の
と
な
り
ま

し

た

が
、

こ
れ

は
あ

く

ま

で

「

一
回

限

り

の

イ

ベ

ン
ト

」

と
し

て

の
成

功
。

高

校

生

の
参

加

、

テ

ー

マ
の
設

定

、

議

日月
の
選

出

方

法

な

ど
多
く

の
課
題

が
残
さ
れ
て

い
ま
す
。
何
よ

り
も
、
今
回

の
国
会

で
出
さ
れ
た
子
ど
も
議

口只
の
提
案
、
意
見

は
、
参
議
院
議
員

に
よ

っ

て
審
議
さ
れ
る
機
会
が
全
く
保
障

さ
れ

て
い

ま

せ
ん
。

子
ど
も

が
市
民
と
し
て
政
治

に
参

加

す

る

ま

で

に

は
、

ま

だ

ま

だ
遠

い
と

い
え

ま
す
。
今
回

の
国
会

の
よ
う

な
思

い
出

づ
く

り

や

イ

ベ

ン
ト

性

の
濃

い

〝
社

会

見

学

型

″

に
対
し
、
子
ど
も

の
国
政
に
対
す

る
参
加
を

保
障
す
る
〝
意
見
表
明
権
型
″
（
喜
多
氏

に
よ

る
）

の
国

会

を
新

た

に

め
ざ

し

て

い
こ
う

と

い
う
意
見
が
多

く
だ
さ
れ
ま
し
た
。

意
見
表
明
権
型
子
ど
も
国
会
を
め
ざ
し

て

行
事
と
し
て
始
ま

っ
た
子

ど
も
国
会
を
意

味
あ

る
も

の
に

す

る

た

め

に
は

、「
議

月

に
な

る
子

ど
も
が
変
わ

っ
て
も
継
続

で
き
る
テ
ー

マ
の
設

定

」「
企

画

か
ら

の
子

ど

も
参

加

」「
参

議

院

議

員

に
よ

る

子

ど
も

議

口月
の
提
案

へ
の

萩

原

由

美

き
さ
も
指
摘

さ
れ
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
が

積
極
的
に
参
加

で
き
る
状
況
を
大
人
が
バ

ッ

ク
ア

ッ
プ
す

る
と
同
時
に
、
－
子

ど
も
た
ち
が

ど

の
よ
う

に
し
て
参
加
す
る
か
が
大
切
で
す
。

橋
本
氏
の
「
最
初
は
イ
ヤ
な
仕
事
を
押
し

つ

け
ら
れ
た
と
思

っ
て
い
た
け
れ

ど
、
実
現
す

る
に
従

っ
て
楽
し
く
な

っ
て
き

た
」

の
言
葉

は
、
と
て
も
印
象

に
の
こ
り
ま
し

た
。
当
事

者

に

な

る

こ

と

の
良

さ

は

こ

こ

に
あ

る

の
で

し

ょ
、フ
。

（
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
運
営
委
月
）

回
答
報
告
を
義

務

づ
け
る
」「
地

方
議
会

と
の
連

携

に
よ

る
長
期

的
な
運
用
」
な

ど
多
く

の
提
案

が
さ
れ
ま
し
た
。

フ

ラ

ン

ス

や

ス

ロ

ベ

ニ

ア

な

ど

に

み
ら

れ

る

よ

う

に
民
間
団
体

が
支
え

る
方
法

も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
世
論
に

よ
る
影
響

の
大

子ども国会へ の熱 い思 いを語 る

橋本雅 史 さん （参 議院議事課課長 ）
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条
約
（
検
証
）第
◎

回
「
子
ど
も

VS

お
と
な
」

「
休
息
・

遊
び

の
権
利
」
ほ
L
い

VS

怠
け
ゆ
え
ダ

メ
／

「
集
会
・

結
社

の
自
由
」
無
関
心

VS

最
も
警
戒
ダ

メ
／

〝密
夢

ズ

レ
山
く
っ
き
り
′
務
戯
H月

二
俣
評
者
巴

北
海
道

の
「
子
ど
も
の
権
利
保
障
実
態
調
査
報
告
」
よ
り

校

倉

聡

史

（
旭
川
大
学
）

北
海
道
教
職
員
組
合
の
教
育
調
査
政
策
研
究
室
が

一
九
九
六
年
の
六
月
～
九
月
に
か

け
て
、
全
道
の
小
学
生
、
中
学
生
、
高
校
生
、
教
職
員
、
保
護
者
の
合
計
二
〓

二
五
五

人
を
対
象
に

「
子
ど
も
の
権
利
条
約
と
権
利
保
障
に
関
す

る
実
能
空
調
査
」
を
行
な

い
、

こ
の
七
月
に
詳
細
な
解
析
を
も
と
に
報
告
書
を
ま
と
め
た
。
「
子
ど
も
の
権
利
条
約
」が

批
准
さ
れ
、
学
校
現
場
や
家
庭

、
地
域
に
ど
の
よ
う
に
浸
透
し
て
い
る
か
、
子
ど
も
の

権
利
保
障
の
実
態
や
大
人
の
意
識
は
ど

の
よ
う
に
進
展
し

て
い
る
の
か
を
調
査
し
た
。

以
下
、
特
徴
的
な
事
柄
を
報
告
し
た
い
。

一

教
師
は
学
校
現
場
で

「
子
ど
も
の
権
利
条
約
」

十
分
に

教
え
て

「
子
ど
も
の
権
利
条
約
」
を
教
え

た
こ
と

が
な

い
と
答
え

た
教
師
は
六
七
・

四
％

に
も

の
ぼ

っ
て

い
る
。

教

え

た

こ
と

が
あ

る

と
す

る
教
師
も
条
約

の
名
称
や
批
准
さ
れ
た
こ
と

を
話
し
た
り
、
ポ

ス
タ
ー
を
掲
示
し

て
話
し

た
程
度

の
「
軽
く
教
え
た
に
す

ぎ
な

い
」
も

の

が
、

五

五
・

八

を

占

め

て

い
る
。

教

え

な

か

っ
た
教
師

の
理
由
は
、「
条
約

の
内
容
が
よ

く

わ

か

ら

な

い
」

が

四

八
・

六
％

で
あ

り
、

「
現
実

の
学
校
教
育

に
生
か
す
の
が
難
し
い
」

が

二

丁

三

％

に
も

達

し

て

い
る
。

し

か
し

、

子
ど
も

が
子
ど
も

の
権
利
条
約
を
知

っ
た
の

は
授
業
や
学
校

の
掲
示
な

ど
の
学
校

の
教
育

図表 Ⅰ 子 ど も向 け

自分 にとって大切 な権利、使ってみたい権利 は何ですか

2ウ

ー5 ．呂箔

【毘

l 完

訂．舐‾

、■●

巡ア．人種や言葉や宗教などで差別

され ない権 利

イ． 頼 と一席 に生活 す る権利

り． 自分 の間 者 につい て自 由に意 見

を述 べ、 その 意見 か大切 に され

る権 利

エ． 情 報 や襲料 を知 る権 利

オ． 自分 の考 えた こと や感 じた こ

とを 表現 する権 利

力自由 にグル ープ をつ く り、 集

会 を開 く権利

キ． プ ライバ シー （私 生活 ） を も

つ 権利

ク． 自分 の名誉 、 プラ イ ドが守 ら

れ る権 利

ケ． 親 か ら暴力 をふ るわれ な い

権 利

コ． 倖 専の あ る子 ど もか、差 別 さ

れ ないで 自立 す る権 利

サ． 休 息す る権利

シ．遊びをする脚 J

ス． 人 間 ら しい豊 かな 教育 を求 め

る権利

セ． 文 化 的、芸 術的 活動 に参加 で

きる権 利

劫〕 4り m  R ‾ 】 l 一 丁 I

％

直垂頭 重垂
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活
動
を
通
じ
て
の
場
合
が
、
小
学
生
で
五
七

・

二
％
、
中
学
生

で
八
〇
・
九
％
、
高
校
生

で

七
七
・
〇
％
と
圧
倒
的

に
多

い
。
「
子
ど
も

の

権
利
条

約
」

の
広
報
義

務

（
四

一
条
）
が

い

か

に
、

教
師

の
理

解

と

力
量

に

か

か

っ
て

い

る
か

が

わ

か

る
。
ち

な

み

に
、「
条

約

を

知

っ

て

い
る

」
と
答

え

た

子

ど
も

は
小

学

生

が
九

・

八
％
、
中
学
生

が

一
四
・

六
％
、
高
校
生
が

四

四
・

八
％

で
あ

っ
た

。

ま

だ
ま

だ

「
子

ど

も

の
権
利
条
約
」

の
浸
透
が
学
校
現
場

で
は

低

く

、
理
解

も

浅

い
と

い
わ
ざ

る

を

得

な

い
。

二

子
ど
も

が
使

い
た

い

権
利
と
大
人
が

（
子
ど
も
に
）

行
使
さ
せ
た
い

権
利
に
は

「
子
ど
も

の
権
利
条

約
」
が
保
障
し
て

い

る
具
体
的
な
権
利

で
、
使

っ
て
み
た
い
権
利

を
複
数
選
択

で
回
答
し
て
も
ら

っ
た
と
こ
ろ
、

図
表
－

の
よ
う
な
結
果
に
な

っ
た
。
小
学
生

は
、

一
位

が
人
種
や
言
葉

や
宗
教

で
差
別
さ

れ

な

い
権

利

で
七

七
・

八
％

、

二
位

が

遊

び

を
す
る
権
利

で
七
二
・

九
％
、
三
位
が
休
息

す
る
権
利

で
六
四
・

四
％

を
占

め
て
い
る
。

中
学
生
で
は
、

一
位
が
遊

び
を
す
る
権
利
で

六
五
・

四
肘キ

二
位
が
休
息
す

る
権
利

で
六

〇
・
二
％
、
三
位

が
障
害

の
あ
る
子
ど
も

が
、

差

別

さ

れ
な

い
権

利

で
五

二
・

五

％

に

の
ぼ

っ
た

。
高

校

生

で
は

、

一
位

が
プ

ラ

イ

バ

シ

ー

（
私
生
活
）
を
持

つ
権
利

で
六
九
・

八
％

二
位
が
遊

び
を
す
る
権
利

で
六

一
・

二
％
、

三
位

が
休
息
す
る
権
利

で
五
八
・

七
％

と
な

っ
て

い
る
。

い
ず

れ

に

お

い
て
も

、
遊

び
を

す

る
権
利
と
休
息
す
る
権
利
が
上
位
を
占
め
、

高

い
比

率

を

示

し

て

い
る
。

子

ど

も

に

と

っ

て
遊

び
と
休
息
が
き
わ
め
て
強

い
要
望
と
し

て
あ

り
、
精
神
的
な

ス
ト

レ
ス
や
肉
体
的
な

疲

れ

の
多

さ

の
あ

ら

わ
れ

で
も

あ

る
い

い
わ

ば
、

子
ど
も

が
健
康
的

に
生
活
す
る
た
め
の

生
存
権
的
な
要
素

と
し

て
の
性
格
を
持

っ
て

い
る

と

い
え

る

の
で

は
な

か
ろ

う

か
。

し
か
し
、
教
師
や
保
護
者
は
そ

の
よ
う

に

は

み

て

い
な

い
、

子

ど
も

に
行

使

さ

せ

た
く

な

い
権

利

の
調
査

に
よ

る

と
図

表

＝

の
と

お

り
、
教
師

で
は
三
位

に
遊

び
を
す
る
権
利

の

五
・
四
％

が
、
五
位

に
休
息
す

る
権
利

の
三
・

三
％

が
き

て

い
る
。

保

護

者

で
は

、

二
位

に

遊

び
を
す

る
権
利

の
六
・

〇
％
が
三
位

に
休

息
す

る
権
利

の
四
・
八
％

が
き
て

い
る
。
教

師
や
保
護
者

に
と

っ
て
は
、
遊

ぶ
こ
と
で
勉

強
を
し
な
く
な
る
、
休
息
す
る

こ
と
で
怠
け

者

に
な

っ
て
し

ま
う

こ

と
を

恐

れ

て

い
る
よ

う

だ
。
子

ど
も
と
大
人

の
権
利
行
使
に
対
す

る
意
識

に
は
、
大
き
な
差
が
あ
る
と

い
え
る
。

三

集
会
・
結
社
の
自
由

に

つ
い
て
大

人
は

最
も
警
戒
す
る
が
、

図
表

H
の
と
お
り
、
教
師
・

保
護
者

に
と

っ
て
、

子

ど

も

に
使

わ

せ

た
く

な

い
権

利

で

最

も

多

か

っ
た

の
は
、「
自

由

に
グ

ル
ー
プ

を

つ
く
り
、
集
会
を
開
く
権
利
」
で
あ

っ
た
（
教

師

一
一
・
六
％
、
保
護
者

一
六
・
八
％
）
。
現

図表 ⅠⅠ 行使 させ た くない権利（教職員・保護者 向け）
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脚数職長 E 】保護者

ア． 人種 や言葉 や宗 教 などで

差 別 されない権 利

親と一緒 に生活 す る権利

自分の問題 につ いて 自由に

意見 を述べ 、その意 見が大

切に され る権 利

情報 や資料 を知 る権 利

イ

ウ

エ．

オ． 自分 の考え た ことや感 じた

ことを表 現す る権利

カ． 自 由 に グ ル ー プ を つ く り、

集 会を開 く権利

キ． プライバ シー の権 利

ク． 戦 か ら暴力 ・虐 待をを受 け

ない 権利

ケ． 人 間 らしい豊か な教育を求

め る権 利

コ． 学校 蓉威か子 ど もの人間 の

尊 厳 と一 致す る方法 で行 わ

れる ことを確保 す る権 利

サ． 陣書 のあ る子 ど もが 差別 さ

れない で自立す る権利

シ． 休息 す る権 利

ス． 遊 び をす る権 利

セ． 文化 的、芸 術的 活動 に参加

で きる権利

代

で
は
、
言
論
・
出
版
等

の
思
想
・

表
現

の

「
送

り

手

」

の
地

位

が

マ
ス
メ

デ

ィ

ア

に
集

中
し

て
お
り
、
集
会
・

結
社

の
自
由

の
重
要

な
意
義

が
強
調

さ
れ

て
い
る
が
、
教
師
・
保

護
者
と
も
に
そ
う
し
た
価
値
を
認
め
、
推
進

す

る

意

識

が
低

い
と
言

わ

ざ

る

を
え

な

い
。

ま

た
、
意

見
表

明
権

と

の

つ
な

が
り

と
し

て

の
集
団
的
な
権
利
と
し
て

の
意
義

や
自
治
的

な
参
加
権

と
し

て
の
意
義

、
さ
ら
に
民
主
主

義

の
理
解

と
し

て
も
問
題
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
中
学
・
高
校
生

と
も

に
こ

の
権

利

を

使

っ
て
み

た

い
と
選

択

し
た

の
は
、

両
者
と
も

一
〇
位
以
下
と

い
う
結
果

で
あ

っ

た

（
中
学
生
三
五
・

二
％
、
高
校
生
二
七

・

八
％
）
。
集
団
的
な
権
利

の
民
、辛
王
義

的
な
意

義

に
対
し

て
、
子
ど
も
の
無
関
心
、
不
信
感

が

強

い
と

い
え

る

。

ち
な

み
に
こ
う
し
た
傾
向

は
「
生
徒
会
（
代

表
委
日月
会
）
は
学
校
生
括
を
よ
く
す
る

こ
と

が

で
き

る
と

思

い
ま
す

か
」

と

い
う

設

問

で

も
み
ら
れ
る
。「
思
う
」
と

い
う
答

え
は
、
、
中

学
生

で

一
九
・

九
％
、
高
校
生

で

一
二
・
八

％
、
「
思

わ
な

い
」
が
中
学
生

で
三
七
・
七
％
、

高
校
生

で
五
〇
・
九
％
、
「
わ

か
ら
な

い
」

が

中
学
生

で
四
〇
・

二
％
、
高
校
生

で
三
五

・

六
％

と
い
う
結
果
で
あ

っ
た
。
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四

い
じ
め
体
験
や

学
校
に
い
き
た
く
な
い

と
思
う

い
じ

め
ら

れ

た
体

験

は
小

学

生

で
三

九

・

三
％
、
中
学
生

で
三
四
・

六
％
、
高
校
生
で

四

一
・

三
％

が
「
あ
る
」
と

い
う
結
果
が
出

た

。
「
な

い
」
と
す

る

子

ど

も

た
ち

は
そ

れ

ぞ

れ

四

〇

～

四
五

％

で
あ

っ
た

が
、「

ど
ち

ら

で

も

な

い
」

が
何

ら

か

の

い
じ

め

に
類

似

し

た

行
為
で
あ

っ
た
と
す
る
と
そ
れ
ぞ
れ

一
四
～

一

七
％
台

の
数
値
も
無
視

で
き
ず
、

か
な
り

の

被

害

の
数
値

と
な

っ
て

い
る
。

学

校

に
行

き

た
く

な

い
と

思

っ
た

こ

と

が

あ

る
子

ど
も
も
多
く
。
小
学
生
で
四
七
・

六

％
、
中
学
生
で
六
五
・

〇
％
、
高
校
生

で
七

六

二

一％

に

の
ぼ

っ
て

い
る

。

五

学
校
現
場
の

教
師
の
声

こ
の
調
査

で
は
自
由
記
述
欄
が
多

く
、
特

に
教
師
か
ら
の
膨
大
な
記
載

が
寄
せ
ら
れ
た
。

そ
れ
ら

は
教
師

の
ホ

ン
ネ

と
思
わ
れ
る
率
直

な
見

解

も

多

い
。「
パ

ン
フ

レ

ッ
ト

を
も

ら

っ

た

が
、
詳

し

く

読

ん

で

い
な

い
」
、「
正

し
く

理

解
す

る
た
め
の
教
材
・
時
間
を
確
保
し
て
く

れ
る
こ
と
を
望
む
」
、「
批
准
さ
れ
た
け

れ
ど
、

現
場
も
行
政
も
世
論
も

い
ま

ひ
と

つ
変

わ

っ

て

い
な

い
」

の
声

が
多

か

っ
た
。

ま

た

「
権

利

が
重

視

さ
れ

て

い
る

が
、

市

民

と
し

て

の

義
務
を
同
様

に
教
え
育

て
る
必
要

が
あ
る
」

と

か
、
「
現
在

の
状

況

で
は
、
権

利

＝
ワ

ガ

マ

マ
と

誤
解

す

る
子

が
多

い

の
で

は
」

と

か
、

「
少
年
犯
罪
の
増
加
・

悪
質
化

が
進

ん
で
い

る
日
本

で
、
権
利
を
与
え
続
け

る
こ
と
に
不

安
を
感

じ
る
」
と

の
見
解
も
あ

る
。
し
か
し
、

「
学
校
教
育

の
適
用

に
対
し
、
学
校
、
父
母

な

ど

の
か

か

わ
り

あ

い

の
な

か

で
理

解

を

深

め
あ
う
必
要

が
あ

る
」
、
権
利
条
約
を

て
こ
に

子

ど
も

の
心
の
解
放
を
含
め
、
子
ど
も

の
生

活

に
必
要
な
も

の
を
大
人
が
考

え
直
す
時
期

に
き

て

い
る
」
と

か

、
「
従

来

か

ら

の
教

育

観

を
考
、え
、
新

し

い
学
校
像
を
主
体
的

に
模
索

す

る
実
践
が
今
こ
そ
必
要

で
あ
る
」
な

ど
の

積
極
的
な
見
解
も

み
ら
れ
る
。
北
教
組

は
、

今
後
も
子
ど
も

の
権
利
条
約
を
柱
に
子
ど
も

の
尊
厳
と
権
利
を
守
り
、
伸
び

の
び
と
生
活

し
学
習

で
き
る
民
主
的
な
教
育
現
場

へ
と
改

善
、
改
革
を
進
め
て

い
く
取
り
組
み
を
行
な

お
う

と
し

て

い
る
。
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初
の
「
子
ど
も
参
加
・

意
見
表
明
権
」
条
例
化

中
野
区
「
区
民
参
加
条
例
」
の
制
定

東
京
・
中
野
区

は
、
今
年
三
月

二
六
日
に
、

「
中
野
区
教
育
行
政
に
お
け
る
区
民
参
加

に

関
す

る
条
例
」
（
7
頁
上
段
）
を
制
定

し
、
同

年

九
月

に
『
（
条

例

P

R

パ

ン
フ

レ

ッ
ト
）
教

育
行
政
区
民
参
加
条
例
－
区
民
参
加

の
法
的

土
台
と
し

て
』
を
発
行
し
た
。

こ

の
条

例

の
第

四
条

一
項

に

は
、

次

頁

の

よ
う

な
子
ど
も
参
加
・
意

見
表
明
権
に
関
す

る
原
理
的
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。

パ

ン
フ

レ

ッ
ト

に

は

「
区

民

参

加

に

お

い

て
は
、「
参

加
の
権
利
主
体

と
し

て
の
子
ど
も

－

『
子
ど
も

の
権
朴
条
約
』
を
条
例

に
」
と

見
出
し
が
付
け
ら
れ

て
、「
権
利
主
体

と
し
て

の
子
ど
も
は
、
区
民
参
加
に
お

い
て
も
同
様

の
立

場

に
あ

る

こ
と
を
確

認

し

て

い
ま
す
」
、

子

ど
も

の
権

利
条
約

は
「
意

見
表

明
権
な
ど

自
ら

の
権
利
を
行
使
す
る
主

体
で
あ

る
と
す

る
子

ど
も
観

の
転
換
を
重
要
な
ポ
イ

ン
ト
と

し

て
い
ま
す
」
と
し

て
、
そ

の
趣
旨
を
条
例

に
取

り

入

れ

た

と

さ
れ

て

い
る
。

川
西
市
で
は
「
子
ど
も

の
人
権
オ

ン
ブ
ズ
パ

ー

ソ
ン
条
例
」
の
制
定

へ

一
九
九
七
年
九
月

二
五
日
、
兵
庫
県
川
西

市

教

育

委

日月
会

は
、

い
じ

め

や

体

罰

な

ど

の

問
題

に
関
し

て
子
ど
も

た
ち

の
申
し
立
て
を

受
け
、
学
校
や
地
域
、
家
庭

で
子
ど
も
の
人

権

が
守

ら

れ

て

い
る

か
を

調

べ
、

適

切
な

対

応
策
を
検
討
す
る

「
子
ど
も

の
人
権
オ

ン
ブ

ズ

パ
ー

ソ

ン
」

制
度

を
来

年

度

か

ら

ス
タ
ー

ト

さ

せ

る

こ

と
を

明

ら

か

に
し

た
。

こ
の
制

度

で
は
、
面
談
や
電
話
、
書
面

で
い
じ
め
が

訴
え
ら
れ
た
場
合
、
当
事
者
や
学
校
現
場
な

ど
か
ら
事
情
を
聴
き
、
第
三
者

の
立
場
か
ら

意
見
を
表

明
す

る
。
過
度

の
人
権
侵
害
が
あ

っ
た
場
合

は
、
是
正
申
し
入
れ
や
改
善
勧
告

を

行
う

こ
と

が

で
き

る

。

こ

の
制

度

の

「
検

討
委
口月
会
」
会
長

の
白
石
禰

（
京
都
大
学
教

授

）
氏

は
、
「
制

度

的

に
は

オ

ン
ブ

ズ

パ
ー

ソ

ン
は
市

教
委

に
属

す

る

が

、

ど

こ
ま

で
独

立

性

を

保

て
る

か

が

カ
ギ

」

と

述

べ

て

い
る
。

（
朝
日
新
聞

一
九
九
七
年
九
月

二
六

日
付
、

神
戸
新
聞
同
年
九
月
二
六
日
付
等
参
照
）
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中
野

区
教
育

行
政

に
お
け

る

区

民
参

加

に

関

す

る
条

例

－

抄

（
平
成

九
年

三
月

二
十

六
日

条

例

第

十

七
号

）

（
目
的

）

第

一
轟

こ

の
条

例

は
、

中
野

区

の
教

育

の
分

野

に

お
け
る

区

民

の
主

体

的

な
取

組

を
踏

ま

、え
、

区

民

の
意

思

が
教

育

行

政

に
適

切

に

反
映

さ

れ

る

べ
き

で
あ

る

と

の
認

識

に
基

づ

い
て
、
教

育
行

政

を
推

進
す

る

に
当

た

っ
て

の
区

民
参

加

の
原

則

を
確

認

し
、

も

っ
て
よ
り

良

い
教

育

の
実

現
を

図

る

こ
と
を

目
的

と
す

る
。

（
区
民

参
加

の
原

則
）

第

二
条

教

育
行

政

に

お
け

る
区

民
参

加

（
以

下
単

に

「
区

民
参

加

」

と

い
う
。）
は
、

次

の
原
則

に
従

い
行

わ
れ

る
も

の
と
す

る
。

一

区

民
参

加

は
、
教

育

に
関

す

る
問

題

に

つ
い
て
区

民

の
意

見

を
総

合

し

、
地

域

の
意

思

の
形
成

を

め
ざ

し

て
行

わ

れ
る
も

の

で
あ

る

こ

と
。

二

区

民
参

加

は
、
年

齢

、
国

籍
等

に
か

か
わ

ら
ず

、
す

べ
て

の
区

民

に
そ

の
機
会

が
保
障

さ

れ

る
も

の
で
あ

る

こ
と
。

三

区

民
参

加

は
、

具
体

的
な

仕

組

み
及

び
手

続

に
よ

り
保

障

さ
れ

る

も

の

で
あ

る

こ
と

。

四

区

民
参

加

は
、

教
育

の
政
治

的
中

立

を
尊

重

し

て
行

わ

れ

る
も

の

で

あ

る

こ

と

。

（
区

民
参

加

の
仕

組

み
）

第

三
条

区

民

参

加

の
仕
組

み
は
、

教
育

に
関
す

る
施

策

又

は
事
業

の
内

容
、
性
質
、
重
要
性
等

に
応
じ
、
審
議
会
、
協
議
会
等

の
設
置
、
公
聴

会

、
対
話

集

会
等

の
開
催

、
意

向

調
査

の
実
施

、

そ

の
他

の
適

切
な

形

態

及

び
方

法

に
よ

る
も

の
と
す

る
。

（
区
民
参

加

に
お

け
る
配

慮
事

項

）

第

四
条

区

民
参
加

に
お

い
て
は
、
権

利

の
主

体
と
し

て

の
子

ど
も

の
参
加

と
意

見
表

明

の
機
会

が
保
障

さ
れ
る
よ
う

配
慮

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

2

区
民

参

加

に

お

い
て
は
、

区

民

が
区

の
機

関

に
対

し

、
直

接

か

つ
個

別

に
意

見

、
苦

情
等

を

申
し

出

る

こ
と

が

で
き

る
よ
う

配
慮

さ

れ
な

け

れ
ば
な

ら

な

い
。

3

前

項

の
意

見
、

苦
情

等

に

つ
い
て
は

、
区

の
機

関

に
お

い
て
公
平

か

つ
責

任
あ

る
方

法

で
処

理

さ
れ

る
も

の
と
し

、
当

該
意

見

、
苦

情
等

を

申

し

出

た
区

民

は
、

そ

の

こ
と

を
理

由

と
し

て

い
か
な

る
差
別

的
取

扱

い
も
受

け

な

い
も

の
と
す

る
。

（
以
下

略

）

日
本
教
育
法
学
会

「
子
ど
も
の
権
利
基
本
条
例
要
綱
案
」
－

抄

第

〓

早

子
ど

も

の
権
利

を

保
障

し

子
ど

も

を
最
優

先

に
考

え

る
自

治
体

宣

言

1

…
・

市

に

お

い
て
子

ど
も

は
、

子

ど
も

の
権

利
条

約

に
則

り

、
権

利
を

享

受

し

か

つ
行

使
す

る
独
立

し

た
人

格

を
持

っ
た
主

体

で
あ

る

こ
と
、

お
よ

び
市

民

と
し

て

の
積
極

的

な
役

割

と

パ

ー

ト

ナ

ー

シ

ッ
プ

を

有
す
る
。

2

…
・

市

に

お

い
て

は

、

子

ど

も

の
生

活

の
あ

ら

ゆ

る

レ

ベ

ル

で
、

子

ど

も

の
権

利

条

約

に
則

っ
た
子

ど
も

の
人
権

保
障

が
基
本

条

件

と
な

ら

な
け

れ

ば
な

ら
な

い
。

3

…
・

市

は

、
子

ど
も

の
権

利
条

約

に
則

り

、
地

方
自

治
権

の
及

ぶ
範

囲

で
、

あ

ら
ゆ

る
子

ど
も

に
権

利

を
現

実

的

に
保
障

し

、
子

ど
も

の
意

見
表

明

と
参

加
を

基
調

と
す

る
、
差

別

の
な

い
そ
し

て
子

ど
も

の
利

益
を
最
優
先
に
考
え
た
地
域
を
形
成
す
る
。
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すすむ地域の「子どもの薄利条例 」づくり

日本教育法学会「子どもの権利基本条例案」を基軸に叫

条
約
批
准

か
ら
三
年
。
条
約

の
理
念
を
地
域
か
ら
実
現
し
て

い
こ
う
、
と

い
う
取
り
組

み
が

各
界
か
ら
進

め
ら
れ
て

い
る
。

と
く
に
、
地
方
自
治
体

に
よ

る
条
約

の
普

及
と
実
施

へ
の
取
り
組

み
は
目
を
見
張
る
も

の
が

あ
る
。

子
ど
も

の
人
権
連
が

一
九
九
七
年
六
月
に
発
行
し
た

『
自
治
体

で
と
り
く
む
子
ど
も

の
権
利

条
約
』
（
明
石
書
店
）
に
は
、

人
権
遵

の
調
査

に
対
し
て
全
回

五
〇
三

の
自
治
体

か
ら
回
答

が
寄

せ
ら
れ
て
お
り
、
子
ど
も
施
策

や
子
ど
も
参
加
、
広
報
や
条
例
化

の
動
き
に

つ
い
て
紹
介
さ
れ

て

い

る

。

広
報
活
動
は
、
全
国

の
自
治
体

で
、
広
報
誌

の
他
、
独
自
の
小
冊
子

が
つ
く
ら
れ
て
お
り
、

と
く

に
、
今
年
七
月
、
兵
庫
県
川
西
布
教
育
委
員
会
が
発

行
し
た
『
中
学
生

の
た
め
の
子

ど
も

の
人
権

ハ
ン
ド
ブ

ッ
ク
』

は
、
本
格
的
な

子
ど
も
向
け
条
約
解
説
書
と
し
て
注
目
き
れ
る

（
写

真
参
照
）。

ま
た
、

日
本
教
育
法
学
会

の
「
子
ど
も

の
権
利
条
約
研
究
特
別
委
員
会
」

は
、

叫
九
九
三
年

よ
り
三
年
間
か
け
て
作
成
し

た
「
子
ど
も

の
権
利
基
本
条
例
要
綱
案
」
を
昨
年
来
、
公
表
し
て

き
た
〝

同
委
員
会
は
す

で
に
解
散
し

て
い
る
が
、
今
回

の
「
子
ど
も

の
権
利
条

約
フ
ォ
ー
ラ

ム

，97
」

の
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
で

は

、

こ

の
基
本

条

例

に

つ

い
て

旧
委

員

会

か
ら

改

め

て
提
案

が
な

さ

れ
、
・
条
例

の
意
義
や
あ
り
方
、
「
地
域

か
ら

の
子
ど
も
の
権
利
実
現
」
の
可
能
性
な
ど
が
議
論
さ

れ
る

こ
と
に
な
ろ
う
。
す

で
に
、
関
連
し
た
条
例

が
中
野
区
で
制
定

さ
れ
、
束
京
都
「
川
西
市

、

．川
崎
市
で
も
条
例
化

の
動
き
が
始
ま

っ
て
い
る
。
（
六
・

七
面
参
照
）

川紳輔鞄確敬 絢愈椒

喜多明人の本

●

好

評

既

刊

－・

定
価・
本
体
コ
6
0
円
（
税
別
）

わ
た
し
た
ち
の
独
立
宣
言

王
子
ど
も
の
権
利
条
約

●
十
一月
新
刊

使
お
う
！

活
か
そ
う
！

芋
ど
も
の
権
利
条
約
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h ts  o f  t h e  C h i l dO n  t h e  R i

T el．03－3433｝7990
F ax．03｛ 3433－7369

（ 月・金曜日／午後1時一年後6 時）

★発行人 喜多明人

★編集人 荒牧重人

★年会費 4 ．O D D 円

学 生 2 ，0 0 0円

18歳未満 1，0 0 0 円

定期購読 5 ．ロD D 円

＊郵便振替 0 0 18 0丁2－7 5 0 15ロ

★印刷 ㈱第一 フリント


