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解 説

国連 ・ 子 ど もの 権利条約 と家政学

金　田　 利　子

　は じめ に

　子 ど もの 権利宣君 30周年PCあ た る昨年 （1989年） 11

月 20 日 「子 ど もの 権利 VC関す る条約」 （Cenvention 　on

tbe 　Rights　of 　thc　Child一略称 ・子 ど もの 権利条約）が

国際連合総会第 44会期 に お い て 全会
一

致で 採択 さ れ た．

　 こ の こ とは ，す で に 周 知 の 事 実 で あ る が ，「家庭生活

を 中心 とした 人間生活に お け る人 と環境 と の 相互作用 に

つ い て，人的 ， 物的 両面 か ら ， 自然 ・社会
・
人文の 諸科

学を 基礎 と して 研 究 し，生 活 の 向上 と と もに ，人類 の 福

祉 に 貢献す る実践的総合的科学 jl） で あ る家政学 の 発展

を旨 とす る ， 当口本家政学会に お い て も， その 意義と意

味に つ い て ，と もに 考 え合 う機会を も ち た い とい う こ と

か ら， 今回 こ の テーマ を 取 り上げ る こ とに な っ た ．

　 こ の 条約 は ， 20 力 国が 批准 し て 復 30 日目に 効 力を 生

ず る （第 49条） こ とに な っ て い る が ，1990年 8 月末 ま

で に 31 力 国が 批准し， 同年 9月 2 日発効 し た ．将来 ，

批准す る 意思が あ る こ とを 示す 「署名」 も，その 時点で

105力 国がす ませ て お り， その な か 日本は含 まれ て い な

か っ た が，こ の ほ ど，
ニ

ュ
ー

ヨ
ークで 開催 された 「子供

サ ミ ッ ト」（9 月 29，30 日 〉前に よ うや く署名 （9 月 21

日） に こ ぎつ けた．し か し，まだ批准 に は 至 っ て い な い

し ， 必 ず し も国内 で の 議論が 広 が っ て い る とは い えない ．

折 し も， 新 聞 紙上 な ど で も，こ の 状況を憂え て ， 「
“

子ど

も の 権利条約
”

で もっ と議諭を」 （朝日
・1990年 9 月6

日の 場合） と よび か け て い る．

　 こ うした 状 況 の な か で ，家政学 の 側面 か ら こ の 条約に

つ い て 考える こ とが本稿の ね らい で あ るが ，こ こ で は ，

そ の 前提 と し て ，条約の 「成 立 の 背景」 （1）や，「内容

上の 特徴」（皿）に つ い て 述ぺ ，最後 に ， 今後の 討論 の

手がか り として ，家政学 との か か わ りに 関す る若干 の 提

案 （皿）を 加 え る こ とに す る．

Toshi1【o 　KANEDA 　静 岡 大 学 教 育 学 部 教 授

著 者紹 介　〔略 歴〕　昭 和 仙 年 お 茶 の 水女子 大 学 大 学

　院家政 学 研 究 科修 士 課 程 （児 童 学専攻）修 了．昭和

　56年 よ り 現職．〔専 門 分 野〕　児 童 発 達学．〔連 絡

　先 〕　〒422 静岡市大谷 836 （勤 務 先）．

　1． 「窒雷」から 「条約」 へ の 背景 とねが い

　19 世紀末 rcエ vv ・ケ イ 女史が 「20 世 紀を 児 童 の 世

紀に 」 と提唱 し た こ とに よ く知られて い る．そ して ， た

しか に ，1924年 の 「国際連盟 ・子 ども の 権利宣言 」 （ジ

ュ ネ ーブ宜言 と して 知 られ ，第
一

次世界大戦で 被害を う

けた ヨ
ー

ロ ッ
パ の 子どもた ち を 緊急に 救済 ・保護す るこ

とが 主 な 目的），そ し て ， 1959年 の 「同 際 連合 ・子 ど も

の 権利 宣 言」（第二 次世界大戦後採択さ れ た 世界人権宣

言 と関連 を もち な が ら，発達途上に あ る子 どもを権利の

主体と して と らえ，法的に 保障し よ う と した もの ）が 成

立 し，ど ち ら も 「人類 は ， 子どもに 対 して最善の もの を

与え る義務を負 っ て い る」 とい う点 か ら も， 理念と して

は 相当 の と こ ろ まで きた とい え る．しか し，実態と して

は ， 児童 の 受難の 世紀 に な っ て きて し ま っ て い る．発展

途上国で の
， きわ め て 高い 乳幼児死 亡 率，絶対的 貧困下

で の 生活 ， 劣悪な条件 の 児童労働 ， 多数の 少年兵等 々 の ，

また 先進国で の ，教育の 荒廃，子どもの 人格崩壊 ， 少年

犯罪，麻薬，性的搾取，親 に よ る虐待 ・遺棄等 々 の 事実

が こ の こ とを示 し て い る．

　 こ の よ うに ，国際的 に 相互 に 関連 し なが ら構造的に 進

行して い る子 ど もの 人権 rcceす る危機的 状 況 の なか で ，

こ の 条約 は ， 「世界各国か ら聞 こ えて くる子 ど もた ち の

悲痛 な叫 び 声，あ るい は
“一

人前 の 人間と して あつ か っ

て ほ しい
”

とい う要望 に 応 えて ，子 ど も の 生 存 と発達 を

権利 と して保障 し よ う」
2）

とい うね が い か ら準備 され ね

りあげられ て きた もの で あ る．それ は ，理念を 確認 した

「宣言 」 か ら，よ り強 い 拘束力を も つ 条約 を 制定 し ， 国

際社会が権利を保障す る体制を つ くらなければ ， 子 ど も

た ち の 現実 を打開しえ ない とい う認識に 立 っ て きた か ら

で あ る．20 世紀を児童虐待 の 世紀に おわ らせ る こ とな く，

2且世 紀 こ そ は ，そ の は じ め か ら ， 真 に 「子どもの 世紀」

に な る よ う，こ の 条約 は ，「そ れ に む か っ て 大人 た ち が

行動す る基準を 示 し て い る」
2） と思わ れ る．

　 こ の 条約 へ の 具 体化へ の 取組 み は ，1959年の 「子 ども

の 権利宣言」 の 20 周年に あた る 1979年 の 「国 際子 ども

年」 に 向け て条約化し よ う とい うボーラン ド政府 （第二

（星271） 141

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japan society of Home Economics

NII-Electronic Library Service

Japan 　sooiety 　of 　Home 　Eoonomios

日 本 家 政 学 会 誌　VoL 　41　 No ．12 （1990）

次世界大戦で 200 万 人以上 の 子 ど もの 犠牲者 を 出 した と

い う こ と か ら ） の 提 言 （1978年国連人権 委員会第34 会

期）を受け て は じめ られ た 条約の 草案づ く りか ら出発 し

た 3 ）の ．

　子 ど もの 人 権 は ，そ れ だ け が 単 独に で は な く，人権 の

国際的保障全体の な か で と らえられ ， 保障 の シ ス テ ム が

つ くられ て は じ め て 実現で きる もの で ある、

　 さい わ い ， 「子 ど もの 権利宣言」 以後，い くつ か の 人

権 を保障す る国際 法規約 が 制定 され，詳細 な 「基準づ く

りと実際 の と り くみ が進展 し て 」
2】

きて い る。

　 1966 年第2且回 国連 総会 で 採 択 さ れ た 「国際人権規

約」 は，と りわ け 大きな意味を持つ もの で あ り，そ の A

規約 で あ る 「経済的，社会的及 び 文化的権利に 関す る国

際規約」 に は，その 前文に お い て ， 人権の 尊重が ， 世界

に お け る 自由，正 義 お よ び平 和 の 基礎を なす とい う視点

が 示 され 人権保障 の 位置を明確 に して い る．

　 こ うした 成果 の 上 に た っ て ，大人 の 小型 で は な い ， 発

達過程 を 生きる
一

個の 人 格 と し て の 子 ど も固 有 の 権 利を

実効あ る もの に し よ うと し て取 り組まれ 12年 に 及 ぶ 審

議 を経 て，採択 さ れ成 立 した の が ， こ の 「グ ロ ーバ ル で

出 現 実的 な 権利章典 jS》

と も い え る 「国連 ・子 ど もの 権

利条約」 で あ る。「世界共 同作業に よる子 ど も の 権利保

障」
3冫

を求め て 「共通の 規範をつ くり出 した 」
ω

とい う点

か ら も ， ま さ に 「世界 の 歴史の うえ で も画期的な意義を

も っ て い る」
6》

とい え よ う．

　 1L　 「子 ど もの 権利条約」 の 内容と特徴

　条 約 の 構成 は ， 前 文 （条約 の 背景 ・趣 旨 ・原則，13

項） と，第 且部 （総則 ・個別的権利を 含 む 実 態 規 定 ，

1〜41 条），第 2 部 （条約 の 国際祉会 に おけ る実施措置 ，

42〜45条）， 第 3部 （発効
・
批准な ど の最終条項 ， 46〜

54 条） か ら な っ て い る．

　特徴に つ い て は ， 国際教育法研究会 （以下 ， 研究会と

略 記）
5》

の 捉 え た 6 点 に 則 して ，そ の 解説を 参 考 に ，筆

者自身 の コ メ ン トを 交 え つ つ 述 ぺ る．

　そ の なか ，紙幅の 関係 で と くに 顕著な特徴を もつ と思

われ る点 に つ い て の み や や 詳 し く述 べ る こ とrcす る．

　（1）権 利 行使 の 主体 と して の 子 ど も

　「保護の 対象か ら権利行使 の 主体 に 」 と い う 点が ， 今

度 の 条約 の 最も大きな特徴で は ない か と思われ る．

　 こ の 特徴 を端的に 示 して い る条約は ， 「意見表明椙 （且2

条）」，「表現 ・情報 の 自由 （13条）」， 「思 想 ・良心 ・宗

激 の 自由 （14 条）」， 「結社 ・集会 の 自由 （15条）」，「プ

ラ イ バ シ ー・
通信 ・名誉 の 保護 （16条）」 等 で あ る．
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　　こ の なか で も ， と くに 子 どもに と っ て意義深 く， 条約

の 特徴 とし て 注目に値す る 「意見表明権」 に つ い て 取 り

上 げて み た い と思 う．こ れ PCつ い て ， 研究会 の 解説 で は

次 の よ うに 述べ て い る．

　 「意見表明権
一

自己 の見解を ま とめ る 力の ある 子 ど も

が，自己に 影響を 及ぼすす べ て の 事柄に つ い て 自由 に 見

解を 表明す る権利
一

は ， 子 どもの 年齢 と成熟度の 高い 段

階 で は ， 自己 決定権 とほ ぼ 同義語 と な り うる もの で あ り，

そ の 意味 で 自己 決定権 に つ な が る権 利 と して 理 解 され る．

また ， こ の 権利 は 表現の 自由の
一

種 で あ る．さ らに ，こ

の 権利は 自己に 影響を及ぼすすぺ て の 事柄の 決定過 程に

参加す る 権利 と し て の 意味を もつ ．そ して ，こ の 権利は

自分の 最善の 利益を確保す る際 の 手続 き的権利と し て の

意義を有す る．」

　 と こ ろ で ，こ の 子 ど も の 人権 に と っ て きわ め て 意義深

い 「意見表明権」 で あ る が，「自己の見解を ま と め る 力

の あ る 子 ど もが，」 とい う条件が つ い て い る 点を ど う と

らえ，発達的 に ある い は 障害の ゆ え に ， 十分に 表現 し え

ない 乳幼児や障害児の 主張をど う保障 して い っ た ら よ い

か に つ い て は ，重要 な研究課題に な る の で は な い か と考

え られ る．

　 また ， 「発達 」 とい う視点 につ い て，研究会 の 「解説」

は ，次の よ うte述ぺ て い る．「子 ど もの 権利の 捉 え方に

か か わ っ て は ，条約 が発達 とい う観点を重視して い る こ

と も付け加 えねばな ら な い ．条約は た とえ ば，全面的 か

つ 調 和 の とれ た 発達 の た め に ，家庭環境 を 重 視 し た り

（前文 6 項），発達の た め に 十 分な 生活水 準を 保障 す る

（27条）， 発達に 有害な 労働か ら保護 す る （32 条） と い

うよ うに 発達 を 権利 保障 の 目的 や 基 準に して い る．条約

が 詳細な教育の 目的規定を独立条文 （29 条）と して もち ，

人格の発達を そ の 中核理念 として い る こ とや ， 少数者 ・

先住民の 子どもの 文化的権利tc言及 し た り （30 条），休

息 ・余暇 ・遊び ・
文化的芸術的生活 へ の 参加 の 権利を 規

定 し て い る こ とな ど も，発達 とい う視点 の 重 視 で あ る．」

　 こ こ で ， こ の 「発達」 の 位置付け方に つ い て の 経緯を

み る と，発達心 理学者で ワ P ソ と と もに 国 際新教育運動

の 指導者の 一
人 で あ っ た ピ ア ジ 呂 が，「世界人権宣 言」

の 子どもに関する条文の 解釈に お い て，発達す る権利 を

位置づ け
7，S，

，さ らに ，「子 どもの 権利宣言」 で は ， 原則

4 に お い て 「子 ど もは ，鍵康に 成長 しか つ 発達す る権利

を有す る もの とす る」 と 明確に 規定 し て い る こ とが わ か

る．発達途上 の 子どもに と っ て ，「発達」 は ， 権利 保障

の 目的や 基準 で あ る だ け で な く， も う
一

つ 欠か せ な い 側

面があ り， それが ， まさ に ワ ロ ン
， ピア ジ ＝ の 位置付け

（且272）
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た 発達す る こ とそれ自体 の 権利で あ る．

　 今度の 条約に お い て は，「発達」 は，権利保障 の 目的

や 基準 と して は 明確に 位置付け られ て い る が，「発達そ

れ 自体 が 子 ど も固有の 権利だ 」 とい う規定 は ， 文言 と し

て は 見当 らない ．それは ，お そらく，自明の こ と と され，

底流 に お い て 引き継ぎ， 権利行使 の 主体 と実質的な権利

保障 とい う側面を 強調 した か らで は な い か と思わ れ る．

こ の 規定を明文化 して お くこ とに深 い 意味 が あ る よ うIC

考えられ るが ，内実として は，こ の 精神が条約 の 前提 と

な っ て い る こ とを，確i認 し合 っ て お きた い ．

　条約は ， 「権利行使 の 主体とし て 」 子 どもを と ら え る

と同時に 他方で は ，子 ど もを特別な保護 の 客体 と し て ，

子 ど もの 現実 と ＝ 一ズ に 対応 した 多 くの 保護規定 を もっ

て お り，そ れ に あ た る規定 が 以 下 に 述 ぺ る 「特 徴」 の

（2）〜（5） ｝こ 多く位置つ い て い る ．

　権利行使 の 主体 で ある こ とと，権利とし て の 保護 の 二

面を同時に 保障す る とこ ろ に 子 どもの 権利保障の 特徴が

あ る とい え よ う．

　 （2）生命 ・
生存 ・発達を中核と した 権利の 包括的保障

　生命 へ の 固有の 権利お よ び生存 と発達 の 確 保 （6 条）

を 出発点 と し て ，実体的 権利 の 包括 的 保障．人 間の 尊厳

とい う基底理念 が 全体を貫い て お り，権利保障 の 前提と

し て の 差別の 禁止 （前文 3項 ・2 条）を定め る．しか も ，

家族搆成員の 地位 ・活動 ・意見 ・信条を根拠 とす るあ ら

ゆる差別か ら子どもが 保護され る こ とも要請．とくに，

家族構成員の あ りよ うに よ っ て ，差別 されない よ うに 規

定 し て い る点 に 周 到 な配慮が 感 じ られ る．

　 （3）親 ・家 族 （環 境）の 重視

　〜親を知 る 権利，親に 養育 さ れ る 権利 （7 条）．
』
〜家

族関係を 含む ア イデ ン テ ィ テ ィ を 保全す る 権 利 を も ち

（8条），〜親 の 意思 に 反 して 分離 さ れ ず （9 条）， 家族

再会の た め に 出入 国 に 関す る 権利を もつ （10条）．〜家

庭環境を 奪わ れ た 子 ど もは 代替的養育が 確保 され る （20

条）．〜養子縁組 の 手続 き規定 もある （21条）．親 （双方）

は 子 どもが 権利 を行使す る VCあ た っ て ， そ の 能力の発達

と
一

致す る方法で 指導す る権利 を もち ， 責任を 負 っ て い

る （5 条）．

　（4）困 難 な状況下 で の 緊急 か つ 優先的な 保護

　健康 ・医療 ・社会保障 ・生活水 準 へ の 権利 （24〜27

条）等．難民 （22条），少数者 ・先 庄民 の 子 ど も （30条），

障害児 （23 条）等の 権利 ， 経済的搾取 ・有 害労 働 ・麻

薬 ・性的搾取
・
虐待 ・

売春等 か ら の 保護 （32〜36条），

武力紛争 に お け る保護 （38 条）犠牲に な っ た 子 ど もの 心

身 の 回復 と社会復帰 （39 条）等．

　 （5）子どもの 権利保障 に お け る国家と親

　「子どもの 権利条約は ，条約 とい う法形式に よ り 国家

に 対す る 義務づ け を 通 し て 子 ど もの 権 利を 保障 す る．条

約 は ，子 ど もの 権利保障 に お け る国家の 義 務を明 確 に し

た こ とで一
つ の 画期を なす．さ らに 条約は，国家 と親や

家族 との 関係 な らび に そ れ ぞ れ の 役割を明確に し て い る ．

社会福祉機関
・
裁判所

・
行政

・
立法機関などの 子どもに

か か わ るすべ て の 活動に お い て ， 子 ど もの 最善の 利益が

第一
次的に 考慮さ れ る．一以下 省略一，」

　 こ こ で ， 画期的な の は ， 先 の （3）に お い て 子どもの 養

育 と発達 に 対す る親の 責任を 明確 に しつ つ ，同時に ，親

が そ の 責 任 を 遂行 で きる よ う援助す る こ とを 国家に 義務

づ け て い る点 に あ る と思 わ れ る．た と えば ， 18条の 31C

「締約国は，働 く親を もつ 子 ど も が t 受け る 資格の あ る

保育 サ ービ ス お よび 保育施設か ら利益 を 得 る 権利 を 有す

る こ とを 確保す る た め に あ ら ゆ る適当な措置を と る．」

と して い る点 は ， 父母 と子の 権利 の 同時保障 の 点 か らし

て ，具体的 で 画期的な内容の
一

つ だ とい え よ う．

　一
方，条約 は，「親 に よ る虐待 ・放任 ・搾取が 行 なわ

れ て い る場 合 （19条），ま た は 子 ど もの 最善 の 利益 か ら

す れ ば，親 か ら分離 し た り （9 条）， 家庭 環境 か ら引き

離した ほ うが よ い 場 合 （20条），国家が 親 子 ・家族関係

に 直 接 介入 す る こ とを 容認 す る」 と して い る．

　（6）条約 の 国際的実施措置

　条約 の 第2 部 （第 42条〜45 条） に 規定 されて い る 内

容が こ れ に あた る，

　 まず，第
一

に 条約 の 原則 と規定 を 大人に だ け で なく子

ど もに も公 報す る こ と を 義務づ け て い る （42 条）点 に 力

強 さが 感 じ られ る，具体的 な，実施措置に つ い て ，研究

会 の 解説 は 次 の よ うIC述 べ て い る．「条約 は ，実施措置

として ，国際人権規約 （社会権規約 ）や 女性差別撤廃条

約 と同様に ， 締約国 に よ る定期的報告制度を採用す る．

そ して ， 10人 の 個人資格の 専門家で 構成され る子どもの

権利委員会を 設置 し，締約国の 義務 の 実施 状 況 を 監視す

る （43条〜45条）．こ の よ うな実施措置は ， 人権侵害の

個人通報制度や 委員会に よ る調 査制度を も つ 人 権 条 約

（た と えば，拷問禁止条約）が 存在す る現 段 階 で は ，進

ん で い る措置 とは い えない ．しか し 委員会が ユ ニ セ フ 等

の 国連機関や その 他の 専門機関 さ らに 国連 NGO と協力

して ，締約国政府 の 報告を チ ェ ヅ クす る こ とに よ り，義

務 の 履行状況を監視 し，また 条約理 解 の 水準を 高め る こ

とが で ぎれ ば ， 実施措置は 強化 さ れ る．」 国際的保障 の

実施措置 と し て は ，「条約が 国際協力や二 国 間 ・多数 国

間 に よる権利保障 の と り くみ を 国家 の 義務 の 原則の
一

つ
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に し て い る こ と も重 要 で あ る」 と．

III． 子 どもの権利条約と家政学

　　 一その 討論に向けて一

日 本家政 学会誌　Vol．41　Ne ．12 （且990）

　「家政学と は」 と問 うな ら微妙に 異な る さ ま ざ ま な定

義が なされ よ う．こ こ で は ，日本家政学 会 の 公 式見 解

（1984）を ふ ま え，さ らに 包括的 ・問題解決的性格をつ

よめ た 「家政学方法諭研究会」 の 見解 に 基 づ きなが ら，

子 ど もの 権利条 約 との 関連 に つ い て 述ぺ る こ とに す る．

　「家政学 は，家庭生活を中心 とした人間生活 に お け る，

人と人及 び人と環境 の 相互 作用，及びそ こ に 成起する諸

問題
・諸矛盾 を 把握 し，人間の 尊厳 に あ た い す る生活を

創造す る複合領域 の 応用科学で あ る．家政学は ， 家庭生

活 と生活環境 との 調 和的向上 と と もに ，家族員個 々 人 の

全 面発達 を は か り ， 地 域 社会 の 福祉
・
安全 の 増進 と人 頬

史 の 平和的発展 に 貢献す る もの で あ る．」D）

　 こ こ に は ， 子 ど もと い う概念 は ，表面的 に は 出 て こ な

い が，当然 の こ となが ら，家庭生活に は 子どもが 含 まれ

て い る．それ ど こ ろか ，子育 て は，家族 ・家庭 の 機能 ・

役割の もっ と も重要な
一

つ で あ る．「家族員個 々 人 の 」

と い うと き， そ の なか に 当然子どもが位置つ い て くる．

人間の 生活は ，それが一
世代で 終わ らない か ぎ り，い っ

の 時代に お い て も子どもと と もに ある．

　 ア ン リ ・ワ ロ ン の 言葉 に 「今 日 の子 どもの なか に あす

の 大人 の 姿を見 る」 とい う もの が ある が，ま さ に ，今日

子 ど もが 幸せ で な けれ ば ，人類史の あす も暗い もの ICな

っ て しま う．

　 こ の よ うな重要 な位置を しめ る子どもが，21 世紀 を迎

え よ う とし て い る今日 もなお ， 1 で 述ぺ た よ うに 発展途

上 国 ， 先進国い ずれ に お い て も受難 の なか に い る．こ の

た び の 子 ど もの 権利 条約は ，こ うし た 状 況 の な か に あ る

子 どもた ち の 悲痛な叫 び に 応 え て ，大人た ち が，行動 す

る基準を ， 世界の 共 同作業 とし て 作 り出 し た 世界史的 に

画期的 な も の だ とい え る．

　家政学 の 研究 に 携わ る 大人 で ある 私た ち の 課題は，当

然 の こ とな が ら ， 児童学 の 分野 で だ けで な く，あらゆ る

分野 に お い て，生活が
， 男と女 の み な らず子 ど も と大人

とで 構成 さ れ て い る こ とを再 確認 し，そ の 生 活に 根ざし ，

生活を変え る 研究活動の な か で ，こ の 条約の 生活に お け

る実現を探究 し て い くこ とで は ない か と思わ れ る．

　こ の 条約 の 内容は ， 家族関係 ・親子関係の あ りか た は

もちろ ん，「子どもの 意見表明権」 と衣 ・食 ・住 の か か

わ り，「生命 ・生存 ・発達を中核 と した 権利の 包括的保

障」 と子 ど もの そ こで 育つ 「家庭生 活の 中に ， 地球環境

の 悪化の 原因 となる 要因が あ る とい う こ と」
10），等々 家

政学 の すべ て の 領域 に か か わ る もの と思われる，

　本来な ら，こ こ か ら家政学 に と っ て ， 具体的に ど の よ

うな課題が ある か を 11で 述ぺ た特徴の （1）か ら （6） に

即 して ， 論じ るべ きな の で あろ うが ，あえて ，今回 は 全

体的な解説に紙幅を与え ， 各論に つ い て は ， 今後各分野

で の 具体的な 研究に 即 した それぞれ の 立場 か らの 討論が

活 発 に 展 開 され る こ とに 期待 した 次第で ある ．
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