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「子
こ

どもの権
け ん

利
り

条
じょう

約
や く

」ってなんだろう？

「子
こ

どもの権
け ん

利
り

条
じょう

約
や く

」4 つの原
げ ん

則
そ く

子
こ

どもたちには、どんな権
け ん

利
り

があるの？

「子
こ

どもの権
け ん

利
り

条
じょう

約
や く

」ができるまで

ユニセフと「子
こ

どもの権
け ん

利
り

条
じょう

約
や く

」

子
こ

どもの権
け ん

利
り

を実
じ つ

現
げ ん

するために

カードブックを活
か つ

用
よ う

してみよう！

子
こ

どもの権
け ん

利
り

条
じょう

約
や く

カード　条
じょう

文
ぶ ん

第
だ い

1 〜 40 条
じょう

子
こ

どもの権
け ん

利
り

条
じょう

約
や く

選
せ ん

択
た く

議
ぎ

定
て い

書
し ょ

世
せ

界
か い

の子
こ

どもたち

「子
こ

どもの権
け ん

利
り

条
じょう

約
や く

」前
ぜ ん

文
ぶ ん

、条
じょう

文
ぶ ん

第
だ い

41 〜 54 条
じょう
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　この地
ち

球
きゅう

で暮
く

らす子
こ

どもたち。みんなが幸
しあわ

せに、もって生
う

まれた能
のう

力
りょく

を
十
じゅう

分
ぶん

に伸
の

ばして成
せい

長
ちょう

してほしい。それは、世
せ

界
かい

共
きょう

通
つう

の願
ねが

いです。
　でも見

み

わたしてみると、まずしい暮
く

らしに苦
くる

しんでいたり、自
し

然
ぜん

災
さい

害
がい

や
戦
せん

争
そう

に巻
ま

き込
こ

まれたり、家
か

族
ぞく

や住
す

む家
いえ

をなくしたり、学
がっ

校
こう

に通
かよ

えなかったり、
さまざまな差

さ

別
べつ

を受
う

けたり、子
こ

どもたちは多
おお

くの問
もん

題
だい

に直
ちょく

面
めん

していること
が分かります。
　そこで、世

せ

界
かい

の子
こ

どもの命
いのち

と健
すこ

やかな成
せい

長
ちょう

を守
まも

るために活
かつ

動
どう

するユニ
セフ（国

こく

際
さい

連
れん

合
ごう

児
じ

童
どう

基
き

金
き ん

）をはじめ、国
こく

際
さい

機
き

関
かん

や世
せ

界
かい

の国
くに

ぐにが協
きょう

力
りょく

し
て、世

せ

界
かい

のすべての子
こ

どもがもつ権
けん

利
り

を定
さだ

めた「子
こ

どもの権
けん

利
り

条
じょう

約
やく

（児
じ

童
どう

の権
けん

利
り

に関
かん

する条
じょう

約
やく

）」を作
つく

り、ここに書
か

かれた子
こ

どもの権
けん

利
り

を守
まも

っていこうと約
やく

束
そく

しました。
1989年

ねん

のことです。日
に

本
ほん

も1994 年
ねん

にこの条
じょう

約
やく

に入
はい

りました。2018 年
ねん

4 月
がつ

時
じ

点
てん

で、196 の国
くに

と
地
ち

域
いき

がこの条
じょう

約
やく

に入
はい

っており、これほど世
せ

界
かい

に広
ひろ

まった条
じょう

約
やく

はほかにありません。
　世

せ

界
かい

中
じゅう

すべての子
こ

どもがもつ権
けん

利
り

を定
さだ

めた「子
こ

どもの権
けん

利
り

条
じょう

約
やく

」。どのようなものか、  この
カードブックを通

とお

して学
まな

んでみましょう。

708138
下線

708138
ノート注釈

708138
テキストボックス
令和元年５月２２日子ども家庭部保育課



2

　「子
こ

どもの権
けん

利
り

条
じょう

約
やく

」は、子
こ

ども（18歳
さい

未
み

満
まん

）を権
けん

利
り

をもつ主
しゅ

体
たい

と位
い

置
ち

づけ、おとなと同
おな

じく、ひとりの
人
にん

間
げん

としてもっている権
けん

利
り

を認
みと

めています。さらに、おとなへと成
せい

長
ちょう

する途
と

中
ちゅう

にあり、弱
よわ

い立
たち

場
ば

にある子
こ

ど
もたちには保

ほ

護
ご

や配
はい

慮
りょ

が必
ひつ

要
よう

な面
めん

もあるため、子
こ

どもならではの権
けん

利
り

も定
さだ

めています。
　「子

こ

どもの権
けん

利
り

条
じょう

約
やく

」には、次
つぎ

の 4つの原
げん

則
そく

があります。

　「子
こ

どもの権
けん

利
り

条
じょう

約
やく

」に定
さだ

められている権
けん

利
り

は、大
おお

まかに次
つぎ

の 4つに分
わ

けることができます。

　条
じょう

約
やく

は、すべての子
こ

どもに保
ほ

障
しょう

される権
けん

利
り

のほかに、難
なん

民
みん

や少
しょう

数
すう

民
みん

族
ぞく

の子
こ

ども、障
しょう

がいのある子
こ

ども
など、特

とく

に配
はい

慮
りょ

が必
ひつ

要
よう

な子
こ

どもの権
けん

利
り

についても定
さだ

めています。

生
い

きる権
け ん

利
り

育
そ だ

つ権
け ん

利
り

守
ま も

られる権
け ん

利
り

参
さ ん

加
か

する権
け ん

利
り

命
い の ち

を守
ま も

られ成
せ い

長
ち ょ う

できること

医
い

療
りょう

、教
きょう

育
い く

や生
せい

活
かつ

支
し

援
えん

を受
う

けたり、友
とも

達
だち

と遊
あそ

んだりして、もって生
う

まれた能
のう

力
りょく

を十
じゅう

分
ぶ ん

に伸
の

ばして成
せい

長
ちょう

できること

すべての子
こ

どもの命
いのち

が
守
まも

られること
暴
ぼう

力
りょく

や搾
さく

取
しゅ

、有
ゆう

害
がい

な
労
ろう

働
どう

などから守
まも

られる
こと

自
じ

由
ゆう

に意
い

見
けん

を表
あらわ

したり、
団
だん

体
たい

を作
つく

ったりできる
こと

差
さ

別
べ つ

のないこと
　すべての子

こ

どもは、子
こ

ども自
じ

身
し ん

や親
お や

の人
じ ん

種
し ゅ

、性
せ い

別
べ つ

、意
い

見
け ん

、障
しょう

がい、経
け い

済
ざ い

状
じょう

況
きょう

などどんな理
り

由
ゆ う

でも差
さ

別
べ つ

されず、条
じょう

約
や く

の定
さ だ

めるすべての権
け ん

利
り

が保
ほ

障
しょう

されます。

意
い

見
け ん

を表
ひ ょ う

明
め い

し参
さ ん

加
か

できること
　子

こ

どもは自
じ

分
ぶ ん

に関
か ん

係
け い

のある事
こ と

柄
が ら

について自
じ

由
ゆ う

に意
い

見
け ん

を表
あらわ

すことができ、おとなはその意
い

見
け ん

を
子
こ

どもの発
は っ

達
た つ

に応
お う

じて十
じゅう

分
ぶ ん

に考
こ う

慮
り ょ

します。

子
こ

どもにとって最
も っ と

もよいこと
　子

こ

どもに関
か ん

することが行
お こ

われる時
と き

は、「その子
こ

どもにとって最
もっと

もよいこと」を第
だ い

一
い ち

に考
かんが

えます。

　「子
こ

どもの権
けん

利
り

条
じょう

約
や く

」は、子
こ

どもの発
はっ

達
たつ

に応
おう

じてその権
けん

利
り

が実
じつ

現
げん

するよう指
し

導
どう

する責
せき

任
にん

はまずは親
おや

（保
ほ

護
ご

者
しゃ

）にあること、国
くに

は、
条
じょう

約
や く

にある権
けん

利
り

が実
じつ

現
げん

するよう法
ほう

律
りつ

などを整
ととの

え、利
り

用
よう

できる最
さい

大
だい

限
げん

の手
しゅ

段
だん

を用
もち

いることも定
さだ

めています。
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　「人
じん

権
けん

」という考
かんが

え方
かた

が生
う

まれたのは 18世
せい

紀
き

にさかのぼり
ますが、国

こく

際
さい

社
しゃ

会
かい

で基
き

本
ほん

的
てき

人
じん

権
けん

や自
じ

由
ゆう

を尊
そん

重
ちょう

することの大
たい

切
せ つ

さが広
ひろ

く考
かんが

えられるようになり、取
と

り組
く

むようになったのは、
第
だい

二
に

次
じ

世
せ

界
かい

大
たい

戦
せん

が終
お

わった後
あと

のことです。
　戦

せん

後
ご

、国
こく

連
れん

で最
さい

初
しょ

に生
う

まれた「世
せ

界
かい

人
じん

権
けん

宣
せん

言
げん

」は、国
くに

にか
かわりなく世

せ

界
かい

中
じゅう

すべての人
ひと

がどのような人
じん

権
けん

をもつかを示
しめ

した初
はじ

めての宣
せん

言
げん

となりました。この宣
せん

言
げん

は法
ほう

律
りつ

としての効
こう

力
りょく

はもたなかったので、国
こく

連
れん

や国
こく

際
さい

社
しゃ

会
かい

は、宣
せん

言
げん

がめざす目
もく

標
ひょう

を、国
こく

際
さい

的
てき

な法
ほう

律
りつ

である“条
じょう

約
やく

” のかたちにして整
ととの

えていき
ます。たとえば、「人

じん

種
しゅ

差
さ

別
べつ

撤
てっ

廃
ぱい

条
じょう

約
やく

」「女
じょ

子
し

差
さ

別
べつ

撤
てっ

廃
ぱい

条
じょう

約
やく

」
などの条

じょう

約
やく

が生
う

まれました。そして、社
しゃ

会
かい

で弱
よわ

い立
たち

場
ば

に立
た

たされている子
こ

どもたちの状
じょう

況
きょう

も注
ちゅう

目
もく

されるよ
うになり、すべての子

こ

どもの権
けん

利
り

の実
じつ

現
げん

をめざし、「子
こ

どもの権
けん

利
り

」を条
じょう

約
やく

として定
さだ

めようという動
うご

きが生
う

まれました。

〜国
こ く

連
れ ん

での子
こ

どもの権
け ん

利
り

に関
か ん

する動
う ご

き〜

1950 年

1960 年

1970 年

1980 年

2010 年

1948 年

1959 年

1978 年
1979 年

1989 年
1990 年

2000 年
2002 年

2011年

「世
せ

界
か い

人
じ ん

権
け ん

宣
せ ん

言
げ ん

」採
さ い

択
た く

「児
じ

童
ど う

の権
け ん

利
り

宣
せ ん

言
げ ん

」

「子
こ

どもの権
け ん

利
り

条
じょう

約
や く

」草
そ う

案
あ ん

を
ポーランド政

せ い

府
ふ

が提
て い

出
しゅつ

国
こ く

際
さ い

児
じ

童
ど う

年
ね ん

「子
こ

どもの権
け ん

利
り

条
じょう

約
や く

（児
じ

童
ど う

の権
け ん

利
り

に関
か ん

する条
じょう

約
や く

）」
国
こ く

連
れ ん

総
そ う

会
か い

で満
ま ん

場
じょう

一
い っ

致
ち

で採
さ い

択
た く

（1990 年
ね ん

発
は っ

効
こ う

）

「子
こ

どものための世
せ

界
か い

サミット」開
か い

催
さ い

「子
こ

どもの権
け ん

利
り

条
じょう

約
や く

」２つの選
せ ん

択
た く

議
ぎ

定
て い

書
し ょ

を採
さ い

択
た く

「武
ぶ

力
りょく

紛
ふ ん

争
そ う

への子
こ

どもの関
か ん

与
よ

に関
か ん

する選
せ ん

択
た く

議
ぎ

定
て い

書
し ょ

」
「子

こ

どもの売
ば い

買
ば い

、子
こ

どもの買
か い

春
しゅん

および児
じ

童
ど う

ポルノに関
か ん

する選
せ ん

択
た く

議
ぎ

定
て い

書
し ょ

」

「国
こ く

連
れ ん

子
こ

ども特
と く

別
べ つ

総
そ う

会
か い

」開
か い

催
さ い

　

「通
つ う

報
ほ う

手
て

続
つ づ

きに関
か ん

する選
せ ん

択
た く

議
ぎ

定
て い

書
し ょ

」を採
さ い

択
た く

「子
こ

どもは子
こ

どもとしての権
けん

利
り

をもつ」と宣
せん

言
げん

世
せ

界
かい

中
じゅう

の人
ひと

が子
こ

どもの権
けん

利
り

について考
かんが

える機
き

会
かい

になった

“子
こ

ども最
さい

優
ゆう

先
せん

” の原
げん

則
そく

のもと、2000 年
ねん

までに子
こ

どものために達
たっ

成
せい

すべき目
もく

標
ひょう

を定
さだ

めた

「子
こ

どものための世
せ

界
かい

サミット」からの進
しん

展
てん

を確
かく

認
にん

し、“子
こ

どもにふさわしい世
せ

界
かい

” を合
あい

言
こと

葉
ば

に、
これから世

せ

界
かい

が果
は

たすべき約
やく

束
そく

を決
き

めた

※選
せん

択
たく

議
ぎ

定
てい

書
しょ

については P.26

※選
せん

択
たく

議
ぎ

定
てい

書
しょ

については P.26
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　ユニセフは、子
こ

どもの声
こえ

を代
だい

弁
べん

する国
こく

連
れん

機
き

関
かん

として、「子
こ

どもの権
けん

利
り

条
じょう

約
やく

」の草
そう

案
あん

作
づく

りにも参
さん

加
か

し、各
かっ

国
こく

がこの条
じょう

約
やく

に入るよ
う全

ぜん

世
せ

界
かい

ではたらきかけました。ユニセフ
は「子

こ

どもの権
けん

利
り

条
じょう

約
やく

」が専
せん

門
もん

的
てき

な役
やく

割
わり

を
与
あた

えている機
き

関
かん

で、「国
こく

連
れん

子
こ

どもの権
けん

利
り

委
い

員
いん

会
かい

」が各
かっ

国
こく

の条
じょう

約
やく

の実
じっ

施
し

状
じょう

況
きょう

を調
しら

べる
時
とき

などに、委
い

員
いん

会
かい

と協
きょう

力
りょく

しています。

　国が「子
こ

どもの権
けん

利
り

条
じょう

約
やく

」に入
はい

ることは、子
こ

ども
の権

けん

利
り

を守
まも

る第
だい

一
いっ

歩
ぽ

です。
　条

じょう

約
やく

に入
はい

った国
くに

は、自
じ

分
ぶん

の国
くに

の法
ほう

律
りつ

を条
じょう

約
やく

に
合
あ

わせて変
か

えたり、新
あたら

しく作
つく

ったりします。
　また、定

てい

期
き

的
てき

に（条
じょう

約
やく

に入
はい

ってから２年
ねん

以
い

内
ない

と、
その後

ご

は５年
ねん

ごとに）「国
こく

連
れん

子
こ

どもの権
けん

利
り

委
い

員
いん

会
かい

」
に、条

じょう

約
やく

を国
こく

内
ない

でどのように実
じっ

施
し

しているか報
ほう

告
こく

しなければなりません。政
せい

府
ふ

からの報
ほう

告
こく

に続
つづ

き、
NGOやユニセフからの報

ほう

告
こく

も提
てい

出
しゅつ

されます。子
こ

どもたちからの報
ほう

告
こく

が出
だ

されることもあります。
　「国

こく

連
れん

子
こ

どもの権
けん

利
り

委
い

員
いん

会
かい

」はこれらの報
ほう

告
こく

書
しょ

を読
よ

み、政
せい

府
ふ

の代
だい

表
ひょう

と話
はな

し合
あ

いをした後
のち

、進
しん

展
てん

し
ていることを評

ひょう

価
か

し改
かい

善
ぜん

が必
ひつ

要
よう

なことについて勧
かん

告
こく

を出します。各
かっ

国
こく

はこの勧
かん

告
こく

にそってさらに取
と

　「子
こ

どもの権
けん

利
り

条
じょう

約
やく

」が採
さい

択
たく

されて約
やく

30 年
ねん

。さまざまな努
ど

力
りょく

がみのり、5歳
さい

の誕
たん

生
じょう

日
び

の前
まえ

に命
いのち

をうし
なう子

こ

どもの数
かず

や、危
き

険
けん

な仕
し

事
ごと

をしなければならない子
こ

どもの数
かず

などもへってきています。
　一

いっ

方
ぽう

で、4人
にん

にひとりの子
こ

ども（2017 年
ねん

時
じ

点
てん

）が、災
さい

害
がい

や紛
ふん

争
そう

などの緊
きん

急
きゅう

事
じ

態
たい

にある国
くに

や地
ち

域
いき

で暮
く

らし、
移
い

民
みん

や難
なん

民
みん

となって移
い

動
どう

している子
こ

どもも大
おお

勢
ぜい

います。インターネット上
じょう

での被
ひ

害
がい

からの子
こ

どもの保
ほ

護
ご

な
ど新

あたら

しい課
か

題
だい

も生
う

まれています。
　ユニセフは「子

こ

どもの権
けん

利
り

条
じょう

約
やく

」のもとに、すべての子
こ

どもの権
けん

利
り

の実
じつ

現
げん

を目
め

指
ざ

して活
かつ

動
どう

しています。　

り組
く

みを進
すす

めることが求
もと

められます。日
に

本
ほん

もこれまでに子
こ

どもの権
けん

利
り

の実
じつ

現
げん

について委
い

員
いん

会
かい

から３回
かい

の勧
かん

告
こく

を受
う

けています。（2017 年
ねん

時
じ

点
てん

）
　「子

こ

どもの権
けん

利
り

条
じょう

約
やく

」に入
はい

っただけでは、子
こ

どもの権
けん

利
り

は守
まも

られるようになりません。子
こ

どもに関
かか

わる
すべての人

ひと

が、この条
じょう

約
やく

に書
か

かれた権
けん

利
り

が実
じつ

現
げん

されるように取
と

り組
く

むことが必
ひつ

要
よう

です。そして、子
こ

どもた
ち自

じ

身
しん

が、自
じ

分
ぶん

たちのもつ権
けん

利
り

について知
し

り、学
まな

ぶことがとても大
たい

切
せつ

です。

①報
ほ う

告
こ く

③勧
か ん

告
こ く

②報
ほ う

告
こ く

政
せ い

府
ふ NGO

ユニセフなど

国
こ く

連
れ ん

子
こ

どもの権
け ん

利
り

委
い

員
い ん

会
か い

さまざまな国
く に

の専
せ ん

門
も ん

家
か

18 人
に ん

で構
こ う

成
せ い



5

１．切
き

り離
は な

したカードを準
じゅん

備
び

します。それぞれのカードで、似
に

たよう
なものがないか探

さ が

してグループを作
つ く

ってみよう。
２．できたグループに見

み

出
だ

しをつけてみよう。
３．もう一

い ち

度
ど

ばらばらにして、それぞれのカードがp.2 に書
か

いてある
４つのグループ（生

い

きる権
け ん

利
り

、育
そ だ

つ権
け ん

利
り

、守
ま も

られる権
け ん

利
り

、参
さ ん

加
か

する
権
け ん

利
り

）のどれに当
あ

てはまるか、カードを並
な ら

び替
か

えてみよう。
　（当

あ

てはまらないものもあります。）

１．第
だ い

40 条
じょう

までのカードをひと通
と お

り読
よ

んでみよう。
２．もしそのどれかが、突

と つ

然
ぜ ん

なくなってしまったら、どんなことが起
お

き
るか想

そ う

像
ぞ う

して話
は な

し合
あ

ってみよう。例
た と

えば、「教
きょう

育
い く

を受
う

ける権
け ん

利
り

」が失
うしな

われたら、「プライバシー・名
め い

誉
よ

を守
ま も

られる権
け ん

利
り

」が失
うしな

われたら…？

１．p.27～ 28 の「世
せ

界
か い

の子
こ

どもたち」のお話
は な

を読
よ

もう。
２．それぞれの子

こ

どもについて、守
ま も

られていないと思
お も

う権
け ん

利
り

があれば、条
じょう

文
ぶ ん

カードから選
え ら

び出
だ

してみよう。
３．どうしてその権

け ん

利
り

が守
ま も

られていないと思
お も

ったのか、話
は な

し合
あ

ってみよう。
４．どうしたらその権

け ん

利
り

が守
ま も

られるようになるのか、話
は な

し合
あ

ってみよう。

やってみよう！

「似
に

たものあわせ」

「子
こ

どもの権
け ん

利
り

がない世
せ

界
か い

」

「守
ま も

られていない権
け ん

利
り

はなんだろう？」

　このカードブックでは、「子
こ

どもの権
けん

利
り

条
じょう

約
や く

」の 1条
じょう

から 40条
じょう

までが、わかりやすい要
よ う

約
や く

と
イラストのカードになっています。各

かく

条
じょう

文
ぶ ん

をくわしく知
し

りたいときには、カード裏
うら

面
め ん

の条
じょう

文
ぶ ん

の全
ぜん

文
ぶ ん

を参
さん

考
こ う

にしてください。これ以
い

外
がい

の条
じょう

約
や く

の前
ぜん

文
ぶ ん

や 41 条
じょう

以
い

降
こ う

の条
じょう

文
ぶ ん

は巻
かん

末
ま つ

に掲
けい

載
さ い

しています。
　1枚

まい

ずつ切
き

り離
はな

して使
つか

えるようになっていますから、工
く

夫
ふう

してさまざまなワークショップに活
かつ

用
よ う

してみよう。

　毎
ま い

日
に ち

の食
しょく

事
じ

、学
が っ

校
こ う

に行
い

けること、蛇
じ ゃ

口
ぐ ち

から出
で

てくる水
み ず

、水
み ず

で流
な が

れるトイレなどは、当
あ

たり前
ま え

のことと思
お も

う
人
ひ と

も多
お お

いでしょう。しかし、当
あ

たり前
ま え

のことが当
あ

たり前
ま え

ではない、厳
き び

しい状
じょう

況
きょう

にいる子
こ

どもたちがいます。
　みなさんが見

み

聞
き

きするニュース、世
せ

界
か い

や日
に

本
ほ ん

、あるいは身
み

近
ぢ か

で起
お

きている出
で

来
き

事
ご と

の中
な か

に、子
こ

どもたちが
困
こ ま

っていることや、子
こ

どもの権
け ん

利
り

が守
ま も

られていないことはありますか？
　みなさん一

ひ と り

人ひとりがここに書
か

かれた子
こ

どもの権
け ん

利
り

をもっています。そして、みなさんには他
ほ か

の子
こ

どもの
権
け ん

利
り

を守
ま も

る責
せ き

任
に ん

もあります。あなたの権
け ん

利
り

、あなたの周
ま わ

りの友
と も

だちの権
け ん

利
り

、そして遠
と お

い国
く に

で暮
く

らす子
こ

どもたち
の権

け ん

利
り

を守
ま も

るために、どんなことができるでしょうか？一
い っ

緒
し ょ

に考
かんが

えてみましょう。

やってみよう！

やってみよう！

やってみよう！やってみよう！



第4条 【国
く に

の義
ぎ

務
む

】
国
くに

は、この条
じょう

約
やく

に書
か

かれた権
けん

利
り

を守
まも

るため
に、必

ひつ

要
よう

な法
ほう

律
りつ

を作
つく

ったり政
せい

策
さく

を実
じっ

行
こう

した
りしなければなりません。

子
こ

どもに関
かん

係
けい

のあることを行
おこな

うときには、
子
こ

どもにもっともよいことは何
なに

かを第
だい

一
いち

に
考
かんが

えなければなりません。

第3条 【子
こ

どもにもっともよいことを】

第2条 【差
さ

別
べ つ

の禁
き ん

止
し

】
すべての子

こ

どもは、みんな平
びょう

等
どう

にこの条
じょう

約
やく

にある権
けん

利
り

をもっています。子
こ

どもは、国
くに

のちがいや、男
おとこ

か女
おんな

か、どのようなことば
を使

つか

うか、どんな宗
しゅう

教
きょう

を信
しん

じているか、ど
んな意

い

見
けん

をもっているか、心
こころ

やからだに障
しょう

がいがあるかないか、お金
かね

持
も

ちであるかな
いか、親

おや

がどういう人
ひと

であるか、などによっ
て差

さ

別
べつ

されません。

18歳
さい

になっていない人
ひと

を子
こ

どもとします。

第1条 【子
こ

どもの定
て い

義
ぎ

】



1　児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しく
は私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関の
いずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益
が主として考慮されるものとする。 

2　締約国は、児童の父母、法定保護者又は児童について法的
に責任を有する他の者の権利及び義務を考慮に入れて、児童
の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、この
ため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。 

3　締約国は、児童の養護又は保護のための施設、役務の提供
及び設備が、特に安全及び健康の分野に関し並びにこれら
の職員の数及び適格性並びに適正な監督に関し権限のある
当局の設定した基準に適合することを確保する。 

第 3 条第 4 条
　締約国は、この条約において認められる権利の実現のため、
すべての適当な立法措置、行政措置その他の措置を講ずる。
締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、自国
における利用可能な手段の最大限の範囲内で、また、必要な
場合には国際協力の枠内で、これらの措置を講ずる。

1　締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその
父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、
政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的
出身、 財産、心身障害、 出生又は他の地位にかかわらず、
いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び
確保する。

2　締約国は、児童がその父母、法定保護者又は家族の構成
員の地位、活動、表明した意見又は信念によるあらゆる形態
の差別又は処罰から保護されることを確保するためのすべて
の適当な措置をとる。

第 2 条 第 1 条
　この条約の適用上、児童とは、18 歳未満のすべての者をいう。
ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く
成年に達したものを除く。



国
くに

は、子
こ

どもの名
な

前
まえ

や国
こく

籍
せき

、家
か

族
ぞく

の関
かん

係
けい

が
むやみにうばわれることのないように守

まも

らな
くてはなりません。

第8条 【名
な

前
ま え

・国
こ く

籍
せ き

・家
か

族
ぞ く

関
か ん

係
け い

を守
ま も

る】第7条 【名
な

前
ま え

・国
こ く

籍
せ き

をもつ権
け ん

利
り

】
子
こ

どもは、生
う

まれたらすぐに登
とう

録
ろく

（出
しゅっ

生
しょう

届
とどけ

など）されなければなりません。
子
こ

どもは、名
な

前
まえ

や国
こく

籍
せき

をもち、親
おや

を知
し

り、
親
おや

に育
そだ

ててもらう権
けん

利
り

をもっています。

第6 条 【生
い

きる権
け ん

利
り

・育
そ だ

つ権
け ん

利
り

】
すべての子

こ

どもは、生
い

きる権
けん

利
り

・育
そだ

つ権
けん

利
り

をもっています。
親
おや

（保
ほ

護
ご

者
しゃ

）は、子
こ

どもの発
はっ

達
たつ

に応
おう

じて、
適
てき

切
せつ

な指
し

導
どう

をします。国
くに

は、親
おや

の指
し

導
どう

を尊
そん

重
ちょう

します。

第5 条 【親
お や

の指
し

導
ど う

を尊
そ ん

重
ちょう

】



第 7 条
1　児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時

から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するもの
とし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって
養育される権利を有する。 

2　締約国は、特に児童が無国籍となる場合を含めて、国内法
及びこの分野における関連する国際文書に基づく自国の義務
に従い、1 の権利の実現を確保する。

1　締約国は、児童が法律によって認められた国籍、氏名及び
家族関係を含むその身元関係事項について不法に干渉される
ことなく保持する権利を尊重することを約束する。

2　締約国は、児童がその身元関係事項の一部又は全部を不
法に奪われた場合には、その身元関係事項を速やかに回復
するため、適当な援助及び保護を与える。

第 8 条

　締約国は、児童がこの条約において認められる権利を行使
するに当たり、父母若しくは場合により地方の慣習により定め
られている大家族若しくは共同体の構成員、法定保護者又は
児童について法的に責任を有する他の者がその児童の発達し
つつある能力に適合する方法で適当な指示及び指導を与える責
任、権利及び義務を尊重する。

第 5 条
1　締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有す

ることを認める。

2　締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲に
おいて確保する。

第 6 条



第12条 【意
い

見
け ん

を表
あらわ

す権
け ん

利
り

】
子
こ

どもは、自
じ

分
ぶん

に関
かん

係
けい

のあることについて
自
じ

由
ゆう

に自
じ

分
ぶん

の意
い

見
けん

を表
あらわ

す権
けん

利
り

をもっていま
す。その意

い

見
けん

は、子
こ

どもの発
はっ

達
たつ

に応
おう

じて、じゅ
うぶん考

こう

慮
りょ

されなければなりません。

国
くに

は、子
こ

どもが国
くに

の外
そと

へ連
つ

れさられたり、
自
じ

分
ぶん

の国
く に

にもどれなくならないようにし
ます。

第11条 【よその国
く に

に
　　　　　　　連

つ

れさられない権
け ん

利
り

】

第10 条  【別
べ つ

々
べ つ

の国
く に

にいる親
お や

と
　　　　　　　　　　　会

あ

える権
け ん

利
り

】子
こ

どもには、親
おや

と引
ひ

き離
はな

されない権
けん

利
り

があ
ります。子

こ

どもにもっともよいという理
り

由
ゆう

から、引
ひ

き離
はな

されることも認
みと

められますが、
その場

ば

合
あい

は、親
おや

と会
あ

ったり連
れん

絡
らく

したりする
ことができます。

国
くに

は、別
べつ

々
べつ

の国
くに

にいる親
おや

と子
こ

どもが会
あ

った
りいっしょにくらしたりするために、国

くに

を出
で

入
い

りできるよう配
はい

慮
りょ

します。親
おや

がちがう国
くに

に住
す

んでいても、子
こ

どもは親
おや

と連
れん

絡
らく

をとるこ
とができます。

第9条 【親
お や

と引
ひ

き離
は な

されない権
け ん

利
り

】



第 11 条
1　締約国は、児童が不法に国外へ移送されることを防止し及

び国外から帰還することができない事態を除去するための措
置を講ずる。

2　このため、締約国は、二国間若しくは多数国間の協定の締
結又は現行の協定への加入を促進する。

1　締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児
童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を
表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、
その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものと
する。

2　このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司
法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致
する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じ
て聴取される機会を与えられる。

第 12 条

第 9 条
1　締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分

離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法
の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従
いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定す
る場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童
を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童
の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合
において必要となることがある。

2　すべての関係当事者は、1 の規定に基づくいかなる手続に
おいても、その手続に参加しかつ自己の意見を述べる機会を
有する。

3　締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、
父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父
母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利
を尊重する。

4　3 の分離が、締約国がとった父母の一方若しくは双方又は
児童の抑留、拘禁、追放、退去強制、死亡（その者が当該
締約国により身体を拘束されている間に何らかの理由により
生じた死亡を含む。）等のいずれかの措置に基づく場合には、
当該締約国は、要請に応じ、父母、児童又は適当な場合に
は家族の他の構成員に対し、家族のうち不在となっている者
の所在に関する重要な情報を提供する。ただし、その情報
の提供が児童の福祉を害する場合は、この限りでない。締約
国は、更に、その要請の提出自体が関係者に悪影響を及ぼ
さないことを確保する。

1　前条 1 の規定に基づく締約国の義務に従い、家族の再統
合を目的とする児童又はその父母による締約国への入国又
は締約国からの出国の申請については、 締約国が積極的、
人道的かつ迅速な方法で取り扱う。締約国は、更に、その
申請の提出が申請者及びその家族の構成員に悪影響を及ぼ
さないことを確保する。 

2　父母と異なる国に居住する児童は、例外的な事情がある場
合を除くほか定期的に父母との人的な関係及び直接の接触を
維持する権利を有する。このため、前条 1 の規定に基づく締
約国の義務に従い、締約国は、児童及びその父母がいずれ
の国（自国を含む。）からも出国し、かつ、自国に入国する
権利を尊重する。出国する権利は、法律で定められ、国の
安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の権
利及び自由を保護するために必要であり、かつ、この条約に
おいて認められる他の権利と両立する制限にのみ従う。

第 10 条



子
こ

どもは、ほかの人
ひと

びとと一
いっ

緒
しょ

に団
だん

体
たい

をつ
くったり、集

しゅう

会
かい

を行
おこな

ったりする権
けん

利
り

をもって
います。

第15 条 【結
け っ

社
し ゃ

・集
しゅう

会
か い

の自
じ

由
ゆ う

】 第16 条 【プライバシー・名
め い

誉
よ

は
　　　　　　　　　　　　守

ま も

られる】
子
こ

どもは、自
じ

分
ぶん

や家
か

族
ぞく

、住
す

んでいるところ、
電
でん

話
わ

や手
て
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まも
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た

人
にん
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権
けん

利
り

をもっています。

第14条 【思
し

想
そ う
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りょう

心
し ん

・宗
しゅう

教
きょう

の自
じ

由
ゆ う
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子
こ
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心
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ゆう

につい
ての権
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子
こ

どもは、自
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由
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な方
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法
ほう

でいろいろな情
じょう

報
ほう

や考
かんが

えを伝
つた

える権
けん

利
り

、知
し

る権
けん

利
り

をもっています。

第13 条 【表
ひょう

現
げ ん

の自
じ

由
ゆ う

】



1　締約国は、結社の自由及び平和的な集会の自由についての
児童の権利を認める。

2　1 の権利の行使については、法律で定める制限であって国
の安全若しくは公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは
道徳の保護又は他の者の権利及び自由の保護のため民主的
社会において必要なもの以外のいかなる制限も課することが
できない。

第 15 条
1　いかなる児童も、その私生活、家族、住居若しくは通信に

対して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を
不法に攻撃されない。

2　児童は、1 の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権
利を有する。

第 16 条

1　児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、
口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他
の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報
及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。

2　1 の権利の行使については、一定の制限を課することがで
きる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、
次の目的のために必要とされるものに限る。

（a）他の者の権利又は信用の尊重 
（b）国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護 

第 13 条
1 締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利

を尊重する。

2 締約国は、児童が 1 の権利を行使するに当たり、父母及び
場合により法定保護者が児童に対しその発達しつつある能力
に適合する方法で指示を与える権利及び義務を尊重する。 

3 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限
であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又
は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なも
ののみを課することができる。

第 14 条



第20条 【家
か

庭
て い

を奪
う ば

われた
　　　　　　　　　　子

こ

どもの保
ほ

護
ご

】
家
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庭
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第19 条 【虐
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】

第18 条 【子
こ
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よ う

育
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に ん
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子
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子
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立
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第17条 【適
て き

切
せ つ

な情
じょう

報
ほ う

の入
にゅう

手
し ゅ

】



第 19 条
1　締約国は、児童が父母、法定保護者又は児童を監護する

他の者による監護を受けている間において、あらゆる形態の
身体的若しくは精神的な暴力、傷害若しくは虐待、放置若し
くは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取（性的虐待を含む。）
からその児童を保護するためすべての適当な立法上、行政上、
社会上及び教育上の措置をとる。

2　1 の保護措置には、適当な場合には、児童及び児童を監
護する者のために必要な援助を与える社会的計画の作成その
他の形態による防止のための効果的な手続並びに 1 に定める
児童の不当な取扱いの事件の発見、報告、付託、調査、処
置及び事後措置並びに適当な場合には司法の関与に関する
効果的な手続を含むものとする。

1　一時的若しくは恒久的にその家庭環境を奪われた児童又は
児童自身の最善の利益にかんがみその家庭環境にとどまるこ
とが認められない児童は、国が与える特別の保護及び援助
を受ける権利を有する。 

2　締約国は、自国の国内法に従い、1 の児童のための代替的
な監護を確保する。

3　2 の監護には、特に、里親委託、イスラム法の力ファーラ、
養子縁組又は必要な場合には児童の監護のための適当な施
設への収容を含むことができる。解決策の検討に当たっては、
児童の養育において継続性が望ましいこと並びに児童の種族
的、宗教的、文化的及び言語的な背景について、十分な考
慮を払うものとする。

第 20 条

第 17 条
　締約国は、大衆媒体（マス・メディア）の果たす重要な機能
を認め、児童が国の内外の多様な情報源からの情報及び資料、
特に児童の社会面、精神面及び道徳面の福祉並びに心身の健
康の促進を目的とした情報及び資料を利用することができるこ
とを確保する。このため、締約国は、 
（a）児童にとって社会面及び文化面において有益であり、かつ、

第 29 条の精神に沿う情報及び資料を大衆媒体（マス・
メディア）が普及させるよう奨励する。 

（b）国の内外の多様な情報源（文化的にも多様な情報源を
含む。）からの情報及び資料の作成、交換及び普及に
おける国際協力を奨励する。 

（c）児童用書籍の作成及び普及を奨励する。 
（d）少数集団に属し又は原住民である児童の言語上の必要

性について大衆媒体（マス・メディア）が特に考慮するよう
奨励する。 

（e）第 13 条及び次条の規定に留意して、児童の福祉に有害
な情報及び資料から児童を保護するための適当な指針
を発展させることを奨励する。

1　締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任
を有するという原則についての認識を確保するために最善の
努力を払う。父母又は場合により法定保護者は、児童の養育
及び発達についての第一義的な責任を有する。児童の最善
の利益は、これらの者の基本的な関心事項となるものとする。

2　締約国は、この条約に定める権利を保障し及び促進する
ため、父母及び法定保護者が児童の養育についての責任を
遂行するに当たりこれらの者に対して適当な援助を与えるもの
とし、また、児童の養護のための施設、設備及び役務の提供
の発展を確保する。 

3　締約国は、父母が働いている児童が利用する資格を有する
児童の養護のための役務の提供及び設備からその児童が便
益を受ける権利を有することを確保するためのすべての適当
な措置をとる

第 18 条
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子
し
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え ん

組
ぐ み

】



1　締約国は、精神的又は身体的な障害を有する児童が、その
尊厳を確保し、自立を促進し及び社会への積極的な参加を
容易にする条件の下で十分かつ相応な生活を享受すべきであ
ることを認める。

2　締約国は、障害を有する児童が特別の養護についての権利
を有することを認めるものとし、利用可能な手段の下で、申込
みに応じた、かつ、当該児童の状況及び父母又は当該児童
を養護している他の者の事情に適した援助を、これを受ける
資格を有する児童及びこのような児童の養護について責任を
有する者に与えることを奨励し、かつ、確保する。

3　障害を有する児童の特別な必要を認めて、2 の規定に従って
与えられる援助は、父母又は当該児童を養護している他の者
の資力を考慮して可能な限り無償で与えられるものとし、かつ、
障害を有する児童が可能な限り社会への統合及び個人の発達

（文化的及び精神的な発達を含む。）を達成することに資する
方法で当該児童が教育、訓練、保健サービス、リハビリテー
ション・サービス、雇用のための準備及びレクリエーションの
機会を実質的に利用し及び享受することができるように行わ
れるものとする。 

4　締約国は、国際協力の精神により、予防的な保健並びに
障害を有する児童の医学的、心理学的及び機能的治療の
分野における適当な情報の交換（リハビリテーション、教育
及び職業サービスの方法に関する情報の普及及び利用を含
む。）であってこれらの分野における自国の能力及び技術を向
上させ並びに自国の経験を広げることができるようにすること
を目的とするものを促進する。これに関しては、特に、開発
途上国の必要を考慮する。

第 23 条
1　締約国は、到達可能な最高水準の健康を享受すること並び

に病気の治療及び健康の回復のための便宜を与えられること
についての児童の権利を認める。締約国は、いかなる児童も
このような保健サービスを利用する権利が奪われないことを
確保するために努力する。

2　締約国は、1 の権利の完全な実現を追求するものとし、特に、
次のことのための適当な措置をとる。

（a）幼児及び児童の死亡率を低下させること。 
（b）基礎的な保健の発展に重点を置いて必要な医療及び保

健をすべての児童に提供することを確保すること。 
（c）環境汚染の危険を考慮に入れて、基礎的な保健の枠組み

の範囲内で行われることを含めて、特に容易に利用可能
な技術の適用により並びに十分に栄養のある食物及び清
潔な飲料水の供給を通じて、疾病及び栄養不良と闘うこと。

（d）母親のための産前産後の適当な保健を確保すること。 
（e）社会のすべての構成員特に父母及び児童が、児童の健

康及び栄養、母乳による育児の利点、衛生（環境衛生を
含む。）並びに事故の防止についての基礎的な知識に関
して、情報を提供され、教育を受ける機会を有し及びそ
の知識の使用について支援されることを確保すること。 

（f）予防的な保健、父母のための指導並びに家族計画に関
する教育及びサービスを発展させること。

3　締約国は、児童の健康を害するような伝統的な慣行を廃止
するため、効果的かつ適当なすべての措置をとる。 

4　締約国は、この条において認められる権利の完全な実現を
漸進的に達成するため、国際協力を促進し及び奨励すること
を約束する。これに関しては、特に、開発途上国の必要を
考慮する。

第 24 条

　養子縁組の制度を認め又は許容している締約国は、児童の
最善の利益について最大の考慮が払われることを確保するもの
とし、また、
（a）児童の養子縁組が権限のある当局によってのみ認められ

ることを確保する。この場合において、当該権限のある
当局は、適用のある法律及び手続に従い、かつ、信頼し
得るすべての関連情報に基づき、養子縁組が父母、親族
及び法定保護者に関する児童の状況にかんがみ許容さ
れること並びに必要な場合には、関係者が所要のカウン
セリングに基づき養子縁組について事情を知らされた上
での同意を与えていることを認定する。 

（b）児童がその出身国内において里親若しくは養家に託され
又は適切な方法で監護を受けることができない場合に
は、これに代わる児童の監護の手段として国際的な養子
縁組を考慮することができることを認める。

（c）国際的な養子縁組が行われる児童が国内における養子
縁組の場合における保護及び基準と同等のものを享受す
ることを確保する。 

（d）国際的な養子縁組において当該養子縁組が関係者に不
当な金銭上の利得をもたらすことがないことを確保する
ためのすべての適当な措置をとる。 

（e）適当な場合には、二国間又は多数国間の取極又は協定を
締結することによりこの条の目的を促進し、及びこの枠組
みの範囲内で他国における児童の養子縁組が権限のある
当局又は機関によって行われることを確保するよう努める。

第 21 条
1　締約国は、難民の地位を求めている児童又は適用のある国

際法及び国際的な手続若しくは国内法及び国内的な手続に
基づき難民と認められている児童が、父母又は他の者に付き
添われているかいないかを問わず、この条約及び自国が締約
国となっている人権又は人道に関する他の国際文書に定める
権利であって適用のあるものの享受に当たり、適当な保護及び
人道的援助を受けることを確保するための適当な措置をとる。 

2　このため、締約国は、適当と認める場合には、1 の児童を
保護し及び援助するため、並びに難民の児童の家族との再統
合に必要な情報を得ることを目的としてその難民の児童の父
母又は家族の他の構成員を捜すため、国際連合及びこれと協力
する他の権限のある政府間機関又は関係非政府機関による
努力に協力する。その難民の児童は、父母又は家族の他の
構成員が発見されない場合には、何らかの理由により恒久的
又は一時的にその家庭環境を奪われた他の児童と同様にこの
条約に定める保護が与えられる。 

第 22 条



第28条 【教
きょう

育
い く

を受
う

ける権
け ん

利
り

】
子
こ

どもは教
きょう

育
いく

を受
う

ける権
けん

利
り

をもっています。
国
くに

は、すべての子
こ

どもが小
しょう

学
がっ

校
こう

に行
い

けるよう
にしなければなりません。さらに上

うえ

の学
がっ

校
こう

に進
すす

みたいときには、みんなにそのチャンス
が与

あた

えられなければなりません。学
がっ

校
こう

のきま
りは、子

こ

どもの尊
そん

厳
げん

が守
まも

られるという考
かんが

え
方
かた

からはずれるものであってはなりません。

子
こ

どもは、心
こころ

やからだのすこやかな成
せい

長
ちょう

に
必
ひつ

要
よう

な生
せい

活
かつ

を送
おく

る権
けん

利
り

をもっています。
親
おや

（保
ほ

護
ご

者
しゃ

）はそのための第
だい

一
いち

の責
せき

任
にん

者
しゃ

で
すが、親

おや

の力
ちから

だけで子
こ

どものくらしが守
まも

れ
ないときは、国

くに

も協
きょう

力
りょく

します。

第27条 【生
せ い

活
か つ

水
す い

準
じゅん

の確
か く

保
ほ

】

第26 条 【社
し ゃ

会
か い

保
ほ

障
しょう

を受
う

ける権
け ん

利
り

】
子
こ

どもは、生
せい

活
かつ

していくのにじゅうぶんなお
金
かね

がないときには、国
くに

からお金
かね

の支
し

給
きゅう

など
を受

う

ける権
けん

利
り

をもっています。

施
し

設
せつ

に入
はい

っている子
こ

どもは、その扱
あつか

いがそ
の子

こ

どもにとってよいものであるかどうかを
定
てい

期
き

的
てき

に調
しら

べてもらう権
けん

利
り

をもっています。

第25 条 【施
し

設
せ つ

に入
は い

っている子
こ

ども】



第 27 条
1　締約国は、児童の身体的、精神的、道徳的及び社会的な

発達のための相当な生活水準についてのすべての児童の権利
を認める。

2　父母又は児童について責任を有する他の者は、自己の能力
及び資力の範囲内で、児童の発達に必要な生活条件を確保
することについての第一義的な責任を有する。

3　締約国は、国内事情に従い、かつ、その能力の範囲内で、
1 の権利の実現のため、父母及び児童について責任を有する
他の者を援助するための適当な措置をとるものとし、また、
必要な場合には、特に栄養、衣類及び住居に関して、物的
援助及び支援計画を提供する。

4　締約国は、父母又は児童について金銭上の責任を有する他
の者から、児童の扶養料を自国内で及び外国から、回収する
ことを確保するためのすべての適当な措置をとる。特に、児童
について金銭上の責任を有する者が児童と異なる国に居住し
ている場合には、締約国は、国際協定への加入又は国際協定
の締結及び他の適当な取決めの作成を促進する。

1　締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、
この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成する
ため、特に、

（a）初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償
のものとする。 

（b）種々の形態の中等教育（一般教育及び職業教育を含む。）
の発展を奨励し、すべての児童に対し、これらの中等教育
が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与え
られるものとし、例えば、無償教育の導入、必要な場合
における財政的援助の提供のような適当な措置をとる。 

（c）すべての適当な方法により、能力に応じ、すべての者に
対して高等教育を利用する機会が与えられるものとする。 

（d）すべての児童に対し、教育及び職業に関する情報及び
指導が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が
与えられるものとする。 

（e）定期的な登校及び中途退学率の減少を奨励するための
措置をとる。

2　締約国は、学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方
法で及びこの条約に従って運用されることを確保するための
すべての適当な措置をとる。 

3　締約国は、特に全世界における無知及び非識字の廃絶に
寄与し並びに科学上及び技術上の知識並びに最新の教育方
法の利用を容易にするため、教育に関する事項についての国
際協力を促進し、及び奨励する。これに関しては、特に、開発
途上国の必要を考慮する。

第 28 条

　締約国は、児童の身体又は精神の養護、保護又は治療を目
的として権限のある当局によって収容された児童に対する処遇
及びその収容に関連する他のすべての状況に関する定期的な
審査が行われることについての児童の権利を認める。

1　締約国は、すべての児童が社会保険その他の社会保障から
の給付を受ける権利を認めるものとし、自国の国内法に従い、
この権利の完全な実現を達成するための必要な措置をとる。

2　1 の給付は、適当な場合には、児童及びその扶養について
責任を有する者の資力及び事情並びに児童によって又は児童
に代わって行われる給付の申請に関する他のすべての事項を
考慮して、与えられるものとする。

第 25 条第 26 条



第32条 【経
け い

済
ざ い

的
て き

搾
さ く

取
し ゅ

・有
ゆ う

害
が い

な労
ろ う

働
ど う

　　　　　　　　　　　からの保
ほ

護
ご

】
子
こ

どもは、むりやり働
はたら

かされたり、そのため
に教
きょう

育
いく

を受
う

けられなくなったり、心
こころ

やからだ
によくない仕

し

事
ごと

をさせられたりしないよう
に守

まも

られる権
けん

利
り

をもっています。

子
こ

どもは、休
やす

んだり、遊
あそ

んだり、文
ぶん

化
か

芸
げい

術
じゅつ

活
かつ

動
どう

に参
さん

加
か

する権
けん

利
り

をもっています。

第31条 【休
や す

み、遊
あ そ

ぶ権
け ん

利
り

】

第30条 【少
しょう

数
す う

民
み ん

族
ぞく

・先
せ ん

住
じゅう

民
み ん

の子
こ

ども】
少
しょう

数
すう

民
みん

族
ぞく

の子
こ

どもや、もとからその土
と

地
ち

に
住
す

んでいる人
ひと

びとの子
こ

どもは、その民
みん

族
ぞく

の
文
ぶん

化
か

や宗
しゅう

教
きょう

、ことばをもつ権
けん

利
り

をもってい
ます。

教
きょう

育
いく

は、子
こ

どもが自
じ

分
ぶん

のもっている能
のう

力
りょく

を
最
さい

大
だい

限
げん

のばし、人
じん

権
けん

や平
へい

和
わ

、環
かん

境
きょう

を守
まも

るこ
となどを学

まな

ぶためのものです。

第29条 【教
きょう

育
い く

の目
も く

的
て き

】



第 31 条
1　締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童

がその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を行い
並びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利を認める。

2　締約国は、児童が文化的及び芸術的な生活に十分に参加
する権利を尊重しかつ促進するものとし、文化的及び芸術的
な活動並びにレクリエーション及び余暇の活動のための適当
かつ平等な機会の提供を奨励する。

1　締約国は、児童が経済的な搾取から保護され及び危険とな
り若しくは児童の教育の妨げとなり又は児童の健康若しくは
身体的、精神的、道徳的若しくは社会的な発達に有害となる
おそれのある労働への従事から保護される権利を認める。 

2　締約国は、この条の規定の実施を確保するための立法上、
行政上、社会上及び教育上の措置をとる。このため、締約国
は、他の国際文書の関連規定を考慮して、特に、

（a）雇用が認められるための 1 又は 2 以上の最低年齢を定
める。 

（b）労働時間及び労働条件についての適当な規則を定める。 
（c）この条の規定の効果的な実施を確保するための適当な

罰則その他の制裁を定める。

第 32 条

第 29 条
1　締約国は、児童の教育が次のことを指向すべきことに同意

する。
（a）児童の人格、才能並びに精神的及び身体的な能力をそ

の可能な最大限度まで発達させること。 
（b）人権及び基本的自由並びに国際連合憲章にうたう原則

の尊重を育成すること。 
（c）児童の父母、児童の文化的同一性、言語及び価値観、

児童の居住国及び出身国の国民的価値観並びに自己の
文明と異なる文明に対する尊重を育成すること。 

（d）すべての人民の間の、種族的、国民的及び宗教的集団
の間の並びに原住民である者の理解、平和、寛容、両
性の平等及び友好の精神に従い、自由な社会における
責任ある生活のために児童に準備させること。 

（e）自然環境の尊重を育成すること。 

2　この条又は前条のいかなる規定も、個人及び団体が教育
機関を設置し及び管理する自由を妨げるものと解してはなら
ない。ただし、常に、1 に定める原則が遵守されること及び
当該教育機関において行われる教育が国によって定められる
最低限度の基準に適合することを条件とする。

　種族的、宗教的若しくは言語的少数民族又は原住民である
者が存在する国において、当該少数民族に属し又は原住民で
ある児童は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有
し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用す
る権利を否定されない。

第 30 条



第36条 【あらゆる搾
さ く

取
し ゅ

からの保
ほ

護
ご

】
国
くに

は、どんなかたちでも、子
こ

どもの幸
しあわ

せを
うばって利

り

益
えき

を得
え

るようなことから子
こ

ども
を守

まも

らなければなりません。

国
くに

は、子
こ

どもが誘
ゆう

拐
かい

されたり、売
う

り買
か

いさ
れたりすることのないように守

まも

らなければ
なりません。

第35条 【誘
ゆ う

拐
か い

・売
ば い

買
ば い

からの保
ほ

護
ご

】

第34条 【性
せ い

的
て き

搾
さ く

取
し ゅ

からの保
ほ

護
ご

】
国
くに

は、子
こ

どもが児
じ

童
どう

ポルノや児
じ

童
どう

買
かい

春
しゅん

など
に利

り

用
よう

されたり、性
せい

的
てき

な虐
ぎゃく

待
たい

を受
う

けたりする
ことのないように守

まも

らなければなりません。
国
くに

は、子
こ

どもが麻
ま

薬
やく

や覚
かく

せい剤
ざい

などを売
う

っ
たり買

か

ったり、使
つか

ったりすることにまきこま
れないように守

まも

らなければなりません。

第33条 【麻
ま

薬
やく

・覚
か く

せい剤
ざい

など
　　　　　　　　　　　からの保

ほ

護
ご

】



第 35 条
　締約国は、あらゆる目的のための又はあらゆる形態の児童の
誘拐、売買又は取引を防止するためのすべての適当な国内、二国
間及び多数国間の措置をとる。

　締約国は、いずれかの面において児童の福祉を害する他の
すべての形態の搾取から児童を保護する。

第 36 条

第 33 条
　締約国は、関連する国際条約に定義された麻薬及び向精神
薬の不正な使用から児童を保護し並びにこれらの物質の不正
な生産及び取引における児童の使用を防止するための立法上、
行政上、社会上及び教育上の措置を含むすべての適当な措置
をとる。

　締約国は、あらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から児童
を保護することを約束する。このため、締約国は、特に、次の
ことを防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国
間の措置をとる。
（a）不法な性的な行為を行うことを児童に対して勧誘し又は

強制すること。 
（b）売春又は他の不法な性的な業務において児童を搾取的

に使用すること。 
（c）わいせつな演技及び物において児童を搾取的に使用する

こと。

第 34 条



第40 条 【子
こ

どもに関
か ん

する司
し

法
ほ う

】
罪
つみ

を犯
おか

したとされた子
こ

どもは、ほかの人
ひと

の
人
じん

権
けん

の大
たい

切
せつ

さを学
まな

び、社
しゃ

会
かい

にもどったとき
自
じ

分
ぶん

自
じ

身
しん

の役
やく

割
わり

をしっかり果
は

たせるように
なることを考

かんが

えて、扱
あつか

われる権
けん

利
り

をもってい
ます。

虐
ぎゃく

待
たい

、人
にん

間
げん

的
てき

でない扱
あつか

い、戦
せん

争
そう

などの被
ひ

害
がい

にあった子
こ

どもは、心
こころ

やからだの傷
きず

をなお
し、社

しゃ

会
かい

にもどれるように支
し

援
えん

を受
う

けるこ
とができます。

第39 条 【被
ひ

害
が い

にあった子
こ

どもを守
ま も

る】

第38条 【戦
せ ん

争
そ う

からの保
ほ

護
ご

】
国
くに

は、15歳
さい

にならない子
こ

どもを軍
ぐん

隊
たい

に参
さん

加
か

させないようにします。また、戦
せん

争
そう

にまきこ
まれた子

こ

どもを守
まも

るために、できることは
すべてしなければなりません。

どんな子
こ

どもに対
たい

しても、拷
ごう

問
もん

や人
にん

間
げん

的
てき

で
ないなどの扱

あつか

いをしてはなりません。また、
子
こ

どもを死
し

刑
けい

にしたり、死
し

ぬまで刑
けい

務
む

所
しょ

に
入
い

れたりすることは許
ゆる

されません。もし、
罪
つみ

を犯
おか

してたいほされても、尊
そん

厳
げん

が守
まも

られ
年
ねん

れいにあった扱
あつか

いを受
う

ける権
けん

利
り

をもって
います。

第37条 【拷
ご う

問
も ん

・死
し

刑
け い

の禁
き ん

止
し

】



第 39 条
　締約国は、あらゆる形態の放置、搾取若しくは虐待、拷問
若しくは他のあらゆる形態の残虐な、非人道的な若しくは品位
を傷つける取扱い若しくは刑罰又は武力紛争による被害者であ
る児童の身体的及び心理的な回復及び社会復帰を促進するた
めのすべての適当な措置をとる。このような回復及び復帰は、
児童の健康、自尊心及び尊厳を育成する環境において行われる。

1　締約国は、刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定されたすべての児童が尊
厳及び価値についての当該児童の意識を促進させるような方法であって、当該児童が
他の者の人権及び基本的自由を尊重することを強化し、かつ、当該児童の年齢を考慮し、
更に、当該児童が社会に復帰し及び社会において建設的な役割を担うことがなるべく
促進されることを配慮した方法により取り扱われる権利を認める。

2　このため、締約国は、国際文書の関連する規定を考慮して、特に次のことを確保する。
（a）いかなる児童も、実行の時に国内法又は国際法により禁じられていなかった作為

又は不作為を理由として刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定されない
こと。

（b）刑法を犯したと申し立てられ又は訴追されたすべての児童は、少なくとも次の保障
を受けること。 

（i）法律に基づいて有罪とされるまでは無罪と推定されること。 
（ii）速やかにかつ直接に、また、適当な場合には当該児童の父母又は法定保護者

を通じてその罪を告げられること並びに防御の準備及び申立てにおいて弁護人
その他適当な援助を行う者を持つこと。 

（iii）事案が権限のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関により法律に
基づく公正な審理において、弁護人その他適当な援助を行う者の立会い及び、
特に当該児童の年齢又は境遇を考慮して児童の最善の利益にならないと認めら
れる場合を除くほか、当該児童の父母又は法定保護者の立会いの下に遅滞なく
決定されること。

（iv）供述又は有罪の自白を強要されないこと。不利な証人を尋問し又はこれに対し
尋問させること並びに対等の条件で自己のための証人の出席及びこれに対する
尋問を求めること。 

（v）刑法を犯したと認められた場合には、その認定及びその結果科せられた措置
について、法律に基づき、上級の、権限のある、独立の、かつ、公平な当局
又は司法機関によって再審理されること。 

（vi）使用される言語を理解すること又は話すことができない場合には、無料で通訳
の援助を受けること。 

（vii）手続のすべての段階において当該児童の私生活が十分に尊重されること。

3　締約国は、刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定された児童に特別に適用
される法律及び手続の制定並びに当局及び施設の設置を促進するよう努めるものとし、
特に、次のことを行う。 

（a）その年齢未満の児童は刑法を犯す能力を有しないと推定される最低年齢を設定す
ること。 

（b）適当なかつ望ましい場合には、人権及び法的保護が十分に尊重されていることを
条件として、司法上の手続に訴えることなく当該児童を取り扱う措置をとること。

4　児童がその福祉に適合し、かつ、その事情及び犯罪の双方に応じた方法で取り扱わ
れることを確保するため、保護、指導及び監督命令、力ウンセリング、保護観察、里親
委託、教育及び職業訓練計画、施設における養護に代わる他の措置等の種々の処置
が利用し得るものとする。

第 40 条

第 37 条
　締約国は、次のことを確保する。
（a）いかなる児童も、拷問又は他の残虐な、非人道的な若し

くは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けないこと。
死刑又は釈放の可能性がない終身刑は、十八歳未満の
者が行った犯罪について科さないこと。 

（b）いかなる児童も、不法に又は恣意的にその自由を奪われ
ないこと。児童の逮捕、抑留又は拘禁は、法律に従って
行うものとし、最後の解決手段として最も短い適当な期間
のみ用いること。

（c）自由を奪われたすべての児童は、人道的に、人間の固有
の尊厳を尊重して、かつ、その年齢の者の必要を考慮
した方法で取り扱われること。特に、自由を奪われたす
べての児童は、成人とは分離されないことがその最善の
利益であると認められない限り成人とは分離されるものと
し、例外的な事情がある場合を除くほか、通信及び訪問を
通じてその家族との接触を維持する権利を有すること。 

（d）自由を奪われたすべての児童は、弁護人その他適当な
援助を行う者と速やかに接触する権利を有し、裁判所そ
の他の権限のある、独立の、かつ、公平な当局において
その自由の剥奪の合法性を争い並びにこれについての決
定を速やかに受ける権利を有すること。

1　締約国は、武力紛争において自国に適用される国際人道法
の規定で児童に関係を有するものを尊重し及びこれらの規定
の尊重を確保することを約束する。

2　締約国は、15 歳未満の者が敵対行為に直接参加しないこと
を確保するためのすべての実行可能な措置をとる。

3　締約国は、15 歳未満の者を自国の軍隊に採用することを差
し控えるものとし、また、15 歳以上 18 歳未満の者の中から
採用するに当たっては、最年長者を優先させるよう努める。

4　締約国は、武力紛争において文民を保護するための国際
人道法に基づく自国の義務に従い、武力紛争の影響を受け
る児童の保護及び養護を確保するためのすべての実行可能な
措置をとる。

第 38 条
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　「子
こ

どもの権
けん

利
り

条
じょう

約
やく

」では、15歳
さい

にならない子
こ

どもを軍
ぐん

隊
たい

に参
さん

加
か

させないようにすると定
さだ

めて
いますが、この選

せん

択
たく

議
ぎ

定
てい

書
しょ

ではその年
ねん

齢
れい

を引
ひ

き上
あ

げて18歳
さい

にならない子
こ

どもとし、また、強
きょう

制
せい

的
てき

に軍
ぐん

隊
たい

に参
さん

加
か

させてはならないと定
さだ

めました。また被
ひ

害
がい

にあった子
こ

どものリハビリや社
しゃ

会
かい

復
ふっ

帰
き

についても定
さだ

めています。

　「子
こ

どもの権
けん

利
り

条
じょう

約
やく

」では、子
こ

どもを人
じん

身
しん

売
ばい

買
ばい

や性
せい

的
てき

搾
さく

取
しゅ

から守
まも

ることが定
さだ

められていますが、
被
ひ

害
がい

が多
おお

く発
はっ

生
せい

していることから、こうした行
こう

為
い

を明
めい

確
かく

に犯
はん

罪
ざい

とし、罰
ばっ

するよう定
さだ

めました。また、
被
ひ

害
がい

を受
う

けた子
こ

どもの保
ほ

護
ご

についても定
さだ

めています。

　子
こ

どもの権
けん

利
り

の侵
しん

害
がい

が国
こく

内
ない

で救
きゅう

済
さい

されないときに、被
ひ

害
がい

にあった子
こ

ども自
じ

身
しん

またはその代
だい

理
り

人
にん

が「国
こく

連
れん

子
こ

どもの権
けん

利
り

委
い

員
いん

会
かい

」に申
もう

し立
た

てることができる仕
し

組
く

みを定
さだ

めました。委
い

員
いん

会
かい

は、子
こ

ども
の年

ねん

齢
れい

や発
はっ

達
たつ

段
だん

階
かい

を十
じゅう

分
ぶん

に考
かんが

え、申
もう

し立
た

てを扱
あつか

うことになっています。

子
こ

どもの権
けん

利
り

条
じょう

約
や く

：196     

武
ぶ

力
りょく

紛
ふ ん

争
そ う

への子
こ

どもの関
かん

与
よ

に関
かん

する選
せん

択
た く

議
ぎ

定
て い

書
し ょ

：167
子
こ

どもの売
ばい

買
ば い

、買
かい

春
しゅん

および児
じ

童
ど う

ポルノに関
かん

する選
せん

択
た く

議
ぎ

定
て い

書
し ょ

：174
通
つう

報
ほ う

手
て

続
つ づ

きに関
かん

する選
せん

択
た く

議
ぎ

定
て い

書
し ょ

：37

●

●

●

●

〜 武
ぶ

力
り ょ く

紛
ふ ん

争
そ う

への子
こ

どもの関
か ん

与
よ

に関
か ん

する選
せ ん

択
た く

議
ぎ

定
て い

書
し ょ

 〜
（武

ぶ

力
りょく

紛
ふ ん

争
そ う

における児
じ

童
どう

の関
か ん

与
よ

に関
か ん

する児
じ

童
どう

の権
け ん

利
り

に関
か ん

する条
じょう

約
や く

の選
せ ん

択
た く

議
ぎ

定
て い

書
し ょ

）

〜 子
こ

どもの売
ば い

買
ば い

、買
か い

春
し ゅ ん

及
お よ

び児
じ

童
ど う

ポルノに関
か ん

する選
せ ん

択
た く

議
ぎ

定
て い

書
し ょ

 〜
（児

じ

童
どう

の売
ばい

買
ばい

、児
じ

童
どう

買
かい

春
しゅん

及
およ

び児
じ

童
どう

ポルノに関
かん

する児
じ

童
どう

の権
けん

利
り

に関
かん

する条
じょう

約
やく

の選
せん

択
たく

議
ぎ

定
てい

書
しょ

）

〜 通
つ う

報
ほ う

手
て

続
つ づ

きに関
か ん

する選
せ ん

択
た く

議
ぎ

定
て い

書
し ょ

 〜
（個

こ

人
じ ん

通
つ う

報
ほ う

手
て

続
つ づ

きに関
か ん

する第
だ い

三
さ ん

選
せ ん

択
た く

議
ぎ

定
て い

書
し ょ

）

条
じ ょ う

約
や く

に入
は い

っている国
く に

と地
ち

域
い き

の数
か ず

（2018 年
ねん

4 月
が つ

現
げん

在
ざい

）

　「子
こ

どもの権
けん

利
り

条
じょう

約
やく

」を発
はっ

展
てん

させるために、これまでに
3つの選

せん

択
たく

議
ぎ

定
てい

書
しょ

が作
つく

られました。選
せん

択
たく

議
ぎ

定
てい

書
しょ

は、条
じょう

約
やく

と
同
おな

じ力
ちから

をもっています。
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ど、学
が っ

校
こ う

は足
あ し

の不
ふ

自
じ

由
ゆ う

な
子
こ

どもの入
にゅう

学
が く

をみとめて
くれませんでした。

世界の子どもたち
　世

せ

界
か い

のさまざまなところで生
い

きている子
こ

どもたち。
　ここでお話

はなし

に登
と う

場
じょう

する子
こ

どもたちの権
け ん

利
り

は守
ま も

られ
ているでしょうか？「子

こ

どもの権
け ん

利
り

条
じょう

約
や く

」と照
て

らし合
あ

わせながら読
よ

んでみましょう。

ムギシャ は 6歳
さ い

の女
おんな

の子
こ

です。ムギ
シャの国

く に

は戦
せ ん

争
そ う

をしています。ムギシャ
のお父

と う

さんは、ムギシャが見
み

ている前
ま え

で

ラキブ　  は 12 歳
さ い

の男
おとこ

の子
こ

です。病
びょう

気
き

で働
はたら

けな
くなってしまったお父

と う

さんの代
か

わりにカカオ農
の う

場
じょう

で働
はたら

くために、9歳
さ い

の時
と き

に村
む ら

を離
は な

れました。毎
ま い

朝
あ さ

7 時
じ

から夜
よ る

7 時
じ

まで、週
しゅう

6
む い か

日働
はたら

いています。休
きゅう

憩
け い

時
じ

間
か ん

はお昼
ひ る

ごはんを食
た

べる 20分
ぷ ん

だけ。村
む ら

には
1年

ね ん

に 1回
か い

しか帰
か え

れません。食
しょく

事
じ

も少
す く

なく、いつ
もおなかがすいています。仕

し

事
ご と

がおそいと農
の う

場
じょう

　 ファティは 14歳
さ い

の女
おんな

の子
こ

です。干
か ん

ばつの影
え い

響
きょう

で以
い

前
ぜ ん

の
ように農

の う

作
さ く

物
ぶ つ

を育
そ だ

てることができず、家
か

族
ぞ く

の収
しゅう

入
にゅう

がへって
しまったため、２年

ね ん

前
ま え

から学
が っ

校
こ う

に行
い

っていません。お父
と う

さ
んは「子

こ

どもたち全
ぜ ん

員
い ん

を学
が っ

校
こ う

に行
い

かせてやる金
か ね

がない。女
おんな

のお前
ま え

はこれ以
い

上
じょう

勉
べ ん

強
きょう

する必
ひ つ

要
よ う

もないだろうから、家
い え

で母
か あ

さんを手
て

伝
つ だ

いなさい」と言
い

いました。「兄
に い

さんと弟
おとうと

は学
が っ

校
こ う

へ

　 クルス  は少
しょう

数
す う

民
み ん

族
ぞ く

の村
む ら

に住
す

む 10 歳
さ い

の男
おとこ

の子
こ

です。ヌアンは村
む ら

人
び と

たちが使
つ か

っている言
こ と

葉
ば

を話
は な

し
ますが、学

が っ

校
こ う

ではその言
こ と

葉
ば

を話
は な

す先
せ ん

生
せ い

はいませ
んし、先

せ ん

生
せ い

たちが使
つ か

っている言
こ と

葉
ば

を勉
べ ん

強
きょう

しなけ
ればならないと言

い

われます。言
こ と

葉
ば

がわからない
ので、授

じ ゅ

業
ぎょう

についていけず、ヌアンは学
が っ

校
こ う

に行
い

く
のが楽

た の

しくありません。

行
い

けるのに、なぜ私
わたし

だけが…」
シルパは悲

か な

しくなりました。
ある日

ひ

、お父
と う

さんは「来
ら い

月
げ つ

お
前
ま え

はおよめにいくのだよ」と
言
い

いました。相
あ い

手
て

は会
あ

ったこ
ともない、ずっと年

と し

上
う え

の男
だ ん

性
せ い

です。お父
と う

さんは「うちにい
るよりきっといい生

せ い

活
か つ

ができ
るはずだから」といいますが、
シルパは「いやだ」とお父

と う

さ
んに言

い

えずにいます。

殺
こ ろ

されました。お母
か あ

さんとはにげる途
と

中
ちゅう

ではぐれ
てしまいました。にげる途

と

中
ちゅう

で、16歳
さ い

のお兄
に い

さ
んは、「お前

ま え

はもうりっぱなおとなだ。兵
へ い

隊
た い

とし
て働

はたら

け」と言
い

われて、連
つ

れていかれてしまいまし
た。ムギシャはひとり、命

いのち

からがら、となりの国
く に

の難
な ん

民
み ん

キャンプにたどり着
つ

きました。

主
ぬ し

になぐられるの
で、ラキブは仕

し

事
ご と

に行
い

くのが嫌
い や

でた
まりません。

ムギシャ 

ラキブ　  は 12

カン  は、保
ほ

健
け ん

所
じ ょ

からとてもはなれたところに住
す

ん
でいたので、予

よ

防
ぼ う

接
せ っ

種
し ゅ

を受
う

けていません。カンは4歳
さ い

のころ、ポリオ*にかかり両
りょう

足
あ し

が不
ふ

自
じ

由
ゆ う

になってし
まいました。カンが 6歳

さ い

になった時
と き

、両
りょう

親
し ん

はカン
を家

い え

から一
い ち

番
ば ん

近
ち か

い学
が っ

校
こ う

に連
つ

れて行
い

きました。けれ

*ポリオは、食
た

べものや手
て

など
についたポリオウイルスが口

くち

か
ら体

からだ

に入
はい

り込
こ

み、熱
ねつ

が出
で

たり、
お腹

なか

が痛
いた

くなったりする病
びょう

気
き

で、
重
おも

いときは体
からだ

に麻
ま

痺
ひ

が残
のこ

ること
があります。

　 クルス  は

　 ファティは 14
の う さ く ぶ つ

カン  
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　東
ひがし

日
に

本
ほ ん

大
だ い

震
し ん

災
さ い

でほとんどすべての学
が っ

校
こ う

が壊
こ わ

れてしまった岩
い わ

手
て

県
け ん

の大
お お

槌
つ ち

町
ちょう

で
は、学

が っ

校
こ う

を再
さ い

建
け ん

する際
さ い

、子
こ

どもたちと一
い っ

緒
し ょ

に新
あたら

しい学
が っ

校
こ う

を作
つ く

ろうということに
なりました。子

こ

どもたちが出
だ

したアイディアは実
じ っ

際
さ い

に災
さ い

害
が い

を経
け い

験
け ん

した子
こ

どもた
ちでなければ気

き

がつかないようなものでした。こうした子
こ

どもたちの声
こ え

が生
い

か
され素

す

晴
ば

らしい学
が っ

校
こ う

ができあがりました。この経
け い

験
け ん

を通
つ う

じ子
こ

どもたちは大
お お

槌
つ ち

町
ちょう

への想
お も

いが大
お お

きくなり、町
ま ち

の行
ぎょう

事
じ

に積
せ っ

極
きょく

的
て き

に参
さ ん

加
か

するようになりました。

　ユニセフの「子
こ

どもにやさしいまち」づくりとは、子
こ

どもが主
し ゅ

体
た い

的
て き

に地
ち

域
い き

社
し ゃ

会
か い

に関
か か

わり、未
み

来
ら い

に希
き

望
ぼ う

が
もてる持

じ

続
ぞ く

可
か

能
の う

な社
し ゃ

会
か い

形
け い

成
せ い

の施
し

策
さ く

を推
す い

進
し ん

するプログラムです。「子
こ

どもの権
け ん

利
り

条
じょう

約
や く

」に基
も と

づき、子
こ

どもに
関
か か

わる事
こ と

柄
が ら

は子
こ

どもの意
い

見
け ん

を聞
き

きながら、子
こ

どもとともに持
じ

続
ぞ く

可
か

能
の う

な社
し ゃ

会
か い

（まち）づくりに取
と

り組
く

んで
いる市

し

区
く

町
ちょう

村
そ ん

の事
じ

例
れ い

を紹
しょう

介
か い

します。

　ある休
や す

みの日
ひ

、 　　 さんの家
い え

に、仲
な か

良
よ

しの友
と も

達
だ ち

のB美
み

さんが遊
あ そ

びに来
き

ました。スマートフォンでとった写
し ゃ

真
し ん

を編
へ ん

集
しゅう

して、面
お も

白
し ろ

い写
し ゃ

真
し ん

にして盛
も

り上
あ

がりました。翌
よ く

日
じ つ

、A子
こ

さんはB美
み

さんの SNSに自
じ

分
ぶ ん

が変
へ ん

顔
が お

をしてとった写
し ゃ

真
し ん

があげられていることに気
き

がつきました。コメントには
「A子

こ

の家
い え

で楽
た の

しんだ」とあ
りました。写

し ゃ

真
し ん

には、写
し ゃ

真
し ん

を撮
さ つ

影
え い

した位
い

置
ち

情
じょう

報
ほ う

もタグ
づけられており、A子

こ

さん
の家

い え

の大
だ い

体
た い

の位
い

置
ち

も分
わ

かっ
てしまうような投

と う

稿
こ う

でした。
A子

こ

さんはそのことがちょっ
と不

ふ

満
ま ん

です。

、 　　 さんの

　ミゲル 　の住
す

む町
ま ち

には、大
お お

きな工
こ う

場
じょう

があり、
町
ま ち

の多
お お

くの人
ひ と

がそこで働
はたら

いています。しかし、   
その工

こ う

場
じょう

から出
で

る排
は い

気
き

ガスが原
げ ん

因
い ん

で空
く う

気
き

はよご
れ、町

ま ち

に住
す

む子
こ

どもたちの健
け ん

康
こ う

を害
が い

しています。
アセルは学

が っ

校
こ う

の仲
な か

間
ま

と集
しゅう

会
か い

を開
ひ ら

き、その工
こ う

場
じょう

に
排
は い

気
き

ガスを出
だ

すのをやめてほしいと訴
うった

えました。
しかし、集

しゅう

会
か い

を見
み

に来
き

た工
こ う

場
じょう

長
ちょう

が、「工
こ う

場
じょう

が止
と

ま
ると、君

き み

たちの親
お や

も給
きゅう

料
りょう

がへったり、もしかした
ら働

はたら

くところがなくなったりしてしまうかもしれ
ないよ。そしたら、君

き み

たちの生
せ い

活
か つ

も貧
ま ず

しくなって
しまうよ」と話

は な

しました。

　奈
な

良
ら

県
け ん

奈
な

良
ら

市
し

では、2015 年
ね ん

に「奈
な

良
ら

市
し

子
こ

どもにやさしいまちづくり条
じょう

例
れ い

」を施
し

行
こ う

し、子
こ

どもたちにやさしい
奈
な

良
ら

市
し

になる事
じ

業
ぎょう

を行
おこな

っています。

　「奈
な

良
ら

市
し

子
こ

ども会
か い

議
ぎ

」を設
も う

けて、子
こ

どもの意
い

見
け ん

を市
し

の施
し

策
さ く

に反
は ん

映
え い

するという仕
し

組
く

みが、制
せ い

度
ど

としてできています。

子
こ

どもの権
け ん

利
り

を尊
そ ん

重
ちょう

し、子
こ

どもが自
じ

立
り つ

するための知
ち

識
し き

と経
け い

験
け ん

を得
え

られるよう子
こ

どもへの支
し

援
え ん

及
お よ

び
子
こ

育
そ だ

て支
し

援
え ん

に社
し ゃ

会
か い

全
ぜ ん

体
た い

で取
と

り組
く

み、一
ひ と り

人一
ひ と り

人の子
こ

どもが安
あ ん

心
し ん

して豊
ゆ た

かに暮
く

らすことのできるまち

奈
な

良
ら

市
し

が考
かんが

える「子
こ

どもにやさしいまち」

　ミゲル 　の
ま ち お お ひ と

しまうよ」と話しました。

がつきました。コメントには
しんだ」とあ

さんはそのことがちょっ
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児童の権利に関する条約
（政府訳）

※ 第1条から第40条の前文はカード裏面に印刷のため省略しました。 日本の批准：1994 年 4 月 22 日（158 カ国目）
　　　発効：1994 年 5 月 22 日

＜前　文＞
　この条約の締約国は、
 　国際連合憲章において宣明された原則によれば、人類
社会のすべての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ奪い
得ない権利を認めることが世界における自由、正義及び
平和の基礎を成すものであることを考慮し、
 　国際連合加盟国の国民が、国際連合憲章において、基
本的人権並びに人間の尊厳及び価値に関する信念を改め
て確認し、かつ、一層大きな自由の中で社会的進歩及び
生活水準の向上を促進することを決意したことに留意し、
 　国際連合が、世界人権宣言及び人権に関する国際規約
において、すべての人は人種、皮膚の色、性、言語、宗
教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、
財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしに
同宣言及び同規約に掲げるすべての権利及び自由を享有
することができることを宣明し及び合意したことを認め、
 　国際連合が、世界人権宣言において、児童は特別な保
護及び援助についての権利を享有することができること
を宣明したことを想起し、
 　家族が、社会の基礎的な集団として、並びに家族のす
べての構成員、特に、児童の成長及び福祉のための自然
な環境として、社会においてその責任を十分に引き受け
ることができるよう必要な保護及び援助を与えられるべ
きであることを確信し、
 　児童が、その人格の完全なかつ調和のとれた発達のた
め、家庭環境の下で幸福、愛情及び理解のある雰囲気の
中で成長すべきであることを認め、
 　児童が、社会において個人として生活するため十分な
準備が整えられるべきであり、かつ、国際連合憲章にお
いて宣明された理想の精神並びに特に平和、尊厳、寛容、
自由、平等及び連帯の精神に従って育てられるべきであ
ることを考慮し、
 　児童に対して特別な保護を与えることの必要性が、
1924 年の児童の権利に関するジュネーヴ宣言及び 1959
年 11 月 20 日に国際連合総会で採択された児童の権利に
関する宣言において述べられており、また、世界人権宣言、
市民的及び政治的権利に関する国際規約（特に第 23 条及
び第 24 条）、経済的、社会的及び文化的権利に関する国
際規約（特に第 10 条）並びに児童の福祉に関係する専門
機関及び国際機関の規程及び関係文書において認められ
ていることに留意し、
 　児童の権利に関する宣言において示されているとおり

「児童は、身体的及び精神的に未熟であるため、その出生
の前後において、適当な法的保護を含む特別な保護及び
世話を必要とする。」ことに留意し、
 　国内の又は国際的な里親委託及び養子縁組を特に考慮
した児童の保護及び福祉についての社会的及び法的な原
則に関する宣言、少年司法の運用のための国際連合最低
基準規則（北京規則）及び緊急事態及び武力紛争におけ
る女子及び児童の保護に関する宣言の規定を想起し、
 　極めて困難な条件の下で生活している児童が世界のす
べての国に存在すること、また、このような児童が特別
の配慮を必要としていることを認め、
 　児童の保護及び調和のとれた発達のために各人民の伝
統及び文化的価値が有する重要性を十分に考慮し、
 　あらゆる国特に開発途上国における児童の生活条件を
改善するために国際協力が重要であることを認めて、
 　次のとおり協定した。

＜第 1部＞
第 1 条 ～第 40 条
　カード裏面参照
第 41 条
　この条約のいかなる規定も、次のものに含まれる規定であっ
て児童の権利の実現に一層貢献するものに影響を及ぼすも
のではない。
（a）締約国の法律 
（b）締約国について効力を有する国際法

＜第 2部＞
第 42 条
　締約国は、適当かつ積極的な方法でこの条約の原則及
び規定を成人及び児童のいずれにも広く知らせることを
約束する。
第 43 条
 1　この条約において負う義務の履行の達成に関する締

約国による進捗の状況を審査するため、児童の権利に関
する委員会（以下「委員会」という。）を設置する。委
員会は、この部に定める任務を行う。

 2　委員会は、徳望が高く、かつ、この条約が対象とす
る分野において能力を認められた 10 人の専門家で構成
する。委員会の委員は、締約国の国民の中から締約国に
より選出されるものとし、個人の資格で職務を遂行する。
その選出に当たっては、衡平な地理的配分及び主要な法
体系を考慮に入れる。 
（※ 1995 年 12 月 21 日、「10 人」を「18 人」に改める改正が採択
され、2002 年 11 月 18 日に同改正は発効した。）

 3　委員会の委員は、締約国により指名された者の名簿
の中から秘密投票により選出される。各締約国は、自国
民の中から一人を指名することができる。

4　委員会の委員の最初の選挙は、この条約の効力発生の
日の後 6 箇月以内に行うものとし、その後の選挙は、2
年ごとに行う。国際連合事務総長は、委員会の委員の選
挙の日の遅くとも 4 箇月前までに、締約国に対し、自国
が指名する者の氏名を 2 箇月以内に提出するよう書簡で
要請する。その後、同事務総長は、指名された者のアル
ファべット順による名簿（これらの者を指名した締約国
名を表示した名簿とする。）を作成し、この条約の締約
国に送付する。

 5　委員会の委員の選挙は、国際連合事務総長により国際
連合本部に招集される締約国の会合において行う。こ
れらの会合は、締約国の3分の2をもって定足数とする。
これらの会合においては、出席しかつ投票する締約国
の代表によって投じられた票の最多数で、かつ、過半数
の票を得た者をもって委員会に選出された委員とする。 

 6　委員会の委員は、4 年の任期で選出される。委員は、
再指名された場合には、再選される資格を有する。最初
の選挙において選出された委員のうち 5 人の委員の任期
は、2 年で終了するものとし、これらの 5 人の委員は、
最初の選挙の後直ちに、最初の選挙が行われた締約国の
会合の議長によりくじ引で選ばれる。 

 7　委員会の委員が死亡し、辞任し又は他の理由のため
委員会の職務を遂行することができなくなったことを宣
言した場合には、当該委員を指名した締約国は、委員会
の承認を条件として自国民の中から残余の期間職務を遂
行する他の専門家を任命する。 
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※ 本冊子の無断転載・複製はお断りします。転載をご希望の場合は、（公財）日本ユニセフ協会　学校事業部までお問い合わせください。

　以上の証拠として、下名の全権委員は、各自の政府か
ら正当に委任を受けてこの条約に署名した。

＜第 3部＞
第 46 条
　この条約は、すべての国による署名のために開放して
おく。
第 47 条
　この条約は、批准されなければならない。批准書は、
国際連合事務総長に寄託する。
第 48 条
　この条約は、すべての国による加入のために開放して
おく。加入書は、国際連合事務総長に寄託する。
第 49 条
 1　この条約は、20 番目の批准書又は加入書が国際連合事

務総長に寄託された日の後30日目の日に効力を生ずる。
 2　この条約は、20 番目の批准書又は加入書が寄託され

た後に批准し又は加入する国については、その批准書又
は加入書が寄託された日の後 30 日目に効力を生ずる。

第 50 条
 1　いずれの締約国も、改正を提案し及び改正案を国際

連合事務総長に提出することができる。同事務総長は、
直ちに、締約国に対し、その改正案を送付するものとし、
締約国による改正案の審議及び投票のための締約国の
会議の開催についての賛否を示すよう要請する。その
送付の日から 4 箇月以内に締約国の 3 分の 1 以上が会
議の開催に賛成する場合には、同事務総長は、国際連
合の主催の下に会議を招集する。会議において出席し
かつ投票する締約国の過半数によって採択された改正
案は、承認のため、国際連合総会に提出する。 

 2　1 の規定により採択された改正は、国際連合総会が承
認し、かつ、締約国の 3 分の 2 以上の多数が受諾した
時に、効力を生ずる。

 3　改正は、効力を生じたときは、改正を受諾した締約
国を拘束するものとし、他の締約国は、改正前のこの
条約の規定（受諾した従前の改正を含む。）により引き
続き拘束される。

第 51 条
 1　国際連合事務総長は、批准又は加入の際に行われた

留保の書面を受領し、かつ、すべての国に送付する。
 2　この条約の趣旨及び目的と両立しない留保は、認め

られない。
 3　留保は、国際連合事務総長にあてた通告によりいつ

でも撤回することができるものとし、同事務総長は、
その撤回をすべての国に通報する。このようにして通
報された通告は、同事務総長により受領された日に効
力を生ずる。 

第 52 条 
　締約国は、国際連合事務総長に対して書面による通告
を行うことにより、この条約を廃棄することができる。
廃棄は、同事務総長がその通告を受領した日の後 1 年で
効力を生ずる。 
第 53 条 
　国際連合事務総長は、この条約の寄託者として指名さ
れる。 
第 54 条 
　アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及
びスペイン語をひとしく正文とするこの条約の原本は、
国際連合事務総長に寄託する。

 8　委員会は、手続規則を定める。 
 9　委員会は、役員を 2 年の任期で選出する。 
10　委員会の会合は、原則として、国際連合本部又は委

員会が決定する他の適当な場所において開催する。委員
会は、原則として毎年 1 回会合する。委員会の会合の期
間は、国際連合総会の承認を条件としてこの条約の締約
国の会合において決定し、必要な場合には、再検討する。 

11　国際連合事務総長は、委員会がこの条約に定める任務を
効果的に遂行するために必要な職員及び便益を提供する。 

12　この条約に基づいて設置する委員会の委員は、国際
連合総会が決定する条件に従い、同総会の承認を得て、
国際連合の財源から報酬を受ける。 

第 44 条
 1　締約国は、（a）当該締約国についてこの条約が効力

を生ずる時から 2 年以内に､（b）その後は 5 年ごとに、
この条約において認められる権利の実現のためにとった
措置及びこれらの権利の享受についてもたらされた進歩
に関する報告を国際連合事務総長を通じて委員会に提出
することを約束する。 

 2　この条の規定により行われる報告には、この条約に
基づく義務の履行の程度に影響を及ぼす要因及び障害が
存在する場合には、これらの要因及び障害を記載する。
当該報告には、また、委員会が当該国における条約の実施
について包括的に理解するために十分な情報を含める。 

 3　委員会に対して包括的な最初の報告を提出した締約
国は、1（b）の規定に従って提出するその後の報告におい
ては、既に提供した基本的な情報を繰り返す必要はない。 

 4　委員会は、この条約の実施に関連する追加の情報を
締約国に要請することができる。 

 5　委員会は、その活動に関する報告を経済社会理事会
を通じて 2 年ごとに国際連合総会に提出する。 

 6　締約国は、1 の報告を自国において公衆が広く利用で
きるようにする。 

第 45 条
　この条約の効果的な実施を促進し及びこの条約が対象
とする分野における国際協力を奨励するため、
（a）専門機関及び国際連合児童基金その他の国際連合

の機関は、その任務の範囲内にある事項に関するこ
の条約の規定の実施についての検討に際し、代表を
出す権利を有する。委員会は、適当と認める場合に
は、専門機関及び国際連合児童基金その他の権限の
ある機関に対し、これらの機関の任務の範囲内にあ
る事項に関するこの条約の実施について専門家の助
言を提供するよう要請することができる。委員会は、
専門機関及び国際連合児童基金その他の国際連合の
機関に対し、これらの機関の任務の範囲内にある事
項に関するこの条約の実施について報告を提出する
よう要請することができる。 

（b）委員会は、適当と認める場合には、技術的な助言
若しくは援助の要請を含んでおり又はこれらの必要
性を記載している締約国からのすべての報告を、こ
れらの要請又は必要性の記載に関する委員会の見解
及び提案がある場合は当該見解及び提案とともに、
専門機関及び国際連合児童基金その他の権限のある
機関に送付する。 

（c）委員会は、国際連合総会に対し、国際連合事務総
長が委員会のために児童の権利に関連する特定の事
項に関する研究を行うよう同事務総長に要請するこ
とを勧告することができる。 

（d）委員会は、前条及びこの条の規定により得た情報
に基づく提案及び一般的な性格を有する勧告を行う
ことができる。これらの提案及び一般的な性格を有
する勧告は、関係締約国に送付し、締約国から意見

がある場合にはその意見とともに国際連合総会に報
告する。
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