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は
じ
め
に

一
九
八
九
年
に
国
連
総
会
で
採
択
さ
れ
た
「
子
ど
も
の
権
利
条
約
」
は
、
前
文
と
三
部
五
四
条
か
ら
な
り
、
意
見
表
明
の
自
由
、
表
現
の

自
由
、
思
想
・
良
心
・
宗
教
の
自
由
、
結
社
・
集
会
の
自
由
、
虐
待
か
ら
の
保
護
、
障
害
児
の
権
利
、
教
育
を
受
け
る
権
利
、
麻
薬
等
か
ら

の
保
護
な
ど
の
権
利
を
子
ど
も
に
保
障
し
て
い
る
。
そ
の
特
徴
は
、
こ
れ
ま
で
保
護
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
子
ど
も
を
、

一
人
前
の
人
間
と

し
て
人
権
の
主
体
と
し
て
扱
う
こ
と
を
国
際
的
に
承
認
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

一
九
九

O
年
の
子
ど
も
の
た
め
の
世
界
サ
ミ
ッ
ト
の
開
催
も
一
つ
の
跳
躍
台
と
な
っ
て
こ
の
条
約
の
批
准
が
大
き
く
進

ん
で
お
り
、
締
約
国
と
し
て
す
で
に
二
一

0
カ
国
近
く
を
数
え
る
に
い
た
っ
た
。
し
か
し
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
先
の
第
一
二
三
回
国
会

世
界
各
国
で
は
、

に
お
い
て
そ
の
批
准
承
認
が
予
定
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
つ
い
に
本
格
審
議
に
入
る
こ
と
な
く
終
わ
る
な
ど
、
批
准
へ
の
動
き
は
遅

れ
て
い
る
。
ま
た
、
日
弁
連
、

日
教
組
、
子
ど
も
の
人
権
連
な
ど
の
団
体
は
、
条
約
批
准
に
伴
っ
て
、
入
管
法
、
外
国
人
登
録
法
、
少
年
法
、

民
法
、
校
則
、
内
申
書
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
圏
内
法
や
制
度
の
改
正
が
必
要
に
な
る
と
主
張
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

わ
が
国
の
政
府
は
、

現
行
法
で
対
応
可
能
で
あ
り
圏
内
法
を
改
正
す
る
必
要
は
な
い
と
し
て
い
る
。
全
体
と
し
て
、
こ
の
条
約
に
対
す
る
政
府
の
姿
勢
は
、
必
ず

子どもの権利を考える

し
も
積
極
的
で
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

他
方

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
の
権
利
条
約
は
す
で
に
批
准
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、

フ
ラ
ン
ス
政
府
は
、
そ
の
批
准
の
過
程
で

子
ど
も
た
ち
の
実
際
の
声
を
聞
い
た
り
、
条
約
の
普
及
を
図
る
た
め
に
討
論
会
を
開
く
な
ど
、
積
極
的
な
取
組
み
を
し
た
と
い
う
。

フ
ラ
ン

ス
で
の
経
験
と
法
状
況
を
わ
が
国
の
状
況
と
対
比
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
の
権
利
を
め
ぐ
る
わ
が
国
の
問
題
状
況
の
特
徴
が
明
ら

か
に
さ
れ
、
こ
れ
か
ら
進
む
べ
き
方
向
が
示
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
よ
う
。
幸
い
、
本
学
部
の
学
術
振
興
基
金
か
ら
の
助
成
を
得
て
、

フ
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ラ
ン
ス
刑
事
法
・
犯
罪
学
の
第
一
人
者
で
あ
り
、
子
ど
も
の
権
利
の
問
題
に
も
造
詣
の
深
い
ピ
エ

l
ル
・
ク
l
ヴ
ラ
教
授
(
ポ
ワ
チ
エ
大
学
)

を
お
招
き
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
学
部
と
札
幌
弁
護
士
会
、
札
幌
日
仏
協
会
と
が
共
催
で
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を

聞
く
運
び
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
ま
ず
、
ク

l
ヴ
ラ
教
授
か
ら
、

フ
ラ
ン
ス
で
の
子
ど
も
の
権
利
条
約
の
批
准
と
運
用
の
状
況
、
刑
事
司
法
、
家
族
法
、

教
育
現
場
で
の
子
ど
も
の
権
利
の
問
題
状
況
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
だ
い
た
。
日
本
側
か
ら
は
、
刑
事
法
・
少
年
法
(
新
倉
修
園
撃
院
大
学

教
授
)
、
憲
法
・
教
育
法
(
中
村
睦
男
北
海
道
大
学
教
授
)
、
家
族
法
(
石
川
恒
夫
北
星
学
園
大
学
教
授
)
の
三
つ
の
領
域
か
ら
の
報
告
を
用

意
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
状
況
と
か
み
あ
わ
せ
る
形
で
、
子
ど
も
の
権
利
条
約
の
批
准
に
よ
っ
て
必
要
と
な
る
法
制
度
の
見
直
し
ゃ
、
裁
判
例
な

ど
に
お
け
る
わ
が
国
の
子
ど
も
の
権
利
の
問
題
状
況
を
検
討
し
て
い
た
だ
い
た
。
こ
れ
ら
の
報
告
を
受
け
て
、
自
由
な
討
論
を
行
っ
た
が
、

と
く
に
ク

l
ヴ
ラ
教
授
か
ら
日
本
の
問
題
状
況
を
踏
ま
え
た
発
言
を
い
た
だ
く
こ
と
に
意
を
注
い
だ
。
私
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
報
告
と
討
論

と
を
通
じ
て
、
子
ど
も
の
権
利
を
め
ぐ
る
わ
が
国
の
問
題
状
況
の
特
質
の
一
端
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

※
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、

一
九
九
二
年
九
月
一
一
一
日
午
前
九
時
三

O
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
、
北
海
道
大
学
法
学
部
に
お
い
て
開
催
さ

れ
た
。
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法
学
部
長
挨
拶

北
大
法
学
部
長
の
荒
木
で
す
。
ひ
と
こ
と
ご
挨
拶
申
し
上
げ
ま
す
。
ご
案
内
の
よ
う
に
、
子
ど
も
の
権
利
条
約
が
わ
が
国
の
国
会
に
お
い

て
批
准
が
問
題
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
時
期
、
「
子
ど
も
の
権
利
を
考
え
る
|
|
日
仏
比
較
の
視
点
か
ら
」
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

が
聞
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
大
変
意
義
深
い
こ
と
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
私
ど
も
は
、
子
ど
も
に
対
し
て
は
愛
情
や
保
護
の
対
象
と
し
て
は

み
ま
す
け
れ
ど
も
、
子
ど
も
の
権
利
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
ま
り
考
え
な
い
と
い
う
の
が
普
通
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
し
、
大
方
の
日
本
人

の
、
い
わ
ば
庶
民
的
な
実
感
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
民
族
問
題
と
か
、
あ
る
い
は
女
性
の
問
題
な
ど
に
も
み
ら
れ
ま
す
よ
う

に
、
こ
う
い
う
家
父
長
的
な
温
情
関
係
と
い
う
も
の
か
ら
独
立
の
主
体
聞
の
権
利
義
務
関
係
と
い
う
、
そ
う
い
う
推
移
と
い
う
の
を
み
ま
す

と
、
多
少
大
げ
さ
な
言
い
方
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

い
わ
ば
人
類
の
文
明
史
的
方
向
と
い
う
も
の
か
と
も
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

子
ど
も
の
場
合
に
は
、
完
全
な
主
体
と
し
て
の
権
利
義
務
関
係
と
い
う
も
の
だ
け
で
は
律
し
き
れ
な
い
面
が
こ
と
の
本
質
上
あ
ろ
う
か
と
思

い
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
に
ま
た
こ
の
問
題
は
非
常
に
微
妙
な
問
題
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ

一
日
だ
け
で
は
あ
り
ま
す
が
、
ご
議
論
を
願
う
と
い
う
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。

ム
で
、

子どもの権利を考える

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
特
徴
は
、
二
つ
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
ひ
と
つ
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
、

い
わ
ば
先
発
国
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス

の
経
験
を
、

フ
ラ
ン
ス
の
先
生
か
ら
直
接
お
伺
い
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
お
話
し
て
い
た
だ
く
ク

l
ヴ
ラ
教
授

~t法44 (1・ 63)63

は
、
ポ
ワ
チ
エ
大
学
で
教
鞭
を
取
っ
て
お
ら
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、

ポ
ワ
チ
エ
大
学
は
北
大
法
学
部
と
三

O
年
近
く
の
交
流
が
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
う
い
う
大
学
か
ら
先
生
を
お
招
き
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
の
経
験
を
聞
け
る
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
我
々
に
と
っ
て
喜
ば
し
い
こ
と
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。
ふ
た
つ
め
に
は
、

一
口
に
子
ど
も
の
権
利
と
い
い
ま
し
で
も
、
こ
れ
に
は
様
々
な
側
面
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
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点
で
、
北
大
法
学
部
の
ス
タ
ッ
フ
だ
け
で
は
な
く
て
、
国
的
学
院
大
学
か
ら
新
倉
先
生
、

を
も
お
招
き
し
ま
し
て
、
刑
事
法
・
少
年
法
が
ひ
と
つ
、
二
つ
自
に
は
憲
法
・
教
育
法
、
三
つ
目
に
は
家
族
法
と
い
う
、

そ
れ
か
ら
北
星
学
園
大
学
か
ら
石
川
先
生
と
両
先
生

そ
う
い
う
一
二
つ
の

北法44(1・64)64

総
合
的
な
観
点
か
ら
こ
の
問
題
を
議
論
で
き
る
と
い
う
の
が
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
二
つ
自
の
特
徴
か
と
思
い
ま
す
。

に
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
成
功
の
裡
に
終
わ
り
ま
す
よ
う
お
祈
り
申
し
上
げ
て
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
後
援
し
て
い
た
だ
き
ま
す
札
幌
弁
護
士
会
、
札
幌
日
仏
協
会
の
皆
様
に
対
し
、
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
る
と
と
も
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Le colloque franco・.japonais

Theme : "Sur les droits de I'enfant， en comparaison avec la France" 

Date : Le 21 septembre 1992 

Rapports et rapporteurs 

l'問 partie "Les droits de l'enfant en France" 

Pierre COUVRA T'1 

2' partie "Les droits de l'enfant au ]apon" 

"-en matiをrede droit penal et de droit des mineurs" 

Osamu NIIKURA・2
"一-en matiere de droit constitutionnel et de droit d'education" 

Mutsuo NAKAMURA・3
"一一印刷tierede droit de la famille" 

Tsuneo ISHIKA W A・4

Matieres 

A la Diete japonaise， on est en train d'envisager un projet de loi de 

ratification de la Convention relative de droits de l'enfant adoptee par I'ONU 

en 1989. Cette Convention comporte un preambule et trois parties contenant 

54 artic1es， dans lesquels I'on garantit a l'enfant le droit d'exprimer 

librement son opinion (art. 12)， la liberte d'expression (art. 13)， la liberte de 

pensee， de consCIence et de religion (art. 14)， les libertes d'association et de 

reunion pacifique (art. 15)， la protection contre toute forme de violence (art. 

19)， les droits des enfants mentalement et physiquement handicapes (art. 

23)， le droit a I'education (art. 28)， la protection contre I'usage illicite de 

stupefiants (art. 23). Le gouvernementjaponais ne croit pas a la necessite de 

reformer les lois internes pour les faire concorder avec la Convention， alors 

que la Federation japonaise des barreaux d'avocats， le Syndicat japonais des 

enseignants et la Federation des droits de I'enfant demandent des reformes 

'1 Professeur a ¥'Universite de Poitiers. 

・2Professeur a ¥'Universite Kokugakuin. 

'3 Professeur a ¥'UniversitをdeHokkaido. 

・4Professeur a ¥'Universite de Hokuseigakuen. 
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institutionnells， telles que la loi sur le controle d'entree， la loi 

d'enregistrement des etrangers， le Code des mineurs， le Code civil， les 

reglements des ecoles ou le rapport confidentiel des resultats scolaires. 

Or， les Francais ont deja ratifie la Convention relative aux droits de 

l'enfant. En cours de ratification， on a eu l'occasion d'ecouter la voix des 

enfants et d'organiser des debats publics pour propager la Convention 

Pierre COUVRAT， Professeur agrege de droit prive， qui tient le premier 

rang parmi les penalistes ou criminologues francais， est aussi un des 

meilleurs generalistes de droit francais. 11 a dit pourquoi la Franch avait 

ratifie la Convention et comment elle I'applique aujourd 'hui， quelle est 

l'actualite de la justice penale， de la famille et de I'ecole en ce qui concerne 

des droits des enfants en France. 

Par ailleurs， les trois rapports quant a la situation japonaise ont presente 

les problemes actuels des droits de l'enfant apparus dans la jurisprudence et 

a travers les evenements recents au ]apon puis ont envisage la necessite de 

r佐formesinstitutionnelles vis-a-vis de la Convention 

北法44(1・217)217 町


