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子どもの権利をみんなの
「当たり前」にしたい
　私が中学生の時に「子どもの権利条
約」が日本で批准されました。当時は、
自分たちの権利を当たり前のものだと
思っていたのですが、大きくなるにつ
れて、それを親や社会に認めてもらえ
ない子どもがいることを知りました。
　3人の子を育てる中で、子どもの成
長には周りの環境や理解がとても大
切だと実感。権利を守られていない子
どもたちの力になりたいと思い、審議
会委員に応募しました。

いろんな声を聞きました
　条例を作るに当たって、児童館や中
学校、高校などさまざまな場所で意見
を聞きました。中野区には外国籍の子
どもも多くいるので、中野区国際交流
協会(A

アニッ ク
NIC）で子どもたちから話を聞

けたのは良かったです。
　区民の方からは「条例を作るだけで
は駄目」という意見が多く寄せられま
した。「条例ができて終わり」ではなく、
これを守るためにどうしたら良いのか
を、これからみんなで考え、実践し続け
なければならないと思います。
　条例の中で特に思い入れがあるのは
「失敗する権利」。失敗から学べること
はたくさんあります。「子どもは恐れず
にどんどん挑戦してみよう。大人はそ
れを見守ろう」というメッセージを込め
ました。

権利を守られた子が権利を守る人に
　検討の過程で、意識して子どもの話
を聞くようになりました。本人がどう
思っているのかを話しやすいように、
できるだけ親の考えは最初に伝えない
ことを心掛けています。なかなか難し
いですが、子どもの思いに正誤はない
ので、まずは受け止めてあげたいです。
　実は、この条例の内容の大部分は、
大人にも当てはまります。権利を尊重
されて育った子は、他の人の権利も自
然と尊重するようになるのではないで
しょうか。そんな子どもが増えて大人
になり、この理念が広がっていくとす
てきだなと思います。
　子どもたちには、生活の中で「何か
おかしいな、変だな」と感じたら、この
条例を思い出してほしいです。自分の
違和感を口にしてもいいんだと、きっ
と力をもらえることでしょう。

全ての子どもは幸せに生きる権利を持っています。
区は、「中野区子どもの権利に関する条例」を4月に
制定。子どもにやさしいまちを実現するため、子ど
もの権利を理解して日常生活に生かしましょう。

中野区子どもの権利
擁護推進審議会委員
相川さん(松が丘在住)

◀︎条例の全文は
こちら

区は、条例の内容を検討するための審議会を設置。また、タウンミーティングや
アンケートの他、出前講座や意見交換会などで子どもたちから直接意見を聞きました。

�命が守られ、心身と尊厳が傷つけられることなく、愛情
と理解を持って育まれる
�意見や考え、思いを表明でき、その意見等が尊重される
�最善の利益が優先して考慮される
�一人ひとりの個性が尊重され、誰一人取り残されるこ
となく権利が保障される
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�子どもの権利が守られるためには、まずは子どもの権利を私
たちが知ることが大切だと思う。学校の授業で教えた方が良
い。(小学生)
�相手や周りに気を遣ってしまい、意見を言えていない友達も
多くいる。(中学生)
�(「どうしたら権利を守れるか」という質問に対して)みんな
同じ「人」であることを理解する。人種によって優劣はない
という考え方を持たせる。(高校生)

1. 子ども向け意見交換会
（若宮児童館）
2.ANICでの意見聴取
3. 宝仙学園高等学校での

出前授業
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　子どもの考えを受け止め、尊重します。子ども自身
に関わることについて、大人は尊重した結果を子ども
に伝えるよう努めます。

　子どもに関することを決める時に、子どもにとって最も良
いことは何かを判断します。子どもの声に耳を傾けるのは、
わがままを聞くということではありません。
　子どもの意見を実現できない場合は、一度意見を受
け止めましょう。その上で、できない理由を伝えるなど、
子どもへの丁寧な説明や十分な対話を。

　子どもに関わりの深い事業計画や施設
整備などについては、子ども向けの意見交
換会や資料を開催・作成します。

みなさんの意見を基に条例の内容を検討しました
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子どもたちからはこんな声が

　当時、小学校6年生の女子児童が声を上げたことがきっ
かけ。原則スラックスは男子用、スカートは女子用でしたが、
性別に関わらず選べるようになりました。
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