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10「ない」ことに
され てな い？

わたしたちの人権
日常生活で直面する理不尽なこと。その多くが、人権の問題です。
「人権」をよく知らないと、自分の権利が「ない」ことにされているのに、
誰かの権利を奪っているのに、気が付かず、それが当たり前になってしまう。
私たちを守ってくれる「人権」とはなにか、なぜ大切なのか、探ってみよう。

イラスト／大島史子



　「
人
権
」
と
い
う
言
葉
は
、
日
本
で
は
、
な

ん
と
な
く
、
あ
ん
ま
り
、
好
か
れ
て
い
な
い
。

　「
正
論
だ
け
ど
胡
散
臭
い
」
と
か
、「
義
務

も
果
た
さ
な
い
者
が
主
張
す
る
過
剰
な
権
利

意
識
」
と
か
、「
弱
い
者
の
人
権
だ
け
が
主
張

さ
れ
す
ぎ
る
」
と
か
、「
貧
乏
く
さ
い
」
と
か
、

「
と
に
か
く
う
る
さ
い
」
と
か
、
と
っ
て
も
ネ

ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
っ
て
い

る
。

　
こ
れ
ら
の
「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
」
は
、

「
人
権
」
そ
の
も
の
と
ほ
と
ん
ど
関
係
が
な
い
。

「
人
権
」
は
大
富
豪
に
も
極
貧
の
人
に
も
等
し

く
あ
る
も
の
だ
。
カ
ル
ロ
ス
・
ゴ
ー
ン
が
日

本
の
人
質
司
法
の
人
権
侵
害
を
指
摘
し
た
こ

と
を
思
い
出
し
た
い
。
そ
し
て
生
ま
れ
た
ば

か
り
の
赤
ん
坊
に
も
あ
る
も
の
な
の
で
、「
義

務
」
と
は
関
係
が
な
い
。

　「
正
論
だ
け
ど
胡
散
臭
い
」
と
か
「
弱
い
者

の
人
権
だ
け
が
主
張
さ
れ
す
ぎ
る
」
と
い
う

の
は
、
お
そ
ら
く
「
人
権
」
が
掲
げ
る
理
想

を
い
ま
だ
人
類
が
手
に
し
て
い
な
い
現
状
の

せ
い
で
あ
ら
わ
れ
る
印
象
な
の
だ
ろ
う
。「
人

権
が
軽
ん
じ
ら
れ
る
」
場
面
と
い
う
の
は
、

人
が
弱
い
立
場
に
追
い
や
ら
れ
た
場
面
な
の

だ
か
ら
、
そ
こ
で
声
を
上
げ
る
の
は
当
然
の

こ
と
だ
。
し
か
し
、
ど
ん
な
理
想
を
掲
げ
よ

う
と
弱
い
者
が
虐
げ
ら
れ
る
の
が
現
実
で
、

そ
れ
を
変
え
る
こ
と
は
不
可
能
だ
、
と
い
う

諦
め
に
根
差
し
た
カ
ッ
コ
つ
き
の
「
リ
ア
リ

ズ
ム
」
が
、「
あ
た
か
も
現
実
を
変
え
ら
れ
る

か
の
よ
う
な
正
論
を
吐
く
の
は
胡
散
臭
い
」

と
結
論
を
出
す
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
、
そ
う

い
う
こ
と
を
聞
く
の
は
「
と
に
か
く
う
る
さ

い
」
と
な
る
。

　
こ
れ
は
、「
人
権
」
と
い
う
も
の
が
よ
く
理

解
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
起
こ
っ
て
く
る
問
題

だ
と
思
う
。

　
「
人
権
思
想
」
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生
ま
れ
、

そ
れ
に
依
拠
し
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
な
ど
は
世

の
中
の
仕
組
み
を
丸
ご
と
変
え
た
。ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
は
少
な
く
と
も
ウ
ン
百
年
の
歴
史
の
あ

る
思
想
で
は
あ
る
。
で
も
、
女
性
も
子
ど
も

も
植
民
地
の
人
間
も
、
あ
ま
ね
く
人
類
た

る
も
の
「
人
権
」
が
あ
る
と
公
式
に
宣
言
さ

れ
た
「
世
界
人
権
宣
言
」
が
出
さ
れ
る
の
は

１
９
４
８
年
の
こ
と
。
日
本
で
も
、
憲
法
に

「
基
本
的
人
権
」
が
謳
わ
れ
た
の
は
、
戦
後
の

「
日
本
国
憲
法
」
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し

て
も
80
年
に
満
た
な
い
歴
史
し
か
な
い
の
だ

か
ら
、
日
本
で
「
人
権
」
が
あ
ま
り
よ
く
理

解
さ
れ
て
い
な
い
の
も
仕
方
が
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
も
、
お
手
本
に
す
べ
き
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
だ
っ
て
、
悲
し
い
か
な
、
差
別
や

人
権
侵
害
は
あ
り
、
そ
れ
が
カ
ッ
コ
つ
き
の

「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
派
に
、
勢
い
を
与
え
る
根
拠

に
も
な
る
。

　
し
か
し
、
そ
こ
で
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
な
る

も
の
に
屈
し
て
「
人
権
」
を
諦
め
て
い
い
の

か
と
い
う
と
、
い
や
い
や
、
自
分
の
利
益
を

考
え
た
だ
け
で
も
、そ
ん
な
こ
と
は
で
き
な
い
。

　「
人
権
」
と
い
う
考
え
方
は
、
た
と
え
ば
突

然
あ
な
た
／
わ
た
し
に
冤
罪
が
降
り
か
か
っ

た
り
、
被
災
し
て
住
む
と
こ
ろ
や
生
き
る

す
べ
を
失
っ
た
り
、
突
然
家
族
と
引
き
裂
か

れ
た
り
、
大
病
で
体
が
動
か
な
く
な
っ
た
り
、

つ
ま
り
ま
っ
た
く
想
定
外
に
理
不
尽
な
目
に

遭
っ
た
と
き
に
す
ら
、
あ
な
た
／
わ
た
し
を

守
っ
て
く
れ
る
考
え
方
だ
か
ら
だ
。

　
数
か
月
前
の
こ
と
に
な
る
が
、
裁
判
所
に

提
出
さ
れ
た
、
名
古
屋
出
入
国
在
留
管
理
局

の
施
設
で
亡
く
な
っ
た
ス
リ
ラ
ン
カ
人
女
性

ウ
ィ
シ
ュ
マ
・
サ
ン
ダ
マ
リ
さ
ん
の
、
死
の

直
前
の
ビ
デ
オ
の
一
部
を
視
聴
し
た
。
彼
女

は
「
ア
ネ
―
、
ア
ネ
―
」
と
繰
り
返
し
な
が

小説家

中島京子

人間らしく人間らしく
生きる権利に生きる権利に

ついてついて
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彼
女
の
生
を
踏
み
に
じ
る
理
由
が
ど
こ
か

に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
オ
ー
バ
ー
ス
テ
イ
を
し

て
い
た
か
ら
？　

日
本
人
で
は
な
い
か
ら
？

Ｄ
Ｖ
男
に
騙
さ
れ
て
い
た
か
ら
？　

退
去
強

制
に
応
じ
な
い
か
ら
？

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
条
件
ゆ
え
に
「
彼
女

を
人
間
ら
し
く
扱
わ
な
く
て
も
い
い
」
と
思

う
こ
と
は
、
不
可
能
だ
。「
在
留
資
格
が
な
い

外
国
人
を
人
間
と
し
て
扱
う
必
要
は
な
い
」

と
聞
け
ば
、
誰
だ
っ
て
心
底
恐
ろ
し
く
な
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ネ
ッ
ト
の
匿
名

投
稿
な
ど
に
は
、
そ
う
し
た
言
説
も
あ
る
が
、

そ
れ
が
ま
と
も
な
意
見
で
は
な
い
と
わ
か
っ

て
い
る
か
ら
、
匿
名
に
隠
れ
て
落
書
き
の
よ

う
に
書
く
ん
だ
ろ
う
。

　「
人
権
」
と
は
、「
人
間
と
し
て
扱
わ
れ
る

権
利
」「
人
間
ら
し
く
生
き
る
権
利
」
の
こ

と
だ
。
世
界
人
権
宣
言
第
一
条
に
は
「
人
は
、

生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
自
由
で
あ
り
、
か
つ

尊
厳
と
権
利
と
に
つ
い
て
平
等
で
あ
る
」
と

記
し
て
あ
る
。

　
こ
の
「
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
」
と
い
う
の

が
極
め
て
重
要
だ
。
も
し
、
仮
に
、
こ
こ
に
な

ん
ら
か
ほ
か
の
条
件
が
つ
い
て
し
ま
い
、
権
利

を
持
て
る
人
間
と
持
て
な
い
人
間
の
間
に
線
引

き
を
し
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
は
も
う
「
人
権
」

で
は
な
く
な
り
、
な
に
か
別
の
、
条
件
付
き
の

権
利
に
変
質
す
る
。
そ
う
な
っ
た
と
き
に
、
あ

な
た
／
わ
た
し
が
、
必
ず
条
件
の
い
い
方
、
権

利
が
保
障
さ
れ
る
方
に
い
ら
れ
る
と
は
限
ら
な

い
。
ど
こ
か
で
、
権
利
に
線
引
き
を
行
っ
た
ら
、

そ
の
線
は
い
つ
、
あ
な
た
／
わ
た
し
を
脅
か
す

か
わ
か
ら
な
く
な
る
。

　
だ
か
ら
、
け
っ
し
て
「
人
権
」
を
分
断
し

て
は
い
け
な
い
。
人
種
に
も
性
別
に
も
信
仰

に
も
貧
富
に
も
、
年
齢
に
も
思
想
に
も
何
に

も
分
断
さ
れ
な
い
、「
人
間
と
し
て
扱
わ
れ
る

権
利
」
を
死
守
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。「
人

権
」
と
は
そ
う
い
う
も
の
だ
。
き
わ
め
て
リ

ア
ル
な
、
あ
な
た
／
わ
た
し
を
守
る
権
利
な

の
だ
と
思
う
。

ら
何
度
も
、
病
院
に
連
れ
て
行
っ
て
、
点
滴

し
て
、
と
懇
願
し
て
い
た
。「
ア
ネ
ー
」
と
い

う
シ
ン
ハ
ラ
語
は
、
命
乞
い
を
意
味
す
る
と

い
う
。「
ど
う
か
私
の
命
を
助
け
て
く
だ
さ

い
」
と
い
う
言
葉
を
喉
か
ら
絞
り
出
し
な
が

ら
、
ウ
ィ
シ
ュ
マ
さ
ん
は
亡
く
な
っ
て
い
っ

た
。
あ
き
ら
か
に
死
の
危
機
に
瀕
し
て
い
た

彼
女
の
た
め
に
、
入
管
職
員
が
救
急
車
を
呼

び
さ
え
し
た
ら
、
ウ
ィ
シ
ュ
マ
さ
ん
の
命
は

失
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
わ
た
し
の
中
に
怒
り
が
む
く
む
く
と
湧
い

た
。
人
間
と
し
て
当
た
り
前
の
扱
い
が
な
さ

れ
な
か
っ
た
。
彼
女
の
人
と
し
て
の
尊
厳
が
、

踏
み
に
じ
ら
れ
た
、
と
思
っ
た
。

『
や
さ
し
い
猫
』

中島京子 著　
中央公論新社（2021年）
1900円＋税  

シングルマザーの保育士ミユキさんがスリラン
カ人の「クマさん」と出会い、娘・マヤと３人
で家族を築いていく物語。「ずっと一緒にいた
い」新しい家族のささやかな幸せは、日本の入
管制度のはざまで翻弄されていく――。報道だ
けでは見えにくい人々の姿を、一人の人間、一
人の生活者として身近に感じ、想いを馳せるこ
とができる。2022年、吉川英治文学賞受賞。
2023年6月、NHKで連続ドラマ化。

profile

東京都出身。東京女子大学文理学部史学科卒。出
版社勤務、アメリカ留学、フリーライターを経て、
2003年、『FUTON』で小説家デビュー。10年
『小さいおうち』で直木賞受賞。14年に映画化。
2015年『かたづの !』で柴田錬三郎賞受賞、『長
いお別れ』で中央公論文芸賞を受賞。ほかに『平
成大家族』『パスティス』『ゴースト』『樽とタタン』
『夢見る帝国図書館』『ムーンライト・イン』『オリー
ブの実るころ』など著書多数。

なかじま・きょうこ

あわせて
読みたい！ 
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昼
休
み
の
学
食
で
「
席
が
な
か
っ
た
か
ら
私
、

人
権
な
い
」
―
―
最
近
、
こ
の
よ
う
に
「
人
権
」

と
い
う
言
葉
を
ミ
ー
ム
の
よ
う
に
使
う
若
者
が

増
え
て
い
ま
す
。

「
人
権
」
っ
て
、
な
ん
で
し
ょ
う
？
　
理
解
し
て

い
る
よ
う
で
も
、き
ち
ん
と
説
明
で
き
る
で
し
ょ

う
か
。
自
分
に
は
あ
ま
り
関
係
な
い
と
感
じ
て

い
ま
せ
ん
か
？
　
実
は
、
人
権
と
は
と
て
も
具

体
的
で
身
近
な
も
の
で
す
。

　
ま
ず
「
人
間
ら
し
く
生
き
る
た
め
に
不
可
欠

な
も
の
」
に
は
食
べ
物
、
住
居
、
自
由
に
移
動

で
き
る
こ
と
、
情
報
を
得
る
こ
と
、
差
別
さ
れ

な
い
こ
と
な
ど
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら

は
「
食
糧
へ
の
権
利
」「
居
住
の
権
利
」「
移
動

の
自
由
」「（
知
る
権
利
な
ど
の
）
情
報
の
自
由
」

「
差
別
の
禁
止
」
と
い
う
「
人
権
」
な
の
で
す
。

　
人
権
は
国
連
が
作
成
し
た
国
際
人
権
条
約

に
具
体
的
に
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
日
本
国

憲
法
や
ほ
か
の
国
内
法
に
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

あ
ら
ゆ
る
権
利
の
中
で
も
、
特
に
「
人
間
ら
し

く
生
き
る
た
め
」
に
不
可
欠
な
も
の
が
人
権
で
、

私
た
ち
は
毎
日
、
人
権
を
行
使
し
て
生
活
し
て

い
る
の
で
す
。

　
日
本
で
は
「
人
権
と
は
や
さ
し
さ
、
思
い
や

り
だ
」
と
誤
解
さ
れ
が
ち
で
す
。
例
え
ば
「
視

覚
障
害
者
の
人
が
交
通
量
の
多
い
道
を
渡
れ

ず
に
困
っ
て
い
た
ら
、
手
を
引
い
て
渡
ら
せ
て

あ
げ
る
、
こ
れ
が
人
権
だ
」
と
い
う
具
合
で

す
。
も
ち
ろ
ん
思
い
や
り
は
大
事
で
す
。
し
か
し
、

こ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
な
の
で
す
。

　
な
ぜ
な
ら
、
い
つ
も
親
切
な
人
が
い
る
と
は

限
り
ま
せ
ん
。
邪
魔
す
る
人
が
い
た
り
、「
障
害

者
外
出
禁
止
」
な
ん
て
変
な
法
律
が
あ
っ
た
り

し
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。「
思
い
や
り
」
だ
け
で

は
「
移
動
の
自
由
」
と
い
う
人
権
が
実
現
し
な

い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
人
権
に
つ
い
て
国
連
は
次
の
よ
う
に
説
明
し

て
い
ま
す
。

　「
生
ま
れ
て
き
た
人
間
す
べ
て
に
対
し
て
、
そ

の
人
が
可
能
性
・
能
力
を
発
揮
で
き
る
よ
う
に
、

政
府
は
そ
れ
を
助
け
る
義
務
が
あ
る
。
そ
の
助

け
を
要
求
す
る
権
利
が
人
権
。
人
権
は
誰
に
で

も
あ
る
。」

　
つ
ま
り
、
人
権
の
実
現
に
は
、
政
府
が
義
務

を
負
う
の
で
す
。
先
ほ
ど
の
例
で
は
、
音
が
出

る
信
号
を
設
置
す
る
、
邪
魔
す
る
人
を
取
り
締

ま
る
、
移
動
の
自
由
を
不
当
に
制
限
す
る
法
律

は
廃
止
す
る
、
な
ど
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　
世
界
人
権
宣
言
や
そ
れ
を
土
台
に
し
て
作
ら

れ
た
複
数
の
人
権
条
約
に
は
、
私
た
ち
の
人
権

と
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
「
政
府
の
義
務
」

が
具
体
的
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　「
人
権
教
育
」
と
は
本
来
、
私
た
ち
の
人
権
に

は
ど
う
い
う
も
の
が
あ
り
、
侵
害
さ
れ
た
場
合

は
ど
う
す
べ
き
か
、
を
教
え
る
も
の
で
す
。

　
私
が
住
ん
で
い
る
イ
ギ
リ
ス
で
は
小
学
校
か

ら
人
権
を
教
え
て
い
て
、
子
ど
も
た
ち
も
知
っ

て
い
ま
す
。
自
分
た
ち
の
権
利
を
知
ら
な
い
と
、

侵
害
さ
れ
て
も
被
害
だ
、
人
権
侵
害
だ
、
と
認

識
で
き
ま
せ
ん
。

　
そ
の
例
が
、
ジ
ャ
ニ
ー
ズ
事
務
所
に
お
け
る

性
被
害
問
題
。
当
時
ま
だ
子
ど
も
だ
っ
た
多
く

の
被
害
者
は
、
ジ
ャ
ニ
ー
喜
多
川
氏
か
ら
受
け

て
い
る
行
為
を「
被
害
」だ
と
認
識
し
て
お
ら
ず
、

「
被
害
だ
と
わ
か
っ
て
い
た
ら
逃
げ
て
い
た
」
と

も
言
っ
て
い
ま
す
。

　
若
者
の
犠
牲
者
が
多
い
「
ブ
ラ
ッ
ク
バ
イ

ト
」
も
そ
う
で
す
。
残
業
代
の
不
払
い
、
ひ
ど

い
セ
ク
ハ
ラ
・
パ
ワ
ハ
ラ
、
罰
金
を
求
め
ら
れ

る
、
納
得
で
き
な
い
理
由
で
の
ク
ビ
、
な
ど
の

不
当
な
扱
い
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
バ
イ
ト
で
あ
っ
て
も
法
律
上
は
「
労
働

者
」
な
の
で
、
権
利
で
守
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

最
近
イ
ギ
リ
ス
で
、
高
校
生
が
バ
イ
ト
先
の
マ

ク
ド
ナ
ル
ド
で
セ
ク
ハ
ラ
が
ひ
ど
い
と
訴
え
て
、

ニ
ュ
ー
ス
に
な
り
ま
し
た
。

　
権
利
を
知
っ
て
い
れ
ば
自
分
を
守
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
労
働
者
の
権
利
と
は
何
か
、
ど
の

よ
う
に
権
利
行
使
が
で
き
る
の
か
を
学
ぶ
の
も

「
人
権
教
育
」
の
一
つ
で
す
。
だ
か
ら
人
権
は
、

と
て
も
身
近
な
も
の
な
の
で
す
。

人
権
の
実
現
は
政
府
の
義
務

そ
も
そ
も
人
権
っ
て
な
に
？

本
来
の
人
権
教
育
と

私
た
ち
の
権
利

法
学
者
／
エ
セ
ッ
ク
ス
大
学
人
権
セ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ー

藤
田
早
苗

人人  

権権

私私
た
ち
の

 

ど
う
な
の
？

ど
う
す
る
？
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ど
こ
で
も
起
こ
る
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、人
権
を
主
張
す
る
こ
と
に
対
し
て
「
わ

が
ま
ま
だ
」と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
す
。で
は「
わ

が
ま
ま
」
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
？
　
誰
か
と

分
け
る
食
べ
物
を
独
り
占
め
す
る
の
は
わ
が
ま

ま
で
す
。
し
か
し
、
人
権
を
侵
害
さ
れ
て
い
る

人
が
状
況
の
改
善
を
求
め
て
訴
え
る
の
は
、
そ

の
人
た
ち
を
そ
う
し
た
状
況
に
追
い
や
っ
て
い

る
環
境
や
構
造
に
問
題
が
あ
る
か
ら
で
す
。

そ
れ
を
「
そ
の
く
ら
い
我
慢
し
ろ
」
と
言
う
こ

と
こ
そ
が
「
わ
が
ま
ま
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
人
権
を
主
張
し
、
不
均
衡
の
是
正
を
訴
え
る

人
は
、
自
分
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
後
世
の
人

た
ち
が
同
様
の
不
当
な
扱
い
を
経
験
し
な
く
て

す
む
よ
う
に
声
を
上
げ
て
い
る
側
面
も
あ
り
ま

す
。
そ
の
勇
気
に
よ
っ
て
社
会
が
よ
う
や
く
問

題
点
を
認
識
し
、
実
際
に
法
や
制
度
が
改
善
さ

れ
て
き
た
ケ
ー
ス
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　
例
え
ば
、
今
の
日
本
や
多
く
の
民
主
国
家
で

は
政
治
に
参
加
す
る
こ
と
も
教
育
を
受
け
る
こ

と
も
、
制
度
上
は
男
女
の
差
別
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
１
０
０
年
前
は
違
い
ま
し
た
。「
女
性
で

あ
る
」
と
い
う
だ
け
で
、
こ
う
し
た
基
本
的
な

権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
女

性
た
ち
が
声
を
上
げ
、
犠
牲
者
を
出
し
な
が
ら

闘
っ
て
き
た
結
果
、
だ
ん
だ
ん
に
今
の
よ
う
な

権
利
が
女
性
に
も
認
め
ら
れ
て
き
た
の
で
す
。

　
私
た
ち
は
、
そ
ん
な
先
人
の
闘
い
の
恩
恵
に

あ
ず
か
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
私
た
ち
も
ま
た
、

自
分
が
当
た
り
前
に
感
じ
て
い
る
権
利
や
自
由

を
次
世
代
の
た
め
に
も
守
り
、
目
の
前
に
問
題

が
あ
れ
ば
取
り
組
ん
で
改
善
し
て
い
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　
ま
ず
は
「
人
権
の
視
点
」
で
社
会
を
見
て
み

ま
し
ょ
う
。
こ
れ
ま
で
見
え
な
か
っ
た
問
題
に

気
付
き
、
日
常
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
選
択
や
決

定
に
変
化
が
あ
る
は
ず
で
す
。
例
え
ば
有
権
者

と
し
て
、
消
費
者
と
し
て
、
労
働
者
と
し
て
私

た
ち
の
意
識
が
変
わ
る
こ
と
で
、
学
校
、
職
場
、

地
域
に
影
響
を
与
え
て
い
く
。
こ
う
し
た
積
み

重
ね
に
よ
っ
て
、
多
く
の
人
が
生
き
や
す
い
社

会
へ
と
改
善
さ
れ
て
い
く
で
し
ょ
う
。

　

日
本
で
は
「
人
権
」
と
「
思
い
や
り
」
が

混
同
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
両
者
は
別
も
の
で
す
。

人
は
自
分
の
仲
間
に
は
思
い
や
り
を
持
つ
こ
と

は
難
し
く
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
自
分
と
異

質
な
人
た
ち
、
偏
見
を
持
つ
相
手
に
は
、
違
う

態
度
で
接
し
た
り
、
差
別
的
な
扱
い
を
し
た
り

す
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
究
極
の
形
が
、

特
定
の
民
族
集
団
に
対
す
る
人
種
差
別
政
策
、

迫
害
と
し
て
、６
０
０
万
も
の
人
が
犠
牲
に
な
っ

た
、
ナ
チ
ス
に
よ
る
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
で
す
。

　
「
す
べ
て
の
人
に
等
し
く
人
権
が
あ
る
」
と
い

う
普
遍
的
な
人
権
概
念
が
き
ち
ん
と
社
会
に
根

付
か
な
け
れ
ば
、
同
様
の
被
害
は
、
い
つ
で
も

み
ん
な
が
生
き
や
す
い
社
会
へ

「
思
い
や
り
」「
わ
が
ま
ま
」
で
は
な
い

profile

大阪府出身。名古屋大学大学院国際開発研究科
修了。エセックス大学で国際人権法学修士号、
法学博士号取得。　現在、エセックス大学人権
センターフェロー。英国在住。2013年「特定
秘密保護法案」、17年「共謀罪法案」を英訳し
て国連に通報し、危険性を周知。16年の国連
特別報告者（表現の自由）日本調査実現に尽力。
定期的に帰国し、大学生や市民を対象に講演を
行うなど、日本の人権状況向上のため国内外で
活動。

ふじた・さなえ

藤田早苗 著
集英社新書（2022年）
1000円＋税 

「人権」は個人の善意ではなく、政府の政策に
よってこそ保障されるべきもの。だが日本政府
は、国連人権機関を通して度重ねて調査報告や
勧告を受けているのに、聴く耳を持たない。そ
んな政府の対応に市民の危機感が希薄なのは、
人権教育や報道に問題があるためだ。そうした
日本の現状に照らして、さまざまな具体的な問
題点について、国際人権の研究者かつアクティ
ビストとしての知見や経験を交えて丁寧に伝え
ようとする、著者渾身の一冊。

『
武
器
と
し
て
の
国
際
人
権

日
本
の
貧
困
・
報
道
・
差
別
』

あわせて
読みたい！ 
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子どもには、子どもならではの権利がある。「校則
がつらい」「いじめられて、学校に行きたくない」「家
に居場所がない」「親や先生に体を触られる」「お金
がなくて高校に行けない」「親のしつけが理不尽」など、
子どもが抱えている24の悩みや困った状況を取り上げ、
それに対する「権利」を説く。自分で考えて行動し、
解決していくためのヒントや知識、情報が満載。がま
んするのではなく声を上げて誰かを頼る、生きていく
ための手引きになる一冊。これまで「権利」について
学ぶ機会のなかった大人にも薦めたい。

あらゆる人間が保障されるべき基本的人権を規定し
た「世界人権宣言」。1948年の採択から75年が経っても、
世界はこの宣言を実現することなく、今この瞬間も無数
の人の人権が奪われている。巻頭の中島京子さんと藤
田早苗さんの寄稿でも触れているこの人権宣言。そも
そも何が書かれているのか、なぜ重要なのか……。本
書は、子ども向けに噛み砕いた訳文と世界の今を映し
た写真で、その内容と重要性を分かりやすく伝える。
人権宣言の２年前に公布された「日本国憲法」とあわ
せて読んでみたい。

英国で保育士として働き、20年ぶりに帰国すると、
日本はいまだに「一億総中流」の幻想に覆われていた。
そこからこぼれ落ちた生活困窮者や路上生活者たちに
対する社会の眼差しは冷ややかだ。当人たちも団結し
て窮状を訴えるでもなく、心を折られ、ひっそりとして
いる。英日で「地べた」の人々を観察した筆者は、そ
こに両国の人権観の違いを見る。権利は決して義務と
引き換えに得られるものではない。著者はいう。人間
がすべての力を、尊厳さえも失ってしまったとき、最
後まであるのが人権だ。人権はもっと野太い、と。

人権を考えるなら、戦争と人間に目を向けたい。第
二次世界大戦のホロコーストを生き延びたユダヤ人
精神科医の著者が、強制収容所で経験した出来事と
人々の姿を克明に記録した本書。戦争とはなにか、
戦争はいかに人間から人間らしさを奪うのか。そして、
極限状態に置かれた人間の絶望と希望、生きる意味
に迫る。原著の初版は1947年。56年に日本語版（旧
版）が発行された後、著者のフランクルは77年に改
訂版を出版。これに基づいて新たに翻訳されたのが
「新版」。旧版よりも比較的読みやすいと評されている。

「人間らしく生きる権利」
を考えるための本

秋の夜長に、人権についてもっと知って、考えてみませんか。
自分の権利、誰かの権利が脅かされても気が付かず、諦める
ことのないように。
気軽に読めるものから不朽の名作まで、
硬軟さまざまな４冊を紹介します。

谷口真由美・荻上チキ 著
NHK出版（2023年）／1400円＋税

東 菜奈 編・訳
渋谷敦志 写真
岩崎書店（2018年）／1700円＋税

ブレイディみかこ 著
新潮文庫（2020年）／590円＋税

ヴィクトール・Ｅ・フランクル 著
池田香代子 訳
みずす書房（2002年）／1500円＋税

『きみの人生はきみのもの
子どもが知っておきたい

「権利」の話』

『みんなたいせつ
世界人権宣言の絵本』

『THIS IS JAPAN
英国保育士が見た日本』

『夜と霧（新版）』

b o o k
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『Rise Up! 日本語版』
A4版カラー（135頁）
発行／日本YWCA（2023年）
1350円（国内送料込み）

　人権。交差性。インクルージョン。『 Rise Up!』にはむず
かしい言葉がたくさん出てきます。それでも中学生にも、も
しかしたら、なんとなくでいいから理解してもらえたら、な
んやよう分からんけど「いいかも」と思ってもらえたら、と
思って、できるだけ漢字言葉は使わず、平易な言葉を使うこ
とを目指しました。なぜなら、『 Rise Up!』は、若い人たち自
身が、自分たちに関わりあることの中から「なんとかしたい」
と思うことを選んで、自分たちが中心になって、何ができる
か考える。そして失敗してもいいからとにかくやってみる、
そういう時に役立つツールだからです。
　できるだけインクルーシブ（包摂的）な表現にすること
も心がけました。いろいろな特性や背景やアイデンティティ
を持つ人たちが集まって、セーフスペースをつくって、話し
合って、何かをカタチにしていくこと。それは、時間もかか
るし、むずかしいと感じています。どうやったらそれができ
るのか、わたしの「リーダーシップの旅」もまだまだ途中で
すが、小さいかもしれないけれども、この一冊が、その一歩
になればと思っています。
　今回、50名近くの、『 Rise Up!』に関心ある人たちといっ
しょに日本語版をつくることができたことは、とにかく楽し
かったです。つくって終わりではなく、実際に使えるものに
したい、使ってもらいたいと思っています。
　まずは、パラパラとページをめくるだけでもいいので、手
に取ってもらえればうれしいです。ここ、おもしろいかもと
思ったら、ちょっと読んでみてくれたら、もっとうれしいです。
そして、何かしたいと思ったら、いっしょにやってくれそうな、
ミドルやシニアにぜひ声をかけてもらえればと思います。

横浜YWCA  倉戸ミカ

❶ 世界の若い女性たちが参加

　若い女性のリーダーシップ・トレーニングガイドブック
『 Rise Up!』は、ソロモン諸島YWCAの革新的な取り組みに
端を発し、世界YWCAの取りまとめのもと、世界各国の若い
女性たちによって作成されました。異なる課題を抱えた国の、
多様な立場にある女性たちの知見、経験、思いや声がグロー
バルに編まれています。

❷ 充実した参加型コンテンツ

　「自分の権利とは？」「自己決定とは」「フェミニズムの価
値観とは？」などの基礎知識から、実践的なワークショップ・
ファシリテーションの手引きまで、必要な学びをカバー。ま
た、手に取る人が、自分の状況に当てはめて活かせるよう、
さまざまなケースに応用されることを想定した参加型コンテ
ンツが特色です。自分の内にある力に気付き、活かすトレー
ニングを目指しました。

❸ わかりやすい翻訳

　日本語版の翻訳には、YWCA内外から43名のボランティ
アが参加。『Rise Up!』の趣旨に共感したという、世代も性
別も経験も異なる多彩な人々によってわかりやすい翻訳が
実現。さらに、原文の熱量そのままに力強い言葉で読者をエ
ンパワーし、リーダーシップの旅へと誘います。

　人権が尊重される社会へと変えていくことができるのは、若い女性の力、リーダーシッ
プです。それは、自分の権利を守り、コミュニティに影響を与え、人々に変革を促してい
く力。誰の内にもあるものです。日本YWCAは、リーダーシップ・トレーニングガイド

『 Rise Up!　日本語版』最新版を発行しました。オンライン・コミュニケーション、多様
性へのより深いアプローチなど、最新の状況を受けて2017年版から大幅にアップデー
ト。ツールも用語集もさらに充実。ぜひ、ご活用ください。

『Rise Up！（立ち上がる）』最新版を発行

若い女性のリードで、社会は変わる！

翻訳スタッフからのメッセージ
「とにかくやってみる」時に役立てて

『Rise Up!』3つの魅力

『Rise Up!』体験イベント開催
10月11日の国際ガールズ・デーの夜、『 Rise Up!』体験イベン
トをオンライン開催。京都YWCAユース有志が贈るスペシャル企
画です。冊子がなくても参加できます。

詳細・申し込み
https://www.ywca.or.jp/news/humanrights/gender/
riseupevent/

『Rise Up! 日本語版』は日本YWCA公式サイトから
ご購入いただけます。
https://www.ywca.or.jp/news/internationalcooperation/
rise-up-new-version-2023/

※PDF版（20MB）は無料でダウンロードできます。

公益財団法人日本YWCA　　TEL. 03-3292-6121

公式サイトで販売中!

問い合わせ
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〈第33総会期主題聖句〉
平和を実現する人々は幸いである
―マタイによる福音書5章9節―

〈ビジョン〉
女性がリーダーシップを発揮し、

人権・平和・環境を大切にする社会

〈ミッション〉
若い女性をエンパワーし、共に社会変革を進めます。

〈バリュー〉
キリスト教基盤　平和・環境　人権　セーフスペース
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桐
村
亘
子　

具
島
美
佐
子

金
剛
静
慧　

篠
山
淳
子　

汐
崎
貞
子

首
藤
和
子　

杉
本
康
雄　

須
部
道
子

諏
訪
昭
子　

大
工
原
則
子　

武
井
真
美
子

武
内
冨
貴
代　

田
中
綾　

田
中
暉
彦

俵
恭
子　

寺
嶋
公
子　

寺
山
朝
子

常
葉
俊
子　

中
平
多
恵
子　

野
澤
節
子

畑
山
み
さ
子　

八
村
悠
紀
子　

花
盛
静
子

原
紀
子　

原
芙
左
惠　

原
田
由
美
子

一
杉
静
子　

深
田
光
代　

藤
井
野
百
合

松
岡
信
子　

松
田
和
子　

実
生
律
子

森
山
和
子　

八
木
高
子　

安
川
美
歩

吉
岡
郁
子　

吉
田
紀
子

匿
名

ピ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
ズ
募
金

（
平
和
を
創
り
出
す
女
性
の
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
養
成
）

井
出
都　

伊
藤
眞
智
子　

臼
田
治
子

遠
藤
真
理　

嘉
屋
陽
子　

小
村
明
子

金
剛
静
慧　

佐
々
木
洋
子　

佐
藤
孔
美

汐
崎
貞
子　

柴
田
幸
子　

清
水
幸
江

谷
内
基
子　

俵
恭
子　

常
葉
俊
子

野
﨑
誠
一
郎　

坂
内
義
子　

松
下
真
佐
子

実
生
律
子　

山
岡
清
二　

吉
髙
叶

東
洋
英
和
女
学
院
中
高
部 

宗
教
委
員
会

一
般
財
団
法
人
広
島
Y
W
C
A

匿
名

災
害
時
支
援
募
金

（
国
内
外
の
災
害
被
災
者
支
援
）

秋
元
靖
子　

井
出
都　

伊
藤
眞
智
子

臼
田
治
子　

遠
藤
真
理　

織
田
光
恵

折
戸
和
子　

桐
村
亘
子　

小
村
明
子

杉
本
陽
子　

俵
恭
子　

野
﨑
誠
一
郎

松
下
真
佐
子　

松
田
和
子

日
本
聖
公
会 

宮
古
聖
ヤ
コ
ブ
教
会

匿
名

（
オ
リ
ー
ブ
の
木
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
募
金
）

板
橋
俊
子　

市
川
真
美
恵　

井
出
都

伊
藤
眞
智
子　

上
田
理
恵
子

上
村
兪
巳
子　

川
上
哲　

北
原
恵
美

小
村
明
子　

佐
々
木
温
子　

佐
藤
マ
リ
子

杉
山
知
子　

田
中
展
子　

俵
恭
子

友
田
シ
ズ
エ　

林
育
一
郎　

原
田
由
美
子

横
田
昌
三　

吉
岡
郁
子

一
般
財
団
法
人
広
島
Y
W
C
A

（
ウ
ク
ラ
イ
ナ
支
援
）

橋
本
文
子

静
岡
英
和
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ー
ハ
ウ
ス

公
益
財
団
法
人
福
岡
Y
W
C
A

（
パ
レ
ス
チ
ナ
Y
W
C
A
支
援
）

井
出
都　

伊
藤
眞
智
子　

上
田
理
恵
子

上
村
兪
巳
子　

臼
田
治
子　

榎
本
み
つ
枝

遠
藤
真
理　

嘉
屋
陽
子　

川
上
哲

北
原
恵
美　

小
村
明
子　

杉
山
知
子

田
崎
桂
子　

田
中
暉
彦　

俵
恭
子

友
田
シ
ズ
エ　

中
山
美
知
子　

難
波
幸
矢

野
﨑
誠
一
郎　

橋
本
文
子　

安
川
美
歩

吉
岡
郁
子

（
ビ
ル
マ
／
ミ
ャ
ン
マ
ー
支
援
）

平
川
幸
子

東
日
本
大
震
災
被
災
者
支
援
募
金

田
崎
桂
子　

井
出
都　

伊
藤
眞
智
子

遠
藤
真
理　

桐
村
亘
子　

具
島
美
佐
子

小
村
明
子　

佐
藤
マ
リ
子　

汐
崎
貞
子

清
水
幸
江　

杉
本
陽
子　

多
喜
百
合
子

俵
恭
子　

中
村
と
よ
子　

野
澤
節
子

橋
本
文
子　

松
田
和
子　

実
生
律
子

日
本
聖
公
会 

宮
古
聖
ヤ
コ
ブ
教
会

日
本
福
音
ル
ー
テ
ル
大
森
教
会

大
森
ル
ー
テ
ル
幼
稚
園

一
般
財
団
法
人
広
島
Y
W
C
A

匿
名

（
カ
ー
ロ
サ
ポ
ー
タ
ー
ズ
募
金
）

カ
ー
ロ
サ
ポ
ー
タ
ー
ズ　

56
件

（
２
０
２
3
年
6
月
16
日
～
8
月
15
日

敬
称
略
）

　2023年7月7日から3日間、「第11回日
韓YWCAカンファレンス」が韓国で開か
れました。日本・韓国YWCAが共同で開
催するこのカンファレンスは、私のよう
な若い世代に戦争や占領の真実を伝え、
相互理解と信頼関係を結ぶ方法を探るこ
とを目的に、1975年から続くプログラム
です。今回のテーマは「東アジアの平和
と女性の役割」です。会期の前半は「戦
争と平和」、後半は「生命と平和」を切り
口に、複数のセッション、フィールドワ
ークなどが行われました。
　最も強く印象に残ったのが、キム・へ
ジョンさんの講演です。彼女は持続可
能開発研究センター共同代表で、韓国
YWCAで脱核活動家として活躍していま
す。私は、東京電力福島第一原子力発電

所から出る放射性物質を含んだ処理水が
海洋に放出されることに対して、韓国の
方がどのような意見を持っているのか、
詳しくは理解していませんでした。キム
さんの話を聴いて、日本政府に対してか
なり批判的な意見を持っていることが分
かりました。今年6月に韓国と日本で行わ
れた1000人規模の世論調査では、日本で

60%、韓国で83%が反対したそうです。
また韓国では、日本政府の海洋放出に反
対する運動やデモが活発に行われ、連日
報道されています。今回のカンファレン
スも地元のネットニュースなどで取り上
げられました。このような声を聴いたこ
とで、同じ問題に対して日本と韓国に温
度差があることが分かりました。
　2024年2月には、「日韓ユース・カン
ファレンス」が開かれます。それに向けて、
私たちユースがするべきことは、韓国と
日本の考え方のギャップを埋めつつ、韓
国について深く理解することだと考えま
す。開催まで約半年となりましたが、実
行委員のメンバーと共に準備を進めてい
きます。

大阪YWCA会員　飯綱萌

考え方のギャップを埋めつつ、理解を深めたい
「日韓YWCAカンファレンス」に参加して
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