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本
年
一
一
月
の
国
連
総
会
に
お
い
て
子
ど
も
の
権
利
条
約
が
全
会
一
致
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
で
採
択
さ
れ
た
。
一

九
五
九
年
の
子
ど
も
の
権
利
宣
言
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、
単
な
る
宣
言
的
条
項
で
は
な
く
子
ど
も
の
直
面
す
る
問

題
に
こ
た
え
た
内
容
を
も
っ
た
今
回
の
「
児
童
権
利
条
約
」
は
、
日
本
の
子
ど
も
に
と
っ
て
も
画
期
的
な
意
義
を

も
っ
て
い
る
。
日
本
の
子
ど
も
は
経
済
大
国
な
ど
と
い
わ
れ
る
そ
の
陰
で
、
平
和
的
に
生
存
す
る
権
利
、
健
康
的

で
文
化
的
な
生
活
権
、
環
境
権
、
教
育
へ
の
権
利
、
文
化
に
た
い
す
る
権
利
な
ど
あ
ら
ゆ
る
面
で
深
刻
な
事
態
に

お
か
れ
て
い
る
の
が
実
態
で
あ
る
。
「
児
童
権
利
条
約
」
の
早
期
批
准
に
よ
っ
て
日
本
の
子
ど
も
の
権
利
を
保
障 

し
、
子
ど
も
が
自
主
性
、
主
体
性
を
確
保
で
き
る
よ
う
に
条
件
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
が
政
治
の
緊
急
課
題
と 

 

な
っ
て
い
る
。 

日
本
の
子
ど
も
を
め
ぐ
る
問
題
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
条
約
に
関
す
る
基
本
的
問
題
に
つ
い
て
以
下
、
質
問
す 
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三 

 



 

る
。 

一 

政
府
は
国
連
総
会
に
お
い
て
こ
の
条
約
に
賛
成
を
表
明
し
た
。
し
か
し
、
署
名
す
る
に
い
た
っ
て
い
な
い
。 

二 

本
条
約
は
、
「
子
ど
も
は
表
現
の
自
由
へ
の
権
利
を
有
す
る
」(

第
一
三
条)

、
「
締
約
国
は
、
子
ど
も
の
思 

 
 

想
、
良
心
お
よ
び
宗
教
の
自
由
へ
の
権
利
を
尊
重
す
る
」（
第
一
四
条
）
、「
締
約
国
は
、
子
ど
も
の
結
社
の
自
由 

一
九
九
〇
年
早
々
に
も
署
名
の
た
め
の
開
放
が
実
施
さ
れ
る
見
通
し
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
た
だ
ち
に
署
名

し
て
、
批
准
の
意
思
を
鮮
明
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

日
本
政
府
の
人
権
感
覚
は
、
国
際
人
権
規
約
を
国
会
承
認
を
得
る
た
め
に
国
会
に
提
出
し
た
の
が
同
条
約
の
国

連
採
択
後
一
三
年
も
経
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
き
わ
め
て
後
進
的
姿
勢
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で

あ
る
が
、
今
回
の
こ
の
「
児
童
権
利
条
約
」
に
関
し
て
は
そ
う
し
た
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

ま
た
、
批
准
を
先
延
ば
し
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
早
期
批
准
の
見
地
に
た
ち
、
そ
の
た
め
の
準

備
を
い
そ
ぐ
べ
き
と
思
う
が
、
ど
う
か
。 

四 

 



 

三 

条
約
は
子
ど
も
の｢

表
現
の
自
由｣
お
よ
び｢

思
想
・
良
心
・
宗
教
の
自
由｣

を
認
め
た
わ
け
だ
が
、
日
本
で
は

こ
れ
ら
の
条
項
が
と
く
に
重
要
で
あ
る
。 

日
本
軍
国
主
義
に
よ
る
中
国
や
ア
ジ
ア
諸
国
へ
の
侵
略
戦
争
の
事
実
を
社
会
科
で
は
教
え
な
い
と
か
、
戦
後

日
本
の
原
点
で
あ
る
広
島
・
長
崎
の
原
爆
被
爆
と
そ
の
実
相
を
削
除
し
て
、
子
ど
も
の｢

表
現
の
自
由｣

を
保
障

す
る
前
提
と
な
る
べ
き
事
実
を
正
し
く
子
ど
も
に
伝
え
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
学
校
教
育
に
「
日
の 

お
よ
び
平
和
的
な
集
会
へ
の
自
由
の
権
利
を
認
め
る
」（
第
一
五
条
）
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
子
ど
も
に
も
こ

う
し
た
権
利
が
固
有
の
権
利
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
た
こ
と
は
、
子
ど
も
の
権
利
が

実
際
上
保
障
さ
れ
て
い
な
い
今
日
の
日
本
の
実
態
に
照
ら
し
て
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
、
子
ど
も

の｢

固
有
の
権
利｣
を
尊
重
し
て
こ
そ
そ
の
自
立
を
促
し
将
来
の
社
会
発
展
の
推
進
力
に
ふ
さ
わ
し
い
成
長
を
保

障
で
き
る
。
子
ど
も
は
保
護
さ
れ
る
権
利
と
同
時
に
、
そ
の
子
の
発
達
や
能
力
に
応
じ
て
「
表
現
の
自
由
」「
思

想
・
良
心
・
宗
教
の
自
由
」
「
結
社
・
集
会
の
自
由
」
が
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
が
、
ど
う
か
。 

五 

 



 

四 

本
条
約
の
特
徴
の
一
つ
は
第
十
二
条
で
、
「
自
己
の
見
解
を
ま
と
め
る
力
の
あ
る
子
ど
も
に
、
そ
の
子
ど
も 

に
影
響
を
与
え
る
す
べ
て
の
事
柄
に
つ
い
て
、
自
由
に
自
己
の
見
解
を
表
明
す
る
権
利
を
保
障
す
る
」
と
の 

 

べ
、
さ
ら
に｢

そ
の
際
、
子
ど
も
の
見
解
が
、
そ
の
年
令
お
よ
び
成
熟
に
従
い
、
正
当
に
重
視
さ
れ
る｣

と
規
定

し
た
こ
と
で
あ
る
。
「
厚
木
基
地
周
辺
の
飛
行
機
騒
音
を
無
く
し
て
勉
強
で
き
る
環
境
を
つ
く
っ
て
ほ
し
い
」
、

「
三
宅
島
の
自
然
を
ま
も
っ
て
ほ
し
い
」
、「
通
学
路
の
危
険
を
防
止
し
て
ほ
し
い
」
、
な
ど
な
ど
子
ど
も
の
生
活

に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
問
題
に
た
い
し
て
子
ど
も
が
意
見
表
明
す
る
こ
と
を
権
利
と
し
て
保
障
し
、
そ
の
見
解

を
尊
重
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

五 

条
約
前
文
は
、
「
子
ど
も
が
、
人
格
の
全
面
的
か
つ
調
和
の
と
れ
た
発
達
の
た
め
に
、
家
庭
環
境
の
下
で
、 

 

幸
福
、
愛
情
お
よ
び
理
解
あ
る
雰
囲
気
の
中
で
成
長
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
認
め
」
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本 

丸
」「
君
が
代
」
を
強
引
に
押
し
つ
け
、
公
教
育
に
特
定
の
思
想
・
信
条
を
も
ち
こ
む
こ
と
は
こ
の
条
約
に
照
ら

し
て
も
や
め
る
べ
き
と
思
う
が
、
ど
う
か
。 

六 

 



 

の
子
ど
も
は
深
刻
な
状
態
に
お
か
れ
て
お
り
、
こ
の
改
善
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
。 

② 

条
約
第
一
八
条
は
「
親
の
第
一
次
養
育
責
任
に
対
す
る
援
助
」
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
二
項
で
は
「
締

約
国
は
、
親
お
よ
び
法
定
保
護
者
が
子
ど
も
の
養
育
責
任
を
遂
行
す
る
際
に
適
当
な
援
助
を
与
え
、
か
つ

子
ど
も
の
ケ
ア
の
た
め
の
機
関
、
施
設
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
の
発
展
を
確
保
す
る
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。 

① 
条
約
第
九
条
は
子
ど
も
を
親
か
ら
分
離
す
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
禁
止
し
て
い
る
。
「
締
約
国
は
、
子 

ど
も
が
親
の
意
思
に
反
し
て
親
か
ら
分
離
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
」
。
し
か
し
、
日
本
の 

子
ど
も
は
、
親
の
単
身
赴
任
、
長
期
出
張
の
も
と
で
愛
情
あ
る
家
庭
で
育
つ
権
利
が
保
障
さ
れ
て
い
な
い

状
況
に
お
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
状
を
是
正
す
る
た
め
に
政
府
は
法
的
規
制
を
含
め
て
強
力
な
措
置

を
と
る
べ
き
だ
と
思
う
が
、
ど
う
か
。 

こ
の
規
定
に
照
ら
せ
ば
、
親
が
低
賃
金
の
た
め
養
育
費
を
わ
ず
か
し
か
確
保
で
き
な
い
と
か
、
長
時
間
労

働
の
た
め
子
ど
も
と
接
す
る
時
間
も
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
た
状
況
、
あ
る
い
は
、
保
育
所
や
学
童
保
育 

七 

 



 

 

八 

な
ど
児
童
福
祉
の
き
わ
め
て
不
十
分
な
実
態
な
ど
は
早
急
に
抜
本
的
是
正
を
は
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
は
な
い
か
。
ま
た
そ
の
た
め
の
施
策
を
早
急
に
具
体
化
す
る
考
え
は
な
い
か
。 

六 

条
約
第
四
二
条
は
こ
の
条
約
の
原
則
お
よ
び
規
定
を
広
く
知
ら
せ
る
こ
と
を
締
約
国
の
義
務
と
規
定
し
て
い

る
。
政
府
は
子
ど
も
を
ふ
く
め
て
す
べ
て
の
国
民
が
こ
の
条
約
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た

め
、
①
条
約
の
日
本
語
訳
を
つ
く
り
配
付
す
る
こ
と
、
②
政
府
広
報
誌
に
積
極
的
に
掲
載
す
る
こ
と
、
を
た
だ

ち
に
実
施
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

右
質
問
す
る
。 


