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世界人権宣言は、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」（前
文）を定めたものとして公布されました。国際的に保障されるべき人権の内容を
初めて包括的に示した国際文書、いわば人権のガイドラインとして画期的な意
義を持っています。
宣言は大きく分けて自由権、参政権、社会権の３つの内容からなる、30の条文

で構成されています。最初に第1条と第2条で、人権の基本的原則を掲げたうえで
「人権cafévol.1」(Q1参照)、第3〜20条で自由権（生命、身体の安全、財産権、表現
の自由など）、第21条で参政権、第22～27条で社会権（社会保障、労働、教育の権利
など）を定めています。
この宣言には法的拘束力はありませんが、

国連憲章の具体化として国連総会で採択され
たものである以上、すべての国連加盟国が守
るべき基本的な人権基準になっています。
その後、宣言に掲げられた人権を各国が法

的義務を負う形にするため、条約をつくる作
業が続けられました。＜つづく＞

第2次世界大戦後、人権は国内問題から国際問題に発展します。
　ファシズムや軍国主義が人々の人権をじゅうりんし、平和を破壊し、世界大戦
に結びついたことから、「人権がなければ平和もない」という歴史の教訓を経て、
「国際的な人権保障」という考え方が初めて登場することになりました。
　国連憲章（1945年）では国連の目的として、国際平和の維持とともに、「人種、
性、言語または宗教による差別なく、すべての者のために人権および基本的自由
を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること」が明記
されています。つまり、国際的な人権保障の出発点が国連憲章です。
そしてこの憲章の精神を具体化

し、人間として一人の例外もな
く、どこにいても、誰にでも、いつ
でも尊ばれ、守られるべき権利に
ついて具体的にリストアップす
る作業が行われました。その結果
1948年の国連総会で採択された
のが、世界人権宣言です。

Q.5 国際的な人権保障は
どう確立したのでしょうか？
国際的な人権保障は
どう確立したのでしょうか？
国際的な人権保障は
どう確立したのでしょうか？

Q.6 国際人権法の先がけは「世界人権宣言」と
言われますが、どんな内容ですか？
国際人権法の先がけは「世界人権宣言」と
言われますが、どんな内容ですか？
国際人権法の先がけは「世界人権宣言」と
言われますが、どんな内容ですか？

シリーズ

私
は
、介
護
老
人
保
健
施
設
な
ど
の
運
営
に
携
わ
っ
て
い
ま
す
。高

齢
に
な
り
、介
護
が
必
要
と
な
っ
た
時
に
、ど
こ
で
・
誰
と
過
ご
す
の
か

を
決
め
る
時
が
必
ず
来
ま
す
。本
人
の
希
望
を
最
大
限
尊
重
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
は
ず
で
す
が
、現
実
に
は
限
界
が
あ
り
ま
す
。

介
護
施
設
で
は
、「
介
護
す
る
側
」と「
介
護
さ
れ
る
側
」の
関
係
が
発

生
し
、こ
の
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
は
崩
れ
ま
せ
ん
。「
介
護
さ
れ
る
側
か
ら

の
視
点
で
み
る
と
、随
分
と
人
権
を
無
視
し
た
状
況
が
発
生
し
て
い
る

か
も
し
れ
な
い
ね
」と
、職
員
間
で
相
談
し
な
が
ら
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

高
齢
者
の
生
命
や
身
体
的
な
介
護
を
扱
い
、ケ
ア
は
閉
鎖
的
な
環
境

下
で
提
供
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
た
め
介
護
職
の
考
え
方
に
左
右
さ
れ

や
す
い
面
も
あ
り
ま
す
。ま
た
、転
倒
・
誤
嚥
・
徘
徊
…
と「
リ
ス
ク
」で

あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。「
事
故
が
な
く
安
全
な
こ
と
」を
あ
ま
り
に
最
優

先
し
す
ぎ
て
、本
人
の
自
由
を
、希
望
を
奪
っ
て
は
い
な
い
か
を
考
え

て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。コ
ロ
ナ
禍
で
の
面
会
制
限
な
ど
、安
全

を
守
る
こ
と
と
、本
人
の
意
思
を
尊
重
す
る
こ
と
を
同
時
に
行
う
た

め
に
知
恵
を
働
か
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

自
分
が
高
齢
者
と
な
っ
た
時
、介
護
が
必
要
と
な
っ
た
時
を
考
え
て

み
ま
し
ょ
う
。自
分
の
行
動
は
高
齢
者
の
人
権
を
無
視
し
て
い

な
い
で
し
ょ
う
か
。

A
さ
ん
は
A
L
S（
筋
萎
縮
性
側
索
硬
化
症
）で
嚥
下
能
力
の
低
下
が

著
し
い
状
態
で
し
た
が
延
命
治
療
は
望
ま
ず
、自
宅
に
退
院
し
ま
し
た
。

「
ペ
ー
ス
ト
状
で
は
な
く
、少
し
で
も
形
が
残
っ
て
い
る
物
が
食
べ
た

い
」と
希
望
が
あ
り
、ヘ
ル
パ
ー
は
医
師
に
確
認
し
な
が
ら
、本
人
の
好

む
食
材
や
味
付
け
で
調
理
方
法
を
工
夫
し
ま
し
た
。意
思
表
示
や
嚥
下

能
力
が
低
下
し
て
い
く
中
で
も
、本
人
の
想
い
や
希
望
を
尊
重
で
き
る

よ
う
、写
真
付
き
の
メ
ニ
ュ
ー
を
提
示
し
た
り
、舌
で
つ
ぶ
せ
る
硬
さ
を

追
求
。A
さ
ん
は
、痛
み
と
闘
い
な
が
ら「
わ
が
ま
ま
に
付
き
合
っ
て
く

れ
て
あ
り
が
と
う
」と
最
期
ま
で
何
と
か
食
べ
よ
う
と
し
て
く
れ
ま
し

た
。自
分
の
人
生
を
自
分
ら
し
く
生
き
る
こ
と
は
、わ
が
ま
ま
で
は
な
く

当
然
の
願
い
で
す
。

生
き
る
気
持
ち
を
持
ち
続
け
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、A
さ
ん
ら
し

さ
を
受
け
止
め
、支
援
し
た
ヘ
ル
パ
ー
が
い
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、『
自
分
ら
し
く
生
き
る
』を
支
え
る
ヘ
ル
パ
ー
な
ど
の
担
い

手
不
足
は
深
刻
で
す
。介
護
保
険
制
度
の
在
り
方
と
介
護
人
材

不
足
が
、介
護
を
必
要
と
す
る
方
の
人
生
に
影
響
し
て
い
ま
す
。
民医連
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シ
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事
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藤
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勤
労
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福
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ヘ
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パ
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テ
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ョ
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二
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淳

自
分
ら
し
く
生
き
る
こ
と
は
わ
が
ま
ま
な
の
か

 

〜
介
護
保
険
制
度
改
悪
に
よ
る
影
響

祐

医
療
法
人
健
友
会(

山
形) 

介
護
事
業
部
長 

ど
も
ん

土
門 

ゆ
う祐

介
護
が
必
要
と
な
っ
た
時
を
考
え
て
み
よ
う

 

〜﹁
高
齢
者
の
人
権
﹂と
向
き
合
う
現
場
か
ら

は人々の願いです。その実現は本来喜ばしいことなのに、高齢者が生きることに希望を持
てないような現実があまりにも多すぎます。貧困の拡大はもちろん、「孤独死」「孤立死」「介護心中」……。
そうした人々の不安の原因は多分に、高齢者の人権を軽視し侵害するような社会保障削減の政治にあります。
福祉が後退するたびに、「長生きは悪なのか」「年寄りは早く死ねということか」などの怒りの声が広がります。
新型コロナウィルスの感染拡大と医療崩壊のなかで、「いのちの選別」が現実化しています。年齢に関わりなく、
犠牲にしていい命などありません。「いのちの平等」の意味を深めながら、高齢者の人権について考えましょう。 全日本民医連HPに

関連情報を掲載
全日本民医連HPに
関連情報を掲載

「健康で長生き」「健康で長生き」「健康で長生き」

国連憲章 世界人権宣言 「民医連医療７月号」（人権特集）もご活用ください。

監修/明日の自由を守る若手弁護士の会監修/明日の自由を守る若手弁護士の会民医連新聞発行所 全日本民主医療機関連合会 発行人 岸本 啓介 TEL 03-5842-6451 FAX 03-5842-6460 URL https://www.min-iren.gr.jp/https://www.min-iren.gr.jp/〒113-8465 東京都文京区湯島2-4-4 平和と労働センター7F

W�come !

じ
ゅ
ん

3人権基礎講座 国境を超える国境を超える人権

の で考える医療医療介護介護 現場 人権人権
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リーガル・アイ
Column!

今
で
は
、身
分
や
性
別
に
か
か
わ
ら
ず
投
票
で
き
る

選
挙（
男
女
普
通
選
挙
）で
自
分
達
の
政
治
的
代
表
を

決
め
ら
れ
る
の
が
当
た
り
前
で
す
。し
か
し
、こ
れ
は

人
類
の
歴
史
上
、つ
い
最
近
ま
で
当
た
り
前
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。こ
の
こ
と
は
皆
さ
ん
学
校
で
習
っ
た

か
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、過
去
に
は
た
く
さ
ん
納
税
し
た
人
ほ
ど
一
票

の
価
値
が
高
く
な
る
等
級
選
挙
制
と
い
う
も
の
が
日

本
や
ド
イ
ツ
で
一
部
導
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ

た
そ
う
で
す
。こ
れ
で
は
、お
金
持
ち
が
自
分
た
ち
に

有
利
な
政
治
を
作
っ
て
し
ま
う
の
で
、格
差
が
広
が
る

ば
か
り
で
す
ね
。

こ
の
よ
う
に
、色
々
と
お
か
し
な
選
挙
制
度
を
乗
り

越
え
て
今
の
制
度
が
作
ら
れ
た
わ
け
で
す
。し
か
し
、

男
女
普
通
選
挙
が
実
現
し
た
現
在
に
お
い
て
も
、公
平

な
選
挙
が
実
現
し
た
と
は
言
い
難
い
重
大
な
問
題
が

残
っ
て
い
ま
す
。そ
れ
は「
一
票
の
格
差
」の
問
題
で
す
。

簡
単
に
い
う
と
、五
千
人
で
一
人
の
議
員
を
選
出
す
る

選
挙
区
の
有
権
者
の
一
票
は
、一
万
人
で
一
人
の
議
員

を
選
出
す
る
選
挙
区
の
有
権
者
の
一
票
の
、二
倍
の
価

値
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
問
題
で
す
。最
近
で
も
、衆

参
両
院
の
国
政
選
挙
に
お
い
て
は
、最
大
二
倍
か
ら
三

倍
の
一
票
の
格
差
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
、あ
る
人
が

あ
る
人
の
二
〜
三
倍
投
票
で
き
る
の
と
変
わ
り
ま
せ

ん
。今
の
日
本
で
も
一
人
一
票
と
い
う
選
挙
の
基
本
が

実
現
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
の
で
す
。

そ
の
う
え
世
の
中
に
は「
自
分
一
人
が
投
票
し
て
も

何
も
変
わ
ら
な
い
」と
言
っ
て
投
票
し
な
い
人
も
い
ま

す
が
、あ
な
た
の
一
票
が
大
事
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り

は
あ
り
ま
せ
ん
。良
い
例
を
ご
紹
介
し
ま
す
。二
〇
一

九
年
の
統
一
地
方
選
挙
に
お
い
て
は
、神
奈
川
県
相
模

原
市
議
選
で
、共
産
党
候
補
と
無
所
属
候
補
が
同
数
得

票
と
な
り
、ク
ジ
に
よ
り
前
者
が
当
選
し
た
と
い
う
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。実
は
、こ
う
い
っ
た
こ
と
は
珍
し

く
な
く
、な
か
に
は
按
分
票（
例
え
ば
、佐
藤
姓
の
候
補

者
が
２
名
い
る
場
合
に
、「
佐
藤
」と
だ
け
記
載
さ
れ
た

票
に
つ
い
て
、0.5
票
ず
つ
分
け
る
こ
と
）の
存
在
に
よ
り

一
票
未
満
の
差
で
決
着
し
た
例
も
あ
り
ま
す
。

あ
な
た
の
一
票
を
無
駄
に
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

一
票
の価

値
は

？？？？

あ
す
わ
か
弁
護
士

片
木
翔
一
郎

日本高齢期運動連絡会(※３)日本高齢期運動連絡会(※３)

日本高齢者人権宣言（第一次草案）の項目日本高齢者人権宣言（第一次草案）の項目

Ⅰ 基本原理　尊厳・独立・参加・ケア・自己実現

Ⅲ 国・自治体・企業の責任
Ⅳ 人権保障にむけた不断の努力義務

Ⅱ 高齢者に保障される人権
年齢による差別の禁止
いのちと尊厳が守られる権利
自律的で独立した生活をおくる権利
社会に積極的かつ全面的に参加する権利
身体の自由と安全、暴力・虐待を受けない権利
残虐かつ非人道的な取り扱いをされない権利
自由に考え、信仰する権利
表現の自由、言論の自由、情報にアクセスする権利
プライバシーと名誉が守られる権利
十分な生活水準への権利、社会保障の権利
最高水準の健康を享受する権利
長期ケアをうける権利
労働権（労働にみあった待遇と報酬を受けるなど）
学習する権利（生涯にわたり発達する権利）
文化および科学の成果を享受する権利
レクリエーション、余暇、スポーツの権利
居住の権利、健康的な環境についての権利
交通権、移動の自由、建物等へのアクセス権
財産権（自分の財産を保持し、使用する権利）
政治参加、行政参加、司法参加、社会参加の権利
団体を結成し、活動する権利
災害や緊急事態における権利
審査請求や裁判を受ける権利

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

あ
ろ
う
と
、適
切
な
ケ
ア
が
継
続
性
を
も
っ
て
受
け
ら
れ

る
こ
と
が
大
事
で
す
。

ご
紹
介
し
た
い
の
は
、「
高
齢
者
の
人
権
保
障
に
関
す
る

米
州
条
約
」で
す(

※
１)

。年
齢
に
よ
る
差
別
を
禁
止
、高
齢

者
が
自
己
決
定
し
、自
律
的
で
独
立
し
た
生
活
を
送
る
こ
と

を
可
能
に
す
る
仕
組
み
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
権
利
と
し
て
認

め
て
い
ま
す
。留
意
す
べ
き
は
、締
約
国
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、

そ
の「
仕
組
み
」で
あ
り
、日
本
の
介
護
保
険
の
よ
う
に「
高
齢

者
に
対
し
」自
立
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
す
。

ま
た
、高
齢
者
が
権
利
侵
害
を
受
け
や
す
い
分
野
で
あ
る

暴
力
や
虐
待
の
防
止
と
対
応
、イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド・コ
ン
セ
ン

ト
、長
期
ケ
ア
、健
康
権
を
明
文
化
し
て
い
ま
す
。そ
し
て
、締

約
国
に
権
利
侵
害
の
防
止
策
や
積
極
的
措
置
の
策
定
、実
施

を
明
記
し
て
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
で
国
連
は
、世
界
中
の
高
齢
者
の
人
権
侵
害

に
大
き
な
懸
念
を
示
し
て
い
ま
す
。2
0
2
0
年
5
月
に

は
、事
務
総
長
名
で
政
策
概
要「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
高
齢
者
へ
の
影
響
」を
公
表
し
４
つ
の
キ
ー
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
。そ
の
一
つ
は
、生
命
と
健
康
に
対
す

る
差
別
へ
の
懸
念
で
、高
齢
の
み
を
理
由
と
し
医
学
的
根

拠
な
く
行
わ
れ
る
ト
リ
ア
ー
ジ
の
実
施
に
強
い
警
戒
を
示

し
て
い
ま
す
。

非
常
時
に
、い
の
ち
の
選
別
が
迫
ら
れ
る
こ
と
は
歴
史

的
に
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
す
。国
連
は
コ
ロ
ナ
禍

で
明
ら
か
に
な
っ
た
高
齢
者
の
人
権
侵
害
は
、実
は
コ
ロ

ナ
禍
以
前
か
ら
潜
在
化
し
て
い
た
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、新
た
な
法
的
枠
組
み
や
国
際
人
権
条
約
の
必

要
性
を
強
調
し
て
い
ま
す
。

感想はこちら感想はこちら

特集 高齢者の人権

(※３)日本高齢期運動連絡会は、「まちから村からの連帯で一人
ぼっちの高齢者をなくそう」を合言葉に高齢者が幸せに暮ら
すために地域と社会を変えることをめざしています。
1987年に第一回日本高齢者大会が開催されました。

紹介紹介

日本高齢期運動連絡会HP（第一次草案を掲載）

高齢者の人権保障に関する米州条約高齢化世界会議

（
※
１
）米
州
機
構
は
、ア
メ
リ
カ
、カ
ナ
ダ
、全
中
南
米
諸
国（
全
3
5

か
国
）か
ら
な
る
汎
米
国
際
機
関
。米
州
と
い
う
エ
リ
ア
限
定
な
の
で

地
域
条
約
と
呼
ば
れ
ま
す
。

（
※
２
）「
基
本
的
人
権
は
、人
類
の
多
年
に
わ
た
る
自
由
獲
得
の
努
力

の
成
果
」（
97
条
）、「
国
民
の
不
断
の
努
力
に
よ
つ
て
、こ
れ
を
保
持
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（ 
12
条
）と
定
め
る
日
本
国
憲
法
に
基
づ
く
。

残
念
な
が
ら
日
本
の
高
齢
者
に
関
す
る
政
策
に
は
、国

際
的
な
人
権
保
障
の
水
準
や
議
論
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と

は
到
底
言
え
ま
せ
ん
。こ
の
現
状
を
変
え
よ
う
と
、国
内
で

は
日
本
高
齢
期
運
動
連
絡
会
が「
日
本
高
齢
者
人
権
宣
言
」

(

第
一
次
草
案)

を
検
討
し
て
い
ま
す
。1
9
8
8
年
の
日
本

高
齢
者
憲
章
を
見
直
し
、国
際
的
な
人
権
保
障
を
反
映
さ

せ
て
2
0
2
2
年
度
の
完
成
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

高
齢
者
自
身
が
議
論
に
参
加
す
る
こ
と
を
重
視
。基
本

原
理
は
、「
高
齢
者
の
た
め
の
国
連
原
則
」(

1
9
9
1
年)

に

掲
げ
ら
れ
た
５
つ
の
原
理
、①
尊
厳
、②
独
立
、③
参
加
、④

ケ
ア
、⑤
自
己
実
現
で
す
。「
他
の
年
代
の
人
々
と
平
等
に
」

あ
ら
ゆ
る
権
利
の
保
障
、「
固
有
の
ニ
ー
ズ
」に
応
じ
た
権

利
保
障
が
貫
か
れ
、具
体
的
に
は
、表
の
よ
う
に
複
合
的
な

権
利
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、高
齢
者
の
人
権
保
障
の「
最
終
的
な
義
務
」は
国

に
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
、高
齢
者
自
身
の
決
意
表
明
と

し
て
、人
権
の
実
現
と
促
進
に
向
け
た「
不
断
の
努
力
義

務
」を
掲
げ
て
い
ま
す（
※
2
）。高
齢
者
の
人
権
保
障
を
徹

底
す
る
こ
と
は
、す
べ
て
の
年
齢
の
人
々
へ
の
普
遍
的
人

権
保
障
を
実
現
し
、社
会
を
豊
か
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
に

つ
な
が
る
と
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
で
高
齢
者
人
権
宣
言
を

つ
く
る
取
組
み

高齢者の人権保障は
すべての年齢への人権保障
高齢者の人権保障は
すべての年齢への人権保障

～高齢者の人権の国際的到達と日本高齢者人権宣言案～～高齢者の人権の国際的到達と日本高齢者人権宣言案～

愛媛大学教授 鈴木 靜
しずかしずか

﹁
い
の
ち
の
選
別
﹂と
い
う
人
権
侵
害

2
0
1
0
年
代
か
ら
は「
高
齢
化
に
関
す
る
作
業
部
会
」

が
開
催
さ
れ
、高
齢
者
人
権
条
約
づ
く
り
の
機
運
が
高
ま

り
、議
論
が
深
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

  

高
齢
者
は
、高
齢
を
理
由
と
し
て
他
の
年
代
か
ら
差
別

さ
れ
な
い
こ
と
と
、高
齢
に
伴
う
固
有
の
ニ
ー
ズ
が
保
障

さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。例
え
ば
、長
期
ケ
ア
を
受
け
る

権
利
や
居
住
の
権
利
、社
会
保
障
を
受
け
る
権
利
で
す
。長

期
ケ
ア
と
は
、日
本
の
介
護
保
険
の「
介
護
」よ
り
も
広
く
、

看
護
や
医
療
、他
者
か
ら
の
世
話
を
受
け
る
こ
と
を
意
味

し
ま
す
。ど
こ
で
誰
と
住
ん
で
い
て
も
、経
済
状
況
が
ど
う

年
齢
に
よ
る
差
別
を
禁
止

2
0
2
1
年
の
い
ま
、国
連
は
、高
齢
者
の
人
権
保
障
を

具
体
化
す
る
た
め
、高
齢
者
人
権
条
約
を
作
ろ
う
と
し
て
い

ま
す
。と
り
わ
け
昨
年
か
ら
の
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
高
齢
者
へ

の
人
権
侵
害
の
深
刻
さ
を
重
く
捉
え
て
い
る
た
め
で
す
。

国
連
で
は
、1
9
8
0
年
代
か
ら
高
齢
化
と
高
齢
者
の

取
組
み
を
本
格
的
に
開
始
し
ま
し
た
。2
0
0
2
年
の
高

齢
化
世
界
会
議
で
コ
フ
ィ
ー
・
ア
ナ
ン
元
国
連
事
務
総
長

は
、「
ア
フ
リ
カ
で
は
、高
齢
者
が
1
人
亡
く
な
る
と
、図
書

館
が
1
つ
消
え
る
と
い
い
ま
す
」と
演
説
。世
界
中
ど
の
地

域
で
も
こ
れ
は
真
実
で
あ
り
、高
齢
者
が
過
去
と
現
在
、未

来
を
結
ぶ
仲
介
者
で
あ
り
、そ
の
知
恵
と
経
験
は
社
会
に

と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
宝
と
強
調
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、マ
ド
リ
ッ
ド
政
治
宣
言
と
マ
ド
リ
ッ
ド
国
際

行
動
計
画
が
策
定
さ
れ
、高
齢
者
の
人
権
を
守
る
枠
組
み

と
、「
す
べ
て
の
年
齢
の
人
々
の
た
め
の
社
会
を
目
指
し

て
」と
い
う
壮
大
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
示
し
ま
し
た
。同
計
画
が
、

国
連
が
策
定
中
の
人
権
条
約
の
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
ま
す
。

国
連
の
動
き

高
齢
者
人
権
条
約
の
策
定
へ

ここもチェック
ここもチェック
ここもチェック

コロナ禍における高齢者の人権について
考えてみましょう。

北欧などすすんだ国の高齢者施策を
調べてみましょう。

介護保険制度や75歳以上窓口負担2割化などを
通して感じていることを出し合ってみましょう。


