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「
平
和
」と「
憲
法
」と
は
ど
ん
な
関
係
？ 

　
太
平
洋
戦
争
が
終
結
し
て
か
ら
今
年
で
70

年
。国
会
で
は
安
全
保
障
法
制
に
関
す
る
関

連
法
案
が
審
議
さ
れ
る
な
ど
平
和
を
脅
か
す

動
き
が
加
速
し
て
い
ま
す
。

　

京
都
生
協
で
は
こ
れ
ま
で
、一
人
ひ
と
り

が
大
切
に
さ
れ
、い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
こ

と
、自
分
や
家
族
、地
域
、そ
し
て
日
本
だ
け

で
な
く
、
地
球
上
に
住
む
す
べ
て
の
人
々
が

笑
顔
で
暮
ら
せ
る
こ
と
を
願
っ
て
、平
和
へ
の

学
習
や
と
り
く
み
を
す
す
め
て
き
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
憲
法
学
・
平
和
学
が
専
門
の
立

命
館
大
学
国
際
関
係
学
部
教
授
・
君
島
東
彦

（
き
み
じ
ま
・
あ
き
ひ
こ
）さ
ん
に
お
話
を
伺

い
、日
本
の
平
和
の
た
め
に
憲
法
が
果
た
し

て
き
た
役
割
、こ
れ
か
ら
の
世
界
の
平
和
の

た
め
に
憲
法
が
果
た
す
使
命
つ
い
て
、一
緒
に

考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
今
も
世
界
の
国
々
で
は
武
力
に
よ
っ
て
市
民

の
生
活
が
脅
か
さ
れ
て
い
ま
す
。平
和
を
求
め
る

手
段
が
、武
力
で
威い
か
く嚇
す
る
や
り
方
で
い
い
の
で

し
ょ
う
か
。世
界
中
に
武
力
に
頼
ら
な
い
平
和
を

訴
え
て
い
る
人
は
大
勢
い
ま
す
。日
本
は
、戦
後

70
年
も
の
間
、
国
家
の
軍
事
力
を
抑
制
し
て
き

た
こ
と
で
、世
界
か
ら
尊
敬
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
よ
」

と
君
島
教
授
。

　
そ
こ
で
大
切
な
の
が
、あ
ふ
れ
る
情
報
を
取
捨

選
択
す
る
力
で
す
。誰
も
が
望
む
「
平
和
」も
さ

ま
ざ
ま
な
考
え
が
あ
り
ま
す
。君
島
教
授
も「『
平

和
』『
平
和
主
義
』と
い
う
言
葉
で
そ
の
人
は
何
を

意
味
し
て
い
る
の
か
考
え
る
こ
と
」と
。あ
ふ
れ

る
情
報
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、世
界
や
日
本

で
何
が
起
き
て
い
る
か
に
関
心
を
持
つ
こ
と
、そ

し
て
学
ぶ
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
一
般
市
民
の
関
心
が
、憲
法
の
精
神
を
生
か
し
た

平
和
を
支
え
る
礎
と
な
る
の
で
は
な
い
で
しょ
う
か
。

　

多
く
の
尊
い
命
と
日
々
の
穏
や
か
な
暮
ら
し

を
奪
っ
た
太
平
洋
戦
争
の
終
結
後
、戦
争
へ
の
反

省
と
平
和
へ
の
強
い
決
意
か
ら
「
日
本
国
憲
法
」

は
生
ま
れ
ま
し
た
。

　
「
日
本
国
憲
法
で
は
、私
た
ち
国
民
が
主
権
者

で
す
。政
府
は
、国
民
に
信
託
さ
れ
て
政
治
を
行

な
う
機
関
で
、国
家
の
活
動
は
憲
法
に
制
約
さ
れ

て
い
ま
す
」と
君
島
教
授
。そ
の
基
本
原
理
は
、「
国

民
主
権
」「
基
本
的
人
権
の
尊
重
」「
平
和
主
義
」

の
3
つ
。た
と
え
ば
、選
挙
や
義
務
教
育
、男
女

平
等
と
い
っ
た
生
活
の
身
近
な
と
こ
ろ
も
、憲
法

に
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
恒
久
平
和
の
精
神
を
あ
ら
わ
す
「
第
九
条
」に

は
、
戦
争
を
放
棄
し
戦
力
を
持
た
ず
交
戦
権
を

認
め
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

君
島
教
授
は
、「
制
定
当
初
、第
九
条
へ
の
国

民
の
支
持
は
、
賛
否
両
論
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

立命館大学国際関係学部
君島 東彦 教授

平
和
へ
の
決
意
を
込
め
て
制
定

武
力
を
用
い
な
い

　
　
　
　
平
和
を
目
指
し
て

し
か
し
、朝
鮮
戦
争
の
勃
発
に
と
も
な
う
日
本
再

軍
備
の
動
き
、ア
メ
リ
カ
政
府
と
一
部
の
政
治
家

に
よ
る
憲
法
改
正
の
主
張
に
接
し
た
国
民
は
、そ

れ
に
反
対
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、憲
法
を
自
分
た

ち
の
も
の
に
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
」と
。

　
「
日
本
自
ら
作
っ
た
も
の
で
な
い
」と
表
現
さ

れ
る
こ
と
の
あ
る
日
本
国
憲
法
も
、時
代
の
中
で

私
た
ち
国
民
の
も
の
と
し
て
し
っ
か
り
と
根
付
い

て
い
き
ま
し
た
。

　
平
和
は
誰
か
が
あ
た
え
て
く
れ
る
も
の
で
は

な
く
、私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
つ
く
っ
て
い
く
も

の
で
す
。
平
和
へ
の
大
切
さ
を
学
び
、平
和
を

願
う
人
々
の
輪
を
広
げ
て
い
く
た
め
に
も
、学
び
、

広
げ
る
こ
と
を
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま

し
ょ
う
。

　世界162カ国を対象にした「2015年平和度指数」では、日本は8位。
ヨーロッパ各国に交じってランクイン。

日本は世界平和度指数第8位

　この平和度指数は、イ
ギリスのエコノミスト紙が
24項目にわたって調査・
分析。国内紛争や治安の悪
化、軍事力強化など平和維
持への不安要素が大きい
ほど指数は高くなり、順位
が下がるというもの。

日本８位

アメリカ
94位

中国
124位

憲法とは、国の基礎となるルールのことです。
明治時代に施行された「大日本帝国憲法」は、天皇を
主権者とし、国の統治者、元首、軍の最高責任者と
定めていることが特色です。
一方で、「日本国憲法」は、
国民主権が大原則。
国民の権利や自由を守るた
めに、国がやってはいけない
こと、国がやるべきことにつ
いてまとめられています。

憲法はだれのためのもの？

主役は
私たち

1位 アイスランド
2位 デンマーク
3位 オーストリア
4位 ニュージーランド
5位 スイス

6位 フィンランド
7位 カナダ

8位 日本
9位 オーストラリア
10位 チェコ  
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