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摩l際平和の思想と蟹の長い歴
①前8世紀ギリシアの隣保同盟　古代ギリシャのポリス

同士では、戦争をしないで平和をと親善を誓いました
また、アリストファネスなどの反戦の喜劇も書かれた。

⑧前5世紀中国の春秋戦国時代、思想家の墨子の非政談と反戦の
思想。争いの時代にr不義書記して働員を攻助与等」と説いた。

⑧競麓蒜貢等若者富鉱野親純轟闘ふ
④3世紀ローマの自然法　万民法でローマ国内の平和を唱えた。

血生臭いことの好きなローマでさえも、平和を望んでいます。

中世の西欧では、神の平和、神の休戦が主張され、キリス
ト教会の主導による平和を説く。『聖書』の中にもr癖梅と魯
書鯵み替、鋼で滅びる」という有名な言葉があります。

⑥1625年オランダのグロチウスは『戦争と平和の法上で、ドイツ三
十年戦争の反省から、戦時でも国家間の平和の法律が必要であり、
海洋河川の航行の自由や平和取引など、国際法の制定を力説した。

18世紀ドイツの哲学者カントはF永久平和論lで、
r薔儀軍惨時看追うて全嚢土手ペ塁である。人を議事た
虎、人に報土れ香た虎に震われ魯こと鯵、人的看隼等魯機
械や逢員として使用すること看薫曝す魯Jと国際平和を訴え

柑15年神聖同盟・四日同盟　フランス革命やナポレオン
の戦争の後、ウィーン会議でキリスト教精神に基づく国
際協力と、永遠の国際平和維持を定めた。

1899・1907年オランダのハーグ万国平和会議で、「国際
紛争の平和的処理に関する条約」、毒ガスなどの禁止、
捕虜の待遇に関する「戦争法規に関する協約」を採択。

⑧国際労働者組織イ
界大戦が勃発し、労働者の自国に対する狭い愛国心や崩壊してしまう。

⑧

ンクーナショナルの平和運動．しかし第一次世

ガンディーの非暴力、文豪トルストイや、ロマン・ロランの平和論

⑧宗教家内村鑑三の戦争絶対的廃止の平和論．キリスト教の信仰
から、日露開戦に際して「非戦論」を主張した。

⑧明治初期の自由民権連動欧米思想の影響とはいえ、国会の開設と
憲法制定、地租軽減、地方自治を要求した国民の下からの運動。

⑧第一次世界大戦直後の919年、ドイツ共和国のワイマール恵法

◆
妻
条
の
戦
争
の
放
棄
・
戦
力
の
不
保
持
唱
一
朝
一
夕
に
生
ま
れ
た
も
の
で

は
な
く
、
人
類
の
こ
ん
な
に
長
く
重
い
歴
史
を
踏
ま
え
て
誕
生
し
ま
し
ち
　
こ
の
平
和
主
義
こ

そ
、
現
代
の
人
類
の
あ
り
方
や
理
想
を
示
し
た
も
の
で
す
。
◆
ま
た
、
「
ア
メ
リ
カ
か
ら

の
押
し
っ
け
だ
」
と
い
う
の
は
、
当
時
G
H
Q
（
占
領
軍
）
　
に
提
出
し
た
政
府
の
憲
法

草
案
が
拒
否
さ
れ
た
腹
い
せ
に
、
現
憲
法
を
批
判
し
変
え
た
い
人
々
の
こ
じ
つ
け
で
す
。

◆
そ
し
て
、
ふ
る
さ
と
小
高
の
憲
法
学
者
鈴
木
安
蔵
作
成
の
　
「
憲
法
草
案
」
が
、
現
在

の
憲
法
の
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
大
い
に
誇
り
を
持
ち
た
い
も
の
で
す
。

社会的基本権・労働
権・男女平等など、当時最も民主的な憲法と言われた。ナチスにより消滅。
1928年ケロッグ■プリアン協定（不戦条約）を締結した。ケロツ はアメリカの国

務長官、プリアンはフランスの外相。r凰欝紛争の解決鯵すべて平和的解決手織にさ
る。一切の武力惨使用書止Jと約束し、日本の憲法9条成立に大きな影響を与えた。

⑧1955年7月7日、ラッセルやアインシュタインの反戦と壌兵器の廃絶の思想　カナ
ダのパグウオッシュで、世界の科学者たちが軍稀と国際協力を主張した。

⑧甫アメリカのコスタリカ共和国で軍鞭を廃止1949年制定の憲法で武装放棄を宣言
し、軍隊をもっていない。国 予 の四分の一を教育費にあてています。

そして、⑧1947（昭和22）年、日本国憲法前文と第9集rB春風民臥戦争鯵永久に故暮す
与。睦海空軍の職力は傭持し尊い。由の爽職輪旛これ奇計仇ない．」が制定されたのです。



芸
な
た
の
■
疑
問
に
答
え
春
す
》

『
福
島
県
九
条
の
会
・
守
ろ
う
寮
法
九
条
』
よ
り
コ
ピ
ー

r自分には憲法改正間席は

関係ない」．と
思っているあなたへ

●
私
た
ち
の
生
活
は
、
い
ろ
ん
な
き
ま
り
、
約
束
で
動
い
て
い

ま
す
。
そ
れ
が
国
の
レ
ベ
ル
で
は
法
律
で
あ
り
、
最
終
的
な
根

拠
と
し
て
憲
法
が
あ
る
の
で
す
。
だ
か
ら
憲
法
は
生
活
に
大
き

な
影
響
力
を
も
つ
一
番
重
要
な
法
な
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
憲
法
は
誰
と
誰
の
約
束
で
し
ょ
う
か
。
国
民
が
主

人
公
と
し
て
国
や
政
府
を
し
ぼ
る
約
栄
な
の
で
す
。
で
す
か

ら
「
関
係
な
い
し
と
い
っ
て
は
っ
て
お
い
た
ら
、
立
場
が
逆
転
し

て
、
国
や
政
府
が
「
国
民
の
責
任
や
義
務
」
な
ど
と
い
い
出
し
て

逆
に
国
屈
を
し
ぼ
る
お
そ
れ
が
十
分
に
あ
る
の
で
す
。

ま
し
て
、
憲
法
九
条
と
い
え
ば
、
戦
争
や
平
和
の
問
題
と
し

て
私
た
ち
の
命
や
生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
す
。

そ
れ
で
も
「
関
係
な
い
」
と
い
い
き
れ
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。

む
し
ろ
私
た
ち
の
生
活
を
平
和
で
豊
か
な
も
の
に
す
る
た

め
に
、
進
ん
で
憲
法
を
学
び
、
く
ら
し
に
生
か
し
て
い
く
こ
と

が
い
ま
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

r自衛隊は事実上軍膵なんだから、

そのことを九条に明記すべきだ」と

思っているあなたへ

●
日
本
の
平
和
主
義
は
「
自
分
の
国
だ
け
」
な
ん
て
考
え
て
い
ま

せ
ん
。
む
し
ろ
、
こ
の
6
0
年
間
、
戦
争
を
し
か
け
て
い
っ
た
国
は
沢

「自分の国だけ平和主と

いっても世界に適‾■

思って

力
あ
り
、
無
抵
抗
の
市
民
も
何
人
も
殺
し
て
い
る
中
で
、
「
私
た
ち
は

主
人
．
二
｛
こ
な
か
っ
た
」
と
胸
を
は
っ
て
い
え
ま
す
。

．
て
い
る
の
は
い
っ
た
い
ど
こ
の
だ

荘
一
子
力
多
く
の
国
や
人
々
は
日

オ
（
■
、
　
声
ナ
　
　
　
　
　
　
、
る
の
で
す
。
ア
メ
リ
カ
と
ほ
ん

の
一
部
の
国
だ
け
か
亡
ト
オ
ナ
．
　
す
り
こ
ん
で
一
緒
に
戦
争
で
き
る

よ
う
に
す
る
た
め
に
（
集
団
的
自
衛
権
）
憲
法
九
条
の
改
正
を
望
ん
で

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
う
え
、
そ
も
そ
も
戦
争
で
問
題

が
解
決
し
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
で
も
、
平
和
主
義
が
「
適
用
し
な
い
」
と
思
う
な
ら
、
そ
れ
は
平

和
主
義
に
問
題
が
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
貫
く
努
力

が
足
り
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
秀
れ
た
憲
法
を
軸
に
、
日
本
は

平
和
に
つ
い
て
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
り
、
紛
争
解
決
に
つ
く
す
こ

と
こ
そ
世
界
が
い
ま
期
待
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

r北朝鮮はテポドンがある。
中国も軍事力を増やしているから

心配」と思っているあなたへ
●
憲
法
九
条
二
項
は
「
戦
力
の
不
保
持
」
「
交
戦
権
の
否
認
」
を

定
め
て
い
る
の
で
す
か
ら
軍
隊
は
な
い
の
が
本
来
の
姿
で
す
。

し
か
し
、
米
ソ
の
「
冷
た
い
戦
争
」
が
は
じ
ま
る
と
と
も
に
ア
メ

リ
カ
の
指
示
で
警
察
予
備
隊
が
作
ら
れ
、
日
米
安
全
保
障
条

約
の
も
と
で
、
「
解
釈
改
憲
」
を
つ
み
上
げ
て
強
大
な
自
衛
隊
に

な
っ
て
き
た
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
ん
な
自
衛
隊
で
あ
っ
て
も

九
条
二
項
が
あ
る
か
ぎ
り
「
自
衛
の
た
め
の
実
力
組
織
で
あ
り
」

「
海
外
の
武
力
行
使
は
で
き
な
い
」
と
さ
れ
、
政
府
を
し
ぼ
っ
て

き
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
ア
ー
ミ
テ
ー
ジ
前
国
務
副

長
官
は
「
日
米
で
共
同
作
戦
を
と
る
段
階
で
ひ
っ
か
か
る
」
第

九
条
の
改
正
を
求
め
て
い
る
の
で
す
。
自
衛
隊
を
「
軍
隊
」
と
し

て
認
め
て
（
無
理
を
通
し
て
）
、
事
実
上
平
和
主
義
を
放
棄
す
る

（
道
理
を
ひ
っ
こ
め
る
）
こ
と
を
ゆ
る
す
か
ど
う
か
が
い
ま
国

民
一
人
一
人
に
問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

●
た
し
か
に
そ
の
よ
う
な
心
配
が
な
い
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
議
論
は
慎
重
に
対
応
す
る
こ
と
が
必
要
で

す
。
日
本
の
歴
史
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
こ
の
よ
う
に
国

民
の
不
安
を
か
き
立
て
て
軍
事
力
を
際
限
な
く
拡
大
し
、
つ
い

に
は
「
自
衛
」
と
い
う
名
で
謀
略
あ
る
い
は
先
制
攻
撃
を
し
か

け
、
日
本
や
世
界
の
民
衆
に
大
き
な
苦
し
み
と
悲
し
み
を
味
わ

わ
せ
る
こ
と
が
く
り
か
え
し
お
こ
っ
て
い
ま
す
。
「
大
量
破
壊

兵
器
」
の
口
実
で
は
じ
ま
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
イ
ラ
ク
戦
争
が
ど

ん
な
に
ウ
ソ
に
ま
み
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
は
世
界
の
人
々

が
眼
の
前
で
み
た
通
り
で
す
。
し
か
も
、
戦
争
と
い
う
暴
力
は

「
支
配
の
形
の
平
和
」
し
か
つ
く
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
報
復
を
生

み
、
結
局
は
く
ず
れ
ま
す
。
対
話
に
よ
る
平
和
を
求
め
る
日
本

国
憲
法
の
平
和
主
義
の
理
念
こ
そ
、
世
界
の
歴
史
か
ら
学
ん
だ

到
達
点
で
す
。
こ
の
平
和
主
義
に
確
信
と
誇
り
を
も
っ
て
ア
ジ

ア
の
国
々
と
対
話
し
、
平
和
を
作
り
あ
げ
て
く
こ
と
こ
そ
理
性

的
で
正
し
い
達
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
も
そ
の
こ
と
は

国
際
連
合
の
理
想
と
も
一
致
し
て
い
る
の
で
す
。

憲法99条【憲法尊重擁護の義務】天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、
裁判官、その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

憲法を尊重し擁護することは、公の職にある人々の義務と定められています。
‥・この尊重するというということは、単に「たいせつにする」といった程度の
ことではなく、憲法に定めることを日本の中に実現するという積極的なものでな
くてはなりません。‥・無論、個人としては憲法に対して自由な考え方をもつこ
とはできます。しかし、公の立場としては、この憲法を尊重し、擁護して行動
しない公務員は、その適格性を欠くものとして処分されることになっています。

（F憲法の解説』憲法教育指導研究会編　一橋出版より）
らないはず●首相をはじめ国会議員から地方公務員にいたるまで、憲法を尊重し擁護しなければな

なのに、「憲法を守ろう」ということをロにすることさえタブー視したり、無関心を装う傾向があります。
公務員なら特に憲法のこの条文を知らないはずはないのに？轟でも一方で「九条の会」に「私もそう
思っていた！」と共鳴する市民もたくさんいます。弱気にならないで、粘り強く活動していきましょう▼


