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 YWCA（ワイ・ダブリュー・シー・エー / 
Young Women's Christian Association）は、

キリスト教を基盤に、世界中の女性が
言語や文化の壁を越えて力を合わせ、
女性の社会参画を進め、人権や健康や
環境が守られる平和な世界を実現する
国際NGOです。1855年英国で始まり、
今では日本を含む120あまりの国で、約
2,500万人の女性たちが活動しています。

そうだったのか！



⃝日本国憲法�
（にほんこくけんぽう）

⃝1946年11月3日（公布）、�
1947年 5月3日（施行）

⃝日本

⃝戦争で日本と世界中の人々に多大な犠牲を与えてしまった反省から生まれた。
　ボクの中には、世界の人々が何百年もかけて闘って勝ち取った永久の権利が
詰まっているよ。

⃝平和憲法（へいわけんぽう）
平和への決意を宣言する前文と、非戦・非武装を掲げる9条から付けられた。
日本の憲法はボクだけだから「けんぽう」と略されているよね。

⃝前文から第103条まで全11章

⃝立憲主義のスーパーヒーロー
国家の権力を縛り、みんなの自由と人権を守っているよ。国会議員や裁判官、
地域の公務員もボクの言うことを守らなければならない。どんな法律よりも
ボクが絶対。日本の国で一番偉いルールだよ。

⃝個人の尊重
一人ひとりがかけがえのない存在として大切にされる社会を達成すること。

　 ⃝1 �基本的人権の尊重……誰もが生まれながらにして持っている自由や権利を
守る。

　2 �平和主義……戦争をせず、争いごとは武力ではなく話し合いで解決する。
　3 �国民主権……みんなが政治の主人公だから、自分たちのことは自分たちで
決める。

⃝みんなちがって、みんないい
金子みすゞの詩でおなじみだよね。

⃝武力にたよらず、対話で平和をつくること

好きな
言葉

特技

p r o f i l e

けんぽうさん
プロフィール

p r o f i l e

当たり前に思っていた憲法がいつの間にか変わって、
いまの日常が「当たり前」でなくなったら……
知らなかった、そんなはずではなかった、

では遅いかも。
まず、私たちの憲法を知ることから始めよう。

本名

生年
月日

出身

ルーツ

ニック
ネーム

身長

職業

理念

三つの
お約束

3 2



個
人
の
尊
重

私
ら
し
く
生
き
る
権
利

ら
ん
子　

日
本
国
憲
法
ね
…
…
私
に
は
遠
い

存
在
に
思
え
る
。

る
う
子　

わ
か
る
～
。
私
も
憲
法
に
興
味
が

持
て
な
か
っ
た
頃
は
そ
う
思
っ
て
た
。
で
も
、

わ
り
と
身
近
な
も
の
な
の
。
私
た
ち
が
学
校

に
行
っ
た
り
、
結
婚
し
た
り
、
仕
事
し
た
り
、

自
分
な
り
の
人
生
を
選
べ
る
の
は
、
憲
法
の

お
か
げ
だ
と
思
う
。

ら
ん
子　

憲
法
の
お
か
げ
？　

る
う
子　
憲
法
の
目
的
は
「
個
人
の
人
権
」

を
尊
重
す
る
こ
と
。
そ
の
人
ら
し
く
生
き
る

自
由
と
権
利
を
保
障
し
て
い
る
の
。

ら
ん
子　

…
…
気
持
ち
は
あ
り
が
た
い
け
ど
、

イ
マ
イ
チ
ま
だ
ピ
ン
と
こ
な
い
。

水
谷　

そ
れ
な
ら
、
日
本
国
憲
法
が
で
き
る

前
の
日
本
人
の
暮
ら
し
を
想
像
し
て
み
て
。

封
建
時
代
は
、
武
士
は
武
士
、
農
民
は
農
民

と
身
分
に
よ
る
生
き
方
が
決
め
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
明
治
時
代
に
制
定
さ
れ
た
大
日
本
帝

国
憲
法
下
で
は
、
国
が
宗
教
と
結
び
つ
き
な

が
ら
国
民
の
生
き
方
や
道
徳
を
決
め
て
、
国

民
は
そ
れ
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
国

の
た
め
に
命
を
捧
げ
る
こ
と
も
強
制
さ
せ
ら

れ
ま
し
た
。
住
む
場
所
も
結
婚
相
手
も
、
そ

の
家
の
戸
主
（
父
親
）
が
決
め
て
い
ま
し
た
。

特
に
女
性
は
夫
や
父
親
に
絶
対
的
に
服
従
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

ら
ん
子　

そ
の
時
代
に
生
ま
れ
な
く
て
よ
か

っ
た
。
で
も
、
そ
ん
な
に
昔
の
話
で
は
な
い

の
よ
ね
。

水
谷　

そ
の
人
ら
し
く
生
き
る
こ
と
を
否
定

さ
れ
続
け
て
き
た
反
省
を
も
と
に
、
戦
後
、

「
一
人
ひ
と
り
の
生
き
方
を
尊
重
し
よ
う
」
と

い
う
理
念
で
作
ら
れ
た
の
が
日
本
国
憲
法
な

の
で
す
。

る
う
子　

そ
れ
な
の
に
、
憲
法
が
変
え
ら
れ

よ
う
と
し
て
い
る
の
。
た
と
え
ば
、
国
民
が

自
由
と
幸
福
に
な
る
権
利
を
う
た
う
13
条
は
、

自
民
党
の
憲
法
改
正
草
案
（
以
下
「
改
憲

案
」）
で
は
こ
う
書
き
替
え
ら
れ
て
い
る
の
。

日
本
国
憲
法
第
13
条

す
べ
て
国
民
は
、
個
人
と
し
て
尊
重
さ

れ
る
。

改
憲
案
第
13
条

全
て
の
国
民
は
、
人
と
し
て
尊
重
さ
れ

る
。

ら
ん
子　

ど
こ
が
変
わ
っ
て
い
る
の
？

る
う
子　
よ
く
見
て
、「
個
人
と
し
て
尊
重
」

→
「
人
と
し
て
尊
重
」
に
な
っ
て
る
。

ら
ん
子　
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
な
ら
、

い
い
じ
ゃ
な
い
。
ブ
ラ
ッ
ク
な
会
社
で
苦
労

し
て
い
る
友
達
は
「
人
と
し
て
尊
重
し
て
ほ

し
い
」
と
嘆
い
て
い
る
わ
。

水
谷　

小
さ
な
違
い
の
よ
う
で
す
が
、「
個

人
」
か
ら
「
個
」
が
抜
け
る
こ
と
で
「
そ
の

人
ら
し
く
」
生
き
る
こ
と
を
尊
重
し
な
い
こ

と
に
な
り
ま
す
。

ら
ん
子　

個
性
が
大
切
に
さ
れ
な
い
？

水
谷　

ま
ず
は
改
憲
案
の
前
文
を
見
て
み
ま

し
ょ
う
。
前
文
は
、
憲
法
の
理
念
（
コ
ン
セ

プ
ト
）
が
書
か
れ
て
い
る
見
逃
せ
な
い
箇
所

で
す
。

改
憲
案
前
文

日
本
国
民
は
、
国
と
郷
土
を
誇
り
と
気

概
を
持
っ
て
自
ら
守
り
、
基
本
的
人
権

を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
和
を
尊
び
、

家
族
や
社
会
全
体
が
互
い
に
助
け
合
っ

て
国
家
を
形
成
す
る
。

ら
ん
子　

ど
う
い
う
こ
と
?

水
谷　

こ
れ
は
ね
、
一
人
ひ
と
り
の
生
き
方

を
尊
重
す
る
は
ず
の
憲
法
が
「
こ
れ
が
国
民

の
生
き
方
で
す
よ
」
と
言
及
し
て
い
る
の
で

す
。
つ
ま
り
、
国
を
愛
し
、
家
族
や
社
会
が

助
け
合
っ
て
国
を
つ
く
る
こ
と
が
日
本
人
の

あ
る
べ
き
姿
で
す
よ
、
と
言
っ
て
い
る
よ
う

な
も
の
で
す
。
こ
の
改
憲
案
の
も
と
で
は
、

政
府
が
掲
げ
る
「
日
本
国
民
像
」
に
合
致
し

な
い
人
々
に
と
っ
て
は
、
生
き
に
く
い
社
会

に
な
る
で
し
ょ
う
。

ら
ん
子　

改
憲
案
に
そ
ん
な
こ
と
が
盛
り
込

若らん子
p r o f i l e

中小企業の非正規社員。
憲法に興味はないが、社
会にモヤモヤぎみ。

水谷陽子
p r o f i l e

「明日の自由を守る若手弁
護士の会」会員。若くて
熱い弁護士。

そういうことだったのか会議

って

世の中には「平和憲法をまもろう」、「時代にあわせて変えよう」と叫ぶ人々がいる。
自分は、憲法のことじっくり考えたことがない。そこそこ幸せに暮らせたら、
それでいい……。でもちょっと気になるので、ざっくばらんに話してみた。

若るう子
p r o f i l e

国際NGOで活躍する二
児の母。自他ともに認め
る憲法オタク。

5 4



ま
れ
て
い
た
な
ん
て
知
ら
な
か
っ
た
。  

自
分
の
生
き
方
を
選
ぶ
権
利

家
族
っ
て
な
に
？

る
う
子　

ま
だ
あ
る
の
よ
。
女
性
の
生
き
方

に
直
接
関
わ
る
24
条
。
婚
姻
、
家
族
生
活
で

の
個
人
の
尊
厳
と
男
女
平
等
を
保
障
し
て
い

る
の
。
結
婚
の
自
由
、
家
庭
に
縛
ら
れ
ず
、

性
別
に
捉
わ
れ
ず
自
分
な
り
の
生
き
方
を
選

べ
る
の
は
、
24
条
が
あ
る
か
ら
。
で
も
改
憲

案
は
ガ
ラ
リ
と
変
わ
る
。
た
と
え
ば
冒
頭
に

こ
ん
な
一
文
が
追
加
さ
れ
そ
う
な
の
。

改
憲
案
第
24
条

家
族
は
、
社
会
の
自
然
か
つ
基
礎
的
な

単
位
と
し
て
、
尊
重
さ
れ
る
。
家
族
は
、

互
い
に
助
け
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
ん
子　

家
族
が
助
け
合
う
っ
て
悪
く
な
い

か
も
。

水
谷　

家
族
が
お
互
い
に
扶
養
し
て
助
け
合

う
責
任
が
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
で
、

社
会
保
障
や
福
祉
政
策
を
削
減
す
る
根
拠
に

な
り
得
ま
す
。

ら
ん
子　

社
会
保
障
の
削
減
？　

な
ぜ
？

水
谷　

今
の
憲
法
は
、
家
族
の
一
人
ひ
と
り

に
「
自
分
の
人
生
を
生
き
る
権
利
」
が
あ
る

と
保
障
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
個
人
の
尊

厳
の
た
め
に
、
国
は
家
庭
を
助
け
る
責
任
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
改
憲
案
24
条
の
す
べ

て
の
条
項
を
見
る
と
位
置
づ
け
が
逆
に
な
っ

て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。
こ
れ
で
は

家
族
の
義
務
を
理
由
に
「
国
に
頼
ら
ず
に
家

族
で
助
け
合
っ
て
解
決
し
な
さ
い
」
と
さ
れ

て
、
子
育
て
や
介
護
な
ど
の
支
援
、
社
会
保

障
や
福
祉
の
削
減
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。

年
金
に
も
影
響
が
出
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま

す
。

る
う
子　

子
育
て
や
介
護
の
負
担
は
女
性
に

の
し
か
か
っ
て
く
る
。
子
育
て
と
介
護
を
し

な
が
ら
仕
事
に
出
る
な
ん
て
無
理
。
で
も
、

夫
の
給
料
だ
け
じ
ゃ
や
っ
て
い
け
な
い
。

水
谷　

家
族
ゆ
え
に
問
題
を
抱
え
て
い
る

人
々
は
さ
ら
に
深
刻
で
す
。
児
童
虐
待
や
パ

ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
か
ら
逃
れ
て
自
立
し

た
人
た
ち
も
、
家
族
の
扶
養
義
務
に
よ
っ
て

逃
れ
ら
れ
ず
、
家
に
縛
り
付
け
ら
れ
て
し
ま

い
ま
す
。

ら
ん
子　

結
婚
し
て
い
な
い
私
は
ど
う
な
る

の
。「
家
族
」
を
強
調
さ
れ
た
ら
、
家
族
を

持
つ
こ
と
が
普
通
と
さ
れ
て
、
独
身
で
い
る

と
肩
身
が
狭
く
な
る
。
そ
れ
に
、
国
や
自
治

体
に
よ
る
婚
活
圧
力
が
ま
す
ま
す
激
し
く
な

り
そ
う
。

る
う
子　

家
族
の
義
務
…
…
。
女
性
は
家
事

や
育
児
を
す
る
も
の
だ
、
子
ど
も
を
た
く
さ

ん
産
む
も
の
だ
、
と
い
う
世
間
の
声
が
ま
す

ま
す
強
く
な
り
そ
う
。

立
憲
主
義

憲
法
を
守
る
べ
き
は
誰
？

る
う
子　
一
つ
の
条
文
だ
け
取
り
出
し
て
見

る
と
大
し
た
変
化
で
は
な
い
よ
う
だ
け
ど
、

複
数
の
条
項
と
併
せ
て
見
る
と
、
改
憲
の
狙

い
が
透
け
て
見
え
る
よ
う
。

水
谷　

そ
う
で
す
。
改
憲
案
は
、
憲
法
の
位

置
づ
け
を
変
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

ら
ん
子　

憲
法
の
位
置
づ
け
？

水
谷　

日
本
国
憲
法
は
「
王
様
を
縛
る
憲

法
」
で
す
。
憲
法
と
い
う
ル
ー
ル
を
守
る
べ

き
な
の
は
、
国
民
で
は
な
く
国
会
議
員
な
ど

の
権
力
者
。
国
家
権
力
が
国
民
を
脅
か
さ
な

い
よ
う
に
、
歯
止
め
を
か
け
る
た
め
に
憲
法

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
考
え
方
を
「
立
憲
主

義
」
と
言
い
ま
す
。
改
憲
案
で
は
、
そ
れ
を

逆
転
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

ら
ん
子　

と
い
う
こ
と
は
、
王
様
を
縛
る
た

め
で
は
な
く
、
国
民
を
縛
る
憲
法
に
な
る

の
？

水
谷　

そ
の
通
り
で
す
。
象
徴
的
な
の
が
、

新
し
く
加
え
ら
れ
そ
う
な
一
文
で
す
。
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日
本
国
憲
法
第
99
条

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
。

改
憲
案
第
1
0
2
条

全
て
国
民
は
、
こ
の
憲
法
を
尊
重
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
ん
子　

こ
れ
「
憲
法
を
守
る
の
は
国
民

だ
」
と
言
っ
て
る
よ
う
な
も
の
だ
ね
。

水
谷　

ほ
か
に
も
改
憲
案
に
新
設
さ
れ
た
複

数
の
項
が
、
国
民
を
縛
る
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。

緊
急
事
態
条
項

リ
ア
ル
独
裁
ス
イ
ッ
チ
!?

ら
ん
子　

戦
争
は
絶
対
に
イ
ヤ
だ
け
ど
、
北

朝
鮮
の
ミ
サ
イ
ル
も
怖
い
。
ミ
サ
イ
ル
が
落

ち
て
く
る
の
を
見
て
い
る
し
か
な
い
っ
て
、

ど
う
な
の
？ 

水
谷　

武
力
に
よ
っ
て
軍
事
的
緊
張
を
高
め

る
こ
と
で
本
当
に
解
決
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

一
番
の
解
決
策
は
対
話
で
す
。
こ
れ
ま
で
9

条
が
あ
る
こ
と
で
、
自
衛
隊
の
中
身
に
つ
い

て
議
論
が
あ
り
つ
つ
も
「
戦
争
放
棄
」
の
ポ

ー
ズ
を
と
り
、
諸
外
国
に
対
し
て
対
話
を
す

る
前
提
が
で
き
て
い
ま
し
た
。
改
憲
す
れ
ば

「
戦
争
で
問
題
を
解
決
し
ま
す
」
と
ア
ピ
ー
ル

す
る
よ
う
な
も
の
。
緊
張
を
高
め
て
偶
発
的

な
戦
争
が
始
ま
る
リ
ス
ク
を
高
め
る
こ
と
に

な
る
で
し
ょ
う
。

る
う
子　

緊
急
事
態
条
項
も
必
要
だ
と
思
っ

て
い
る
若
者
も
い
る
の
よ
。

水
谷　

自
民
党
が
新
し
く
加
え
た
98
・
99
条

「
緊
急
事
態
条
項
」
で
す
ね
。
こ
れ
ほ
ど
恐

ろ
し
い
条
項
は
あ
り
ま
せ
ん
。
緊
急
と
さ
れ

た
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
に
権
限
が
集
中
し
、

独
裁
を
許
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ら
ん
子　

緊
急
事
態
っ
て
、
や
っ
ぱ
り
ミ
サ

イ
ル
攻
撃
に
備
え
て
い
る
の
？

水
谷　

自
民
党
は
東
日
本
大
震
災
の
よ
う
な

大
き
な
災
害
が
あ
っ
た
と
き
に
必
要
だ
と
言

っ
て
い
ま
す
。
で
も
、
災
害
時
に
緊
急
に
権

限
が
必
要
に
な
る
の
は
、
内
閣
で
は
な
く
被

災
地
の
現
場
。
救
急
隊
員
や
自
治
体
の
人
々

で
し
ょ
う
。
そ
の
方
が
合
理
的
で
す
。
内
閣

に
権
限
は
必
要
な
い
の
で
す
。

る
う
子　

災
害
時
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
ん
じ

ゃ
な
い
か
と
思
う
。

水
谷　

こ
の
改
憲
案
で
は
、
内
閣
だ
け
で
法

律
と
同
じ
力
の
あ
る
決
ま
り
を
制
定
で
き
て

し
ま
い
ま
す
。
法
律
は
国
民
が
守
る
べ
き
ル

ー
ル
で
す
。
本
来
な
ら
、
国
会
で
議
論
を
重

ね
て
制
定
で
き
る
も
の
で
す
が
、
内
閣
だ
け

で
定
め
る
こ
と
が
で
き
て
し
ま
う
。

る
う
子　

9
条
を
護
っ
て
も
、
こ
の
99
条
が

実
現
し
た
ら
戦
争
が
で
き
る
っ
て
こ
と
？　

働
い
て
い
る
お
父
さ
ん
が
戦
地
に
行
く
こ
と

も
あ
る
の
？

水
谷　
国
か
ら
「
緊
急
だ
か
ら
行
き
な
さ

い
」
と
言
わ
れ
た
ら
従
わ
ざ
る
を
得
な
く
な

り
ま
す
。

ら
ん
子　

こ
の
条
項
、
切
り
札
み
た
い
。
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本日の
先生

日
本
国
憲
法

い
つ
も
ず
っ
と
弱
き
者
の
盾

ら
ん
子　

こ
ん
な
改
憲
は
イ
ヤ
だ
…
…
で
も

私
、
今
の
社
会
で
も
生
き
づ
ら
さ
を
感
じ
る
。

憲
法
に
守
ら
れ
て
い
る
実
感
が
な
い
な
ぁ
。

憲
法
よ
り
も
お
金
が
頼
り
に
な
る
よ
う
な
社

会
で
し
ょ
。

水
谷　
「
今
、
権
利
が
保
障
さ
れ
て
い
る
」
と

実
感
す
る
こ
と
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

人
権
は
、
損
な
わ
れ
た
時
に
よ
う
や
く
気
が

付
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
。
教
育
を
受
け
る

権
利
も
、
働
く
権
利
も
、
憲
法
に
よ
っ
て
保

障
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
、
お
金
が

な
く
て
教
育
が
受
け
ら
れ
な
い
、
ブ
ラ
ッ
ク

企
業
で
も
働
か
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
の
は
、

憲
法
が
保
障
す
る
は
ず
の
「
人
権
」
が
実
現

さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。

ら
ん
子　

私
の
人
権
、
尊
重
さ
れ
て
な
い
？

水
谷　

自
分
の
働
き
方
は
お
か
し
い
と
思
う

の
で
あ
れ
ば
、
憲
法
を
盾
に
声
を
上
げ
ま
し

ょ
う
。
憲
法
が
保
障
す
る
基
本
的
人
権
は

「
人
類
の
多
年
に
わ
た
る
自
由
獲
得
の
努

力
」
に
よ
っ
て
勝
ち
取
っ
た
永
久
の
権
利
な

の
で
す
。
こ
れ
を
絵
に
描
い
た
餅
に
し
て
は

い
け
な
い
。

る
う
子　

自
民
党
の
改
憲
案
が
社
会
で
大
ブ

ー
イ
ン
グ
に
な
ら
な
い
の
は
、
今
の
憲
法
の

素
晴
ら
し
さ
が
十
分
に
活
か
さ
れ
て
い
な
い

か
ら
か
も
。

水
谷　

社
会
が
前
進
す
る
の
は
、
社
会
の
中

で
困
っ
て
い
る
人
が
「
困
っ
て
ま
す
！
」
と

存
在
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
か
ら
始
ま

り
ま
す
。
そ
れ
が
何
よ
り
も
大
事
な
出
発
点

で
す
。
そ
し
て
声
を
上
げ
る
人
を

支
え
る
の
が
憲
法
な
ん
で
す
。

ら
ん
子　

憲
法
っ
て
正
義
の
味
方
、

も
っ
と
い
え
ば
私
の
味
方
み
た
い

で
心
強
い
。
で
も
日
本
で
一
番
偉

い
ル
ー
ル
の
わ
り
に
、
短
い
文
章

で
書
か
れ
て
い
る
の
ね
。

水
谷　

短
文
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う

で
す
が
、
そ
こ
に
普
遍
的
な
こ
と

が
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
後
世
の
社
会
の

変
化
に
も
対
応
で
き
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い

る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
必
要
な
法
律

を
定
め
、
新
し
い
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
す
。
本
当
に
必
要
な
権
利
で
あ

れ
ば
、
今
あ
る
憲
法
の
い
ず
れ
か
を
根
拠
に

実
現
で
き
る
は
ず
で
す
。
書
か
れ
て
い
な
い

権
利
の
た
め
に
憲
法
を
変
え
る
な
ん
て
。

ら
ん
子　

憲
法
が
本
領
発
揮
し
た
ら
、
み
ん

な
が
生
き
や
す
い
社
会
に
な
り
そ
う
。
憲
法

の
良
さ
を
も
っ
と
知
っ
て
、
も
っ
と
活
か
し

て
い
き
た
い
な
。

構
成
　
編
集
部

前文（一部抜粋）
日本国民は、正当に選挙された国会における代表
者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のため
に、諸国民との協和による成果と、わが国全土に
わたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行
為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやう
にすることを決意し、ここに主権が国民に存する
ことを宣言し、この憲法を確定する。（中略）日
本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係
を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつ
て、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した。

前文（一部抜粋）
日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統
合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主
権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づい
て統治される。
　我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害
を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要
な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との
友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。
　日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自
ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊
び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形
成する。

第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自
由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の
上で、最大の尊重を必要とする。

第13条
全て国民は、人として尊重される。生命、自由及
び幸福追求に対する国民の権利については、公益
及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政
の上で、最大限に尊重されなければならない。

第24条
　婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦
が同等の権利を有することを基本として、相互の
協力により、維持されなければならない。
2　配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、
離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に
関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平
等に立脚して、制定されなければならない。

第24条
家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重
される。家族は、互いに助け合わなければならない。
2　婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦
が同等の権利を有することを基本として、相互の
協力により、維持されなければならない。
3　家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、
相続並びに親族に関するその他の事項に関して
は、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立
脚して、制定されなければならない。

第99条　　
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。

第102条 
全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
２　国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員
は、この憲法を擁護する義務を負う。

「憲法ってそういうことだったのか会議」で触れた
今の憲法と自民党の改憲案（一部）を読み比べてみよう。
小さな違いが日本の行方を大きく左右するようです。

自民党日本国憲法改正草案日本国憲法

 み　　べてみよう！

※本特集記事は2018年1月15日現在の情報をもとに構成しました。

水谷 陽子
Yoko Mizutani

p r o f i l e

弁護士（東京弁護士会）
1989年生まれ。2015年弁
護士登録。代々木総合法
律事務所所属。明日の自由
を守る若手弁護士の会のメ
ンバーとして、憲法や人権
に関する講師活動に取り組
んでいるほか、福島原発被
害弁護団やLGBT支援法律
家ネットワークなど、人権を
擁護するための多彩な活動
を行っている。動画サイト
に投稿された真摯な街頭ス
ピーチが話題に。

イラスト／大島史子
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