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今月のトピック

　18 歳選挙権を前に考える
~ 平和の担い手を育てる『主権者教育権』~

●わたしの世田谷
羽根木公園の自然に癒され、お気に入りの
店で珈琲を飲んで、朝食べる用のパンを買っ
て、夜は行きつけの飲み屋で乾杯する。私
を外へ連れ出してくれる魅力的な街。

特　集●

まちの市民力！●  イクツアルポック
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　これまで 20 歳からだった選挙権が 18 歳に引き下げられ、今年の夏に予定
されている参議院選挙から適用されます。それに伴い、「主権者教育」という
用語が飛び交うようになってきています。選挙権を与えられることになった人
たちに「主権者」としての教育を施そう、という意図で使われているようです。
　「主権者教育、どこかで聞いた言葉…」。法政大学名誉教授の永

な が い

井憲
けんいち

一先生が
提唱されている『主権者教育権』がそれです。しかし永井先生が提唱したもの
とは少し違った意味で語られる昨今の「主権者教育」。
　セボネ編集委員が、子育て中の若いママと一緒に「憲法第一」の憲一先生に
そのあたりのお話をうかがいました。

　18 歳選挙権を前に考える
~ 平和の担い手を育てる『主権者教育権』～
18 歳選挙権を前に考える

●特集

　
18
歳
選
挙
権

　
２
０
１
１
年
に
総
務
省
が
発
表
し

た
「
常
時
啓
発
事
業
あ
り
方
等
研
究

会
」
最
終
報
告
書
に
よ
る
と
、
主
権
者

教
育
と
は
「『
社
会
参
加
に
必
要
な
知

識
、
技
能
、
価
値
観
な
ど
を
習
得
さ
せ

る
教
育
』
の
中
心
を
な
す
『
市
民
と
政

治
と
の
関
わ
り
』
を
教
え
る
こ
と
」
と

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
選
挙
権
年
齢

を
「
18
歳
以
上
」
に
引
き
下
げ
た
の
だ

か
ら
、
高
校
で
し
っ
か
り
そ
の
こ
と
を

「
教
え
な
く
て
は
」
と
、
文
部
科
学
省

と
総
務
省
は
昨
年
、
高
校
生
向
け
副
教

材
を
作
成
し
ま
し
た
。
ま
た
、
東
京
都

選
挙
管
理
委
員
会
で
は
高
校
な
ど
で
出

前
授
業
や
模
擬
選
挙
の
取
り
組
み
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

　
ま
ず
は
国
の
根
幹
で
あ
る
「
憲
法
」

の
基
本
を
学
ぶ
必
要
が
あ
り
、
平
和
で

民
主
的
な
社
会
の
一
員
と
な
る
た
め
の

「
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
」
も
今
後
ま

す
ま
す
必
要
と
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
国
が
取
り
組
も
う
と
し
て
い

る
主
権
者
教
育
に
は
ど
ん
な
意
味
が
あ

る
の
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
疑
問
を
抱
き
つ

つ
、
永
井
先
生
の
説
か
れ
る
『
主
権
者

教
育
権
』
を
あ
ら
た
め
て
ち
ゃ
ん
と
知

り
た
い
と
思
い
、
取
材
を
お
願
い
し
ま

し
た
。

　
永
井
先
生
が
提
唱
し
た

　『
主
権
者
教
育
権
』
と
は

　
永
井
先
生
は
、「
世
田
谷
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
協
会
を
さ
さ
え
る
会
」
の
会
長
を
、

故 

牟
田
悌
三
さ
ん
の
後
を
継
い
で
長

年
つ
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
名
前
の
示

す
通
り
、
憲
法
一
番
の
先
生
。
こ
れ
ま

で
「
さ
さ
え
る
会
」
や
「
世
田
谷
こ
ど

も
い
の
ち
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
で
、
憲

高校生向け副教材がつくられた
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法
に
つ
い
て
わ
か
り
や
す
く
話
す
機
会

を
持
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
何
度
か
お

話
を
う
か
が
い
、
著
書
も
読
ま
せ
て
い

た
だ
く
中
で
、『
主
権
者
教
育
権
』
と

い
う
の
は
先
生
が
憲
法
を
語
る
上
で
欠

か
せ
な
い
重
要
な
論
点
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
し
た
。
憲
法
と
教
育
法
の
両

方
の
分
野
に
わ
た
り
、
教
科
書
裁
判
な

ど
に
も
取
り
組
ま
れ
て
い
く
中
で
主
張

さ
れ
て
き
た
も
の
だ
か
ら
で
す
。

　
取
材
の
は
じ
め
に
「
ま
ず
こ
れ
を

読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
」
と
先
生
が
示

さ
れ
た
の
は
、「
主
権
者
教
育
権
の
大

合
唱
を
」（
憲
法
研
究
会
ニ
ュ
ー
ス
　

２
０
１
５
年
９
月
５
日
）
と
い
う
、
先お話をうかがった永井先生

す
る
代
わ
り
に
、「
教
育
と
広
報
を
通

じ
て
国
民
の
気
持
ち
を
、
再
軍
備
す
る

の
と
同
じ
よ
う
な
結
果
が
で
る
よ
う
に

教
育
し
ま
す
」
と
政
府
が
通
告
し
、
学

習
指
導
要
領
を
改
訂
す
る
と
い
う
手
段

を
講
じ
て
き
ま
し
た
。

　
は
じ
め
は
試
案
で
あ
っ
た
学
習
指
導

要
領
が
１
９
５
８
年
か
ら
告
示
化
さ

れ
、
教
育
政
策
と
教
育
行
政
へ
の
影
響

力
が
強
ま
り
ま
し
た
。そ
れ
で
は
戦
前
・

戦
中
と
変
わ
ら
な
い
と
思
い
、
私
は
平

和
主
義
と
民
主
主
義
と
人
間
の
尊
重
と

い
う
日
本
国
憲
法
の
理
念
を
実
現
す
る

の
に
ふ
さ
わ
し
い
主
権
者
と
な
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
な
、
学
習
権
の
ひ
と
つ

と
し
て
『
主
権
者
教
育
権
』
と
い
う
論

理
を
主
張
し
て
き
た
の
で
す
」

　《
先
生
の
言
わ
れ
る
『
主
権
者
教
育

権
』
と
、
選
挙
を
す
る
主
権
者
と
し
て

の
教
育
を
し
よ
う
と
い
う
主
権
者
教
育

に
は
ど
ん
な
違
い
が
あ
り
ま
す
か
？
》

　
永
井
「
平
和
で
民
主
的
、
文
化
的
な

国
家
が
日
本
国
憲
法
の
理
念
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
憲
法
前
文
に
は
っ
き
り

生
が
書
い
た
文
章
。

　「
…
日
本
国
憲
法
は
第
９
条
で
戦
争

と
軍
備
を
放
棄
し
、
平
和
で
民
主
的
な

国
の
主
権
者
と
な
る
た
め
の
『
主
権
者

教
育
権
』
を
国
民
の
す
べ
て
に
人
権
と

し
て
保
障
し
て
い
る
。
こ
れ
は
す
で
に

広
く
知
ら
れ
て
い
る『
平
和
的
生
存
権
』

と
共
に
、い
つ
で
も
誰
に
対
し
て
で
も
、

そ
の
保
障
を
要
求
し
、
提
言
で
き
る
権

利
で
あ
る
。い
ま
や
国
民
の
す
べ
て
が
、

こ
の
よ
う
な
権
利
を
享
有
し
て
い
る
こ

と
を
自
覚
し
合
い
、
そ
の
合
唱
を
す
べ

き
時
期
に
来
て
い
る
。」
と
書
か
れ
て

い
ま
す
。

　
平
和
と
民
主
主
義
の
憲
法
の
理
念
を

実
現
す
る

　
編
集
委
員
《
な
ぜ
、
そ
し
て
い
つ
ご

ろ
『
主
権
者
教
育
権
』
を
提
唱
さ
れ
た

の
で
し
ょ
う
？
》

　
永
井「
１
９
５
３
年
に
池
田
・
ロ
バ
ー

ト
ソ
ン
会
談
が
あ
り
ま
し
た
。
米
国
が

日
本
に
憲
法
を
変
え
再
軍
備
す
る
こ
と

を
要
求
し
て
来
た
。
そ
こ
で
憲
法
改
正
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い
ろ
あ
る
と
思
い
ま
す
。『
主
権
者
教

育
』
へ
の
理
解
を
拡
げ
る
た
め
に
、
国

際
的
な
「
子
ど
も
の
権
利
条
約
」
を
教

科
に
入
れ
る
こ
と
を
要
求
し
て
子
ど
も

も
大
人
も
、
学
ぶ
機
会
を
つ
く
っ
て
み

て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　「
子
ど
も
の
権
利
条
約
」
の
考
え
方

の
ひ
と
つ
は
、
大
人
に
と
っ
て
都
合
の

よ
い
子
ど
も
を
育
て
る
の
で
は
な
く
、

ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
育
て
る
と
い
う

も
の
で
す
。
教
育
の
中
で
は
そ
の
考
え

を
重
視
す
る
こ
と
が
私
は
と
て
も
大
切

だ
と
思
い
ま
す
。
子
ど
も
の
い
な
い
地

球
に
未
来
は
な
い
、
と
い
う
ジ
ュ
ネ
ー

ブ
宣
言
か
ら
来
た
も
の
な
の
で
す
か

ら
」

永井先生と漫画家・赤塚不二夫氏
による著書（2013 年 草土文化）
憲法をわかりやすく解説。

書
か
れ
て
い
ま
す
。
憲
法
が
目
指
す
方

向
で
の
「
主
権
者
」
と
な
る
権
利
は
国

民
個
々
の
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い

る
、
と
い
う
の
が
私
の
基
本
的
な
考
え

方
で
す
。
い
ま
国
が
す
す
め
よ
う
と
し

て
い
る
主
権
者
教
育
は
、
国
の
た
め
に

み
ん
な
で
協
同
し
て
、
公
共
精
神
を
育

も
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

言
葉
は
似
て
い
ま
す
が
、
私
の
提
唱
と

は
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。

　
一
人
ひ
と
り
が
権
利
の
所
有
者
で
権

利
を
行
使
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
、
私

の
提
唱
す
る
意
味
で
の『
主
権
者
教
育
』

で
伝
え
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
社
会

科
で
憲
法
を
教
え
る
だ
け
で
な
く
、
生

活
や
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
こ
れ
を

当
た
り
前
と
考
え
る
。
職
員
会
議
、
教

授
会
、
生
徒
会
・
・
・
ど
ん
な
場
で
も

主
権
者
が
寄
り
集
ま
っ
て
い
る
の
だ
、

と
い
う
こ
と
を
徹
底
す
る
の
が
、
私
の

考
え
る
『
主
権
者
教
育
』
な
の
で
す
。

　『
主
権
者
教
育
権
』
は
憲
法
の
理
念

を
実
現
す
る
国
民
の
権
利
で
、
憲
法
上

の
３
つ
の
根
拠
に
基
づ
く
も
の
で
す
。

ひ
と
つ
は
第
23
条
『
学
問
の
自
由
』
で

す
。
真
理
を
真
理
と
し
て
扱
う
こ
と
を

求
め
る
か
ら
、
学
問
の
自
由
は
保
障
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
う
ひ
と
つ

は
第
26
条
。「
す
べ
て
国
民
は
、
そ
の

能
力
に
応
じ
て
、
ひ
と
し
く
教
育
を
受

け
る
権
利
を
有
す
る
」「
義
務
教
育
は
、

こ
れ
を
無
償
と
す
る
」
平
和
で
民
主
的

な
主
権
者
と
な
る
た
め
の
教
育
を
受
け

る
権
利
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
は
第
25
条
。「
健

康
で
文
化
的
で
最
低
限
度
の
生
活
を
営

む
権
利
を
有
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
保

障
さ
れ
た
ら
、
教
育
を
受
け
る
こ
と
が

無
償
な
の
は
当
た
り
前
で
す
。
こ
の
３

つ
の
条
項
が
あ
る
か
ら
、「
民
主
的
な

国
を
創
っ
て
い
く
主
権
者
に
な
る
」
教

育
を
受
け
る
こ
と
が
、
子
ど
も
を
含

む
す
べ
て
の
国
民
の
権
利
と
し
て
保

障
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　《
先
ほ
ど「
大
合
唱
す
べ
き
時
期
」、

と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
ど
う
す

れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
？
》

　
永
井
「
一
緒
に
歌
お
う
、
伝
え
よ

う
な
ど
、
運
動
の
展
開
方
法
は
い
ろ
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が
、『
主
権
者
教
育
権
』
の
ス
タ
ー
ト

に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
し

た
」

　
自
ら
を
主
権
者
に
育
て
て
い
く
学
び

　
若
者
た
ち
が
選
挙
に
い
か
な
い
、
政

治
に
無
関
心
。
こ
れ
も
憲
法
で
誰
も
が

保
障
さ
れ
て
い
る
大
切
な
「
権
利
」
を

丁
寧
に
学
ん
で
こ
な
か
っ
た
結
果
と
い

え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
憲
法
は
私
た

ち
の
「
い
の
ち
」
や
「
生
活
」
の
問
題

と
直
結
し
て
い
る
の
に
。「
18
才
選
挙

権
」
を
目
前
に
、
い
ろ
い
ろ
な
取
り
組

み
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
を

き
っ
か
け
に
あ
ら
た
め
て
一
人
ひ
と
り

が
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
自
ら
を
主
権
者
と
し

て
育
て
て
い
く
学
び
に
必
要
な
教
育
を

要
求
す
る
権
利
が
『
主
権
者
教
育
権
』。

そ
の
意
味
で
は
、高
校
生
だ
け
で
な
く
、

小
学
校
か
ら
、
ま
た
大
人
に
な
っ
て
も

誰
も
が
持
ち
、
行
使
す
べ
き
課
題
と
い

え
る
の
で
し
ょ
う
。

　
　（
取
材
／
編
集
委
員

　
星
野
弥
生
）

「子どもの権利条約」で定められ
ている " 子どもの権利”４つの柱

　
憲
法
は
、
私
た
ち
の
い
の
ち
と
生
活

　
を
守
る
も
の

　
保
育
園
児
の
マ
マ
で
あ
る
野の

じ

ま島

美み

な

こ

奈
子
さ
ん
は
、
子
ど
も
と
大
人
が

い
っ
し
ょ
に
人
形
劇
を
楽
し
み
な
が

ら
、
平
和
と
人
権
の
大
切
さ
を
知
る

き
っ
か
け
と
な
る
よ
う
な
会
を
企
画

し
、
公
共
施
設
を
使
用
し
た
い
と
相
談

し
た
と
こ
ろ
、
政
治
的
な
主
張
の
あ
る

こ
と
は
Ｎ
Ｇ
と
断
ら
れ
た
経
験
が
あ
り

ま
し
た
。「
憲
法
を
学
ぶ
こ
と
は
政
治

的
な
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
？
」
と
疑
問

を
感
じ
、
ぜ
ひ
永
井
先
生
の
お
話
を
聴

き
た
い
と
こ
の
日
参
加
し
て
く
れ
ま
し

た
。
頷
き
な
が
ら
熱
心
に
メ
モ
を
取
っ

て
い
た
野
島
さ
ん
の
感
想
で
す
。

　「
ま
ず
、
永
井
先
生
の
『
権
利
は
行

使
し
な
け
れ
ば
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な

ら
な
い
。
行
使
す
る
と
い
う
こ
と
は
主

張
す
る
と
い
う
こ
と
。
誰
も
主
張
す
る

な
と
は
言
え
ま
せ
ん
か
ら
ね
』
と
お
っ

し
ゃ
っ
た
言
葉
が
胸
に
残
っ
て
い
ま

す
。

　
今
回
お
話
を
聞
く
ま
で
学
習
指
導
要

領
を
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
、
平

成
27
年
に
改
訂
さ
れ
た
現
在
の
小
学
校

学
習
指
導
要
領
の
内
容
を
さ
っ
そ
く
見

て
み
た
と
こ
ろ
、
憲
法
や
個
人
の
も
つ

権
利
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ

て
お
ら
ず
、
こ
れ
で
は
自
分
に
ど
の
よ

う
な
権
利
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
備

わ
っ
て
い
る
の
か
理
解
を
深
め
る
こ
と

は
困
難
だ
、
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
い

知
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
の
教
育
は
『
権
利
』
意
識

を
非
常
に
低
く
抑
え
ら
れ
て
き
た
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。「
子
ど
も
の

権
利
条
約
」
等
を
よ
り
深
く
学
び
、
子

ど
も
が
ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
自
分
に

備
わ
っ
て
い
る
権
利
を
ま
ず
知
る
こ
と


