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パルシステム東京は1996年に4つの生協が合併して今の組織となってから、

今年でちょうど20年になります。この20年間、くらしの協同を進める生活協同組合として、

くらしの基礎となる「平和」の問題にさまざまな形で取り組んできました。

また、一昨年に、私たちの平和活動の指針となるべく「生活協同組合パルシステム東京 平和政策」（▶P2〜3）

を策定し、方向性を組織全体で確認してきています。

パルシステムグループにおいても、昨年、戦後70年の節目として

「パルシステム平和の願い」（▶P37）を11団体理事長連名で表明しました。

どちらも根幹には、日本の協同組合の父である、また世界にて「友愛の政治経済学」で名をはせた

賀川豊彦のスローガン「平和とよりよい生活のために」があります。

「20世紀は戦争の世紀」と謳われたこともありました。

21世紀は違う、との期待を込めて言われていたのだと感じます。

しかし、21世紀に入り15年経ちましたが、同時多発テロから始まった21世紀は、

アフガン戦争、イラク戦争、ガザ戦争、シリア内戦など戦火は途絶えることがなく、

各国における軍事産業も大きな経済規模となってきています。

このような流れの中で、今回の『平和のあゆみ』の作成が、これまでの成果を振り返り、生協として、

市民団体として何ができるのかをみんなで考えるきっかけになれば、と願います。

利益中心でいのちを軽視するグローバル市場経済の、

その流れに相対する経済の形が協同組合であり、私たちの事業活動であると考えています。

パルシステム東京の事業と活動の根底にあるのは、やはり、いのちを一番大切に考えること。

そして、そのことが未来に向けて、平和を希求し続けることでもあると考えます。

飢餓や格差・貧困の問題も、核や原発問題も、環境破壊や種など生物資源を含む全ての資源、

情報などの寡占の問題も、私たちの平和を求める、いのちを尊ぶ方向性と対極にあります。

その意味でも、「生活協同組合パルシステム東京 平和政策」は、

いのちを大切に考える私たちの全ての事業活動に流れるものだと考えています。

戦後が80年、90年、100年とずっと続いていきますように。これまでと同じように、

これからも力を合わせていきたいと、その願いを込めて挨拶としたいと思います。

これまで、ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いいたします。

発行によせて

理事長　野々山理恵子
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2013年度に策定された平和政策について、
当時、関わった野々山理事長、辻専務理事、
松野常任理事に話を聞きました。

困
・
格
差
も
「
い
の
ち
を
踏
み
に
じ
る
」
と
い

う
と
こ
ろ
が
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
、「
い
の

ち
を
大
切
に
す
る
」
と
い
う
点
は
、
全
体
に
共

通
し
て
い
る
概
念
と
も
い
え
ま
す
。

松
野
「
普
遍
的
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
意
見

が
分
か
れ
る
よ
う
な
テ
ー
マ
や
時
間
を
限
定
す

る
よ
う
な
内
容
は
盛
り
込
め
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
み
ん
な
が
大
事
だ
と
思
っ
て
い
る
こ
と
は

は
ず
さ
な
い
よ
う
心
が
け
ま
し
た
。
組
合
員
の

反
応
も
非
常
に
よ
か
っ
た
で
す
。

組
合
員
と
と
も
に
学
び
、

行
動
の
後
押
し
を
し
た
い

平
和
政
策
を
、
今
後
、
ど
の
よ
う
に
進
め
て
い

き
た
い
で
す
か
。

辻

戦
後
71
年
目
に
な
り
、
戦
争
の
実
体
験
を

も
つ
人
が
ど
ん
ど
ん
い
な
く
な
っ
て
お
り
、
市

民
も
政
治
家
も
ほ
と
ん
ど
が
、
戦
争
を
知
ら
な

い
世
代
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
憲
法
に

対
す
る
考
え
方
も
変
わ
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。
戦
争
の
こ
と
を
、
体
験
し
た
本
人

し
か
伝
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
こ
と
を
、
今
後
ど

の
よ
う
に
伝
え
て
い
く
の
か
は
、
重
要
な
課
題

に
な
る
と
思
い
ま
す
。

野
々
山

過
去
の
戦
争
だ
け
で
な
く
、
現
在
の

中
東
の
紛
争
の
問
題
な
ど
も
、
若
い
お
母
さ
ん

に
伝
え
ら
れ
る
と
よ
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
平

和
を
考
え
る
ピ
ー
ス
カ
フ
ェ
と
い
う
形
式
で
重

苦
し
く
な
く
気
楽
に
集
ま
っ
て
話
が
で
き
る
場

を
た
く
さ
ん
つ
く
り
た
い
で
す
。
ピ
ー
ス
カ
フ

ェ
は
本
部
企
画
だ
け
で
は
な
く
、
委
員
会
で
開

催
で
き
る
よ
う
に
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
し
て
き
た

経
緯
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
広
め
て
、
委
員
会

だ
け
で
は
な
く
、や
り
た
い
人
が
あ
つ
ま
っ
て
、

開
催
で
き
る
よ
う
に
し
て
も
よ
い
の
か
な
と
も

思
い
ま
す
。

辻

2
0
1
5
年
度
は
平
和
カ
ン
パ
贈
呈
団
体

に
エ
リ
ア
協
議
会
で
活
動
報
告
を
し
て
も
ら
う

こ
と
が
で
き
た
の
は
と
て
も
よ
か
っ
た
で
す
。

今
、
平
和
カ
ン
パ
は
自
分
で
選
ん
で
寄
付
で
き

る
形
式
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
地
域
ご
と
に
応

援
す
る
団
体
を
決
め
て
、
そ
の
地
域
の
平
和
活

動
を
し
て
い
る
組
合
員
が
主
体
的
に
参
加
し
、

理
事
会
は
そ
れ
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
よ
う
な
仕
組

み
に
な
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
も
感
じ

て
い
ま
す
。
団
体
が
身
近
に
思
え
る
機
会
が
あ

れ
ば
、
戦
争
の
恐
ろ
し
さ
な
ど
も
伝
わ
り
や
す

く
な
る
と
思
い
ま
す
。

松
野　

組
合
員
に
ま
だ
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な

い
日
韓
交
流
活
動
を
も
う
少
し
進
め
た
い
で
す

ね
。
マ
ス
コ
ミ
の
報
道
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い

こ
と
も
多
く
、
誤
解
も
う
ま
れ
て
し
ま
っ
た
り

と
、
手
を
つ
な
ぎ
に
く
く
な
り
が
ち
で
す
。
で

も
ひ
と
り
の
友
だ
ち
が
で
き
る
だ
け
で
、
互
い

の
国
の
印
象
が
変
わ
り
ま
す
。
市
民
同
士
の
交

流
と
い
う
草
の
根
で
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
が

平
和
に
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。

野
々
山　

そ
う
で
す
ね
。
た
だ
、残
念
な
が
ら
、

今
、
国
際
交
流
の
取
り
組
み
は
組
合
員
に
広
く

知
っ
て
も
ら
え
て
い
な
い
状
況
で
す
。
訪
韓
企

画
な
ど
は
参
加
で
き
る
人
数
が
限
ら
れ
て
し
ま

う
の
で
、
多
く
の
人
が
参
加
で
き
る
企
画
も
で

き
る
と
よ
い
で
す
ね
。
ま
た
、
生
協
な
ら
で
は

の
平
和
活
動
を
組
合
員
へ
わ
か
り
や
す
い
よ
う

に
示
せ
る
か
も
大
き
な
課
題
で
す
。
平
和
政
策

は
幅
広
く
平
和
活
動
を
包
括
し
て
い
る
の
で
、

そ
こ
を
活
か
し
て
、
広
く
委
員
会
活
動
と
も
リ

く
ら
し
も
食
も
平
和
が
前
提

ど
の
よ
う
な
経
緯
で
平
和
政
策
は
策
定
さ
れ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

野
々
山

2
0
0
6
年
頃
、
2
0
0
2
年
作
成

の
『
東
京
マ
イ
コ
ー
プ
の
「
平
和
と
国
際
連
帯
」

政
策
（
案
）』（
▼
P

36
）
を
正
式
な
政
策
に
す

る
か
否
か
、か
ら
話
し
合
い
が
始
ま
り
ま
し
た
。

一
時
、
中
断
し
ま
し
た
が
、
2
0
1
3
年
度
に

話
し
合
い
が
再
開
さ
れ
、
策
定
を
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。「
国
際
連
帯
」の
部
分
は「
平
和
」

に
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、「
平
和
」
と
い

う
言
葉
に
絞
り
、「
平
和
政
策
」と
な
り
ま
し
た
。

辻　

2
0
0
4
年
に
ビ
ジ
ョ
ン
を
作
っ
た
時

に
「
私
た
ち
は
と
も
に
、
く
ら
し
、
つ
く
る
、

平
和
な
み
ら
い
に
む
け
て
」
と
い
う
文
言
が

盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。「
平
和
」
へ
の
願
い
は

当
時
す
で
に
強
く
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

2
0
0
6
年
に
11
の
政
策
で
運
動
を
進
め
て
い

こ
う
と
い
う
方
針
が
で
き
、2
0
0
9
年
に「
食

育
政
策
」「
消
費
者
政
策
」
な
ど
が
で
き
始
め

て
、
い
よ
い
よ
「
平
和
政
策
」
に
も
取
り
か
か

ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
と
記
憶
し
て
い
ま

す
。
コ
ー
プ
し
が
な
ど
の
政
策
も
参
考
に
宣
言

型
の
わ
か
り
や
す
い
も
の
に
し
よ
う
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
政
策
作
り
が
走
り
始
め
た
と
思
い

ま
す
。

松
野

地
球
環
境
小
委
員
会
を
中
心
に
策
定
を

進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
、
私
が
理
事
に
な

っ
た
2
0
1
3
年
度
か
ら
で
す
。
理
事
会
、
総

代
会
議
、
政
策
推
進
に
関
わ
る
会
議
な
ど
い
ろ

い
ろ
な
場
で
意
見
を
も
ら
い
、
三
歩
進
ん
で
二

歩
下
が
る
よ
う
な
地
道
な
検
討
を
重
ね
て
き
ま

し
た
。
記
載
内
容
の
順
番
や
文
字
も
一
語
一
句

話
し
合
い
な
が
ら
決
め
て
い
き
ま
し
た
。
一
つ

ひ
と
つ
を
見
て
い
る
と
そ
の
時
の
こ
と
を
思
い

出
し
ま
す
。
生
協
ら
し
さ
を
表
す
た
め
、「
は

じ
め
に
」
で
は
、
賀
川
豊
彦
さ
ん
の
お
名
前
を

入
れ
た
り
も
し
ま
し
た
。

野
々
山

憲
法
の
盛
り
込
み
方
に
つ
い
て
は
、

特
に
議
論
が
あ
り
ま
し
た
ね
。

松
野

地
球
環
境
小
委
員
会
で
も
憲
法
の
盛
り

込
み
方
に
つ
い
て
は
議
論
を
重
ね
、
最
終
的
に

前
文
に
盛
り
込
み
ま
し
た
。
結
果
的
に
は
、
盛

り
込
ん
で
よ
か
っ
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。「
貧

困
」「
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」「
環
境
」
な
ど
、

多
岐
に
わ
た
る
テ
ー
マ
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る

の
は
、「
平
和
」
が
な
け
れ
ば
、
地
域
の
く
ら

し
も
、
食
の
安
全
も
成
り
立
た
な
い
、
つ
ま
り

平
和
が
全
て
の
前
提
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確

認
し
た
か
ら
で
す
。
パ
ル
シ
ス
テ
ム
東
京
の
政

策
は
縦
割
り
で
は
な
く
、
全
て
つ
な
が
っ
て
い

る
こ
と
を
表
現
し
た
か
っ
た
の
で
す
。

「
い
の
ち
を
大
切
に
す
る
」視
点
で

政
策
が
抽
象
的
で
わ
か
り
に
く
い
と
い
う
意
見

も
あ
り
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
ま
す
か
。

松
野

構
成
と
し
て
は
、
政
策
前
文
は
、
パ
ル

シ
ス
テ
ム
東
京
の
平
和
へ
の
思
い
、
本
文
は
、

パ
ル
シ
ス
テ
ム
東
京
が
や
っ
て
き
た
こ
と
を
、

世
界
→
社
会
→
地
域
と
い
う
視
点
で
ま
と
め
ま

し
た
。
前
文
に
あ
る
思
い
を
守
り
、
本
文
に
あ

る
よ
う
な
活
動
を
続
け
ま
す
と
い
う
宣
言
で

す
。
こ
れ
か
ら
も
き
ち
ん
と
説
明
を
し
て
い
き

た
い
で
す
。

野
々
山

政
策
本
文
の
一
つ
目
に
挙
げ
ら
れ
て

い
る
「
平
和
な
共
生
の
世
界
〜
」
で
は
、
や
や

具
体
的
な
平
和
活
動
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
て
、

二
つ
目
の
「
一
人
ひ
と
り
が
尊
重
さ
れ
〜
」
は
、

社
会
を
つ
く
る
と
い
う
理
念
に
沿
っ
た
、
少
し

広
い
意
味
の
生
協
活
動
の
イ
メ
ー
ジ
、
三
つ
目

の
「
次
世
代
が
〜
」
は
、
さ
ら
に
普
遍
的
な
、

生
協
以
外
に
も
未
来
に
も
つ
な
が
る
活
動
の
、

よ
り
広
い
イ
メ
ー
ジ
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

地
域
の
活
動
は
と
て
も
大
切
で
生
協
の
基
本
だ

け
れ
ど
、
地
域
だ
け
を
見
る
の
で
は
な
く
、
日

本
と
い
う
国
や
世
界
の
動
向
な
ど
も
し
っ
か
り

見
て
活
動
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

あ
た
り
も
表
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

辻
　
政
策
は
、
ビ
ジ
ョ
ン
と
紐
づ
け
ら
れ
る
、

普
遍
的
で
長
期
的
、
原
点
と
し
て
帰
る
こ
と
の

で
き
る
よ
う
な
も
の
が
よ
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
具
体
的
な
活
動
は
政
策
に
基
づ
い
て
そ
の

時
代
の
組
合
員
と
話
し
合
っ
て
決
め
て
い
く
の

が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、

「
わ
か
り
に
く
い
」
と
い
う
ご
意
見
も
あ
る
こ

と
は
き
ち
ん
と
受
け
止
め
て
、
理
解
し
て
も
ら

え
る
よ
う
な
工
夫
が
必
要
だ
と
も
思
い
ま
す
。

野
々
山　

普
遍
的
と
い
う
意
味
で
、
戦
争
も
貧

ン
ク
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

辻

セ
ン
タ
ー
地
域
活
動
会
議
に
出
席
し
た

際
に
、
平
和
政
策
と
思
い
は
一
緒
だ
と
感
じ
ま

し
た
。「
安
心
し
て
く
ら
せ
る
地
域
作
り
」
は

平
和
と
い
う
意
味
で
す
し
、
そ
う
考
え
れ
ば
、

防
災
も
食
育
も
平
和
と
つ
な
が
っ
て
い
ま
す

よ
ね
。最

後
に
ひ
と
こ
と
ず
つ
お
願
い
し
ま
す
。

野
々
山
「
平
和
で
あ
る
こ
と
」
は
「
楽
し
い

こ
と
」
だ
と
思
い
ま
す
。
人
と
人
が
つ
な
が
っ

て
輪
に
な
っ
て
つ
く
る
の
が
平
和
。
つ
な
が
る

の
は
楽
し
い
。
楽
し
い
と
た
く
さ
ん
人
も
集
ま

っ
て
く
る
。
そ
し
て
活
動
が
広
が
り
ま
す
。
こ

れ
か
ら
の
取
り
組
み
の
ポ
イ
ン
ト
は
「
楽
し
い

こ
と
」
だ
と
思
い
ま
す
。

松
野　

新
し
い
こ
と
を
や
る
と
い
う
よ
り
も
、

今
ま
で
に
組
合
員
と
と
も
に
や
っ
て
き
た
こ
と

を
よ
り
確
実
に
す
す
め
、
て
い
ね
い
に
伝
え
て

い
き
た
い
で
す
ね
。
そ
れ
ら
を
積
み
重
ね
る
こ

と
で
、
新
し
い
こ
と
に
も
対
応
で
き
る
と
感
じ

ま
す
。
世
の
中
で
は
平
和
に
逆
行
し
て
い
る
よ

う
な
出
来
事
は
多
い
の
で
す
が
、
平
和
の
活
動

は
希
望
を
語
る
こ
と
で
す
。
前
向
き
に
語
り
合

っ
て
い
く
場
を
作
れ
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

辻

一
人
ひ
と
り
が
学
び
行
動
す
る
こ
と
が

大
切
で
、
生
協
は
そ
の
後
押
し
が
で
き
れ
ば
よ

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
平
和
は
自
分
た

ち
が
努
力
し
て
つ
く
り
あ
げ
る
も
の
、
そ
れ
を

願
っ
て
、
そ
の
た
め
に
行
動
す
る
こ
と
が
必

要
。
そ
の
考
え
る
き
っ
か
け
作
り
を
し
て
い
き

た
い
で
す
ね
。

｢平和政策｣の
策定にあたって
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私たちが平和学習会に取り組む意義

● 南部平和委員会  「平和の大切さを子どもたちに伝えたい」

● 平和の種まき委員会  「一粒の平和の種をまき続ける」

パルシステム東京の平和学習会には、他にはないパルシステム東京らしさがあります。

他では聞けない情報を発信してくれる人をお迎えしています。
マスコミにはあまり登場しない人、継続して同じテーマの研究や活動をしている人によ
る学習会、活動を応援しているNGOなど、パルシステム東京とのつながりのある人をお
呼びする機会も多く、より深い話をうかがえたり、連携につながったりということもあ
ります。

地域で活動する組合員によって多くの平和学習会が企画実施されています。
平和は一人ひとりが地域で、委員会企画、連携企画として、語ることで広まります。本
部の平和学習会とは別に、フットワークのよさを活かした自主自発の学習会が都内各地
で展開されていて、それぞれ学びを深め、伝え合っています。

パルシステム東京　平和学習会の特徴

2015年度 JIM-NETと共催
「白血病を乗り越えたイラクの少女ハウラ交流会」

日本イラク医療支援ネットワーク（JIM-NET）の医療支援でイラク戦争の劣化ウラン
弾による白血病を克服した少女ハウラさんと院内学級でハウラを支えたイブラヒム先生
が、2015年8月イラクからやってきました。イラクの現状についてお話をうかがった後、
イラク料理を食べながら交流しました。子どもたちはアカベコの絵付け体験も。JIM-
NETの友好団体主催「福島・ドイツ高校生プロジェクト」の高校生たちが会場に立ち寄
り福島の現地報告をしてくれました。参加者からは「支援の必要性、大切さが分かった」

「イブラヒム先生、ハウラさん、福島の高校生が、自分たちがその地でくらし・活動しな
がら、自分たちの感じたことや経験を伝えてくれる企画内容でよかった」と好評でした。

2010年度開催
「日韓 未来をひらく歴史」

韓国併合100年にあたる2010年、平和な東アジアの
未来を切り開くために、あらためて韓国の近現代史を
学ぶ ｢日韓 未来をひらく歴史」を開催。2回で延べ97
名が参加し、お互いの国の理解を深めました。

南部エリアでは前身の「慰霊碑巡り実行委員会」が戦
跡巡りを毎年、企画・実施していました。1996年「南部
平和委員会」として委員会が立ちあげられ、活動を引き
継ぎました。2011年まで慰霊碑巡りをはじめ、平和につ
いて考え行動する委員会として活動しました。
「平和の大切さを心に刻み、子どもたちに伝える」が

一番の目的でした。毎年、春休みは事前学習会をしてか
ら戦跡巡り。夏休みは平和学習会、12月は「すいとんの
会」で戦時中の体験をしのびました。日吉台・浅川・松代
の地下壕、横須賀・横田・百里基地、様々な戦争遺跡や戦
争資料館などを見学しました。慶応大学や代々木公園な
ど身近な場所にも戦跡がありました。弁護士の伊藤真さ
んやピースボートの野平晋作さんを講師に招き、「今、考
えねばならないこと」をテーマに学習しました。そして、
1年間のまとめをパネルにして、エリア、本部の平和の
つどいなどで発表しました。

平和を愛し自由と人権を守りぬきたい。まず知る、そ
して学び考える。それが平和を創る第一歩。地域の有志
が集まって委員会を作った。そのために生協に加入した
メンバーもいる。7月には「あすわか（明日の自由を守る
若手弁護士の会）」先生・黒澤瑞希弁護士を招き、憲法カ
フェ『憲法が本当にあぶない！戦争をしない・させない日
本国憲法』を開催。「歴史から学ぶ」ことも活動テーマとし
た。写真家・山本宗補さん講演『戦後はまだ…』スライド
＆トークでは、戦争体験者の肖像と証言から未来に継承
しなければならないたくさんのことを学んだ。

戦後70年を経たこの国は、今、非常時。安保法制の強
行採決をはじめ憲法をことごとく否定した政治が行われ

小さな委員会であっても自分たちで企画を考え、実行
してきたその積み重ねが最大の実績だと思います。
「今年は何処へ行こうか。何を学習しようか」と話し合

いながら続けてきました。
※ 南部平和委員会：1996年度～2011年度、渋･目･世エリア、城南しおみ

エリアで活動

ている。改憲の動きは加速。戦争への道を突き進む政府
の暴走を止めるため、委員個々人が数え切れないほどの
集会・デモに参加してきた。地元でも他団体とつながり、
声を上げ行動した。

多くの悪しき種がまかれてきた。これらは収穫させる
わけにはいかない。次の世代を苦しめるものは残せない。
この国を軍事化する企みには全てに優先して抗わなけれ
ば。生協運動の担い手として、気軽に話しあえる空間を
創りながら、一粒の平和の種を蒔き続ける。戦後70年何
とか繋いだ平和。命と未来を守るための『不断の努力』
は正念場を迎えている。

 2015年度開催　「東京下町戦跡めぐり 
～戦災資料センターを訪ねて～」

戦後70年にあたり東京大空襲・戦災資料センター（江
東区）で体験者二瓶治代氏の話を聞いた後、慰霊碑め
ぐり。「戦跡がいつも自転車で走りまわっている所にあっ
たとは」との感想も。親子など30人が参加しました。

平和学習会
平和をテーマに、未来の子どもたちのために「いま」必要な
ことを学びます。地域の組合員によって開催されている学習
会も多くあります。

平和政策を策定するにあたって、私たちは平和について、「互いを認め合い、尊重するこころをもつこと」、
つまり「いのちを尊ぶこと」と定義しました。深く互いを知り、さらに想像力をもって寄り添うところにこそ
平和があり、それこそが子どもたちに残したい未来なのです。

そのためには、まず「知る」こと。私たちが平和学習会をする「意義」、そして「目的」がそこにあります。
待っているだけでは正確な情報は得ることはできません。また、情報は流す側の都合でとかく操作されがち

です。ふつうの生活の視点で、ニュースで報道されている彼の地でいまなにが起こっているのか、戦争の裏側
にはなにがあったのか、そしてこれからなにが始まろうとしているのか、現在・過去・未来を通じて等身大に知
ることこそが、学びの始まりであり、目的です。

平和学習会のテーマは、平和憲法のこと、核に関する問題、平和や民主主義を脅かす数々の問題、隣国との
過去の歴史、基地問題、海外の紛争や震災など、その時々の社会情勢によって変わりますが、ベースにあるの
は、平和な未来のために必要なことを「いま」学ぶというスタンスです。学習会の形式は、講演やシンポジウ
ム、食を介した交流、映画上映とさまざまですが、学んだことをもとに、一人ひとりが考え、自ら行動するこ
と、それが私たちのめざす社会へ向けての第一歩だと考えて、これからも学習会を継続していきます。

（第11期理事　松野玲子）

2015年8月9日　自身の体験を
通して平和を語るハウラさん

すいとんの会の様子

2010年7月13日
「日韓 未来をひらく歴史」
講師・塚田勲氏

2015年10月24日
「東京下町戦跡めぐり
～戦災資料センターを
訪ねて～」

その１

その2
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学ぶ
憲法学習会

私たちは平和憲法の精神を大事にしています。憲法を通じて
戦争の反省と未来への希望や平和について一人ひとりが学び
続け、行事のきっかけ作りにしています。

2015年４月22日　「日本は戦争するのか～集団的自衛権から憲
法を考える」半田滋氏による安保法制の最新情勢や問題点などの
講演

2013年12月３日　「映画　日本国憲法」上映＆監督講演会
監督のジャン・ユンカーマン氏よる海外からみた日本憲法につ
いての講演

憲法学習会　本部開催の例（参加者数）

2002 年 ６月 「有事法制学習会」（渡辺治氏）（53 人）

　　　　９月 「有事法制学習会」（渡辺治氏）（20 人）

2003 年 10月 「有事法制学習会と意見交換会」（25 人）

2004 年 ２月 「いまいちど日本国憲法を」

2005 年 ５月 「日本国憲法をどう変えようとしているのか」（海部幸造氏）（20 人）

　　　　８月 映画「日本国憲法」上映会 ～ 2005 年夏東京マイコープ平和のつ
どい（50 人）

　　　　９月 「いま憲法９条が輝くとき」東京マイコープ平和のつどい（高田
健氏、郡山総一郎氏、台宏士氏）（70 人）

2013 年 ７月 憲法学習会「子どもたちに平和な環境をわたしたい」（伊藤真氏）
（114 人）

　　　　12 月 憲法学習会『映画「日本国憲法」上映＆監督講演会』（ジャン・
ユンカーマン氏）（71 人）

2014 年  1 月 憲法学習会「イラク戦争から学ぶ国際貢献と平和憲法」（佐藤真
紀氏）（29 人）

　　　　２月
　　　　

平和のつどい「100 人の村から憲法が見えた」（池田香代子氏）（55
人）

　　　　４月 憲法学習会「集団的自衛権は、戦争への道？」（孫崎享氏）（109 人）

　　　　７月 憲法学習会「親子憲法カフェ」（猿田佐世氏）（15 人）

2015 年 ４月 連続平和学習会「日本は戦争をするのか～集団的自衛権から憲法
を考える」（半田滋氏）（83 人）

　　　　９月 連続平和学習会「憲法カフェ ～ 憲法カフェのひらき方・憲法の
基礎知識から安保法制まで ～」（武井由起子氏）（39 人）

憲法カフェ
身近な場所で気軽に参加できるカフェスタイルの憲法を学ぶ
場です。憲法について考えるきっかけとして、委員会を中心
に広がっています。

自民党の改憲草案に危機感をもった仲間で、2013年７
月に委員会を立ち上げました。

最初に自分たちに何ができるだろうかと話し合いまし
た。私たちは憲法の講師にはなれないけれどDVDを見た
り、講師を囲んで「しゃべり場」ならできるかも…との
思いで、元高校教師塚田勲さんを講師に「憲法しゃべり
場＆カフェ」を開催することから本格的な活動をはじめ
ました。2014年は委員が地域の憲法講座に参加して知っ
た「明日の自由を守る若手弁護士の会（あすわか）」の
早田、黒澤弁護士を講師に憲法カフェを3回連続で開催。
2015年は『憲法ブックレット』の教育、労働、原発、平
和の４つのテーマに沿って、執筆者の方を含む４人の講
師による連続講座として開催しました。

憲法といえば９条と思われがちですが、11条基本的人
権、13条個人の尊厳、25条生存権は、私たちの生活全般
といのちに関わる憲法の根幹です。憲法を視座に社会を
見ることで、市民として取り組むべき課題がより明確に

見えてきました。
委員会で学んだことを家族に伝えたら、家族が社会参

加するようになりました。継続は力。総代会の議案書や
企画のしおりに「憲法カフェ」が盛り込まれたことは大
きな成果です。課題は、この国に生きる一人ひとりが安
心してくらせる社会であるために、今、私たちが生活の
中でどのように憲法を活かし、広めていくかということ。
憲法カフェが、誰でも気軽に参加できるような場になれ
ばと願っています。

憲法カフェ　本部及び委員会開催の例

2014年 6月 憲法学習会＆しゃべり場カフェ
 7月 夏休み親子企画「憲法カフェ」
 12月 憲法連続講座「平和な未来を守るために」PART Ⅰ
2015年 2月 憲法連続講座「平和な未来を守るために」PART Ⅱ
 9月 憲法しゃべり場カフェ Part2「憲法から考える～労働問題～」

 9月 憲法カフェ 
～ 憲法カフェのひらき方・憲法の基礎知識から安保法制まで ～

 10月 憲法カフェ　きほんのきを学ぼう

 12月 憲法カフェ
「自民党 “ 壊憲 ” 案は私たちをどこにつれていくのか？」

2016年 1月 憲法カフェ ～ 子育てママのための憲法 ～
 3月 憲法しゃべり場カフェ Part4「平和」

2014年6月4日　
明日のケアサポー
ト委員会「憲法学
習会＆しゃべり場
カフェ」

弁護士さんと一緒に憲法でおしゃべり
2015年の国会では、安全保障関連法制や集団的自衛権行使容認問題など、今後の私たちの生活に大きく関

わる問題が議論されていました。衆議院憲法審査会の参考人質疑では、自民党が招致した憲法学者を含め全員
の学識経験者が憲法違反にあたるという認識を示しました。このような状況の中、私たちの今後の生活や、次
世代の未来を考える上で、自ら憲法などについて学び深めるきっかけ作りを行い、その後の自身の行動につなげ
ていくことを目的に地域における「憲法カフェ」の開催を提案しました。委員会の先行事例を参考に、委員会
が主体となり、地域の身近な場で憲法について学び深める憲法カフェ開催を提案し、エリア協議会で「明日の
自由を守る若手弁護士の会（あすわか）」の紹介を行いました。

また委員会の委員長などを主な対象に「憲法カフェ～憲法カフェの開き方・憲法の基礎から安保法制まで～」
（講師・武井由起子弁護士）を開催し、地域で開催する際の参考としていただきました。

2014年7月26日　本部「夏休み親子企画『憲法カフェ』」
猿田佐世弁護士による親子で憲法について話すワーク
ショップ

● 明日のケアサポート委員会「憲法を視座として見えてきたこと」

憲法は平和の学びの中心
パルシステム東京では創立以来、戦争への反省と未来への希望が込められた日本国憲法の平和の理念を大事にし

てきました。しかし、憲法が発効されて以来ずっと改憲の動きがあるのも事実です。パルシステム東京では、憲法
の基本原則を知り伝えるために、継続して憲法の学習会や憲法に関する映画上映などを行ってきています。中でも、
伊藤真弁護士による学習会は人気で、「憲法は為政者をしばるもの」という憲法の基本をみんなで学びました。

2012年ころより、秘密保護法の制定、集団的自衛権の解釈や安全保障関連法制の見直しがはじまりました。私
たちの平和に関わる大事な問題なのでしっかり学びたいという組合員の声を受けて、俎

そじょう

上に上がっている法律が
本当に私たちの平和を守るものなのかを外交の第一線で活躍した人、海外における紛争の現場をよく知るNGO関
係者など、多方面から話を聞き、それぞれ学びました。また、それらが憲法とどうかかわるのかも考えました。

そして多くの国民が新しくできる日本の安全保障に関連する法律は憲法に矛盾するのではという不安を抱い
たなかで、ていねいな説明も国民的な議論の機会もないまま、これらの法律は施行へと動き出していきました。

この間、地域で活動している委員会でも、平和や憲法の学習会をもつ機会が増えていました。とくに「明日
の自由を守る若手弁護士の会（あすわか）」の「憲法カフェ」（

▲

P9）は、少人数で憲法のことを話し合うとい
う形式が好評で、委員会企画として少しずつ輪を広げ、地域に広がっていきました。2014年夏には、本部企画
として夏休み親子で学ぶ「憲法カフェ」を本部開催。小中学生を中心に憲法について語りながら学びました。
そして、2015年度下半期は、憲法カフェは組合員活動の企画とし、広く案内を開始。その実績から、2016年
からは、委員会の『企画のしおり』に通年の企画として掲載紹介され、学びの場として定着してきています。

ずっと、憲法と平和について学んできた私たちでしたが、その結果の一つが、2015年９月の安保法制の国会
決議に際しての「民主的な議論を経ずに決めた安全保障法制はNO」（

▲

P35）というアピールです。時代と社
会情勢はこれからも変化します。私たちの学びと逡

しゅんじゅん

巡と議論は続きます。 （第11期理事　松野玲子）
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学ぶ
バングラデシュと聞いてこんな国とはすぐには語るこ

とはできない。その国の伝統刺しゅうであるノクシカタ
を目にし「かわいい、これってどんな人が作っているの」
から始まり、自分たちでその技法を学び、そこから見え
てくる国の情勢や女性や子どもが置かれている現状に目
を向けようということでこの企画が立ち上がった。

シャプラニール＝市民による海外協力の会（

▲

P12）の
上嶋さんを講師にお迎えし、映像をまじえながら言語、
食、生活、産業、貧困で義務教育でさえ受けられない子
どもが30％もいて、その内の65％に児童労働が課せられ
ている、また女性の識字率が70％という話を聞き、この
ような発展途上国の貧困から女性や子どもを守り、生活
向上のために、くらしに息づく伝統文化を物作りに生産
という形で生かし、支援につなげていることがわかった。

ベンガル語で「ノクシ」＝デザイン・「カタ」＝布を意
味しており、現地の女性たちが作った作品を目にし、そ
の細やかさや配色の豊かさから、技術力の高さに驚かさ
れた。

私たちはバングラデシュの女性たちの現状を背景に自
然の花・魚の図柄のコースター作りを体験した。自分たち
で実際に体験してみると、一針一針がとても細かく柄も
計算されていて、大変な労力の上にできあがった作品だ
ということを実感し、支援につながる商品として販売さ
れているので協力していきたいと思った。

ステナイ生活・もったいないで海外協力にも賛同し、み
んなではがきや切手を持ち寄り、ほんの少しの思いが大
きな力になっていくことを願った。

2006年に本部が開催したピースカフェ「パレスチナ
の朝ごはんってどんな味？」に委員が参加したのがきっ
かけで、パルスチナ子どものキャンペーン（

▲

P12）を
知りました。委員会でも呼んでみようということになり
2008年にパレスチナ刺繍講習会を開きました。刺繍が目
的で参加した方も自然にパルスチナの人々のくらしに関
心をもっていただけます。2012年からは毎年ピースカ
フェをお願いしています。事務所も近いので交流が続き
ました。委員会の有志で国際協力イベント「グローバル
フェスタ」の準備のお手伝いも数年続けています。
「世界の平和は一人ひとりの心の平和から」が委員会の

モットーで、身の回りでできる平和活動に取り組んでい
ます。今後もレッツゴーピースらしく間口の広い活動を
続けていきたいと思っています。

北東下町エリア交流会「みんなでピースカフェ」

2013年10月開催の北東下町エリア交流会で、ピース
カフェを知っていただくことを目的に「みんなでピース
カフェ」を開催しました。

シャプラニール＝海外協力の会、日本イラク医療支援
ネットワーク、フリー・ザ・チルドレン、AAR Japan ［難
民を助ける会］の報告、パネルの展示をしました。

報告をみなさんが、とても真剣に聞かれていたのが印
象的でした。各団体の方を交えた昼食交流では、会話が
はずんでとても和やかな雰囲気でした。「貧困や紛争、児
童労働など知ってはいたが、なかなか一歩が踏み出せな
かった。これを機に私にもできることを見つけたい」と
いう感想も。これからも、ピースカフェが、委員会企画
などを通して広がっていけばなぁと改めて感じました。

（2013年度担当職員　石田篤史）

チェルノブイリ子ども基金、日本国際ボランティアセンター、シャンティ国際ボランティア会、シャプラニー
ル＝市民による海外協力の会、日本イラク医療支援ネットワーク、パレスチナ子どものキャンペーン、ペシャ
ワール会、ハンガー・フリー・ワールド、APLA/あぷら、AAR Japan ［難民を助ける会］、国境なき子どもた
ち、アフリカ理解プロジェクト、幼い難民を考える会、ピースウィンズ・ジャパン、フリー・ザ・チルドレン、
ブリッジ エーシア ジャパン、国境なき医師団 日本、チェチェンの子どもを支援する会、チャイルド・ファン
ド・ジャパン、日本ユニセフ協会　（順不同）

ピースカフェ協力団体（2006年度～2015年度）

● 篠崎委員会
　「刺しゅうの向こうに見えてくるものは」

● レッツゴー！ピース委員会
　「パレスチナの人々の暮らしに関心を」

ピースカフェとは？

ピースカフェ
国際協力NGOの出前講座。平和カンパだけではもったいな
い、という声を受け、団体と組合員が直接つながる仕組みと
して始まりました。

ピースカフェには、「ピースカフェ」「おでかけピースカフェ」「お話ピースカフェ」の３種類あります。パル
システム東京とかかわりのある国際協力NGO・NPOによる出前講座「ピースカフェ」、「東京大空襲・戦災資料
センター」など身近な場所で平和を学ぶ施設を訪問する「おでかけピースカフェ」、人材バンクに登録をしてい
る被ばく体験をした方にお話を聞く「お話ピースカフェ」です。身近で幅広い企画なので、様々な世代の人が
平和について学ぶことができます。

● パルシステム東京ピースカフェの思い出

日本生協連合会「創立宣言」（1951年）に「平和とよ
りよい生活のために」という理念が明記されているよう
に、日本の生協運動は平和活動とともにあります。

2006年東京マイコープ（当時）の理事になり、「平和政
策担当」となったのはとてもうれしいことでした。初め
ての作業は日生協の図書室に行き全国の生協の「平和政
策」を調べることでした。が、当時どの生協にも「平和
政策」はなく戸惑いましたが、まずは自分の生協の「平
和」の関わりをよく知ることから始めよう、とそれまで
誰もやっていなかった「平和カンパ」贈呈先へ訪問を行
い、直接お話をお聞きしました。当時も今も平和カンパ
贈呈先は日本のNGOの先駆けとなる団体がたくさんあ
ります。団体からは生協の発信力を高く評価していただ
きました。これらの団体とのお付き合いが平和カンパだ
け、というのは両者にとってもったいない。地域にくら
す組合員とダイレクトにつながる仕組みを作りたい、こ
れまで本部主催だった「ピースカフェ」を地域の委員会
主催にしよう！

そこから試行錯誤が始まりました。まずは本部でやっ

てみなければ、と平和カンパ贈呈式と合わせた初めての
ピースカフェ。参加者が集まらず知人・友人に声をかけ何
とか席を埋めました。

2回目は、まだお付き合いもなかったパレスチナ子ど
ものキャンペーンさんの事務所を訪問。当たって砕けろ、
的なお願いに驚かれながら「食べ物があるとぐっと理解
が深まります」という言葉を信じて、パレスチナの朝食試
食つきの勉強会。大好評でした。これに味をしめて翌年
のエコ＆ピースディは近くの公共施設の調理室を借り、
理事も大勢動員して世界各地の料理を作るという、前代
未聞の企画を強行。大変だけど本当に楽しかった。各団
体の担当者の方々との親交が深まったのものこの企画の
おかげです。

各団体の方のお話をお聞きし、理事会での提案を続け、
組合員の方の意見を聞きながら完成したのが今の「ピー
スカフェ」のカタチです。平和を愛する組合員のみなさ
んとNGOをつなぐとてもいい仕組みができたと思いま
す。これからも平和の想いを広めていってほしいと願っ
ています。 （第９期理事　星野ゆき路）

2006年12月26日　本部「おでかけピースカフェ
ユニセフハウスヘ行ってみよう!!」ユニセフの国際協力活動を体験

2011年２月23日　国分寺委員会
「シャプラニールと交流」サリーの着付け体験と支援報告

2013年10月28日　「みんなでピースカフェ」
団体報告の様子

シャプラニール＝市民による海外協力の会のピースカフェで
「ノクシカタ」刺しゅうに挑戦
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平和のつどいテーマ一覧

2006年度 エコ＆ピース Day 私たちの星
☆地球の未来を考える☆春のフェスティバル

2007年度 聞いて、買って、私にもできる 
～身近なところから始める国際協力～

2008年度 国際協力 NGO からの報告（パレスチナ支援）と
「地球ステージ ありがとうの物語」上映

2009年度 核なき世界をめざして ～ 過去・現在・未来をつなぐ ～

2010年度 世界の難民について考えてみませんか

2011年度 エコ＆ピース day さようなら原発

2012年度 エコ＆ピース day いのちつながる選択を！
“3.11 を忘れない　脱原発・核のない世界へ”

2013年度 未来の子どもたちへ　私たちの出来ることを考えよう

2014年度 みんなで考えよう！世界の平和について

2015年度 ヒロシマ・ナガサキ、そして「今」の戦争を考える

 2011年11月23日　「エコ＆ピースday さようなら原発」
さようなら原発1000万人アクション呼びかけ人の鎌田慧氏による講演

 2015年８月22日　平和のつどい会場にて広河隆一氏
「大義なき戦争、イラク戦争の被害写真展」を同時開催

2015年２月14日　「みんなで考えよう！世界の平和について」
ピーター・フランクル氏による人権問題についての講演
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平和のつどい
平和を学び考える機会として年1回開催。1年間の平和活動の
まとめや、 時事に応じたテーマで2002年度から続いている
取り組みです。

● ピースカフェ協力団体から

NPO法人 　シャプラニール＝市民による海外協力の会

シャプラニールは、バングラデシュやネパールで活動をして
いる国際協力NGOです。主に児童労働削減や、ネパール大地震
復興支援などの活動を行っています。これまでパルシステム東
京様には、平和カンパや「ステナイ生活」キャンペーンでご協
力をいただいています。これまでピースカフェを通じて、バン
グラデシュカレー作りなどのワークショップを行いたくさんの
組合員さんたちと交流してきました。2015年度はピースカフェ
とシャプラバ！（シャプラニールが行っている講演会）の共催
という初の試みも行い好評を得ました。2016年度以降もピース
カフェなどのイベントを通じて多くのみなさまに現地のことや
シャプラニールの活動を知っていただければと思います。将来
的にはバングラデシュ料理などの商品開発も一緒にできれば楽
しいなと勝手に想像しています。 （上嶋佑紀）

NPO法人　APLA／あぷら

フィリピン、東ティモール、インドネシア、日本国内といった
アジア地域で、農を軸にして「地域自立」をめざす人びとが経
験を分かち合い、協働する場を創り出すことを目的に活動して
います。平和カンパでは、2008年、09年度に「ネグロスの子ど
もたちへの奨学金」のご支援をいただいています。また、2014
年、15年度には、合計9カ所の委員会で「ピースカフェ」を開
催していただきました。特に、民衆交易のカカオ（インドネシ
ア・パプア産）を使った手作りチョコレートのワークショップや
コーヒー（東ティモール産）の美味しい淹れ方教室では、楽し
い時間を過ごしながら、産地での自立に向けた取り組みや私た
ちが消費する食べ物の裏側の話などを学ぶこともできるという
感想をいただいています。今後も、身近な食べ物を通して、「豊
かな暮らしとは？平和とは？」といったテーマをみなさんに考
えてもらうきっかけを提供できればうれしいです。 （野川未央）

NPO法人　パレスチナ子どものキャンペーン

パレスチナ・ガザの「ナワール児童館」は、パルシステム東京の
平和カンパでご支援いただいています。地域の小学生200人以
上が毎日遊んだり学んだりしているほか、戦争下でストレスを
抱えるお母さんたちにとっても居場所となり、おしゃべりをし
たり子どもと一緒に工作を楽しんだりする光景が見られます。

当会は「ピースカフェ」にもうかがって、料理の会や刺繍体
験などを通して、パレスチナのお話をしていますが、組合員の
みなさまが平和と子どもの成長に強い関心をもってくださるこ
とに力づけられます。

日本の平和は中東の平和とつながっています。中東やパレス
チナ問題をより身近に理解していただけるように、これからも
楽しくおいしく＆意義深いカフェ企画を進めます。 （山本智子）

2015年９月17日　
パルシステム東京・シャプラニール共催企画「シャプラバ！」
バングラデシュ支援のお話とカレー作り体験

2015年10月16日　武蔵野委員会
「美味しいコーヒーの淹れ方とコーヒーの話」
コーヒーにまつわる労働問題などのお話

2014年9月18日　レッツゴー！ピース委員会
「パレスチナ料理講習会」パレスチナの現状や活動の報告と
中東料理づくり

体験者の言葉を、未来の子どもたちへつなげよう！
2011年3月11日東日本大震災に伴う東京電力福島原発事故が発生しました。その年の6月に理事となり地球

環境（環境と平和）の担当になりました。核による環境汚染の実態がわかるにつれて何かしなければ、伝えな
ければと、本部での企画を重ねました。震災以前から核兵器廃絶の運動は、東京都生協連による平和担当者会
議で他生協と連携して行っていました。核の平和利用はありえない、ということが現実のものとなってしまい
ました。5年に1回ニューヨークで開催されるNPT再検討会議へはセンター職員1名が派遣され、高齢化する被
爆者と行動をともにしました。1954年3月1日マーシャル諸島ビキニ環礁沖で水爆実験「ブラボー」が行われ
マグロ漁船第五福竜丸が被ばくしました。江東区夢の島公園にある展示資料館では毎年春にお花見平和のつど
いを開催していますが、主催者の都合により2015年度をもってつどいは最後となりました。戦後71年、当事
者は高齢化していますが、私たちはまだ直接話しを聴く機会があります。過去の悲惨な出来事を語り継ぎ、繰
り返さない、と活動を続けています。

パルシステム東京は震災後にエネルギー政策策定により脱原発を宣言し、原発に頼らないエネルギーの推進
に取り組みはじめました。 2014年には平和政策を策定し、環境と平和の活動方針が具体的になりました。印
象に残る平和のつどいは、人権の尊重といった観点から、数学者であり大道芸人のピーター・フランクルさんの
講演です。かつてヨーロッパでユダヤ人として迫害を受けた経験をうかがいました。宗教、人種の差別がなく
平和で暮らしやすい日本が好きです、と。穏やかな毎日を過ごせることを未来の子どもたちにつなげたいと思い
ます。 （第11期理事　木村早苗）
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平和月間
戦後70年にあたる2015年度は、８月～10月を平和月間としま
した。企画参加や写真投稿などさまざまなかたちで組合員の
参加が広がりました。

組合員が気軽に参加できる国際協力として1996年度に始
まり、1999年度からカンパ先を選択できるようになりまし
た。報告会を毎年、開催しています。

2015年8月5日　たま東エリア５委員会連携、６委員会協賛
「夏休み親子映画『はだしのゲン２』上映会＆
講談『第５福竜丸』『ゴジラ誕生』」

2016年２月９日　「北東下町エリア協議会平和カンパ報告会」

※ ピースカフェは期間外も含め、2015年度は20企画、303人が参加してい
ます。

平和月間（2015 年 8 月～ 10 月）開催企画（参加者数）

７月～９月 あなたの作品大募集！
みんな de ★平和ミュージアム （456 人）

８月 ヒロシマ平和ツアー （14 人）

８月 ナガサキ平和ツアー （９人）

８月～９月 国際協力 NGO との共催企画　　　 8/9、9/17
 （118 人）

８月～10月 ピースカフェ開催６企画※ （90 人）

10月 東京下町戦跡めぐり （30 人）

みんなde★平和ミュージアム　“YES PEACE”賞　受賞作品   　　

スッキリしあわせ
ネルさん

かぞくのえがお
ゆうかさん

森 
ひなたさん

平和な世界でありますように
ぷっぷーさん

平和カンパ

2010年ニューヨークにて開催されたNPT再検討会議にパルシステム東京の代表派
遣された職員が、現地での平和活動のアピールに影響を受けて提案しました。どの
ような時に幸せを感じるのか、その顔を絵で表現してもらいました。世界の人々
が幸せを感じることができる平和な世界をつくるために、何ができるのかを一緒
に考え、平和への思いと自分ができることをメッセージとして添えてもらいまし
た。同年11月東京ビッグサイトで開催したパルシステム東京40周年記念イベント

「食のチカラ」にて大人も子どもも参加できる取り組みとして実施しました。韓国
高
コ ヤ ン・バ ジ ュ

陽坡州ドゥレ生協訪問時にも取り組みに賛同していただき、「幸せなかお」を
描いてもらいました。物にあふれ、戦争も原爆投下も経験したことがない状況下
で、自分がその経験をするかもしれないと考えることは難しいのではないでしょうか。今の幸せを考え、
自分以外の人の幸せを共有することで、お互いの幸せを願う行動につながる、改めて「平和」について考える
一石にはなったのではないかと思います。平和活動は誰もが取り組むことをメッセージとして発信し、まずは
知ることからというその後の平和学習にもつながる取り組みでした。 （2010年度担当職員　北沢典子）

「幸せなかお」の取り組み
こんな取り組みもあります

 “YES PEACE” 平和月間に込めた思い 海外の子どもたちへ…20年続ける私たちの気持ち
“YES PEACE～戦後70年のつどい～ ”は2015年平和月間のキャッチコピーです。改めて「平

和」を学び考える機会を設け、広範な組合員が参加できるよう３カ月間にわたってさまざまな企画が実施されました。
「平和」は戦争、紛争、飢餓、差別など「○○がない状態」と否定形で定義されることが多い言葉。では平和

な世界にあるものは何でしょうか？　“NO WAR””NO NUKES”など「あってはらなないもの」と同時に「な
くてはならないもの」に思いを馳せ、その作り手・担い手になりたいとの願いを“YES PEACE”に込めました。

安心できる居場所、健康的な食事、誰も犠牲にしないエネルギー、愛と信頼、真摯な学び、私利私欲に翻弄
されることなく分け合い助け合う知恵と仕組み、多様性を認め排除でなく包摂していく胆力、笑顔とユーモア
…。平和な世界に必須のものごとを考えた上で、私たち一人ひとりが実践すべきこと、できることを見つけ、
生協という仕組みが真価を発揮しうる領域を探したいと思いました。
「帰って家族を大切にしてあげてください」。マザーテレサは、世界平和のために何をしたらいいのかとボラ

ンティア志願者に聞かれてそう答えたそうです。大きな愛をもって小さなことを成し、それをつなげていくこ
との大事さを繰り返し説きました。
「戦争は大消費運動だからね、なかなか無くならないんだよ」。中学時代に聞いた先生の一言は今も記憶に鮮やか

です。消費と生産のあるべき姿を力の源として社会を変えていくのは生協の本懐。平和月間全12企画、子どもを含
め717人の参加を得られたのは大きな喜びです。今後ますますすそ野を広げ、高い頂きをめざして活動を続けていた
だきたい、その活動の一員として、私も小さな実践を続けていきたいと願っています。 （第10期理事　福浦眞紀）

「平和」は 生活協同組合の原点であり、私たちの生活の基盤です。毎年7月に取り組まれる平和カンパは、多
くの組合員が参加する運動に発展しています。これまで20年にわたって「未来の担い手である子どもたちの支援
に」と海外で直接活動している支援団体に託し、届けてきました。何と長きに渡り続けてきたことでしょう。
『平和のあゆみ』発刊にあたり、これまでたくさんの方々が繋ぎ、紡いできた平和カンパ活動を受け、どのよ

うに取り組んだのか振り返りました。参加者は年々増加し、2015年度では延べ8,800人以上の方が参加しまし
た。とはいえ贈呈式や報告会でどのように役立てられているのか直接聞いている方は少なく、低迷しておりま
した。贈呈式、報告会の参加者を増やすことは当時の課題でした。そこでより多くの組合員に参加していただ
くため、2014年度のエリア協議会で、20分程度の報告会を提案しました。報告会は好評で、ピースカフェの
開催にもつなげることができたと考えております。

いま世界に目を向けると紛争や飢餓、貧困、難民など悲惨な事象はなくならず、目を背けたくなるような境
遇におかれている子どもたちがたくさんいます。くらしの中から生まれる「願い」を、力を合わせて実現しよ
うとするのが生活協同組合です。

これからも平和な未来を子どもたちに受け継いでいけるよう、一人でも多くの組合員、役職員が関心をもち、
心を寄せてパルシステム東京の平和カンパに取り組んでほしいです。 （第11期理事　大田敬子）

＊2015年7月20日～9月30日　身近な場所の平和に関する写真やイラストを募集しました。

2007年10月5日　「平和カンパ贈呈式」
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日本国際ボランティアセンター（以下 JVC）はこれまで
パルシステム東京の平和カンパでベトナム、イラク、アフ
ガニスタン、南アフリカなどの国での活動にご支援をいた
だいてきました。現在は世界で最もHIV陽性者やエイズ
で命を失う人の多い南アフリカで、エイズによって両親を
失った子どもたちを支援する活動を支えていただいてい
ます。南アのエイズ問題には、黒人隔離政策（アパルトヘ
イト）の後遺症と現在の社会的格差の歪

ゆがみ

が色濃く影響し
ています。エイズ孤児支援活動はコミュニティでもっとも
弱い立場の子どもたちを農村の地域社会が協力して見守
り、健全に育てていくための仕組みを作る活動です。こ
れと同じように、JVCが活動する世界10カ国全てにおい
て、紛争や環境破壊、構造的な貧困など現代のグローバ
ル社会の歪に苦しむ人々が自ら命とくらしを取り戻すた
めの小さな希望を地域から一つひとつ創りだしています。

パルシステム東京とJVCとは、平和カンパで支援をい

ただくのみならず、パレスチナ・ガザでの戦争の被災者
への緊急支援活動や、安保法制やODAの軍事化並びに
TPP問題に関しての政策提言活動を協力して行ってきま
した。2015年11月13日には、パルシステム連合会の理
事でもある野々山パルシステム東京理事長とともにTPP
交渉の大筋合意後市民社会として初めて内閣官房のTPP
対策本部に出向き、TPP交渉と審議における透明性を求
める要請書を手交しました。海外の紛争地や農村社会で
活動するJVCと日本の市民に安全な食を届けるために奔
走している生協であるパルシステム東京が手を携えて戦
争やODA問題やTPPの問題に声を上げ、政府に市民の提
案を働きかけています。それはなぜでしょうか。パルシ
ステム東京とJVCは、世界規模で深刻化するいわゆる紛
争と行き過ぎた貿易・投資の自由化とは表裏一体のもの
であり、しかもそこに、「食」を含む日本の経済の在り方
が深く関係していると捉えているからだと思います。

2014年政府は武器輸出三原則を撤廃して武器の共同
開発と輸出を解禁しました。日本が開発する戦闘機がイ
スラエルに導入されガザで人を殺すことになりかねませ
ん。アフリカのモザンビークで日本は現地の農民の命を
かけた抵抗を尻目に多額のODAを投入して日本の食料
基地を作ろうとしています。海外での紛争や環境破壊

や土地収奪、貧困が私たちの経済とくらしの在り方と直
結していると知った時、私たちは必然的に協働の仲間と
なったのです。「奪う豊かさ」から「自足する豊かさ」に
日本を変えるために、今後も是非協力していただければ
と切に願っています。

（日本国際ボランティアセンター代表　谷山博史）

2008年度開催　JVC活動視察　ベトナムスタディツアー

スタディツアーでは現地の方々と直接ふれあう中で、電気も舗装された
道路もない険しい山岳地で自然資源を利用しながら生態系に配慮した農業
を実践し、安定した生活を営めるように村人同士が学び考え農法の改善や
食糧の種類と量を増やすことができるよう協力していることがわかりまし
た。また、JVCの担当者が村人と時間をかけてその村にあった自活の方法
を提案しながら一緒に考えていく姿が印象に残りました。パルシステム東
京が行う平和カンパの取り組み＝海外協力の“形”と“価値”について多いに
実感することができました。 (参加職員　小谷源三)

 『奪う豊かさ』からの転換のための新たな協働

● 平和カンパを届けた国

2009年2月　「JVCベトナムスタディツアー」　
JVCのベトナム支援成果の視察

平和カンパ
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2015年度ネパール支援報告会

2015年４月に発生したネパール大地震に対する緊急支援では、組
合員から3,965万7,100円ものカンパ金が寄せられ、被災者支援に取
り組むNGO６団体に贈呈することができました。

カンパ贈呈先団体の現地での活動などを組合員に報告するため、
10月に２会場で報告会を開催しました。前半は各団体からの活動報
告を、後半は３グループに分かれて団体と参加者で意見交換を行い
ました。参加者からは「グループごとにじっくり話せてよかった」

「実際に活動されている方々と直接お会いでき、現実感が強くなりま
した」との声が寄せられました。参加団体からも「ご参加くださった
みなさまからたく
さん熱心なご質問
をいただけてとて
も嬉しく存じまし
た」という感想を
いただきました。

大規模災害
緊急支援カンパ

被災地支援を行うNGO・NPOなどへのカンパ金贈呈を通し
て行う緊急支援活動です。

【2010年度チリ地震被災者支援】
NPO法人 ADRA Japan

みなさまからお預かりしたカンパによ
り、仮設住宅の配電やトイレ、キッチンストーブ設置等の活動を実施、延べ410
世帯の被災家庭の基本的な生活環境の整備支援ができました。特に自立して復
興することが難しい高齢者世帯、母子世帯、障害をもった家族がいる世帯等で
支援を必要としている方々へ、迅速な対応をすることができました。遠い日本
からの温かい支援について、「励ましになった」「ありがとう」という言葉が数
え切れないほど返ってきました。ご支援に心より感謝申し上げます。

（橋本笙子）

【2013年度フィリピン台風被災者支援】
NPO法人 AAR Japan[難民を助ける会]

2013年、難民を助ける会は、発災後すぐ
に支援を開始。お預かりしたカンパを活用させていただき、支援の行き届いて
いなかったレイテ島で、家屋修繕と障がいのある子どもが通う学校への支援を
実施しました。以前より少しでも丈夫な家に建て直せるよう、大工や住民向け
に講習会を開き、修繕の資材も提供しました。また、被災の記憶や避難生活で
不安の募っていた障がいのある子どもたちが、安心して過ごせる環境を取り戻
せるよう、学校を修繕し、教材・備品を提供しました。みなさまの温かいご支援
に、改めて御礼申し上げます。 （小川祐子）

【2015年ネパール大地震被災者支援】
公益社団法人 シャンティ国際ボランティア会

ネパールでは国外へ出稼ぎに行く男性も多く、
被災した女性たちは一人で家事・労働・育児のほ
か、壊れた家の再建も担わなければならず、さらに震災の混乱時には人身売買
や家庭内暴力の悪化も懸念され、女性や子どもたちの保護が特に必要でした。
そこで、みなさまからの支援を活用し、女性たちが生活再建の相談や気軽に集
まれる場としてのシェルターを4郡7村で建設。現地の女性たちからは、感謝と
ともに、今後もシェルターでの学びを通じて生活再建に取り組んでいきたいと
の声が届けられました。 （鈴木晶子）

● カンパ贈呈団体より

電気がついたので、夜も勉強できるように
なりました（Ivan君1年生）

2015年10月26日「ネパール地震支援カンパ報告会」

ネパールの被災地に設置したシェルター
併設のチャイルドフレンドリースペース ベナン　

給食を食べる子どもたち
回収した物品の仕分けをする
ボランティアスタッフの方々

家屋修繕のための講習会を開催しました。
建物のどこを補強すると家が倒れにくいか
などを模型で確認し、実際の修繕に活かし
ました

書損じハガキなどの
回収キャンペーン

身近でできる社会貢献として始まり、2008年度には国際協力
支援として再スタートしました。

大規模災害支援カンパ一覧

2006年度 ジャワ島中部地震 4,167,316円

2007年度

能登半島地震、ソロモン
諸島沖地震、新潟県中越
沖地震、ペルー沖地震、
バングラデシュ・サイク
ロン

20,973,517円

2008年度 中国・四川省地震、ミャ
ンマー・サイクロン 20,768,926円

2009年度
フィリピン台風、スマト
ラ沖地震、サモア大地震、
ハイチ大地震

14,425,385円

2010年度

スマトラ沖地震、チリ地
震、中国青海省地震、パ
キスタン洪水、奄美大島
洪水

14,324,062円

2011年度 タイ・カンボジア洪水、
トルコ地震 800,000円

2013年度 フィリピン台風、伊豆大
島台風26号 7,562,100円

2014年度
雪害緊急支援カンパ、中
国雲南省地震、広島豪雨・
土砂災害

19,657,701円

2015年度 ネパール大地震、台風18
号（茨城、栃木、宮城） 63,214,900円

※ 東日本大震災関連のカンパは復興支援活動として行い、
2015年度までに1億9,843万8,186円集まりました。

２月27日、 マウレ州を震源としたマグニ
チュード8.8の地震、死者・行方不明者548
人以上、損壊家屋27万9千戸以上の被害

 11月、フィリピン中部を襲った超大型台
風ハイエン（台風30号）。死者・ 行方不明
者7千人以上、避難者最大約90万人の被害

  4月25日、 ネパール中部ゴルカ
郡を震源としたマグニチュード
7.8の地震、死傷者３万人以上、
被災者800万人以上、 損壊家屋
75万6千戸以上の被害

被災者へ、組合員の心を届けよう！
私たちパルシステム東京では、地震や洪水・台風・豪雪・干ばつ・熱波・感染症といった“自然災害”、そして紛争

や爆発事故・構造物破壊といった“人為的災害”のうち、大規模であると一般的に認められた事象を対象に、組合
員や役職員などに広く募金を呼びかけています。この10年だけでもジャワ島南部地震に始まり、2015年の台
風18号による大雨水害まで26件、1億6,589万3,907万円にものぼる金額が寄せられました。毎回感じるのは、
額の多さもさることながら、広報をするとすぐに応えてくれる組合員のみなさんの気持ちのありがたさ。それ
を無駄にしないためにも、さまざまなNGO・NPOと連携して、本当に必要としている人の手に届けていかなけ
れば！と思っています。 （第11期理事　杉山美佐和）

身近にある“もったいない”で国際支援に
“家庭でできる国際支援活動”を合い言葉に行っている取り組みです。もともとは福祉団体へ配送センターご

とに切手を回収して贈呈する取り組みでしたが、2009年2月からは、年1回、キャンペーン期間を設け、全組
合員に呼びかける形式で行っています。書損じハガキだけではなく、未使用切手、商品券、金やプラチナ・銀製
のアクセサリー、腕時計、CDやDVD、ゲーム…。これらを集めて換金し、支援するNGOを通じてバングラデ
シュ、ベナン、ブルキナファソ、ウガンダなどへの支援や、国内外のアドボカシー・啓発・青少年育成などの事
業に役立てられています。支援先NGOからは「毎日封筒が積み重なっていく様は、何とも圧巻！」「組合員さん
が仕分けボランティアに来てくださり、他のボランティアさんとつながってパルシステム東京に加入したとい
うケースもあります」と嬉しいお話もいただいています。身近かにあるのに使わないなんてもったいない！の
気持ちを基盤に、できることを一つずつ積み上げていく真面目さ、世界に目を向け思いを届ける優しさが、私
たちの生活協同組合にはあることを実感しています。 （第11期理事　杉山美佐和）

2008年度よりNPO法人 ハンガー・フリー・ワールドの回収活動に
協力をしています。飢餓問題解決を目的とした、開発途上国にお
ける開発事業、ならびに世界各地における啓発活動、アドボカ
シー、青少年育成を行っている団体です。回収キャンペーンの収
益は、バングラデシュの小学校運営、有機農業推進、ベナンの
栄養改善や青少年・成人対象の識字教室などに使われています。

©hunger free world ©hunger free world
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2008年5月30日～ 6月1日の組合員同士の交換ホームステイを軸とした国際
交流は、訪れたい場所やことがらをあらかじめ双方で打ち合わせした上で韓国
から10名を迎え入れ、家庭ごとに、オモテナシ！に夢中になった2泊3日。帰り
の機内では、トーン高く笑いに包まれた経験談で盛り上がっていたと、秋に再
会した職員の呉東旭氏が語ってくれました。狂牛病の大騒ぎの国から来られた
私のパートナーの金銀淑さんは、初っ端から可愛らしいパルシステムの牛の絵
に軽いショックを受けるほど驚いていました。水洗トイレのタンクを手洗いに
利用するエコぶりにも興味深げな眼差し、小ぎれいなものに囲まれてつつまし
くくらす日本の生活スタイルに度肝を抜かれたという方もおりました。「日本に
対する印象が変わり親しみを感じた」との感想も、その後多く聞きました。紅葉の美しい秋の10月30日からの訪韓で
は、家族ぐるみの歓待を受けました。ゲストハウス宿泊や朝鮮王朝の皇后閔妃が殺害された景福宮の現地、西大門刑
務所歴史館見学など私たちの希望にそって案内してくれました。組合員40万を超える庶民の中からの参加に対し、当
時3,900世帯の、地域性も密な高陽坡州ドゥレ生協の、くらしには生協の品物だけを徹底して使うこだわりをもち階
層的にもどちらかといえば上流の在り方との温度差を、一見して感じとりましたが、生協の原点を見るようでもあり
ました。また食の安全や晩婚化、少子化、高齢化、社会の格差のことなど共通する話題も多く、帰国の日臨津江近く
の民間人統制地域で豆腐作りを共にしつつ、平和を心に刻んだ濃密な体験でした。 （組合員　倉橋葉子）

● ドゥレの輪が広げる共感と連帯感

隣国の生協を知ることから始めよう
高
コ ヤ ン パ ジ ュ

陽坡州ドゥレ生協は《生産者と消費者の信頼関係を基盤に、安全な食べ物を共同購入することで次世代に
安全な未来を譲ろう》という生活協同運動をきっかけとして、ソウルの北西部で創立されました。パルシステ
ム東京とのつながりは2001年にさかのぼります。きっかけは連合会からの紹介でした。産直産地の一つである
新潟県ささかみでの日韓子ども交流サマーキャンプに端を発し、新潟県よしかわ、千葉県うなかみなどを舞台
に、子どもを主体にした訪日訪韓を繰り返しました。2008年からはお互いの理解を深めるための方法として、
組合員どうしの交換ホームステイという形を取り入れました。それが“ドゥレの輪”です。言葉は完全にはわか
らなくても、身振り手振り、顔の表情が手伝って、お互いの国のくらし方や文化を肌で感じ、ひいては隣国へ
の理解が深まることを実感した方も多いのではないでしょうか。その後、役職員だけの交流になった時期もあ
りましたが、2014年に韓国スタディツアーが始まりました。多くの組合員さんから「待っていました！」と
いう声も聞かれました。そして2015年、高陽坡州ドゥレ生協とパルシステム東京の役職員のあいだで、「平和」
をテーマに草の根の市民交流を通じて両国の友好を深め、互いに協力して協同組合運動を進めていくことを再
確認しました。日本と韓国の架け橋となるためにも、日韓両国の文化、歴史、社会を学ぶ機会を作り、情報発
信を続けていくことが必要だと感じています。 （第11期理事　杉山美佐和）

日韓交流
隣国である韓国と、生協という基盤を通じて市民が草の根の
交流を積み重ね、互いの理解を深め、東アジアの平和につな
げる取り組みです。

2008年10月26日　「ドゥレの輪」高陽坡州
ドゥレ生協組合員のお宅で

私が2014年の「韓国平和スタディツアー」に参加したいと思ったのは、その募集案内を見たとき、私がお手伝い
として参加した韓国・高陽ドゥレ生協と東京マイコープ（当時）の子どもたちとの交流の記憶があざやかに思い出さ

れたからです。ドゥレ生協と東京マイコープの子ど
もたちの交流は2001年の「ささかみ」のキャンプ
から始まりました。2002年には韓国ソルメジェの
キャンプ場で、お面作りやゲームを子どもたちと一
緒に楽しみました。子どもたちの一晩だけのホーム
ステイで心配したこと、仁川空港でのお互いの手を
取り合って、涙・涙の別れの光景など今でもなつか
しく思い出されます。

2014年の交流は一般組合員参加の「韓国平和スタ
ディツアー」でした。『必要なものはすべて自分たち
で自由に起業し、作りあげた町』ー「ソンミサンマ
ウル」や平和博物館、北朝鮮が韓国に向けて掘った
という「第３トンネル」、ソウルから自力で行ける北
朝鮮に最も近い場所「臨津閣」や「DMZ （非武装地
帯）」も高陽坡州ドゥレ生協の方々と一緒に見学しま
した。

北と南が対立する軍事境界線をはさんだ4km幅
の非武装地帯が、はからずも野生動物たちの楽園に
なっていることに皮肉なものを感じました。

ツアーでは現地NPOの方々の通訳と案内で、よ
り深く、より楽しく韓国を知ることができました。し
かし、自分の考えていることを自分の言葉で語れた
ら、もっともっとお互いを理解し、心の交った交流が
できるのに、と痛感もしました。最初の子どもたち
の交流から今年で15年目になりますが、これからも
高陽坡州ドゥレ生協とパルシステム東京との交流が
さらに深まることを願っています。 （組合員　森島悦子）

● 日韓交流15年を経て、さらに深いつながりを

訪韓ホームステイのお宅で2005 年千葉旭市キャンプ場

互いに理解深めるため、組合員同士の交換
ホームステイを開始、延べ28人が参加。韓
国の現代史の学習や、お土産の味噌づくり
なども行い、参加者同士の交流も深めまし
た。参加後は、韓国のくらしや文化を、報
告会などを通して伝えていきました。
＊ドゥレの輪：ホームステイを中心に、楽しく韓国

語や韓国の料理、歴史などを学ぶことで、人と
人がつながる国際交流の取り組み

日韓の子どもたち約100人が参加。日本開催で
は、パルシステムの産地（新潟）での川遊びや
蕎麦の種まき体験、海水浴やスイカ割りなど、
韓国開催では、ホームステイやワールドカップ
サッカー場見学、扇子・キムチ・焼き物づくりを
楽しみ、親交を深めました。

2015年11月　ソンミサンマウルにて

2015年10月　狛江センターにて
飾り巻き寿司作りで組合員交流

2014年度は公募した組合員７
人が高陽坡州ドゥレ生協のお
店や平和博物館を訪問し、高陽
坡州ドゥレ生協の組合員と交
流。先進的な社会運動として注
目されている「ソンミサン マ
ウル」や非武装地帯の見学など
をし、平和、文化、社会につい
て学びました。

2015年度は高陽坡州ドゥレ生
協の組合員理事、役職員６人
の訪問受け入れをし、狛江セン
ターや府中陽だまりの見学、飾
り巻き寿司作りや東京戦災資
料館見学で組合員と交流をし
ました。互いの国や生協につい
て理解が深まりました。

● これまでの交流のあゆみ
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ピースアクション
「ピースアクション」は日本生活協同組合連合会が取り組む平
和スタディツアー。当初広島への参加のみでしたが、2008年
度以降、長崎、沖縄と体験の場が広がりました。

沖縄戦跡・基地めぐり

「まず沖縄から、そして『日本の平和』を考える」を
テーマに、辺野古を視察、ひめゆり学徒隊の沖縄戦体
験者の話を聞き、ガマや平和の礎

いしじ

などを巡りました。
–参加者の感想
・ ガイドの山内さんの 「沖縄の問題は最終的には自分

の問題」という言葉が印象的でした。生涯、自分に
できることは何なのか考え、実行していきたい。

・ 戦跡巡りをきっかけに、沖縄の歴史と現状を深く理
解し、基地問題は日本人の問題としてとらえ、真の平
和の大切さを唱え活動していくべきと思いました。

子ども平和会議

被爆70年を契機に、未来を担う子どもたちが、自ら
の住む地域から平和について考えるきっかけとなるこ
とを目的に行いました。
–参加者の感想
今回の広島で一番よかったのは、子ども平和会議で
す。わたしたちの班では争いごとはどういうこととい
う話がでました。意見はかげ口、悪口、けんかがでま
した。世の中に争いごとをなくしていくために思いや
りをもって話し合いをしようと思います （小学校４年生）

ナガサキ平和ツアー

「核兵器のない世界をめざして～被爆70年、ナガサ
キの想いを未来へ～」を開催テーマに、被爆者との交
流や平和記念式典などへ参加しました。
–参加者の感想
 戦後70年、戦争経験者の話を直に聞くことができる最
後の節目の年ではないかといわれます。平和祈念式典
に参加する機会を得られたことは大変貴重な経験とな
りました。これから戦争について学んでいく年齢の娘
にとっても、今回のツアーは過去を知り未来へつなぐ
貴重な体験として、記憶に心に残ってくれることを願
います。

ピースアクション～2009年度の取り組みから
2009年ピースアクションinヒロシマは『継承と警鐘』をテーマに開催。パルシステム東京からは7人が参加。

全国の生協組合員が集い「ヒロシマのねがい」を共有した。核廃絶のカギとなる2010年NPT再検討会議に向
け、積極的に学び行動へつなげることも確かめ合った。『はだしのゲン』の中沢啓治さんは鮮烈なメッセージを
発信。「核と人類は共存できない」と長い年月、辛い体験をとおして核廃絶を世界中に訴えてきた被爆者の決
意。その思いを途切れさせるわけにはいかない。今度は私たちが伝える番だ。

2010年3月、9人で沖縄戦跡基地巡りに参加した。沖縄戦とは何だったのか、どうして今の基地に覆われた
島になってしまったのか、戦後70 年を経た今も沖縄の人々は問い続けている。これまで本土の私たちは沖縄に
どれだけ関心を寄せ想像力を働かせてきたのか。美しい海を埋め立てて新基地が建設されようとしている辺野
古。長い間抵抗し続け、苦悩の中から新たな道を歩き始めている沖縄の人々。「これ以上沖縄を犠牲にしない
で」「もう基地はたくさん！」その声に従う時だ。何物にも代えがたい命の尊さを学ぶ旅であった。

戦後の日本が、異例の超スピードで広範囲に解体・改変されようとしている。歴史はあっという間に変わる。
ヒロシマ、沖縄戦跡基地めぐり、韓国ドゥレ生協との草の根交流、平和カンパ贈呈先NGOとの関わり…それら
すべての政策推進に深く関われたことを糧に、戦争・貧困・差別の心配のない、平和で公正な社会に近づくまで
息の長い活動をしていく覚悟だ。歳をとっても引退はできない。 （第９期理事　小山志保子）

ピースアクション参加人数
2015 年度ヒロシマ平和ツアー（親子コース） 2006年度 広島12人（内子ども10人）

2007年度 広島10人

2008年度 広島７人、長崎５人、沖縄５人

2009年度 広島５人、沖縄８人

2010年度 広島３人

2011年度 広島６人、沖縄６人

2012年度 広島10人、長崎７人、沖縄８人

2013年度 広島６人、長崎２人、沖縄５人

2014年度 広島12人、長崎８人、沖縄７人

2015年度 広島14人、長崎９人、沖縄14人

1日目

2日目

3日目

「川からみる被ばくの実相」参加  千羽鶴の献納（原爆の子の像）
  広島平和祈念資料館見学など  碑巡り（平和公園内親子コース）

子ども平和会議参加  
虹のひろば参加  被爆者との交流（

▲

P27）

平和祈念式典参列

  しげるくんの「まっ
黒なおべんとう」観劇

〈演劇・被ばくの証言〉

※2013年平和記念式典写真

※2006年度までは「子ども平和行動」として実施

2015年８月７日　「ピースアクションinヒロシマ　子ども平和会議」

2015年８月7日　長崎平和公園平和祈念像前にて 2012年3月29日　沖縄県名護市辺野古の視察

今、広島を振り返り平和式典であれだけ多くの人が集まっているのに静まり返り、自分が今まで生きてき
た中であんなに静けさを感じたことはありませんでした。あの張りつめた空気は今も忘れられません。平和
行動に参加した時は小学校五年生でした。

今、十七歳高校生になり原爆のことをきちんと勉強したほうがいいのかもしれないと思う気持ちともう考え
たくないと気持ちと揺れます。怖いし、信じられないし、今、自分に何ができるのかがわからないからです。

平和行動に参加した兄弟とは時々話をします。「資料館はどうだった？」と聞かれても言葉なんてないよ
ねって…。８人兄弟全員が言います。言葉にもできない脳裏に焼き付いたものは
兄弟で共有していました。

兄は大人になった今、もう一度広島平和行動に参加したいと言っています。
子どもの目と大人の目で感じるものがどう違うのかを確かめたいと聞き、原

爆や戦争を表現する言葉などは無理してみつけなくていいのだと兄の言葉で感
じました。また私も平和行動に参加してみたいという気持ちでいます。

（生井眞由・当時11歳）

2009年度ヒロシマツアーに参加して感じたこと（当時を振り返って）
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脱原発
原発の危険性を訴える運動や原発被害者支援に加え、3.11以
降は「脱原発から再生可能エネルギーへ」を方針に活動して
います。核の平和利用はありません。

脱原発に向けて
2011年3月11日、東北地方を襲った東日本大震災、人災ともいえる東京電力福島第一原発事故による放射能

汚染は、生命に関わる問題を含め、私たちのこだわりである「食の安全」の確保にとっても重大な問題を引き
起こしました。今回の原発事故でもわかるように、原子力発電所の安全神話は存在しません。一旦事故を起こ
すと地球規模で汚染が広がり、放射性物質の長期にわたる増加で重大な課題を子孫に遺す問題もあります。

今回の原発事故含め原発の建設・稼働を黙認してきた私たち大人の責任です。二度とこのような悲惨な事故
を起こさせないために、2011年12月にパルシステム東京のエネルギー政策を作り、脱原発と再生可能エネル
ギーの拡大、くらしの省エネを推進していくことにしました。

エネルギー政策の推進や、環境の取り組み、忘れてはいけない東日本大震災の復興支援を含め、今後も取り
組んでいく重要な課題であります。特に脱原発の運動の取り組みとして、
他団体と連携した抗議活動や、原発に頼らない社会の実現に向けて再生可
能エネルギーによる「新電力事業」はさらに推進していく必要があります。

2016年4月より電力小売り自由化になり、組合員（一般家庭）も電力会
社と電力を選べる時代になります。電力会社と電力（電源構成）の選択は、
電気料金が高いか、安いかを選ぶのではなく「未来の子どもたちにクリー
ンで安心して住める日本（地球）を残す」かの選択です。再生可能エネル
ギーで発電された電気（産直でんき）を選ぶことで、脱原発を実現し、子
どもたちに安心して住める地球環境を残しましょう。
 （第10期専務理事　佐藤功一）

2014年９月23日　「9.23フクシマを忘
れない！再稼働を許さない！さようなら
原発　全国大集会」でのパレード

● 原発事故被害者支援の取り組み

パルシステム東京の東京電力福島第一原発事故被害者支援
福島親子保養企画（2011年度～ 5企画205人参加）、福島支援カンパ（2012年度～累計カンパ総額3,702万880

円）、子ども被災者支援法の幅広い適用と具体的な施策の実施、賠償の時効問題の抜本的な解決を求める署名（2万
2,728筆／2014年1月）、原発事故被害者の住宅・健康・保養支援の立法化と完全賠償の実現を求める請願署名（1万
6,031筆／2015年5月）を行いました。

平和カンパ（

▲

P15～17）で支援する
『チェルノブイリ子ども基金』の活動

チェルノブイリ子ども基金は、フォトジャーナリスト広河隆一がチェル
ノブイリを取材中、現地の母親たちの呼びかけを受け募金活動を始めたの
をきっかけに、1991年4月に設立されました。当初は甲状腺がんの子ども
たちを支援していましたが、現在はその他の腫瘍病や血液の病気の子ども
たちも支援しています。平和カンパは、毎年現地サナトリウムで開催して
いる「病気の子どものための特別保養」費用の一部として使われています。放射能汚染のない自然環境に恵まれた場
所で、必要な治療を受け、安全で栄養バランスのとれた食事をすることは、健康回復に大きな効果をもたらします。
また、同じ悩みを分かち合える仲間との出会いは心を開放し、希望をもって生きる力につながります。私たちの活動
についてピースカフェ（

▲

P10～ 12）でお話をすると、「困難な状況にあっても希望を未来につなぐことの大切さを
知った」「少しでも広めて震災と原発事故を忘れないようにしたい」などの声をいただきます。これからも組合員のみ
なさまと顔の見える、心の通い合うお付き合いをしていきたいと願っています。 （佐々木真理）

2015年1月26日　すみだ環境委員会
「福島とチェルノブイリ…子どもたちの健康被害」
チェルノブイリ子ども基金佐々木真理氏によるベ
ラルーシの子どもたちの保養の様子のお話など

● 六ヶ所から地球を考える委員会「 『イヤなものはイヤ！』と言い続けて」

青森県六ヶ所村にある「六ヶ所再処理工場」が、都会に住む私た
ちには知らされないまま進められていることを知って、何かしな
いではいられなくなった組合員の呼びかけで、2007年4月『六ヶ
所から地球を考える委員会』を結成。以来、六ヶ所再処理工場を
はじめ、原子力発電をめぐる問題に取り組んできました。

2007年度は①この問題をより多くの人に知ってもらうこと②
生協が阻止ネット*の呼びかけ団体に加わり、「六ヶ所再処理工場
本格稼働反対署名」に取り組むことを目標として活動し、2007年
11月パルシステム連合会として呼びかけ団体に加わり、2008年2
月パルシステムグループでの「反対署名」が実現しました。2008
年度は、パルシステム東京の方針として「六ヶ所再処理工場本格
稼働中止の取り組み」などが承認され、2009年度には生協と一
緒に活動し、2010年1月の連合会主催による小出裕章氏（当時京
都大学助教）学習会開催につなげることができました。2010年度
は、それまで文字だけだった委員会オリジナルの手づくりパネル
を、図やイラストを取り入れ進化させ、イベントで展示、わかり
やすいと好評でした。

そして2011年3月11日の東日本大震災による東京電力福島第
一原発事故が発生。原発の危険性を訴え続けてきただけに、取
り返しのつかない事故が起きたことへの絶望感と真実を伝えなければという使命感が混在しながら、5月から委員会
ニュースで情報を提供。委員会パネルを追加制作し、当委員会主催企画以外にも、他委員会、配送センターへの出前
授業も依頼を受けて行いました。

事故から5年が経っても、汚染水は流れ続け、廃炉作業が難航している中で、経済優先に除染の安全宣言や原発再稼
働が強行に進められている今、「無言は賛成と一緒」「イヤなものはイヤ！と言おう」という思いを一層強くしていま
す。放射能や原発のゴミの問題は、子や孫や未来の世代にも影響する問題です。私たちはこれからも真実を学び、広
く発信し、仲間と、そして生協と一緒に行動していきます。
＊阻止ネット：六ヶ所再処理工場に反対し放射能汚染を阻止する全国ネットワーク

エネルギー政策では、組織的に脱原発を進めることを明確にし、運動展開を本格的に進めており、その一
つに電気の小売事業（新電力）への参入があります。

2012年度に子会社（株）うなかみの大地と連携して、再生可能エネルギーの電力確保をパルシステム東京
が率先してすすめました。2013年4月に新電力事業を開始し、配送センターなど17事業所から再生可能エネ
ルギー主体の電力に切り替え、2015年度には、配送センター、工場など35事業所に拡大させ、再生可能エ
ネルギーの比率を約6割まで高めてきました。このこと
は、脱原発運動の集会や学習会などとは違った、一つの
社会的行動アピールとなり、組合員へも再生可能エネル
ギーを利用した電力を提供できる基盤づくりとなりま
した。

気候変動、資源枯渇問題など地球環境が危ぶまれてい
る時代に、再生可能エネルギーの活用は世界的な有効手
段として導入されています。パルシステム東京は、組合
員にも再生可能エネルギー主体の電力を供給すること
で、脱原発の推進や地球環境の改善をめざす一つの行動
手段を作ったのです。 （2015年度執行役員　戸井田直人）

再生可能エネルギーの推進

2015年7月30日　「再エネのふるさとへ行こう！
那須野ヶ原小水力発電所　バス見学会」

2010年から作成しているオリジナルパネル
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核兵器の廃絶 都内生協との連携
核の恐ろしさを知り、核兵器を廃絶するために、署名活動、学
習会、5年ごとに開催される核兵器不拡散条約（NPT）再検討
会議への職員派遣などをおこなっています。

東京都生活協同組合連合会の一員として、都内の協同組合の
連帯でも、ピースパレード・ピースセミナーなどの平和活動
に取り組んでいます。

NPTに取り組む意味 都内の生協との平和活動での協同
1945年8月に落とされた「たった」2つの原爆は広島と長崎に壊滅的な被害を与え、現在も多くの被爆者が

苦しんでいます。ところが今地球上には、2015年６月現在で15,700発の核兵器があるといわれています。核
兵器不拡散条約（NPT）は、核兵器の拡散を防ぐために1970年に発効した国際条約です。この条約は核保有
国５カ国に核軍縮交渉を行う義務を定め、その他の国には核兵器の保有や開発を禁止しています。一方NPTに
は原子力の「平和利用」を積極的に推進しているという問題点があります。NPT加盟国は５年に一度再検討会
議を開きます。

パルシステム東京は、核兵器廃絶に向けて、NPT再検討会議への取り組みをおこなっています。2010年と
2015年のNPT再検討会議に向けて、学習会、核兵器廃絶の署名、被爆者の渡米費用のカンパ、NPTへの職員
派遣などを実施しました。

しかしNPTは核を減らすことはできても廃絶はできません。地雷禁
止条約のように核兵器禁止条約を市民の手でつくる必要があります。
近年、核兵器禁止条約につながる核兵器の非人道性について関心が高
まっています。米国の核抑止力に依存し核兵器禁止条約にきわめて消
極的な姿勢をとり続けてきた日本政府も、2016年に「核軍縮に関す
る国連公開作業部会」に参加するなど、私たちの取り組みは少しずつ
成果を生み出しています。全国の生協や平和市長会議とともに2020
年までに核兵器廃絶をめざします。 （2015年度担当職員　岩元修一）

全国の生協は、日本生活協同組合連合会や、各都道府県の生活協同組合連合会を通じて広くつながっていま
す。この連帯の力は、COOP商品に代表される事業的な面だけでなく、東日本大震災のような大規模災害に対
しても発災直後から全国生協が協力して被災地と被災生協への支援活動でも発揮されています。

2014年度９月４日　 核兵器廃絶署名講演会
「核廃絶に向けて私たちにできること」
アーサー・ビナード氏による講演

● 5年後のNPT再検討会議へ向けて

私がNPT再検討会議派遣に応募をした理由は、世界各国の核
兵器についての立場・行動を知りたいと考えたからです。実際に
フランス代表に声明文を渡す機会があり、保有国としての意見
を聞くことができました。感じたのは、埋められない立場の相
違でした。核兵器自体が、廃絶に長時間を要するものです。長
期目線で廃絶への流れを作るべきというフランス側の主張と、
今すぐに廃絶に向けて行動すべきという被爆者側の主張が交わ

ることはありませんでした。再検
討会議は各国代表が意見を交え
る所で、一国民の私たちが声明文
を述べた所で意思表示にはなっ
ても効力にはなりません。生協派
遣団の強みは数で訴えることが
できることです。5年後の再検討
会議へ廃絶への思いを署名とし
て広げ、日本政府に明確な廃絶方
針を掲げてもらい、そこから世界
へ思いを届けていくことが私た
ちにできることではないでしょ
うか？ （参加職員　村山結）

2015年４月26日 アメリカＮＹ
NGOの共同行動集会と
平和パレードに参加

NPT 関連の取り組み（参加者数）

2008年 11月 核兵器廃絶署名　2万6,873筆

2009年 10月
「『まず、知る』～平和な未来に向け
て伝えたいこと ～」10/16開催（43
人）

10月、11月
「『まず、知る』なくすのは 今！ ～
核廃絶に向けて私たちにできるこ
と～」10/29、11/2開催（延べ70人）

12月～ ハガキを送る活動（学習用パンフ
レット配布）

2010年   1月～ 「被ばく者派遣、原爆展開催支援募
金」113万8,598円

  4月～ NPT再検討会議へ職員１人派遣

  9月～
エリア協議会、パルシステム東京40
周年事業記念イベントなどでの派
遣報告

2014年   9月
核兵器廃絶署名キックオフ学習会

「核兵器廃絶に向けて私たちにで
きること」9/4、9/22（延べ117人）

10月～
「被爆者NY派遣と原爆展開催支援
カンパ」72万1,800円
核兵器廃絶署名　2万3,920筆

2015年  ４月～ NPT再検討会議へ職員１人派遣

  6月～ 理事会、委員会などでの派遣報告

パルシステム東京からも参加いただいている東京都
生協連「平和活動担当者連絡会」（以下、連絡会）は、
2001年に設置されました。連絡会では、平和活動を
テーマに会員生協間の交流や情報交換を促進するこ
と。相互理解を深めることで、共同して取り組むこと
ができる課題を探り、組合員活動のネットワークを広
げていくこと。さらには、それらの活動を、東京の生
協からのメッセージとして発信し、平和の大切さを都
民へアピールすることを大きな目的としています。

会員生協の平和活動が、それぞれの生協の枠を超え
て一つに集まれば、発信するメッセージ力も大きくな
り、都民へのアピールがより強くなると考えています。

ただし、連絡会では、個々の会員生協がもつ平和活動
への考え方を尊重することを前提としていますので、
お互いが一緒にできる活動へどうまとめていけるかを
考え、情報共有とていねいな議論に努めています。日
本生協連もオブザーバーで参加しているので、全国生
協の平和活動についても情報を共有しています。また、
東友会や東京都地婦連などの他団体とも一緒に取り組
みをしています。

連絡会の具体的活動としては、核兵器廃絶を東京か
ら訴える活動として「お花見平和のつどい」（4月／夢の
島・第五福竜丸展示館）、「ピースアクションin TOKYO」

（5月）、「ピースアクションinヒロシマ」（8月）で被爆
者の方からの証言をうかがう取り組みを、また様々な
視点で平和について考える機会としての「ピースセミ
ナー」を開催するなどしています。

これらの企画では、連絡会に参加している会員生協
の役職員のみなさんに司会や運営などで積極的に参加
をいただいています。また、それぞれの生協から多く
の組合員の方々が参加をしています。

東京都生協連では、連絡会を中心に、これからも連
帯の力で、平和の尊さを学び、都民に平和を訴える活
動に取り組んでまいります。

ピースセミナー一覧

2007年 11月 「人間の安全保障　
アフリカについて考える」

2008年 ４月 「アフリカについて知る・考える」

11月 「みんなの力で核兵器をなくそう！
～秋葉広島市長がやって来る！～」

2010年 2月 「未来に生きる子どもたちのために
ー核なき世界へ！ー」

9月 「みんなの力で、核兵器をなくそう！
ーNPT再検討会議代表派遣団報告会ー」

2011年 12月
「核兵器のない平和な世界の実現のために
私たちにできることを考えよう
ー核兵器禁止条約の締結にむけてー」

2012年 12月 「核兵器のない平和な世界の実現に向けて
～未来の子どもたちへ～」

2014年 3月 「東京大空襲から学ぶ　
平和な世界を子どもたちに」

11月
「あなたの大切なものを守るために
ー日本から世界へ核廃絶への祈りを
伝えよう！ー」

2015年 12月
「未来に生きる子どもたちのために
ー核兵器のない世界をめざして
私たちにできることー」

2010年４月４日　「お花見平和のつどい」

2015年８月５日
ピースアクションinヒロシマ

「被爆者のみなさんとの交流」（

▲

P22）

● 東京都生活協同組合連合会
　「東京から平和を」
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年 月 企画・政策・声明 社会の動き

2006

6
⁃⁃「平和を考える　みんなの願いと活動10年のあゆみ」発行

⁃⁃ジャワ島中部地震災害支援緊急カンパ（6月1日〜7月7日）　416.7万円

7 ⁃⁃平和カンパ（7月10日〜7月28日）　908.9万円

8 ⁃⁃「ヒロシマ子ども行動」（12人）

9 ⁃⁃平和カンパ贈呈式、第1回ピースカフェ「平和カンパ贈呈先団体との交流会」（54人） 第1次安倍晋三
内閣発足（9月）

11 ⁃⁃第2回ピースカフェ「パレスチナの朝ごはんってどんな味？」（28人）

12
⁃⁃韓国高陽坡州（コヤン・パジュ）ドゥレ生協役職員交流　高陽坡州ドゥレ生協理事など8人訪日 教育基本法改正

（12月）⁃⁃第3回ピースカフェ「お出かけピースカフェ〜ユニセフハウスに行こう」（83人）

2007

3

⁃⁃「平和のつどい　エコ&ピースDay　私たちの星☆地球の未来を考える☆春のフェスティバル⁃
講師：遠藤修一（写真家）（129人）

防衛庁が防衛省に
移行（1月）

⁃⁃第4回ピースカフェ　映画「ネグロスのさとうきび畑から」上映・監督との交流（15名）⁃
※ピースカフェ・レターを年間数回発行

⁃⁃パルシステム東京大規模災害緊急支援カンパ規則制定

4

⁃⁃委員会平和企画パッケージ「どこでもピースカフェ」開始

⁃⁃能登半島地震大規模災害緊急支援カンパ（4月9日〜5月18日）　378.9万円

⁃⁃ソロモン諸島沖地震大規模災害緊急支援カンパ（4月16日〜5月18日）　187.1万円 国民投票法成立
（5月）

7

⁃⁃平和カンパ（7月9日〜8月3日）　1,116.6万円

⁃⁃ヒロシマ事前学習会「反核・平和の『被曝ハマユウ物語』」

⁃⁃新潟県中越沖地震大規模災害緊急支援カンパ（7月30日〜9月7日）　900.9万円

8
⁃⁃「ヒロシマ行動」（10名）

⁃⁃「夏休み親子平和学習会〜ルワンダから見た日本」（42人）

9
⁃⁃「平和カンパ贈呈先検討会議」設立 福田康夫内閣発足

（9月）⁃⁃ペルー沖地震大規模災害緊急支援カンパ（9月3日〜9月28日）　102.3万円

10
⁃⁃平和カンパ贈呈式（36人）

⁃⁃「ヒロシマ・ナガサキ報告会」（17人）

11
⁃⁃パルシステム東京役職員4人訪韓　高陽坡州ドゥレ生協交流

⁃⁃バングラデシュ・サイクロン大規模災害緊急支援カンパ　527.9万円

2008

1 ⁃⁃「六ヶ所再処理工場の本格稼働中止を求める署名」（1月28日〜3月10日）　31,602筆

2
⁃⁃国際交流ボランティア「ドゥレの輪」説明会（34人）

⁃⁃「平和のつどい　聞いて、買って、私にもできる！〜身近なところからはじめる国際協力〜」

3
⁃⁃「ドゥレの輪」キックオフ大会

⁃⁃「沖縄戦跡・基地めぐり」事前調査（理事・職員2人）

5

⁃⁃「ドゥレの輪」高陽坡州ドゥレ生協組合員・役職員11人訪日、ホームステイ

⁃⁃ミャンマー（ビルマ）・サイクロン大規模災害緊急支援カンパ（5月26日〜6月20日）　1,076.8万円

⁃⁃中国・四川省地震大規模災害緊急支援カンパ（5月26日〜6月20日）　1,000万円

7 ⁃⁃平和カンパ（7月7日〜8月1日）　611万円

8 ⁃⁃「ヒロシマ行動」（7人）、「ナガサキ行動」（5人） リーマンショック、
麻生太郎内閣発足（9月）10 ⁃⁃「ドゥレの輪」パルシステム東京組合員・役職員10人訪韓　高陽坡州ドゥレ生協交流、ホームステイ

11
⁃⁃「核兵器の廃絶を求める要請書」署名（11月17日〜3月31日）　26,873筆

⁃⁃学習会、ヒロシマ・ナガサキ平和行動報告会「世界の核兵器をめぐる動きを学ぼう　どうしてなく
ならない核兵器」2回開催　講師・中村桂子氏（NPO法人ピースデポ）

12 ⁃⁃「ドゥレの輪」報告会（19人）

年 月 企画・政策・声明 社会の動き

2009

1 ⁃⁃バレスチナ・ガザ地区への緊急医療支援へ組織カンパ　20万円

2

⁃⁃「パレスチナ・ガザ封鎖の解除を求める署名」賛同協力

⁃⁃シャンティ国際ボランティア会のミャンマー（ビルマ）・サイクロン被災地の子どもたちへ⁃
絵本を届ける活動に協力　35冊作成

⁃⁃日本国際ボランティアセンター活動視察　ベトナムスタディツアー（10人）

⁃⁃書損じハガキなどの回収キャンペーン（2月23日〜5月31日）　1,181.2万円

3
⁃⁃「平和のつどい」　パレスチナ・ガザ地区支援状況報告、⁃
映画「地球のステージ　ありがとうの物語」上映、ベトナムスタディツアー報告会（23人）

アフリカ・ソマリア沖
に護衛艦派遣（3月）
オバマ大統領、プラ
ハ演説（4月）
海賊対処法成立
（6月）

⁃⁃「沖縄行動」（5人）

7 ⁃⁃平和カンパ（7月6日〜7月31日）　653万円

8
⁃⁃夏休み企画「親子でじっくりピースカフェ」2回開催（延べ40人）⁃
シャンティ国際ボランティア会の絵本を届ける運動に参加40冊作成

⁃⁃「ヒロシマ行動」（5人） 鳩山由紀夫内閣
（民主党）発足（9月）

10

⁃⁃スマトラ沖地震大規模災害緊急支援カンパ（10月19日〜11月13日）　367.7万円

⁃⁃フィリピン台風大規模災害緊急支援カンパ（10月19日〜11月13日）　163.3万円

⁃⁃サモア地震大規模災害緊急支援カンパ（10月19日〜11月13日）　10万円

⁃⁃ NPT学習会「『まず、知る』〜平和な未来に向けて伝えたいこと〜」⁃
講師・上村英明氏（恵泉女学園大学教授）（43人）

11 ⁃⁃ NPT学習会「『まず、知る』なくすのは　今！〜核廃絶に向けて私たちにできること〜」2回開催　⁃
講師・山内寛氏（日本生協連）、講師・中村桂子氏（ピースデポ）（延べ70人）

2010

1
⁃⁃被爆者ニューヨーク派遣と原爆パネル展開催のための募金（1月18日〜2月12日）　113.8万円

⁃⁃ハイチ地震大規模災害緊急支援カンパ（1月25日〜3月5日）　901.4万円

2 ⁃⁃「平和のつどい　LOVE&PEACE　核なき世界をめざして〜過去・現在・未来をつなぐ〜」⁃
講師・関千枝子氏（ノンフィクションライター）（70人）

3

⁃⁃チリ地震大規模災害緊急支援カンパ（3月15日〜4月23日）　757.2万円

⁃⁃全職員集会にて平和カンパ贈呈式

⁃⁃「ドゥレの輪」高陽坡州ドゥレ生協組合員・職員5人訪日　交流、ホームステイ

⁃⁃「沖縄戦跡・基地めぐり」（8人）

4
⁃⁃中国青海省地震大規模災害緊急支援組織カンパ　30万円

⁃⁃ NPT再検討会議生協代表団として職員1人をNYへ派遣

6 ⁃⁃「日韓⁃未来をひらく歴史」　⁃
講師・塚田勲氏（「未来をひらく歴史」講師）　2回開催（延べ67人）

菅直人内閣発足
（6月）

7 ⁃⁃ヒロシマ行動　事前学習会「あの日ヒロシマであったこと（被ばく証言）」講師・関千枝子氏（14人）

8

⁃⁃パキスタン洪水大規模災害緊急支援カンパ（8月23日〜9月17日）　595.1万円

⁃⁃平和カンパ（7月5日〜8月6日）　565.8万円

⁃⁃「ヒロシマ行動」（3人）

9
⁃⁃インドネシア・スマトラ沖地震大規模災害緊急支援組織カンパ　30万円

⁃⁃奄美大島洪水大規模災害緊急支援組織カンパ　20万円

11

⁃⁃「ドゥレの輪」パルシステム東京組合員・役職員6人訪韓　高陽坡州ドゥレ生協交流、ホームステイ

⁃⁃「ドゥレの輪」高陽坡州ドゥレ生協交流　ホームステイ報告会（15人）

⁃⁃パルシステム東京「創立40周年イベント」にて平和カンパ贈呈式

2006年度〜2015年度　主な平和取り組み年表

●学ぶ　●つながる　●行動する　●その他
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2011

2
⁃⁃「平和のつどい　LOVE&PEACE　『子供の情景』DVD上映会　世界の難民について考えてみませんか」⁃
講師・高嶋由美子氏（国連UNHCR協会　事務局長）（68人）

⁃⁃書損じハガキなどの回収キャンペーン（2月14日〜5月31日）　1,226.9万円

3 ⁃⁃「沖縄戦跡・基地めぐり　事前学習会」講師・塚田勲氏（24人）
東日本大震災
東京電力福島第一原
子力発電所事故（3月）

7
⁃⁃ヒロシマ行動　事前学習会「あの日ヒロシマであったこと（被ばく証言）」講師・関千枝子氏（20人）

⁃⁃平和カンパ（7月4日〜29日）　737.7万円

8

⁃⁃「ピースアクションinヒロシマ」（6人）

⁃⁃ヒロシマ行動報告会「歩いて、見て、聞いて、学んできたヒロシマ」（19名）

⁃⁃「脱原発を実現し、自然エネルギー中心の社会を求める全国署名」（1次集約8月29日〜9月9日、⁃
2次集約9月12日〜12月16日、以降常時）　2014年3月31日時点86,721筆

9
⁃⁃「脱原発社会への道すじ」　阻止ネット主催 野田佳彦内閣発足

（9月）⁃⁃「さようなら原発1000万人アクション」　さようなら原発1000万人アクション主催

10 ⁃⁃「平和カンパ報告会　まず知る！世界の動きと国際協力〜平和カンパ贈呈先NGOに学ぶ〜」⁃
2回開催　（延べ79人）

11 ⁃⁃「エコ&ピースday　さようなら原発」講師・鎌田慧氏（ルポライター）、⁃
櫻井薫氏（NPO法人ソーラーネット代表）、谷口信雄氏（自然エネルギーアドバイザー）（171人）

12

⁃⁃タイ・カンボジア洪水大規模災害緊急支援組織カンパ　40万円

⁃⁃トルコ地震大規模災害緊急支援組織カンパ　40万円

⁃⁃生活協同組合パルシステム東京平和カンパ規則制定

2012

2 ⁃⁃パルシステム東京役職員・通訳4人訪韓　高陽坡州ドゥレ生協訪問⁃ 南スーダンPKO自衛
隊派遣（1月）

3

⁃⁃沖縄戦跡・基地めぐり　事前学習会「知る！学ぶ！沖縄の歴史と基地問題」講師・塚田勲氏（30人）

⁃⁃「六ヶ所再処理工場廃止・脱原発社会の実現に向けて…3.11から考える」阻止ネット主催

⁃⁃「再稼働を許さない　さようなら原発1000万人アクション」集会&パレード　⁃
さようなら原発1000万人アクション主催（40人）

⁃⁃「沖縄戦跡・基地めぐり」（6人）

4 ⁃⁃「沖縄戦跡・基地めぐり報告会」（16人）

6 ⁃⁃平和カンパ（6月25日〜7月27日）　676.4万円

7
⁃⁃ヒロシマ、ナガサキ学習会「ヒロシマ・ナガサキ、そしてフクシマ」講師・関千枝子氏（22人）

⁃⁃「さようなら原発10万人集会」　さようなら原発1000万人アクション主催

8

⁃⁃「原発と電気料金の本当の話を河合弘之弁護士に聞く！」（60人）

⁃⁃「ピースアクションinヒロシマ」（10人）　「ピースアクションinナガサキ」（7人）

⁃⁃「ピースアクションinヒロシマ・ナガサキ報告会」（21人）

⁃⁃「『内部被ばくを生き抜く』鎌仲ひとみ監督の上映会&トークライブ」

10
⁃⁃平和カンパ贈呈式（42人）

⁃⁃パルシステム東京役職員6人訪韓　高陽坡州ドゥレ生協訪問
第2次安倍晋三⁃
内閣発足（12月）12 ⁃⁃「さようなら原発世界大集会」　さようなら原発1000万人アクション主催（23人）

2013

1 ⁃⁃日韓近現代史連続講座「日韓未来をひらく歴史」2回開催　⁃
講師・塚田勲氏　（延べ63人）

2

⁃⁃「平和のつどい　エコ&ピースday　いのちつながる選択を！〜3.11を忘れない　脱原発・核のな
い世界へ〜」講師・おしどりマコ&ケン（コメディアン）、船津寛和（NPO法人ISEP研究員）（88人）
⁃⁃総代セミナー「なぜ核兵器禁止条約が必要なのか」　⁃
講師・小沼通二氏（慶應義塾大学名誉教授）（10人）

⁃⁃書損じハガキなどの回収キャンペーン（2月18日〜5月31日）　989万円

3

⁃⁃沖縄戦跡・基地めぐり事前学習会「知る！学ぶ！沖縄の歴史と基地問題」講師・塚田勲氏（22人）

⁃⁃「つながろうフクシマ！さようなら原発大集会」　さようなら原発1000万人アクション　⁃
さようなら原発1000万人アクション主催

⁃⁃「沖縄戦跡・基地めぐり」（8人）

年 月 企画・政策・声明 社会の動き

2013

4

⁃⁃「脱原発へ向かう政治を地域から」　阻止ネット主催（23人）

⁃⁃「沖縄戦跡・基地めぐり報告会」（13人）

⁃⁃高陽坡州ドゥレ生協役職員6人訪日、交流

6

⁃⁃憲法学習会「ドラッカー2020年への預言」　⁃
講師・田中弥生氏（（独）大学評価、学位授与機構評価研究部教授）（48人）
⁃⁃「NO⁃NUKES⁃DAY⁃6.2つながろうフクシマ！さようなら原発集会」　⁃
さようなら原発1000万人署名（50人）

7

⁃⁃平和カンパ（7月1日〜26日）　749.2万円

⁃⁃憲法学習会「子どもたちに平和な環境をわたしたい」　⁃
講師・伊藤真氏（伊藤塾塾長・弁護士）（114人）

⁃⁃ヒロシマ行動事前学習会「関千枝子さんヒロシマを語る」講師・関千枝子氏（17人）

8
⁃⁃ピースアクションinヒロシマ・ナガサキ「ヒロシマ行動」（6人）「ナガサキ行動」（2人）

⁃⁃「歩いて、見て、聞いて、学んできたヒロシマ・ナガサキ〜ヒロシマ・ナガサキ行動報告会」（16人）

9 ⁃⁃「再稼働反対！9.14さようなら原発大集会」　さようなら原発1000万人アクション主催（30人）

10 ⁃⁃台風26号による伊豆大島大規模災害緊急支援組織カンパ　80万円

12

⁃⁃阻止ネットフォーラム「六ヶ所再処理工場と核のゴミ問題を考える」　阻止ネット主催（33人） 国家安全保障
会議法成立（11月）
特定秘密保護法
成立（12月）

⁃⁃フィリピン台風大規模災害緊急支援カンパ（12月2日〜12月31日）　676.2万円

⁃⁃憲法学習会　映画『日本国憲法』上映　ジャン・ユンカーマン監督講演会（71人）

2014

1 ⁃⁃ 憲法学習会「イラク戦争から学ぶ国際貢献と平和憲法」　講師・佐藤真紀氏（JIM－NET事務局長）（29人）

2
⁃⁃「平和のつどい　“未来の子どもたちへ〜私たちの出来ることを考えよう”」⁃
講師・池田香代子（ドイツ語翻訳家）、講師・小沼通二氏（慶應義塾大学名誉教授）（55人）

⁃⁃雪害緊急支援カンパ（3月3日〜5月9日）　738.4万円

3

⁃⁃「フクシマを忘れない！3.15脱原発集会」さようなら原発1000万人アクション（30人）

⁃⁃「沖縄戦跡・基地めぐり」（5人）

⁃⁃書損じハガキなどの回収キャンペーン（3月31日〜5月31日）　1124.7万円

4
⁃⁃学習会&沖縄戦跡・基地めぐり報告会　「知る！学ぶ！沖縄の歴史と基地問題」　⁃
講師・塚田勲氏（18人）

消費税8%（4月）
防衛装備移転三原則
閣議決定（4月）⁃⁃憲法学習会「集団的自衛権は、戦争への道？」　講師・孫崎享氏（元外務省国際情報局長）（109人）

5 ⁃⁃六ヶ所再処理工場視察　阻止ネット主催（組合員2人）

6 ⁃⁃平和カンパ（6月30日〜8月1日）　792.6万円 改正国民投票法⁃
成立（6月）

7 ⁃⁃憲法学習会「親子憲法カフェ〜明日の自由を守る若手弁護士の会〜」　⁃
講師・猿田佐世氏（弁護士、新外交イニシアチブ）（15人）

集団的自衛権容認⁃
閣議決定（7月）

8

⁃⁃ピースアクションinヒロシマ・ナガサキ　「ヒロシマ行動」（12人）「ナガサキ行動」（8人）

⁃⁃学習会、ヒロシマ・ナガサキ行動報告会「ヒロシマ・ナガサキから考える世界の核被害」報告会　⁃
講師・森下美歩氏（世界ヒバクシャ展代表）（43人）

⁃⁃中国雲南省地震大規模災害緊急支援組織カンパ　30万円

9
⁃⁃核兵器廃絶署名キックオフ講演会「核兵器廃絶に向けて私たちにできること」⁃
2回開催　講師・アーサー・ビナード氏（詩人、絵本作家）（延べ117人）

⁃⁃「フクシマを忘れない！さようなら原発全国大集会」　さようなら原発1000万人アクション主催（53人）

10

⁃⁃「核兵器禁止条約を求める署名」（10月13日〜2015年4月20日）23,920筆

⁃⁃被爆者NY派遣と原爆展開催支援カンパ（10月20日〜11月14日）　72.1万円

⁃⁃広島豪雨・土砂災害大規模災害緊急支援組織カンパ　20万円

⁃⁃パレスチナ・ガザ地区緊急支援組織カンパ　125万円

⁃⁃「原発再稼動にNO！脱原発政策大綱と原発ゼロ社会への行程」　主催阻止ネット（18人）

11 ⁃⁃パルシステム東京組合員・役職員11人訪韓　韓国スタディツアー、高陽坡州ドゥレ生協訪問

12 ⁃⁃生活協同組合パルシステム東京　平和政策　策定 特定秘密保護法⁃
施行（12月）

●学ぶ　●つながる　●行動する　●その他
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2015

2 ⁃⁃「平和のつどい　ピースフェスタ2014『みんなで考えよう！世界の平和について』」　⁃
講師・ピーター・フランクル氏（数学者、大道芸人）（75人）

開発協力大綱⁃
閣議決定（2月）

3
⁃⁃「沖縄戦跡・基地めぐり」（7人）

⁃⁃「フクシマを忘れない！さようなら原発大講演会」　⁃
さようなら原発1000万人アクション主催（53人）

4

⁃⁃書損じハガキなどの回収キャンペーン（4月1日〜5月30日）　1,268万円

日米防衛協力
指針再改定
（地理的制約を撤廃）
（4月）

⁃⁃「沖縄戦跡・基地めぐり」振り返りの会　講師・塚田勲氏（10人）

⁃⁃六ヶ所再処理工場の視察　阻止ネット主催（役職員3人）

⁃⁃連続平和学習会「日本は戦争をするのか〜集団的自衛権から憲法を考える」　⁃
講師・半田滋氏（東京新聞論説委員兼編集委員）（83人）

⁃⁃ NPT再検討会議生協代表団として職員1人をNYへ派遣

5

⁃⁃ネパール地震被災者緊急支援カンパ（5月4日〜7月24日）　3,965.7万円

⁃⁃「本の力を生きる力に〜タイ国境ミャンマー難民事業事務所スタッフ来日企画」　⁃
講師・鈴木晶子氏（シャンティ国際ボランティア会）（25人）

⁃⁃「さようなら原発Live&Talk」　さようなら原発1000万人アクション主催（10人）

7

⁃⁃「ヒロシマ・ナガサキ平和ツアー事前オリエンテーション」　講師・関千枝子氏（23人）

⁃⁃平和カンパ（7月6日〜8月14日）　822.4万円

⁃⁃みんなde★平和ミュージアム（WEB投稿企画）（456件）

8

⁃⁃ 8月〜10月　パルシステム東京平和月間〜YES！PEACE！戦後70年のつどい

⁃⁃「ヒロシマ平和ツアー」（14名）、「ナガサキ平和ツアー」（9名）

⁃⁃「白血病を乗り越えたハウラさんとイブラヒムさん『トークと交流会8.9』」　⁃
講師・佐藤真紀氏　（97人）
⁃⁃「平和のつどい　〜ヒロシマ・ナガサキ、そして『今』の戦争を考える〜」講師・田巻一彦氏（ピースデ
ポ）、関千枝子氏、綿井健陽氏（映像ジャーナリスト/映画監督）（第1部74人、第2部61人）
⁃⁃「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定を撤回し関連法室の改正等を行わないことを⁃
強く求めます」署名（8月31日〜9月18日）　1,549筆

9

⁃⁃シンポジウム「2030年六ヶ所再処理工場のゆくえ　私たちの原子力政策」　阻止ネット主催（9人）

安全保障関連法⁃
成立（9月）

⁃⁃「シャプラバ・バングラデシュのカレー作り体験&トーク」⁃
講師・上嶋佑紀氏（シャプラニール＝市民による海外協力の会）（21人）
⁃⁃連続平和学習会「憲法カフェ　〜憲法カフェのひらき方・憲法の基礎知識から安保法制まで〜」　⁃
講師・武井由起子氏（明日に自由を守る若手弁護士の会）（39人）
⁃⁃「9.23さようなら原発　さようなら戦争　全国集会」　⁃
さようなら原発1000万人アクション（80人以上）

10

⁃⁃「ネパール地震支援カンパ報告会〜ネパール地震から6ヵ月　現地の今」⁃
2回開催　（延べ67人）

防衛装備庁⁃
発足（10月）

⁃⁃台風18号大雨水害大規模災害緊急支援カンパ（9月28日〜10月9日）　2,335.7万円

⁃⁃台風18号大雨水害大規模災害緊急支援組織カンパ　20万円

⁃⁃「東京下町戦跡めぐり〜戦災資料センターを訪ねて〜」　⁃
講師・二瓶治代氏（東京大空襲語り部）（30人）

⁃⁃韓国高陽坡州ドゥレ生協役職員6人訪日　パルシステム東京訪問

11 ⁃⁃「合同報告会〜2015年夏⁃子どもたちの保養・チェルノブイリと福島〜」　講師・佐々木真理氏、⁃
向井雪子氏（チェルノブイリ子ども基金）、小寺隆幸氏（未来の福島こども基金）（87人）

12 ⁃⁃「学んでみよう、いま沖縄で起きていること」⁃
講師・猿田佐世氏（弁護士、新外交イニシアチブ）　（42人）
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⁃⁃「わかりやすい！元高校教員による『なるほど！オキナワ平和学習会から沖縄戦と基地〜』」⁃
講師・塚田勲氏　（45人）

⁃⁃「原発のない未来へ！3.26全国大集会」　さようなら原発1000万人アクション主催（49人）

⁃⁃「沖縄基地・戦跡めぐり」（14人）

●学ぶ　●つながる　●行動する　●その他

2006年度〜2015年度　意見書・抗議書一覧
提出日 意見書名称 提出先

2006年 9月13日 アメリカ合衆国による臨界前核実験に対する抗議書 アメリカ合衆国大使館気付⁃ジョージ・W・ブッシュ大統領

2006年10月11日 朝鮮民主主義人民共和国による地下核実験実施発表に対する抗議書 朝鮮民主主義人民共和国国防委員長⁃金正日

2009年 5月29日 朝鮮民主主義人民共和国による地下核実験発表に対する抗議書 朝鮮民主主義人民共和国国防委員長⁃金正日

2010年 9月21日 「原子力政策大綱（平成17年10月策定）」の見直しの
必要性に関する意見募集について 内閣府⁃原子力政策担当室

2010年10月18日 アメリカ合衆国による臨界前核実験に対する抗議文 バラク・フセイン・オバマ・ジュニア大統領⁃閣下

2011年 5月26日 アメリカ合衆国による新型臨界前核実験に対する抗議文 バラク・フセイン・オバマ・ジュニア大統領⁃閣下

2011年 7月28日 アメリカ合衆国による臨界前核実験に対する抗議文 バラク・フセイン・オバマ・ジュニア大統領⁃閣下

2012年 1月12日 アメリカ合衆国による新型核性能実験に対する抗議文 バラク・フセイン・オバマ・ジュニア大統領⁃閣下

2012年 1月12日 アメリカ合衆国による新型核性能実験に対する抗議文 アメリカ合衆国⁃オバマ大統領

2012年 4月18日 関西電力大飯原子力発電所の再稼動に反対します 内閣総理大臣⁃野田佳彦

2012年 4月18日 関西電力大飯原子力発電所の再稼動に反対します 内閣官房長官⁃藤村修

2012年 4月18日 関西電力大飯原子力発電所の再稼動に反対します 経済産業大臣⁃枝野幸男

2012年 6月 4日 関西電力大飯原子力発電所の再稼動に反対してください 福井県知事⁃西川一誠

2012年 6月 4日 関西電力⁃大飯原子力発電所の再稼動に反対してください 関西広域連合の首長の皆さん

2012年 8月 2日 関西電力大飯原子力発電所の再稼動に抗議します 内閣総理大臣⁃野田佳彦

2012年 8月 2日 関西電力大飯原子力発電所の再稼動に抗議します 内閣官房長官⁃藤村修

2012年 8月 2日 関西電力大飯原子力発電所の再稼動に抗議します 経済産業大臣⁃枝野幸男

2012年 8月 2日 「エネルギー・環境に関する選択肢」に対する意見 エネルギー・環境会議事務局

2012年 9月22日 アメリカ合衆国による新型核性能実験に対する抗議文 バラク・フセイン・オバマ・ジュニア大統領⁃閣下

2013年 2月15日 朝鮮民主主義人民共和国による地下核実験に対する抗議文 朝鮮民主主義人民共和国国防委員会第一委員長⁃金正恩

2013年 5月 9日 「原子力規制委員会設置法の一部関係規則の
整備などに関する細則（案）等」に対する意見書提出 原子力規制委員会

2013年10月 2日 アメリカ合衆国による核性能実験に対する抗議文 アメリカ合衆国⁃オバマ大統領

2013年11月26日 特定秘密保護法案に対する意見書 内閣総理大臣⁃安倍晋三

2013年11月26日 特定秘密保護法案に対する意見書 内閣府特命担当大臣⁃森雅子

2013年12月 2日 特定秘密保護法案に対する審議に関する意見書 内閣総理大臣⁃安倍晋三⁃

2013年12月 2日 特定秘密保護法案に対する審議に関する意見書 内閣府特命担当大臣⁃森雅子

2013年12月 2日 特定秘密保護法案に対する審議に関する意見書 参議院議長⁃山崎正昭

2014年 3月14日 集団的自衛権の行使を認める憲法解釈の変更に強く反対します⁃ 内閣総理大臣⁃安倍晋三

2014年 3月14日 「東京電力福島第一原子力発電所の事故の原因究明と安全対策なし
に原発再稼働を容認するエネルギー基本計画政府案に反対します 内閣総理大臣⁃安倍晋三

2014年 3月28日 特定秘密保護法の廃止を求める意見書 内閣総理大臣⁃安倍晋三

2014年 5月30日 集団的自衛権の行使を認める憲法解釈の変更に強く反対します 内閣総理大臣⁃安倍晋三

2014年 5月30日 集団的自衛権の行使を認める憲法解釈の変更に強く反対します 自由民主党総裁⁃安倍晋三

2014年 5月30日 集団的自衛権の行使を認める憲法解釈の変更に反対してください 公明党中央幹事会代表⁃山口那津男

2014年 7月24日 集団的自衛権の行使を認める憲法解釈の閣議決定に抗議し、
撤回を求めます 内閣総理大臣⁃安倍晋三

2014年 8月15日 「九州電力川内原子力発電所1・2号機の設置変更許可申請書に
関する審査書案」に対する意見書⁃ 原子力規制委員会委員長⁃田中俊一

2014年 8月22日 特定秘密の保護に関する法律施行令（案）に反対するとともに
特定秘密保護法の廃止と抜本的再検討を求めます 内閣官房特定秘密保護法施行準備室

2014年 8月22日
「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し
統一的な運用を図るための基準（案）」に反対するとともに
特定秘密保護法の廃止と抜本的再検討を求めます

内閣官房特定秘密保護法施行準備室

2014年 8月22日 「内閣府本府組織令の一部を改正する政令（案）」に反対すると
ともに特定秘密保護法の廃止と抜本的再検討を求めます 内閣官房特定秘密保護法施行準備室

2014年11月13日 アメリカ合衆国による核性能実験に対する抗議文⁃ アメリカ合衆国⁃オバマ大統領

2014年11月13日 特定秘密保護法の廃止と抜本的再検討を求めます 内閣総理大臣⁃⁃安倍晋三

2014年11月26日 開発協力大綱案についての修正と民主主義的論議の場を求めます 外務省国際協力局政策課

2015年 1月15日 「関西電力株式会社高浜原子力発電所3号炉及び4号炉の発電用
原子炉設置変更許可申請書に関する審査書案」に対する意見書 原子力規制委員会⁃委員長⁃田中俊一

2015年 5月20日 集団的自衛権に絡む安保法制関連法案に強く反対します 内閣総理大臣⁃安倍晋三

2015年 6月17日 四国電力株式会社伊方発電所3号炉の発電用原子炉設置変更
許可申請書に関する審査書案に対する意見書 原子力規制委員会⁃委員長⁃田中俊一

2015年 7月21日 長期エネルギー需給見通し策定に対する意見 資源エネルギー庁⁃総合政策課

2015年 6月27日 パルシステム平和の願い―戦後70年によせて―

2015年 8月19日 九州電力川内原子力発電所1号機の再稼動に反対します 内閣総理大臣⁃安倍晋三

2015年 9月15日 集団的自衛権に絡む安保法制関連法案の廃案を求めます 内閣総理大臣⁃安倍晋三

2015年11月26日 再生可能エネルギーの買取義務者変更に対する意見
再生可能エネルギーの買取義務者変更に対する意見⁃ 経済産業大臣⁃林幹雄

2015年11月26日 四国電力株式会社伊方発電所3号機の再稼動に対する意見書 原子力規制委員会⁃委員長⁃田中俊一

※その他、各委員会によるピースカフェなど平和学習会が多数実施されています。
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【平和カンパ（国際協力）】

提出した意見書例の一部
【脱原発】

【核兵器の廃絶】
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　私たちパルシステムグループは、理念「心豊かなくらしと共生の社会を創ります」に基づき、食や農、生命を大
切に活動している生活協同組合です。私たちは、組合員のくらしを守り、平和を礎にした社会づくりのために、戦
争の悲惨さや平和の尊さを学び、戦争、紛争、貧困のない世界を目指し、さまざまな団体と連携しながら戦争の
ない社会の大切さを訴えてきました。
　2015年、日本は戦後70年を迎えました。先の戦争では、沖縄戦や各都市での空爆、広島・長崎への原爆投
下など、痛ましい被害がもたらされました。一方、植民地支配と侵略によって、とりわけアジア諸国に多大な損害
と苦痛を与え、多くの尊い命が失われました。戦争や被爆を体験した世代は年々少なくなり、今では戦争を知ら
ない世代が大半を占めます。戦争の悲惨さ、核兵器の恐ろしさに対する意識は風化しつつあります。しかし、私
たちは、決して過去を忘れてはなりません。
　日本は、先の戦争への反省から「日本国憲法」を定め、第9条1項において「日本国民は、正義と秩序を基調
とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解
決する手段としては、永久にこれを放棄する」ことを決意しました。しかし、安倍政権は国会で慎重に議論すべき
「集団的自衛権」について、閣議決定だけで行使できるよう、憲法の解釈を変えようとしています。そして「国際
平和支援法案」と、自衛隊法やPKO協力法など現行関連法10本の改定をまとめ、「平和安全法制整備法案」
の2法案の制定を準備し、日本をふたたび「戦争できる国」へ変えようとしています。従来の安全保障政策を180
度転換するような重大な法案の性急な審議を進めてはなりません。また、沖縄辺野古の新基地建設を強行する
など、説明や理解、合意がないまま進めるやり方は、主権在民・民主主義の理念をないがしろにするものであ
り、決して許されるものではありません。
　私たちは、「積極的平和主義」という名の下の「武力による平和」は、真の平和を実現することはできないと考
えます。戦争は、かけがえのない無数の人命を奪い、人間の尊厳を深く傷つけるものです。未来を担う子どもた
ちに平和な世界を手渡していくために、私たちは、戦後70年の節目にあたり、あらためて平和の尊さを認識し、
核をなくすとともに、戦争の惨過を繰り返さないことを決意します。
　私たちは、平和とくらしを大切にする生活協同組合として、歴史に学び、平和のために一人ひとりができるこ
とを考えていきます。そして、争いのない世界を次世代に手渡すために、平和の大切さを広く呼びかけ、多くの
人 と々手をつなぎ、平和を守る取り組みを続けていきます。

2015年7月、パルシステムグループを構成する9生協と2連合会の11団体の理事長が、
連名で「パルシステム平和の願い」を表明しました。
パルシステムグループは、ひとつの理念のもとに連携・共同した生協ネットワークとして、
組合員のくらしのパートナーとなり、循環型社会づくりに貢献し、
人と人との協同を広げることをめざしています。

2015年7月21日

生活協同組合パルシステム群馬理事長	 反　町　幸　代
生活協同組合パルシステム福島理事長	 高　野　祐　子
生活協同組合パルシステム静岡理事長	 石　田　敦　史
パルシステム生活協同組合連合会理事長	 石　田　敦　史
パルシステム共済生活協同組合連合会理事長	 石　田　敦　史

生活協同組合パルシステム東京理事長	 野々山　理恵子
生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ理事長	 吉　中　由　紀
生活協同組合パルシステム千葉理事長	 佐々木　博　子
生活協同組合パルシステム埼玉理事長	 田　原　けい子
生活協同組合パルシステム茨城理事長	 石　川　弓　子
生活協同組合パルシステム山梨理事長	 白　川　恵　子

―戦後70年によせて―

パルシステム平和の願い

東京マイコープの「平和と国際連帯」政策（案）


