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今年は憲法９条を守る年に 

66
大
会
期 

第
１
回
全
国
理
事
会
開
か
れ
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
支
部 

曽
田
和
子 

 

11
月
22
，
23
日
、
東
京
台
東
区

谷
中
の
防
災
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

で
、
66
大
会
期
第
１
回
理
事
会
が
開

か
れ
、
全
国
か
ら
63
人
が
参
加
し
、

熱
心
な
討
論
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
「
日

中
友
好
新
聞
」
12
月
15
日
号
に
詳
報

が
出
ま
し
た
が
、
私
は
参
加
し
て
印
象

に
残
っ
た
こ
と
を
一
言
感
想
風
に
紹
介

し
ま
す
。 

ま
ず
、
情
勢
に
関
し
て
、
大
村
会
長

の
あ
い
さ
つ
の
中
で
、
希
望
の
党
が
民

進
党
を
丸
呑
み
し
て
い
く
様
を
「
１
９

２
０
年
の
上
海
で
の
蒋
介
石
の
白
色
ク

ー
デ
タ
ー
（
白
色
テ
ロ
？
）
（注）
を
思
い

起
こ
す
」
と
。
（
こ
の
こ
と
を
私
は
ま
だ

咀
嚼
で
き
て
い
な
い
。
）
中
国
に
つ
い
て

は
、
１９
回
党
大
会
を
終
え
て
間
も
な

い
こ
と
も
あ
り
「
中
国
は
こ
れ
か
ら
ど

う
な
る
の
か
、
よ
く
考
え
よ
う
」と
も
。 

矢
崎
事
務
局
長
は
、
党
大
会
の
一

つ
の
テ
ー
マ
、
中
国
の
環
境
に
つ
い
て
ふ

れ
、
「
ガ
ソ
リ
ン
車
か
ら
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド

を
と
ば
し
て
、
も
は
や
電
気
自
動
車

へ
」
「
ト
ヨ
タ
は
出
遅
れ
て
い
ま
す
ね
」

と
。
す
さ
ま
じ
い
自
動
車
の
普
及
、
こ

の
発
展
ス
ピ
ー
ド
は
、
私
が
南
京
生
活

で
実
感
し
た
こ
と
と
全
く
同
じ
だ
。
固

定
電
話
の
普
及
不
十
分
な
の
に
ア
ッ
と

い
う
間
に
み
ん
な
携
帯
電
話
、
ス
マ
ホ

へ
。
Ｖ
Ｈ
Ｓ
を
と
ば
し
て
Ｄ
Ｖ
Ｄ
へ
。
日
本

語
教
師
の
私
は
視
聴
覚
教
材
の
Ｖ
Ｈ
Ｓ

テ
ー
プ
を
た
く
さ
ん
南
京
の
大
学
に

持
ち
込
ん
だ
が
、
Ｖ
Ｈ
Ｓ
対
応
デ
ッ
キ

を
大
学
は
探
せ
ず
、
使
え
な
か
っ
た
。

こ
の
急
激
な
進
歩
、
発
展
に
人
間
の
側

が
追
い
つ
い
て
い
な
い
感
じ
が
強
く
し
た

こ
と
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
聞
い
た
。
ガ

ソ
リ
ン
か
ら
電
気
へ
は
い
い
が
、
交
通
法

規
無
視
や
、
公
衆
の
面
前
で
の
電
話
の

使
用
な
ど
、
マ
ナ
ー
を
身
に
着
け
る
間

も
な
い
ま
ま
に
。
（裏
へつ
づ
く
） 

新
年
好
！ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

日
中
友
好
協
会
岡
山
支
部
支
部
長 

真
田
紀
子 

新
し
い
年
を
迎
え
て
、
こ
の
先
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
と
、
20
年
ほ
ど
前
に
目
に
し
た
あ
る
言
葉
を
思
い

出
し
ま
し
た
。
「
19
世
紀
は
イ
ギ
リ
ス
の
世
紀
で
あ
っ
た
、
20
世
紀
は
ア
メ
リ
カ
の
世
紀
で
あ
る
、
そ
し
て
21
世

紀
は
中
国
の
世
紀
と
な
る
」と
い
う
も
の
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

今
ま
さ
に
中
国
は
「
一
帯
一
路
」
の
言
葉
と
と
も
に
、
世
界
の
中
心
“
中
華
”
と
し
て
発
展
し
よ
う
と
し
て
い
ま

す
。
世
界
一
の
人
口
を
持
ち
、
世
界
第
４
位
の
領
土
を
所
有
し
、
世
界
最
古
の
文
明
の
発
祥
地
で
あ
る
中
国
が

か
つ
て
の
栄
光
を
取
り
戻
し
た
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。 

そ
の
よ
う
な
中
国
と
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
付
き
合
っ
て
い
け
ば
よ
い
の
か
、
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
が
、
私
た

ち
日
中
友
好
協
会
は
そ
の
設
立
の
目
的
に
、
日
中
不
再
戦
、
平
和
擁
護
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
相
手
の

国
を
知
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
と
、
い
ろ
い
ろ
な
文
化
活
動
を
行
い
、
今
ま
た
「中
国
百
科
検
定
」を
主
催
し
、
少

し
で
も
多
く
の
人
に
中
国
の
真
の
姿
に
触
れ
て
ほ
し
い
と
活
動
を
進
め
て
い
ま
す
。
こ
の
道
を
ひ
た
す
ら
歩
む
こ

と
が
、
私
た
ち
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
に
な
る
と
確
信
し
て
い
ま
す
。 

 

２
０
１
８
年 

 
 

新
年
の
ご
挨
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日
中
友
好
協
会
倉
敷
支
部
理
事
長 

 
 

栗
本 

泰
治 

 

安
倍
内
閣
は
、
今
年
は
本
気
に
な
っ
て
憲
法
改
悪
に
動
く
だ
ろ
う
、
９
条
を
変
え
て
「
戦
争
が
で
き
る
国
」
に
変

え
よ
う
と
必
死
に
動
く
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
私
の
見
方
で
す
。 

 
 

こ
れ
は
非
常
に
危
険
な
こ
と
で
す
。
私
は
、
憲
法
９
条
は
先
の
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
で
、
３
１
０
万
人
の
日
本

国
民
の
犠
牲
を
出
し
た
だ
け
で
な
く
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
人
民
２
０
０
０
万
人
の
犠
牲
の
上
に
つ
く
ら
れ
た
憲
法
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。
「二
度
と
戦
争
は
し
な
い
」と
い
う
国
民
の
決
意
が
憲
法
９
条
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。 

 

絶
対
に
戦
争
を
し
て
は
い
け
な
い
、
戦
争
を
起
こ
す
政
府
を
許
し
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
声
を
あ
げ
て
安
倍

内
閣
を
包
囲
し
ま
し
ょ
う
。  

 
 
  

 
  

  
 
  

  
 
  

  
  

 
  

  
 
  

 
  

  
 
 

 
 

日
中
友
好
協
会
は
、
過
去
の
侵
略
戦
争
の
歴
史
を
教
訓
に
し
て
、
再
び
戦
争
を
し
な
い
こ
と
を
協
会
の
活
動

の
目
的
に
し
て
い
ま
す
。 

 

こ
と
し
は
憲
法
９
条
を
守
る
年
に
し
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 

田中理事長の発言 
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次
回
の
新
聞
発
送
作
業
は 

１
月
１１
日
（木
）午
後
１
時
半
か
ら 

民
主
会
館
２
階
で
行
い
ま
す
。 

前
回
お
手
伝
い
く
だ
さ
っ
た
方
で

す
。 

  

石川 

小川 

小林 

竹内和 

竹内袈 

坪井 

中
国
語
を
習
っ
て
る 

二 

 

二
〇
一
七
年
四
月
か
ら
中
国
語
を

習
い
始
め
て
、
九
カ
月
が
経
っ
た
。 

 

四
月
に
は
三
十
万
ぽ
い
っ
と
払
っ
て
マ

ン
ツ
ー
マ
ン
の
教
室
に
通
い
始
め
た
が
、

十
月
か
ら
は
二
万
四
千
円
で
日
中
友

好
協
会
主
催
の
中
国
語
講
座
に
も
通

う
よ
う
に
な
っ
た
。
た
い
へ
ん
リ
ー
ズ
ナ

ブ
ル
だ
。 

 

さ
て
、
中
国
語
は
ま
だ
し
ゃ
べ
れ
な
い

が
、
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
で
太
極
拳
の
説
明

を
中
国
語
で
し
て
い
る
の
は
、
以
前
よ

り
少
し
だ
け
聞
き
取
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
。 

  

（
注
）
白
色
テ
ロ
（
は
く
し
ょ
く
テ
ロ
、
英: 

W
h

ite
 
T

e
rro

r

）と
は
、
為
政
者
や
権
力
者
、

反
革
命
側
（
君
主
国
家
の
為
政
者
あ
る
い
は
保

守
派
）
に
よ
っ
て
政
治
的
敵
対
勢
力
に
対
し
て

行
わ
れ
る
暴
力
的
な
直
接
行
動
の
こ
と
で
あ

る
。
国
家
組
織
及
び
権
力
を
是
認
し
て
行
わ

れ
る
不
当
逮
捕
や
言
論
統
制
な
ど
が
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
語
（Te

rre
u

r 
b

la
n

ch
e

）
に
由
来
す

る
た
め
白
色
テ
ロ
ル
と
も
言
う
。 

一
般
に
国
家
の
何
ら
か
の
関
与
を
前
提
と

す
る
た
め
、
単
な
る
右
翼
テ
ロ
と
は
異
な
る
。 

不
再
戦
平
和
活
動
と
か
ら
め
て
３
０
０

０
万
署
名
に
と
り
く
む
こ
と
が
大
事

だ
、
と
参
加
者
全
員
で
確
認
し
、
二
日

に
わ
た
る
会
を
終
了
し
た
。 

 

大
西
氏
は
衆
院
選
に
つ
い
て
。
「
市

民
連
合
は
協
会
の
課
題
に
も
な
っ
て
お

り
、
総
括
が
必
要
。
選
挙
が
終
わ
れ
ば

終
わ
り
、
で
は
な
い
。
市
民
連
合
が
勝

利
し
た
議
員
が
憲
法
へ
の
態
度
で
は
ど

う
い
う
位
置
に
立
つ
の
か
、
監
視
が
必

要
」と
。 

東
ア
ジ
ア
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
大
成
功

は
東
京
の
と
り
く
み
。
こ
れ
は
日
中
新

聞
の
前
々
号
に
掲
載
さ
れ
た
。
３
０
０

万
円
か
か
る
事
業
で
あ
っ
た
が
、
１
３
０

０
定
員
の
と
こ
ろ
を
１
５
０
０
人
の
観

客
で
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
不
足
。
日
、
中
、

朝
、
韓
の
４
か
国
を
つ
な
ぐ
と
り
く
み

で
あ
り
、
日
中
友
好
協
会
で
な
い
と
で

き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
。 

 

事
務
局
長
研
修
会
は
、
今
年
初
め
て

の
と
り
く
み
で
あ
っ
た
が
、
評
判
が
良

か
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
岡
山
の
小
林
さ

ん
は
大
阪
、
倉
敷
の
太
漏
さ
ん
は
福
岡

で
の
会
に
参
加
し
た
。 

 

「
青
年
交
流
代
表
団
」
を
中
国
に
７

人
送
っ
た
の
は
福
岡
。
青
年
た
ち
は
不

再
戦
を
重
く
理
解
し
た
そ
う
で
、
「
再

び
加
害
者
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
」
「
日

中
の
架
け
橋
に
な
り
た
い
」と
言
っ
て
お

り
「若
い
活
動
家
に
筋
金
が
入
っ
た
、
こ

れ
か
ら
の
彼
ら
の
活
動
を
見
守
り
た

い
」と
報
告
。 

 

最
後
に
。
日
本
国
憲
法
は
あ
の
戦
争

と
大
き
く
関
係
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

基礎としての９条、⑥自衛隊違憲論が果

たしてきた役割。 

七、北朝鮮問題への対応と国際社会の動

向、①安倍首相の「対話なき圧力」の果

てにいかなる平和の展望があるのか

（？）、②「核抑止」論の破綻と核廃絶へ

の平和的「対話」の必要性、③「核兵器禁

止条約」（１２２か国賛成）への参加。 

八、結びに代えて （以上） 参考文献 １７ 

一
面
の
つ
づ
き 

66
大
会
期 

 
第
１
回
全
国
理
事
会
開
か
れ
る 

  

議案は全会一致で承認された 

 

岡山弁護士会主催の学習会は見逃せない！ 

２０１７年１２月９日、岡山弁護士会館で山内敏弘（一橋大学名誉教授）

の「自衛隊を明記する憲法９条改憲の危険性」と題する講演会に参加し

た。                                竹内和夫 

なんと１２ページにわたる講演内容のレジュメは、たっぷり２時間に及ん

だ。項目だけを紹介したい。 

一、はじめに  

⑴ １０月２２日の衆議院選挙とその結果について ①２０１７年解散の違

憲性、②議席数と民意との大幅な乖離、③選挙制度改革の必要性、 

⑵ 国会の改憲発議を阻止するのは世論の力。 

二、９条２項を空文化する３項加憲論、 

⑴「自衛力」論から「自衛戦力」論への転換、無制限的な軍事力の保持

へ。 

⑵安保法制（戦争法制）の合憲かのみならず、フルスペックの集団的自

衛権肯認へ。 

⑶交戦権否定認規定の空文化。 

三、国民の人権・生活に重大な影響をもたらす「３項加憲」、①徴兵制・軍

事的徴用制の合憲化、②自衛隊基地のための強制的な土地収用、 

③自衛隊基地訴訟への悪影響、④軍事機密の横行、⑤軍事費の増大

と社会保障費の削減、⑥軍産学複合体の形成、「死の商人」の登場、

⑦自衛官に対する軍事規律の強化。 

四、９条全面改憲のための「第一段階」としての３項加憲論。 

五、緊急事態条項の導入の危険性、 ⑴自民党の改憲草案（２０１２年）

における緊急事態条項、 ⑵緊急事態条項の導入を必要とする理由、 

①②③④、 ⑶緊急事態条項の導入論に対する批判、①②③④、 

⑷自民党の改憲条項の問題点、①②③④⑤⑥。 

六、９条が果たしてきた積極的な役割、①戦後７０年間の日本の平和の

維持に貢献、②アジアなど諸外国に対する「不戦の誓い」、③「自由の

下支え」としての役割、④「大砲よりバター」の選択、⑤平和的生存権の

 

も
と
も
と
日
本
語
で
知
っ
て
い
た
単
語

が
、
中
国
語
で
ど
う
聞
こ
え
る
か
わ
か
っ

て
き
た
、
の
だ
と
思
う
。 

あ
と
、
日
中
の
講
座
は
仲
間
が
い
る

の
で
、
私
の
太
極
拳
に
偏
り
ま
く
っ
た
中

国
語
語
彙
に
、
日
常
的
な
語
彙
が
加
わ

っ
て
き
た
。 

ま
ぁ
、
ま
だ
へ
っ
ぽ
こ
な
の

だ
け
れ
ど
も
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小
川
涼
子 


