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憲法を議論 せよ  

島  昭 宏 （弁 護 士 ）  

 

 16 歳の こ ろ から バン ド 活 動に 明 け 暮 れ、 42 歳 の 時 にロ ック 弁 護 士に

なろ う と 思い 立 ち ロ ース ク ー ルに 入 学 。民法 、刑 法 ･･･ち ん ぷん か ん ぷん

だっ た け ど 、憲 法 だ けは 違 っ た 。最 初 の 授業 で 、こ れ 、知 っ てる ！  そ う

思っ た 。 日本 国 憲 法 の理 念 は 、ロ ッ ク の スピ リ ッ トそ の も の だっ た から

だ 。  

 例 え ば 、憲 法 13 条「 す べ て国 民 は 個 人と し て 尊重 さ れ る 」  

「個 」 の 一文 字 だ け が消 え て いる 自 民 党 の憲 法 草 案「 全 て 国 民は 、人

とし て 尊 重さ れ る 」 と比 較 す ると よ く 分 かる 。 人 とし て 尊 重 され る なん

てい う の は、 わ ざ わ ざ憲 法 で 規定 す る 必 要は な い 。当 た り 前 のこ と だ。

敢え て 、 国が 「 個 人 」を 尊 重 する と は ど うい う こ とか 。  

国民 一 人 ひと り が 、 区別 さ れ るこ と な く 、そ れ ぞ れに 同 じ よ うな 重み

をも っ て その 存 在 を 認め ら れ 、社 会 や 集 団に 埋 没 する こ と な く大 切 にさ

れる と い うこ と だ ろ う。 僕 は 小学 生 の 時 に、 フ ォ ーク の 神 様 と言 わ れた

岡林 信 康 が「 私 た ち の望 む も のは  社 会 のた め の 私で は な く  私 た ちの

望む も の は  私 た ち のた め の 社会 な の だ 」と 歌 うの を 聴 いて 感動 し た が、

同じ こ と がす で に 憲 法に 書 い てあ っ た わ けだ 。  

そん な わ けで 、 僕 は 憲法 ラ ブ にな り 、 お かげ で 受 験勉 強 も 順 調に 進ん

だ 。  

日本 国 憲 法が で き て か ら 70 年 以 上 が経 つが 、 99 条 から な るそ の 内 容

はと て も シン プ ル に 作ら れ て いて 、 ま る でビ ー ト ルズ の サ ウ ンド の よう

に色 あ せ るこ と は な い。 し か し、 そ う は いっ て も 、も ち ろ ん 時代 の 変化

によ っ て 改正 の 必 要 性を 議 論 すべ き 時 も ある だ ろ う。 僕 は 、 憲法 を 一言

一句 変 え ちゃ い け な いと は 思 って い な い 。「護 憲 派」と いう よ り、憲 法を

尊重 す る 「尊 憲 派 」 と い っ た 方が い い か もし れ な い。 国 の 統 治機 構 を定

め た 41 条 以下 に つ いて は 、 国会 、 内 閣 、司 法 の 三権 の チ ェ ック ・ アン

ド・ バ ラ ンス （ 抑 制 と均 衡 ） が最 近 機 能 して い な い 、 と 感 じ るこ と が多

い。 と こ ろが 、 こ の 部分 が 議 論さ れ て い ると い う 話は 聞 か な い。  

話題 に な るの は 、 い つだ っ て ９条 だ 。 冷 静に 考 え て、 戦 力 不 保持 を定

めた ９ 条 ２項 と 自 衛 隊が 存 在 する 現 実 と は、 確 か に矛 盾 し て いる 。  

1945 年 ６ 月 26 日 、集 団 安 全保 障 を 採 用す る 国 連憲 章 が 50 カ 国 によ

って 署 名 され た 。簡 単に 言 え ば、そ れぞ れの 国 に よる 武 力 の 行使 は せ ず、



軍事 的 な 紛争 に 対 し ては す べ て国 連 軍 が 出動 し て 対処 す る と いう 構 想 だ。

翌 1946 年 ３月 ２ 日 に草 案 が でき あ が っ た日 本 国 憲法 は 、 こ の集 団 安全

保障 を 前 提と し 、 先 取り し た もの だ っ た 。と こ ろ が、 そ の わ ずか ３ 日後

の３ 月 ５ 日に は 、 イ ギリ ス の 首相 を 退 任 した チ ャ ーチ ル が ア メリ カ のミ

ズー リ 州 で、 い わ ゆ る「 鉄 の カー テ ン 」 演説 を 行 い、 東 西 冷 戦の 幕 開け

を宣 言 し てい た の で ある （ つ まり 、 国 連 の５ つ の 常任 理 事 国 が常 に ３対

２に 対 立 する 構 図）。国 連 憲 章は す でに 発効 し 、日本 国 憲法 は 1946 年 11

月３ 日 に 公布 さ れ た が、 世 界 では 集 団 安 全保 障 を 機能 不 全 に 陥ら せ る東

西冷 戦 が 始ま っ て い た の で あ る 。そ し て 1949 年 10 月 １ 日に は 、共産 党

によ る 中 華人 民 共 和 国の 建 国 が宣 言 さ れ 、翌 1950 年 ６月 25 日に は 、朝

鮮戦 争 が 勃発 し た 。 その 対 応 に迫 ら れ た アメ リ カ は、 日 本 を アジ ア の防

共の 砦 と する た め 、 ７月 ８ 日 、７ 万 5000 人の 警 察 予備 隊 の 創設 を 指示

し、 こ れ が自 衛 隊 へ と発 展 し てい っ た の であ る 。  

 こ の よ うに ９ 条 と 現実 と を 乖離 さ せ た 東西 冷 戦 は、 す で に 終結 し た。

しか し 、 今も 常 任 理 事国 が 有 する 拒 否 権 等の た め に集 団 安 全 保障 は 機能

して い な い。 そ の 中 で、 ９ 条 をど う 考 え るか 。 現 実に 合 わ せ て理 想 を妥

協す る の か、 現 実 を 理想 に 近 づ け る た め の知 恵 を 絞る か 。  

 今 こ そ とこ と ん 議 論せ よ 、 憲法 。  

 


