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き出され る 「不正義の連鎖」
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 へ　　P］　 こ

　普天間飛行場 の 代替施設 の 建設予定地 で あ る 名護市辺野古区は ，1959年 に 米軍基地 キ ャ ン プ ・

シ ュ ワ ブを 受け入 れ た 。 以来，辺 野占の 社会構造 に は シ ュ ワブ が深く埋 め 込 ま れて い き，そ れゆえ

に 現 在 辺 野 古は，新 た な 米 軍 基 地 の 受 け 入 れ を 拒 絶 す る こ とが で きず に い る 。 本 稿で は ，環 境 正 義

の 観点か ら，こ の 辺 野古 に お い て お きて い る問題 を 描出 して い く 。

　環境正 義 に は，環境負荷 の 平等 な分配を 斐請す る 分 配的 正 義 と して の 側面 と，環境政 策 の 決 定 過

程 へ の 地域住民 の 民ギ 的な参加を 要請す る手続 き的正 義 と して の 側面 とが ある。本稿 で は 分配的不

【E義が手続 き的 不 正義を地域社会 に もた ら し， その こ とがさらな る分配的不 正義を地域社会 に もた

らす 「不 止 義 の 連鎖 」 が 辺 野Tf〒に お い て 生 じて い る こ とを 明 ら か に した 。 ま た，予続 き的正 義 を，

制度 レ ベ ル と行為 レベ ル とに 区刷し，行為 レ ベ ル で の 手続き的止義を 地域社会に お い て実現する こ

とが 最優先 され な けれ ば な ら な い こ とを 指摘 した。

　なお 「不正義の 連鎖 」 の 描出は ，分析概念 と して 環境 正 義 を 捉 え る こ とで 可能 に な っ た。
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1，問題 の 所在

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 へ　　の 　 　こ
　沖縄本島北部 の 中心都市，名護市の 東海岸沿い に ，辺野古 とい う人 冂 2000人ほ どの 集落があ

る 。 か つ て 辺野古は ，米海兵隊基地 キ ャ ン プ ・シ ュ ワ ブ （以下， シ ュ ワ ブ と略記） を受け入れ た 。

それ以降，シ ュ ワ ブ は 辺 野古の 社会構造に 深 く入 り込ん で い く。そ の辺野古が，沖縄本島中部の

宜野湾市に あ り，県内移設を条件 に 返還が合意 され て い る米海兵隊基地普天 間飛行場 の 代替施設

（以下，普天間代替施設 と略記） の 建設予定地 と し て ，政府関係者 よ り名指 し された の は ，1997

年 1月中旬 の こ とだ っ た 。

　辺野古の住民は それ か らす ぐに住民運動組織を 立 ち 上 げ，辺野古区の 最高意思決定機関で ある

行政委員会 も受け入 れ 反対を決議す る 。 しか し そ の
一方で

， 住民 の 有志は
，

「千 載一遇 の チ ャ ン

ス 」 だ と して 受け入れを促進す る団体を立
」
ら上 げ，住民は 賛成 と反対 と に割れ て い く。 当初は 反

対派 の住民が 多数を 占め て い た が ，1998年 2 月に 保守系 の 市長が誕生 した 頃か ら ， 住民 は次第

に反対運動か ら身を退 い て い く。 そ して現在で は，沖縄県内外か らの 支援者を 中心 に 辺野古で 続

け られて い る反対運動の なか に，辺野古住民 の 姿は ほ とん ど見られな くな っ て しま っ た 。 行政委

員会 も，か つ て 決議 した受け入れ 反対 の 決議を撤回す るな ど，辺野 古区 として は 実質的に は 受け

入れ る方向に舵を きっ て い る。

　なぜ辺野古は ，新た な米軍基地を受け入 れよ うとし て い る の だろ うか 。 そ の 理 由 に つ い て ，本
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稿で は ，周辺部 に ある地域へ と迷惑施設が集中 して い く状況を問題視する環境正義概念を用 い て

考察 して い く。 石山徳子が，環壇正義研究の分野に お い て 近年，歴 史性 に 注 目し た研究が 出始め

て い る こ とを指摘 し （石山，2007 ：57−58），
牛 田省悟 も 「環境正義 に お い て は ……時間性を 見据

え る視点 もが有意で な ければな らな い 」 （生 田，2007 ： 118） と主 張す る な ど，環境止義研究に お

い て は近年，迷惑施設の 周辺部地域へ の 集中 の 背後に ある歴 史的な要素を究明す る こ との 必要性

が 自覚 されは じ め て い る 。 こ うし た流れを受けて 本稿で も，迷惑施設 と し て の シ ュ ワ ブを受け入

れ て 以降の 辺 野 占の 歴 史を，環境正 義 の 観点か ら考察 して い く。 そ こ か ら 見えて くる の は，辺野

古に お ける 「不 TF義の 連鎖」 で ある 。

　な お，こ こ で 環境正義に おける 「環境 」 に つ い て の 本稿 の 立場を 明確 に し て お こ う。
バ ニ ヤ

ン
・ブ ラ イ ア ン トは 環境正義に つ い て ，「環境正義 とは t 自分たち の 環境が安全で ，育成的で ，

生産的な もの で ある とい う確信を抱きつ つ ，相互に 行為 しあ うこ と の で きる持続可 能な コ ミ ュ ニ

テ ィ を 下攴えす る よ うな 文化的規範や 価値 ， 規則 ， 法規 ， 行動 ， 政策， 意思決定 の こ と で ある 」

と定義 した うえ で ，「環境正義 は 人並 み の 収入 と安全な職業，良質な学校と娯楽，人並 み の 住居

と適切な医療環境， 民主主義的な意思決定 と個人の 権限 ， そして 暴力 ， ドラ ッ グ
， 貧困か ら自由

な コ ミ ュ
ニ テ ィ に よ っ て 下 支え され る 」 と指摘 して い る （Bryant ，1995：6）。 やや ト

ー
トロ ジ

ーに 陥っ て い る きらい は あるが ，こ こ で ブ ラ イ ァ ン トが環境を コ ミ ュ
ニ テ ィ と捉え，持続可能な

コ ミ ュ ニ テ ィ を ト支えする もの と し て環境正義を輝 解 し て い る こ とは 興味深い 。迷惑施設に よ っ

て破壊され る 「環境」 は ，自然環境の み な らず，生活環境や地 域の意思決定過程，地域社会の 関

係性に ま で 及ぶ 。その こ とに 鑑み て 本稿で は ，ブ ラ ィ ァ ン トの 定義に 基づ き，環境を，地域社会

の 歴史お よび搆造 ま で 含む概念 として 用 い て い く。

2．環境正義研究 の 経緯 と課題

　事例の 分析に 入 る前に ，環境正 義お よび環境正義研究の経緯 と課題に つ い て まとめ て お こ う。

　環境問題を社会問題 と結びつ け，迷惑施設な どの 環境負荷の 小平等な分配の 背景に ある社会構

造 1．の 問題を指摘す る 環境正 義 ω は ，1980年代の ア メ リ カ に お い て 台頭 した環境正 義運動に よ

っ て 広 く認識さ れる よ うに なる。1991年 10 月に は連合キ リ ス ト教会 の人種正 義委員会が 主催 し

て ワ シ ン ト ン で 開催 され た 「第 1回全米 有色人種 の 環境 リ
ーダー

シ ッ プ サ ミ ッ ト （The　 First

National　People　of 　Color　Environmental 　Leadership　Sumlnit）」 に お い て ，17の 原則 に よ っ

て 構成され る 「環境正 義原則 」 が 採択され て お り〔2〕，94年 2月に は連邦 各省庁が行 う計画，政

策，活動が ，マ イ ノ リテ ィ や 低所得者層の 健康や 環境に 不 利に ，不 平等に 影響し て い な い か 状況

を把握 し，法の 許す範囲で で きる か ぎり問題 に 適切 に 対処す る こ とを 明記し た 「環境正 義に 関す

る大統領令」 が，グ リ ン トン 大統領 （当時）に よ っ て 発令 され て い る 。

　環境正義運動が 主に 問題視し て い た の は ， 迷惑施設が人種的 マ イ ノ リテ ィ や先住民の居住す る

地域の 周辺 に 不平等に分 配され て い る状況 であ っ た 。 そ の 背景に は，環境IE義運動が 1960年代

の 公 民権運 動 と，70年代 の 有害廃棄物汚染に 関連する人種的 マ イ ノ リ テ ィ の環境保護運動を そ

の 組織的基盤 として い た こ とがあ る 。 90年代前半 に 発展 した社会学者に よ る環境正義研究 に お
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い て は，貧し い 有色人種 コ ミ ュ
ニ テ ィ に迷惑施設 が集中し て い る現象を告発す る もの が主流を 占

め て お り （石山 ，
2004 ： 24），

そ の 研究成果を 運動が資源 と し て 活用する と い う関係に あ っ た
。

地域社会や社会運動に と っ て 環境正義は，政治的機会や運動 へ の 動員，そ して 行動 の 語彙で あ り

（Agyeman 　and 　Evans， 2004 ：155−156）， 環境正 義 と い うフ レ
ー

ム が人種的 マ イ ノ リ テ ィ や 社

会的弱者の 環境運動に お い て 果た し て い る 意義を高 く評価 し て い る 研究 も見 られ る （Bullard，

1990；Bryant，1995；寺田，2006）。

　 こ うした研究が もつ 実践的な意義は 否定され るべ きもの で は な い 。 しか し，こ こ で 捉 えられ て

い る環境正義が，迷惑施設などの 環境負荷の 不平等な分配 とい う分配的止義の 側面 に特化 して い

る こ とは否め な い
。

こ れ に 対して 1990年代半ば以降，環境政 策の 決定過稈 へ の 地 域住民 の 民主

的な参加 を要請す る手続 き的正義 を実現す る こ との 重要性を指摘す る研究が 見 られは じめ る

（Adeola，2000；Bryant ，1995 ；Lake，1996 ；原 口 ，1999 ；2000 ；石 山，1999 ；2004 ；2005）。

た と え ば石山は
， 自ら の 居留地 に 高 レ ベ ル 放射性廃棄物を 受け入 れ よ うと し て い る ユ タ 州 の 先住

民族の 事例を 通 して ，「環境意思決定の 背後に あ る 歴 史や政治経済構造の複雑な コ ン テ ク ス トま

で 踏み込ん だ分析が必 要で ある 」 （石 山 ， 2005；244） と ， 手続 き的小正義を地域に もた らす構造

的背景を分析しなけれぽ閔題解決に は つ なが らな い こ とを強調 し て い る 。

　手続き的正義 の 重要性が着 日された理 由は，T一続 き的正義の 実現 して い な い 地域に は ，分配 的

不正 義が構造的に 招来 され やすい か らだ。地域住民が 政策決定過程 に 主体的に 参加す る こ とが で

きな い か ，で きた とし て も相対的 に 力が 弱い よ うな地域は ，建設主体か ら直接 ・間接に 提供され

る ，迷惑料的 な意味 合 い を もつ 経済的代価 に抗 う力 が弱 い
。 それ ゆ えそ の 地域に は ，迷惑施設が

建設され る 可 能性が 高い の で あ る
。

　 こ の よ うな，迷惑施設 の 分配的小 正義を作 り出す 構造を 明 らか に す る うえ で ，手続 き的正義 の

側面に 着 日し た研究は意義 の ある こ とだ と い えよ う。 その 意義を認め た うえで 本稿で は
， 分配的

不正義に よ っ て 手続 き的不正 義が地域社会に 生み 出され て い く過程に も注 目して い きた い 。 そ う

す る こ と に よ っ て ，分配的不正義に 陥 っ た地域社会の 内部に お い て ，さらなる手続き的不正義が

生 じた 結果，新たな迷惑施設の 建設を拒絶で きな くな り， 自ら分配 的不 ff義を招来し て しま うと

い う，「不 正義の 連鎖」 を牛み 出す構造を描 き出す こ とが で きる か らだ。

　 また ，手続 き的止 義を考え る うえ で は ，地域住民に よ る政策決定過程へ の 民主的な参加を可能

に す る制度 の 保証 とい う 「制度 レ ベ ル で の 于続 き的正義 」 と，地域住民 が自ら の 意思を 自由に 表

明す る こ とを保証する 「行為 レ ベ ル で の 手続 き的正 義」 とを 分ける必要がある 。 制度 レ ベ ル で の

手続 き的正義が 保証 されて い た とし て も，住民が制度を有効 に 活用する こ とがで きな い 状況 に あ

っ た り，住民の 自rhな意思表 明が困難で あ る よ うな場合 は
， 制度 自体が 形骸化 し て し ま い

， む し

ろ 「住民の 民意に 即 し て い る 」 と い う正当化の 言 い 分を迷惑施設 の 建設 − 体に与 え t 行為 レ ベ ル

で の 手続き的不 正義を隠蔽する 「隠れ蓑」 と し て の機能を果た し て しま うこ とに な りかね な い か

ら で ある 〔3）
。

　次節以降で は
，

上 記 の よ うな観点か ら，環境正 義に基づ い た事例の 分析を行 っ て い く。
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3．事例の概要

　 3．1，普天間基地移設問題の経緯

　 1996年 4 月 12 日，橋本 首相 とモ ン デ ー
ル 駐 日大使 （い ずれ も当時）が普天間飛行場を 含む在

沖米軍基地 を整理 縮小して い くこ とで 合意する 。 しか しそ の 多くは 県内移設とい う条件がつ い て

お り，特に 広大な
一
ヒ地を 要し，戦闘機 の墜落の お それや甚大な騒音を周辺地域に もた らす普天間

飛 行場 の 移設先 の選定は なか なか進 まなか っ た の だ が，翌 97年 1月中旬に は辺野古にある シ ュ

ワ ブ の沖合が有 力な建設
．
予定地で ある こ とが，政府関係者の 発言 な どか ら明 らか に な っ た 。こ れ

を 受けて辺 野古住民 の 移設反対派有志は 1月 27 日に 住民運動団体を 発足 させ ，また 名護市民は

代替施設受け入 れの 是非を問 う住民投票の 実現に 向けた活動を展開する ω
。

　 1997年 12月 21 日 に 投 開票を 迎えた 名護市民投票 で は 反対票が多数を 占め たが ，その 3 日後

に 当時 の 市長が普天 間代替施設 の 受け入 れを 表明 し て 辞任 ，
98 年 2 月の 出直 し市長選で は 保守

派 の ll∫長が 当選する 。 そ の 後，99年 11 月 に は 沖縄県知事が，12 月 に は 名護市長が 受け入れ を正

式 に 表明し，つ い に 12月 28 目， 政府は キ ャ ン プ ・
シ ュ ワ ブ水域内名護 ll∫辺野古沿岸域を普天間

代替施設 の 建設予定地 とす る閣議決定を行 っ た （沖合案）。 同時に沖縄本島北部地域に 対する 10

年間で 1000億円の振興策，い わ ゆ る 「北部振興事業」 も閣議決定 された 。

　その 後は，代替施設の 工 法や建設位置 に 関する議論が政KJ’，沖縄県，名護市に よ っ て 重ね られ

て い く。そ うしたな か で 防衛庁 （当時） は ，2004年 4月 19 日，建設 予定海域 の 地 盤 の 強度を測

定す る た め の ボ ー
リ ン グ調査へ の 着手を試み る も，反対派住民 と沖縄県内外か ら駆けつ けた 支援

者に よ っ て 聞止 され る。 こ の 口 よ り辺 野古で は ，反 対運動に よ る座 り込 み ，お よび海上で の 阻止

行動 が続け られ ，ボ ー
リ ン グ調査 の 実施 igPHみ 続ける

。

　 と こ ろが 日米両政府は 2005年 10月 26H ，在 日米軍再編計画 に 絡め て 沖合案を廃 IEし，キ ャ

ン プ ・シ ュ ワ ブ兵舎地 区を活用 し
一

部海域を埋 め 立 て る 案 で 合意する （沿岸案）。 従来 の 沖合案

よ り集落に 近い 箇所に 建設 す る とい うこ の 沿岸案に 対 し，沖縄県，名護市 ， 辺野古区は 相次い で

反対の 意思を示す。 しか し防衛庁 は ，2木 の 滑走路を V 字型 に 建設す る とい う修止 案 （V 字型
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ぎ　 の　 ざ

案）を 出し， こ の 修正案に よ っ て 飛行ル
ー

トが名護市，お よ び名護市に 隣接する宜野座村陸域 E

空か ら外れた こ とか ら，「騒音は 軽減 され る 」 と判 断 した名護市長 と宜野座村 長は 06年 4月 7 日，

V 字型案に 合意す る 。 H米両 政府 も 5月 1 日，在沖米海兵隊 8000 人の グ ァ ム 移転 と普天間飛行

場を含む嘉手納以南 6基地 の 全 面 ・一部返還，そ して 普天間代替施設 の 建設を 「パ ヅ ケ ージ」 で

ある と定め て あ る在 凵米軍再編最終報告に 合意 し た こ とで ，普天間飛 行場 の 2014年ま で の 返還

が 条件つ きで 決ま っ た 。 5 月 30 日 に は ， こ の 最終報告を 「法制，経費面を含め ，的確か つ 迅 速

に 実施す る 」 と明記 し た 実施方針が 閣議決定 され ，同時に 99年の 閣議決定は 廃止 された 。 そ の

後は ，普天間代替施設 の 建設に 伴 う環境 ア セ ス メ ン トの 手続きが進め られ る ．一方で
， 建設地 を沖

合に 移動す る よ う求め て い る沖縄県 と ， 米軍 の 意向 もあ っ て それを認め な い 政府 との 間 で 対 立 が

生 じて お り，2008年 5月現在，移設計画 は進んで い な い
。
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　3．2．辺野古の 歴 史的経緯

　で は 次に ，辺 野古 の 歴史的な経緯に つ い て こ こ で ま とめ て お こ う（5）
。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 く　 し

　沖縄が まだ 米軍統治下に あ っ た 1955年 1 月，米軍は 辺野古岳 ， 久志岳
一

帯 の 山林野 の 接収を

宣告す る 。 当初 は 接収を拒否 し て い た 辺野古区で は あ っ た が ，強制収容 に よ っ て す べ て を失 うよ

りも，水道，電気，ガ ス の 設置や，損害に 対す る適正補償，完成 した基地へ の 地元民の 優先的な

雇用な ど の 条件を つ けた うえ で 受け入れ た ほ うが 賢明 で あ る との 判断か ら，56年 12 月に 米軍 と

の ⊥地 賃貸契約を締結する 。 翌 57 年 3 月に は 工 事が開始 され，59 年 8 月に 米軍基地 キ ャ ン プ ・

シ ュ ワ ブ は完成す る 。

　こ の シ ュ ワ ブ の 建設は ，それ ま で の貧 しか っ た辺野古を
一

変さ せ た。まず水道，電気，ガ ス が

整備 された こ とに よ り，近代的な ラ ィ フ ラ ィ ン が実現 した 。 また基地建 設作業員向け に 部屋や 離

れ家を 提供 し，家賃収入を 得た。さ らに 基地が完成 し て か らは ，多くの 青年男女が墓地内で働 く

よ うに なる。経済の ほ とん どを農林業か らの 収入 に 頼 っ て い た辺 野 占に と っ て ， こ の よ うな現金

収入 の 道が開けた こ との 意味 は大 きか っ た とい え よ う。

　ま た
， 古 くか ら辺 野古 に 住ん で い る 「旧住民」 の 住宅が並 ぶ 海岸沿い の 集落 （下部落）に加 え

て ，山を 切 り開い て新 し い 集落 （上部落）が造成された 。
上 部落 に は，米兵相于 の バ ー街，「辺

野占社交街」 がで きた ほか ，基地 建設作業員と して ，ある い は 辺野古社交街で 働 くた め に他の 地

域か ら辺 野古に 来た 人の うち，そ の まま辺 野古に定住 して い る 「新住民 」 の 住む 家が多 く建 て ら

れた 。 社交街は，現在ではす っ か りさびれ て し ま っ て い るが ，ピ ー
ク だ っ た ベ トナ ム 戦争当時は ，

認可 を受けた 店だ けで も 80 軒近 い バ ーや レ ス ト ラ ン が営業 し て い た 。「ベ トナ ム 景気 」 と もよ ば

れた 当時 の 景気 は 相当な もの で ， こ れか ら戦地 に 向か う米兵 と戦地か ら帰還 し て ぎた米兵とが，

そ の ス ト レ ス か ら逃れ る べ く毎晩の よ うに 社交街 に来て は お 金を 落と し て い っ た 。

　 こ の よ うに し て 辺 野古は ， シ ュ ワ ブを地 域社会の 内部 に 組み込 ん で い っ た 。 そ の 結果，現在で

も辺野古と シ ュ ワ ブ は基本的に 友好な関係性を保 っ て い る 。 毎年 旧盆の 時期に なさ れる祭 りで は
，

シ ュ ワ ブ の トッ プ ク ラ ス の 軍人が来賓席に 座 り，
シ ュ ワ ブ に 所属す る米兵の 姿も多く見 られ る 。

辺 野古が 10の 班 に 分か れ て い る こ と に ちな み ，「シ ュ ワ ブ は 辺野 占の 第 11 班 」 と い うい い 方が

住民か らなされる こ ともある。

　 しか し， シ ュ ワ ブ の 受け 入れが 辺野古に もた ら した もの とし て 最も重要な もの は ，土 地を米軍

に 貸与し て い る こ との 代償とし て 現在 も支払われて い る 軍用地料で ある。シ ュ ワ ブが 建設された

当時，辺野古区は，軍用地 とし て 貸与 して い る，元来は入会地 で あ っ た 区有地 の
一

部を 旧来か ら

の 住民で あ る旧住民に 分筆したた め ，個人に よ っ て 差は ある もの の ，旧住民は す べ て 軍用地主 と

な っ た 。シ ュ ワ ブ に 含まれる私有地 に 対 して 支払われ る軍 用地料は 年間で 約 4億 5000 万 円。地

主 の 数は 約 200人 で ，
一部に 多額 の 軍用地料を もら っ て い る 地 主が い る もの の

，
ほ と ん ど は 年間

100万円程度で ある   。

　 さ ら に 辺 野古 に は ，区有地 に 対する 軍用地料 も毎年 2億円近 く入 っ て くる
の 。こ れは区長や行

政委員へ の 手当，備品の購入
， 墓地 の 整備 ， 地域 の イベ ン トへ の 攴出，各種祝い 金，土地 の 購入

お よ び造成 な ど に 用 い られ るほか ，積み 立 て も行 っ て お り，2003年に は 積 寸‘：金 の
一

部を区民 に

還元 して い る CS〕
。

　 こ の よ うに 辺 野古は， シ ュ ワ ブを受け入 れて 以来，さまざま な影響を シ ュ ワ プ か ら受けなが ら
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歴史を積み 重ね て ぎた 地域 なの で ある。そし て そ の 影響は ，普天間代替施設の 受け入れ に 関す る

辺 野 占の 姿勢に も及 ん で い る 。 次節で は ，辺野古の意思決定 シ ス テ ム ，お よび住民，特 に 旧住民

の 基地に 対す る立場に つ い て の 考察を通 し て
， 普天間基地移設問題に 対する辺野 占の姿勢に シ ュ

ワ ブ が 及ぼ し て い る影響 に つ い て 明らか に し て い く。

4，普天 間基地移設問題に対す る辺野古の姿勢

　4．1．辺 野古の 意思 決定 シ ステ ム

　辺野古区の 内部規定で あ る 「辺 野古区行政内規 （9｝」 （以下，内規 と略記）に ，「行政委員会は，

区民を代表 し本区の 行政運営全般 に 関す る事項を最終的に 審議決定す る 」 と定め て ある よ うに ，

辺 野 占の 最高意思決定機関は 行政委員会で あ る 。

　行政委貝会は ，10班 か ら 1人ず つ 選ばれ た行政委員 10 名に ，前区長 （上限 2 年）， 青年会長，

婦人会長 ， 老人会長，そし て 該当者が い る場合に は辺野古出身 の 名護市議会議員，名護市教育委

員，名護南農業委員，お よび区長が推薦 し行政委員会 の 承認を 得た 5名以内の 有識者に よ っ て 構

成 され る 。 上限は 18名で あ り，各班か ら選ばれ た行政委員の 任期は 2年 （再 任可 ）， それ 以外の

行政委員に は 任期は な い が ，長 くて も 3，4 年だ とい う。 な お ，普天間基 地移設閇題が 出 て きて

か ら，各班 の 行政委員は再任を続け，任期が長 くなる傾 向がある 。 複雑な問題で あるため ．経緯

を知 っ て い る人 に 続けて もらい た い とい う住民 の 意向がある か らだ とい う（10）
。

　行政委員の 選 出に つ い て は ，内規 に 定 め て ある の は 被選挙権 （満 25歳以一E）を要する こ と，

辺 野古区に 住所を 右する こ とに な っ て か ら継続 し て 満 5 年を超 えた者な ど とい っ た 資格要件が定

め て あ る だ け で ，選出方法 に つ い て は 特 に 定め られ て い な い
。 実際に は

， 青年会長な ど の 各団体

長は 団体 内で の 話 し合い に よ っ て 決ま り，各班 か ら選出され る行政委員に つ い て は ，多 くの 場 合，

班 の 有志に よ っ て 推薦された 人を承認す ると い う形で 決ま っ て お り，選挙に な る こ と は あま りな

い と い う。

　こ の 行政委員会が，辺 野古 の 行政運営全般に 関する さまざまな事柄に つ い て 議論 し，辺野古区

と し て の 意思を決定する 。 議題を 出す の は区長か行政委員に 限られて い る 。

一
般 の 区民が 行政委

員会に は か っ て もらい た い議題が ある ときに は ，自分 の 班 か ら選出され て い る行政委員を通 して

議題 を出す こ と に な る の だが ，実際に 議論するか ど うか の 決定権は 行政委員会に ある。

　行政委員会の 開催は 不定期で あ り，行政委員長が招集す る 。 区民 に よる行政委員会 の 傍聴 は認

め られ て い る が，定員は 15名 で あ り，携帯電話， ビ ラ ，プ ラ カ ー ド，旗，の ぼ りな どを持ち込

む こ と も， 行政委員に よ る議論に対 し て 拍手を し た りヤ ジ を飛ばし た りして 可 否を表 明す る こ と

も認め られ て お らず，結局の と こ ろ委員会 の 決議に 区民 の 意見を 直接反映す る方途は な い
。

　行政委員会で 議決された事項の 内容に つ い て は ，不定期 に 発行 され る r区民 だ よ り』 で伝 え ら

れ る か ，あ る い は 各班 で 集ま りがあ る ときに 行政委員に よ っ て 口 頭，もし くは 書面で 伝え られ る 。

議決内容 の 区民 へ の 報告に つ い て 内規が定め て い る の は，毎年 1同 ， 4 月に 開催 され る区民大会

で の報告の み で あ る 。

　その 区民大会 に 参加する こ とが で きる の は，満 20歳以上 の 区民の み で あ り，定足数は定め ら
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れ て い な い 。と い うよ り，後述する よ うに ，区民大会に は議決権が与えられ て い な い
。 大会は ，

不 動産お よ び重要な財産 に 関する事項，過年度 の 決算書お よび財産 目録 新年度予 算書，そ の 他

行政委員会が 区民大会に 報告する こ とが 必要で ある と議決し た 事項に つ い て の 報告が 区長 に よ っ

て な された あ と，区民 に よ る 質疑応答が な され る 。
こ れが，区民が行政委員会に 対し て 公式に 意

見を述 べ る こ と の で きる唯
一

の 機会な の だが，内規 の 区民 大会に 関する規定 に は ，
「区長及び行

政委員は ， 大会に お い て 広 く区民 の 意見を 聞 く」 と定め て あ る だけで ，大会に お い て 聞か れた区

民の 意見を行政委員会で の 議決に 反映さ せ る回路は 担保 されて い な い
。

つ ま り，辺 野古区 の 区民

大会は，議決権の ある区民総会で は な く．実質的に は報告会や 公聴会ほ どの 役割 しか 与え られて

い な い の で あ る 。

　 こ の よ うに，辺 野古区 の 意思決定過程 は，か な り歪んだ もの に な っ て い る とい わ ざ るを え な い 。

辺野古区 とし て の 意思を決定す る権限は 行政委員会に 集中 し て お り，そ こ で の 議決内容は 事後承

認 されるだけ で ，区民が 口 を挟む余地は ほ とん ど残 され て い な い
。 行政委員会は 代議制 の 体裁を

と っ て は い る もの の ，代議 1：た る行政委員 の 選出方法は 内規 に 定め られ て はお らず，区民を代表

し て い る か 否 か を 客観的 に 判断す る こ と は で きな い
。

　しか も，行政委員の 構成を 見て み る と，実は ほ と ん どが
，

シ ュ ワ ブ建設以前 よ り辺 野古に 住み

続けて きた 人び とを 祖先に もつ 旧住民に よ っ て 占め られ て い る 。 現在 の 行政委員を 見て も，18

人中 15 名が旧住民で あ る。これま で も，新住民が過半数を 超えた こ とはな い し，また区長 が新

住民 か ら選 ばれた こ と もな い
。

つ ま り，辺 野古区の 意思決定は ，ほ ぼ旧住民 の み に よ っ て な され

て い る の で あ る 。

　4．2，旧住民に よる意思決定シ ス テ ムの 独占

　な ぜ こ の よ うな
，

旧住民 に よ る独 占的な 意思決定が な され る よ うに な っ た の か 。 そ の 理 由は シ

ュ ワ ブ の 受け入れ に あ る 。 先述した とお り，辺野 占区に は 区有地に 対す る軍用地料 と して
， 毎年

約 2 億円が 人 っ て くる 。
こ の 区有地は

，
ほ と ん どが山林に よ っ て 占め られ て い る の だ が，か つ て

こ の 山林 は入会地 と して 住民に よ っ て 利用され て い た 。 琉球王府の 時代か ら，辺野古の 人び とは ，

こ の 山林か ら燃料用の薪を採取 し，その 薪を 「やん ばる船 」 と呼ばれ る貿易船に の せ て沖縄本島

南部ま で 運び，売 る こ と に よ っ て 現金収入を 得て い た 。
こ うした状況は シ ュ ワ ブ の 建設が は じ ま

る ま で 続 くの だ が，平地 が少な く，土地 もあ ま り肥 え て い なか っ た 辺 野古 の 住民 に と っ て ， こ の

山林か ら得 られる収入 は ひ じ ょ うに 大 きく，それ は，当時の 経済状況を示 す言 葉 と し て 「山依

存 」 とい う言葉があ て られ て い る こ とか ら もわ か る 。そし て それゆえに 辺野古 の 旧住民 は ， こ の

山林に 対す る強い 所有意識を もっ て い る。

　 こ の 山林が ，シ ュ ワ ブ建設以降は ，軍 用地料 とい う現 金収人 を 生 み 出す こ と に な る 。 特 に ，

1972年の 本土復帰に よ っ て 軍用地の 新た な 「借 り主」 とな っ た 日本政府が，軍用地の 賃貸借契

約 を 拒否す る地主 （反戦地主 ） を極力生 み 出さな い よ うに するた め に ，復帰 と同時に 軍用地料を

平均 6倍，協力謝礼金 を含め る と 6．5 倍に 引き上 げた こ と に よ っ て （新崎，2005：42）， こ の 山

林 の もつ 経済的価値は格段に上が っ た の であ る 。

　こ うし て 旧住民 の 入 会地 で あ っ た山林は ，辺 野古に と っ て の 重要な財源 とな っ た。し か し シ ュ

ワ ブ の 建設は
一

方で ，多 くの 移入者，すなわ ち新住民を生み 出した。旧住民か らして みれば，重
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要な財源 とな っ た山林に 関す る権利 は ，元 々 は 白分た ち の 入 会地 で ある の だ か ら，当然に 白分た

ち に ある 。ゆ え に こ の 軍用地 料を，新住民 の 勝手に させ る わ け に は い か な い
。 そ こ で 旧住民は，

山林に 対す る権限を保持で きる よ う，区民 全員に よ る総会制を避 けて 行政委員会に 最高意思決定

権を与 え，行政委員 の 選ILt方法を曖昧に し て お くこ と で ，行政委員の 少な くとも過半数は 旧住民

で 独 占で ぎるよ うな 意思決定 シ ス テ ム を構築した の で ある。なお，辺野古区行政内規が最初に 施

行された の は ，シ ュ ワ ブ完成後の 1967年で ある 。

　 こ の こ とは，辺野 占の 西側 に 隣接する豊原区 の 意思決定 シ ス テ ム と比較する こ と で よ り明確 に

なる。豊原区の 字誌で ある r名護 市豊原誌』 （2007年刊）に よれば，豊原区 の 発祥は，1879年 の

廃藩置県以後，首里 や那覇方面か ら下 っ て きた下級士族が帰農 し て 耕作を は じめ た こ とに よ っ て

形成 さ れた ヤ
ード ゥ ィ （屋取）集落で あ る 。元 々 は 久志区の 管轄下 に あ っ た の だが，1947年 に

分字して 豊原区とな っ た 、
こ の 豊原 もII1林を区有地 と し て 有し て お り，軍用地料の 収入 もあ る が ，

山林 の 面積や 字境に つ い て は 分字し た ときに 人 口割 りで 決め られ たた め ，久志や 辺野古 と比べ る

とそ の 規模は 小 さい し，また入会地 で は な い た め ，所有 の 意識 もあま り高 くな い 。

　 こ の 豊原区 の 意思決定 シ ス テ ム に つ い て ，字誌で は 以下 の よ うに ま とめ て あ る 。

　戸主会は 世帯を代表する戸主 で 構成 し，予算，決算，不動産，権利な ど の 重要案件を審議

す る 区の 最高決議機関で ある 。

……区長は 選挙 に よ っ て選出さ れ区務を総括 し，行政 官庁，

近隣区及 び区の 組織団休との 連絡調 整に あた る 。

……
行政委員会は ，区民 の 代表 とし て 行政

に か かわ る諸事項を審議決定す る機関で ある と と もに行政執行の 補助機関 とし て
・…・・

区業務

の 補助的任務を 担 っ て い る 。 任期は 二 年で ある 。 行政委員の 定数は ，十八 人以内と し ，そ の

内八 人は 選挙に よ っ て 選出され ，
それ 以外の委員は ……無投票で 選任され る （119−120頁）。

　つ ま り ， 豊原区の 最高意思決定機関は ，豊原区に 居住する 世帯を代表す る戸主 に よ っ て 構成 さ

れる 戸 t 会で あ り，行政委員会は 区業務の 補助的任務を担 っ て い る に す ぎな い 。 ま た 行政委員 の

選出方法 も，　 部 の 委員に 対 し て で は ある が選挙が採用され て い る 。 辺 野古 と同様に 軍用地料収

人 があ る に もかかわ らず こ の よ うな民主的な意思決定 シ ス テ ム を採用す る こ とが で きて い る の は ，

軍用地 とな っ て い る区有地 に 対する 所有の 意識が低 く，また額 も辺 野古 と比 べ れぽ小 さ い た め ，

利害関係が少な い か らだ とい えよ う。

　こ の よ うに 辺野古で は ，人 会地 で あ っ た区有地 に対する軍用地料収人 が は い るよ うに な っ た結

果，迷惑施設 で あ っ た シ ュワ ブ に 「財源」 と し て の 性格が備わ っ た 。 そ して 区有地 に 対す る所有

意識 か ら ， 旧住民が区の 意思決定を コ ン ト ロ
ー

ル する こ とがで ぎる よ うな，歪ん だ意思決定 シ ス

テ ム が構築され た の で あ る 。

　それで は こ の行政委員会は ，普天間代替施設 の 受け入れ に つ い て ど の よ うな姿勢を と っ て い る

の か ，考察 して い こ う。

　4．3，普天 間代替施設の受 け入 れに対する行政委員会の 姿勢

　辺 野占区行政委員会が普犬問代替施設 の 受け入 れ決議を出し た こ とは ， こ れ ま で
一
度もな い

。

2005年 10 月 26 日 に 日米両政府で 合意 され た沿岸案に 対 して も，地元 に 説明が な い まま に 決め
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られ た案で ある こ と，住宅地域 に 隣接 して い るた め 騒音被害 も大 ぎい と予想 され．る こ と，また事

故 も懸念され る と の理 由で ，10月 31 目に は 全会
一

致で 反対決議を出し て い る 。

　だが実際 の と こ ろは，区長を は じめ とする行政委員は 基本的に 受け入れ容認 の 立場に た っ て い

る と い うの が実情で ある 。 そ の こ と は
， 行政委員の 1人が

， 辺野古 の 住民有志に よ っ て 搆成 さ れ

て い る r代替施設推進協議会」
（ll〕の 会長を務め て い る こ とか らもうかが え る し，区民 も，行政委

員会が容認 の 立場 に た っ て い る こ とを知 っ て い る 。

　そ の 理 由に つ い て あ る 行政委員に 尋ね る と，「（普天間代替施設 の建設は ）r国策』 で ある し，

安保や 日米同盟 も絡ん で い る の で ，建設 は絶対に な され るだ ろ う。そ うで あれば，我 々 は 条件 を

つ け て い か なけれ ぽ，辺 野古は や られ っ ぱな しで 人 も住め な くな る 」〔12）と，普天間代替施設が建

設 され る とい う前提の もと，条件闘争を 行 っ て い る の だ と答えて くれた 。「わ れわれの 出 して い

る条件を満た さな い な ら基地 は こ な くて もか まわな い 」 ともい っ て い た 。

　で は ，そ の 受け人れ の 条件 と は何か 。尋ね て み た と こ ろ ，まず最初 に 出て きた の は ，安心 と安

全 の 確保で あ っ た 。
「基地 が迷惑施設 で ある こ とは わ れわ れが よ く知 っ て い る 」 が ゆえ に ，飛 行

経路 の 制限に よ る 騒音 の 軽減 ， 米兵に 対する行動規制 の 強化な ど を 強調する
。

し か し
， 話し て い

くうち に ，次第に 金銭補償 とい う言葉が 出 は じ め る 。
「区民 の 生活を安定さ せ な き ゃ な らな い

。

安定 して い な い と不安に なる か ら」 と前置きした うえで
， 辺野古を離れる人た ち もい るだろ うか

らまずは 全世帯に
一

時補償とし て相当額の 補償金を 出 して もらい ，辺野 占に 居住 し続ける住民に

対 して は さらに永代補償 として 毎年一定額の 補償金を出して もらわない と，納得は で きな い とい

う 。 また ，現時点で は まず雇用，特 に 辺野 古 の 労 働力人 凵 の 24．6％ （2000年国勢調 査 よ り）を

占め る 上 木建設業関係の 雇用を確保す る こ とが 重要で ある とい う立場か ら，久辺三 区 （辺野古，

豊原，久志） の 区長お よ び行政委員有志 に よ っ て構成 される 「三 区合同委員会」 は ，在 日米軍再

編推進特措法c13）に 基づ く再 編交付金が久辺 三 区 に 確実に 投下 され る よ う名護市に 要請し て い る 。

こ の 件に つ い て 確約 されなければ，辺 野古は い つ で も反対に まわ る と い うQ．1）
。

　 こ うし た条件 闘争を 展開する な か ，2007 年度 の 区民大会 （4 月 29 日）で ，区長は 突然，1999

年 9 月 27 日に 行政委員会が決議 した ， 普天 間代替施設建設 に 対する反対決議 の 撤回 を求め る提

案を行い ，5月 15日に 開かれた行政委員会で ，2006年 4月 7 目に 名護市長が V 字型案で 基本合

意 し た こ とか ら 99 年の 決議が実情に 合わ な くな っ た こ とや，新た な基地負担を強 い られ る区民

の 福利厚牛を最優先に進め る こ とを理 由に ，99年 の 反対決議 の 撤回を全会一致で決定す る、

　辺 野古区行政 委員会は ，沖合案に 対す る 反 対決議を 2005年 10 月 31 日 に 出 し て い る の で ，

1999年の 反対決議を撤回 し た と こ ろ で 行政委員会 と し て は 反対 の 姿勢を崩 した こ と に は な らな

い
。 で はなぜ，あ え て 反 対決議を撤回 した の だ ろ うか 。 そ の 理 由に つ い て ある 行政委員は ，rV

字型案で 名護市長 と防衛庁長官が 合意 し た 以上 ，V 字型案を ベ ー
ス に ，（区民 の 安全で 安定 し た

牛活を保証，な い し補償し て もら うとい う） 条件を 出 しつ つ 少 し で も沖合に ずらし て もらわ なけ

ればな ら な い
。

こ う し た 条件闘争が で きる の は 保守系で ある現 市長な の で
， 市長 が 条件闘争を し

や す い よ うに
， 応援す る意味で反対決議を撤回 した 」 の だ とい う。 実際 V 字型案に対 し て は ，

滑走路を 集落か ら離れ た沖合へ 移動す る よ う求め て い くこ とを確認 した だけで ，反対決議は出 し

て お らず．む し ろ ，
5 月 1 日に 開か れた 行政委員会 で は ，生活補償や 地域振興策の 推進を 図る た

め の r代替施設等対策特別委員会」 の新設を 決め ，委員 8 人を選任 して い るなど，条件闘争を行

227

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Association for Environmental Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assooiation 　for 　Environmental 　Sooiology

熊本 ：環境正 義の 観 点か ら描き出 され る 「不正義 の 連鎖」

っ て い く姿勢 を明確 に して い る 。

　こ の よ うに 行政委員会は ，表向きに は 反対決議を 掲げつ つ ，実際は 基地受け入 れを前提 と し た

条件闘争を繰 り広げ て い る 。 そ の 背景に あ る の は ， シ ュ ワ ブ の 存在 で あ る 。 前述 の とお り。旧住

民は シ ュ ワ ブ建設時に 全員軍用地主 と な っ て お り
，

ほ と ん ど の 旧住民が現在で も軍用地 料を得て

い る 。 さ らに 区に は ，入会地 で あ っ た 由林に 対す る軍用地 料が入 っ て くる 。 それ ゆ えに 旧住民 は

政治的に は保守に な らざるを えな い
。 基地 の 存在を 肯定 しなければ ，軍用地料を 得て い る 白身を

肯定で きな い か らだ 。 そ して保守である以上，新た な 負担で ある 普大間代替施設に つ い て も，拒

絶す る こ とは 難 し い 。 ま し て や現行で は ，名護市 も沖縄県 も保守 の首長を い ただ い て い る の で あ

るか ら，そ の なか で 辺 野
．
占だけが反対を貫く こ とは著し く困難で ある 。 だか ら行政委員会は，反

対の 意思を示 し つ つ も，実際 と し て は受け入 れを前提 と し た条件闘争を行 っ て い くよ りほ か な い

の で あ る 。 辺 野 占に ル
ー

ッ を持ち ，これ か らも辺野 占に 住み続ける こ とを前提 として い る旧住民

は ，「や られ っ ぱな し」 で い る わ けに は い か な い の だ 〔15）。

5．辺野 古にお ける環境不正 義

　前節で 考察 し て きた よ うに
， 辺野古 に は

，
シ ュ ワ ブを受け人れた こ と に よ っ て

， 旧住民が独 占

的 に 区 と して の意思決定 を行 うこ とが で きる シ ス テ ム が構築され た 。 そ の 旧住民は， シ ュ ワ ブ か

ら得 られる軍用地料 を否定で きない た め ，政治的に保守 とな り，基地の 存在を是認し て い る。そ

の ため 辺野古区 と して は，新た な基地 負担 である普天間代替施設を拒絶する こ とはで きず，受け

入れを 前提 と し た条件闘争を行 うよ りほ か なか っ た 。こ うし た辺野古の 現状を，環境止 義の観点

か ら考察 して い こ う。

　まず旧住民に よ る意思決定 シ ス テ ム の 独 占は ，新住民を地 域の 意思決定か ら実質的に 排除 し て

い る点 に お い て ，地 域内部 に お け る制度 レ ベ ル で の 手続 き的不 正 義で あ る と い え る 〔16）
。

こ うし

て ，基 地 との 利害関係が深 く，それ ゆ え に 基地 を拒絶で ぎな い 旧住民が，辺 野古区と して の 意思

決定を 行っ た 結果 ， 辺 野占区は普大間代替施設の 受け入れを実質的に 容認 し，安全面や金銭面で

の 保証 ・補償を実現する ため の 条件闘争を進 め て い る の で あ る 。

　だが しか し，旧住民が積極的に 普天間代替施設の 受け人れを欲 し て い る と考える の は 間違 い で

ある。区長や 行政委員の 方た ち に 基地移設 の話を 向け る と，み な 冂 を そろ え て 「こ な い に こ した

こ とは な い 」 と い う。か つ て 辺野 占は 山を米軍に 接収 され た。今度は海を失 うこ とに な る 。 それ

は 「身を切 る，命け ずる思い 」〔ユη な の で ある 。 辺野古 の 沖合 に は 平島と長島とい う 2 つ の 無人島

がある 。特 に 平島は 多 くの 区民が子 ど もの 頃か ら親しん で きた 島で ，初夏 の 頃に とれる ウ ニ に つ

い て 語る ときな ど，年齢に 関係な く活き活きとそ の お い しさを 自慢する。し か し こ の 平島も，普

天間代替施設が建設 さ れれ ば埋 め 立 て られ て し ま う 。 そ の こ とを残念 に 思 っ て い る 住民は ，容認

の 立場に た つ 旧住民の な か に も多 くい る の で あ る 。 それ に そ もそ も， 新 し い 基地な ど こ な くて も，

シ ュ ワブか ら入 っ て くる収入 だけで 辺野古は十分に や っ て い ける の だ 。

　こ の よ うに t 辺野古に と っ て ，積極的 に 普天 間代替施設 を受け入れ た い 理 由は
， 実は ほ と ん ど

な い の で ある。それなの に すで に述 べ て きた殫 出か ら受け 入れ を拒絶す る こ とがで ぎな い ため ，
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条件闘争を行 うこ とで 少しで も受け入 れ後の 状況を良い もの に し よ うと し て い るの だ。こ の こ と

は つ ま り 「こ ない に こ した こ とは ない 」 とい う意思を もっ て い なが らも，それを表明する こ とが

で きて い な い ，行為 レ ベ ル で の 手続き的不 正義に 旧住民が陥 っ て い る こ とを 示 し て い る 。

　受け入 れ反対 の 意思を もっ て い た と し て も，新住民は それ を区 の 意思決定に 反映 させ る こ とが

制度的 に 困難 で ある し t 旧住民は それを表明する こ とが で きな い で い る。こ の 制度 と行為 の 2 つ

の レ ベ ル に おける手続 き的不止義が辺 野古 に お い て 見 られ る こ とに よ り，辺野 古の住民の ほ とん

どは受け入れ に 反対す る こ とが で きずに い る 。 そ し て 結果的に 辺野古は ，新 しい 基地 の 受け入k、

を拒絶す る こ とが で ぎず，新た な分配 的不正義を 自らの 意思 で 招米しよ うとして い る の で ある。

こ こ に 「不 正義の 連鎖」 が は っ き りと姿を現 し て い る こ とに ，異論は な い だろ う。

　さらに 付け加えて お くと，制度 レ ベ ル で の 手続ぎ的不止 義は，普天 間基地 移設問題を め ぐる 意

思決定過程か ら の 辺野古の 排除 とい う側面で も見られ る。辺 野古を 含む名護市東部地区 は ，1970

年 に 合併す る ま で は 久志村 と い う独 立 し た 自治体 で あ っ た ｛18）
。 キ ャ ン プ ・シ ュ ワ ブ や キ ャ ン

プ ・ハ ン セ ン とい っ た 名護市 内に あ る 米軍基地 は こ の 旧久志村に あた る 地域に 集中し て お り，普

天 間代替施設に よ る騒音や墜落な ど の 被害を 集中的に 受け る の も こ の 地 域な の で ある 。 だが し か

し， こ の 旧久志村の 人 口 は ，名護市全人 口 の 約 8％ に す ぎない 。つ ま り， 実際 に 被害を受け る こ

と に な る旧久志村 の 住民がす べ て移設 に 反対した として も，西部地 区の 住民が賛成すれば，基地

は つ くられ て しま うの で ある
q9〕。

6．結　 　語

　辺 野古を巡 る 「環境 」 は
，

シ ュ ワ ブ の 受け入 れ を機 に 大ぎく変化 して い っ た 。
こ の 変化 の 経緯

を環境正 義の 観点か ら描き出す こ とに よ っ て 見え て くる の は ，迷惑施設が 分配され ， 分配的不正

義に 陥 っ た地域は
， 迷惑施設に 依存す る よ うに なる こ とに よ り，制度 レ ベ ル で も，彳」為 レ ベ ル で

も手続き的不正 義に陥 っ て しま っ た結果，さらな る 迷惑施設の 受け入れが要請さ れた とき，それ

を拒絶す る こ とが で きな くな り，自ら分配的不正義を招来 して し ま うとい う 「不 正義の 連鎖」 で

ある 、

　こ の こ とは，周辺 部に あた る地域に お け る迷惑施設の 受け入れ は ，
一

時的に は 地域を活性化 さ

せ る こ とがあ っ た と し て も，地域内部に おける手続 き的不正 義を も同時に 生み 出し て し ま うた め ，

長期的に 見れば地域 の 社会的脆弱性は改善され えな い とい うこ とを示 し て い る。さ らに い えば，

歪 んだ意思決定 シ ス テ ム が構築されて し ま っ て い る とい う点 で は ，地域的主体性 の実現 とい う観

点か ら は む し ろ 悪化 し て い る と さ えい え る し，迷惑施設を受け 入 れ た こ と に よ っ て
， それ 以外の

手段 に よ る地域 の 活性化の 実現をBH害され て い る と考えれば，潜在的な発展 の 可能件を剥奪され

て い る とい うこ と もで きる だ ろ う
。

　た だ ，こ の よ うに 連続す る 不正義 の な か で も，特に 正義が保証 されなけれ ばな らな い の は ，行

為 レ ベ ル に お ける手続 き的正義で あ ると考 える 。 迷惑施設の 受け 入れ に お ける 直接的な利害当事

者で ある ， 受け入れ地 域に 居住す る住民が 自由に 意思を表明で きて い な い こ とが，新た な分配的

不正 義を地域に 招来 し て い る根本的な原因で ある こ とは ，普天間代替施設 の 受け入 れを 望ん で い
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な い に もか か わ らず，基地を 拒絶で ぎない が ゆえ に ，受け入れ後を 見据 えた 条件闘争を進め ざ る

を得な い 辺 野古の 現状を見れ ば明 らか で あろ う。 また逆 に 「こ な い に こ した こ と は な い 」 とい う

思い を住民が表明 で ぎる よ うに なれば
， その 思い の実現に 向けた活動を住民が は じめ る可 能性が

生 まれ る し，そ うし た活動を 外か ら支援する こ と も可 能に な る だ ろ う  
。

　以上，本稿で は環境正 義 の 観点か ら， 辺野古とい う地域を分析 し て きた 。 環境正 義に基づ い た

研究を進め る に あた り，地域が経験 し て きた歴史が現在の 地 域社会の構造に 及ぼ して きた影響に

つ い て 考察し，そ こ に ある不 正義 の 連続性を 見出し て い くこ とは ，環境止義を規範概念とし て の

み ならず，分析概念 として 用い て い くこ とに よ っ て こ そ可 能に な る 。 辺 野古に おける 「不 正義の

連鎖」 を，環境正義 の 観点か ら分析，描 き出し て きた こ とは ，分析概念と して の 環境止 義 の もつ

可 能性を提 示 して も い る の で あ る 。 そ してそ れは，環境正 義研究へ の 社会学的ア プ ロ
ーチ が果た

して い くべ き役割 で もある の で ある。

注

（1） 池 田寛二 は，環壇社会学 に お け る 環境 正 義 の 捉 え 方と し て ，4 つ の 視点か ら 考察 を 行 っ て い る （池 田，

　 2005）。本稿 は ，迷惑施設 の 分配に お け る 不 止 義 が 地 域社会に もた らす 影響 に つ い て 考察 し て い る こ と

　 か ら ， 基本的 に は 視点 ［3］： 分配 正義 と し て の 環境正 義 に 立 脚 して い る。た だ，分 配的 不 正 義 に 陥 っ て

　 い る地域社会 に お い て ，手続 き的不 正 義が 生 じた 結果，表明で きな くな っ て し ま っ た 地域住民 の 意思を

　す くい 取 る こ と を 志向 し て い る 点 で は ，視点 匚4コ： 環境 を巡 る 受動的 不 iF．　asの 是 正 と して の 環境 正 義 に

　 も根ざ して い る 。

（2） こ の 原則 は，Agyeman （2005： 187−189） な どに 再録 さ れ て い る 。

（3）化学工 場 が 集積す る ル イ ジ ア ナ 州 の 通 称 「ガ ン 街 道 」 に お け る環 境 正 義 運 動 に つ い て の 原 口 弥生 の
一

　連 の 研究 で も，行為 レ ペ ル で の 手続 き的正 義が 実現 して い な い こ との 問題性 が 指摘され て い る （原 コ
，

　 1999 ；2000）o

（4）辺 野古 で の 反対運動に つ い て は 別稿で 詳 し く論 じて あ る （熊本，2006b）。また 辺 野 古住民 と反対運

　 動 と の 関係性 に つ い て は （熊本，2006a）を，辺野古住民の 苦衷に つ い て は （熊木，2007） を 参照 の こ

　 と 。

（5）辺野古の 歴 史に つ い て は，字誌で あ る r辺 野古誌』 （1998年刊）を大い に 参考 と し た。

  転売 し た 者 もい る た め ，旧 住民 の す べ て が 現在軍 用 地 i で あ る とい うわ けで は な い 。

（7）正確 に は rh 有地なの だ が ，そ こ か ら生 じる軍用地料は，林野条例 で市 6 ：区 4 の 割合 で 分割す る こ と

　 に な っ て い る。こ の 区 に 入 っ て くる 4割 は，管理料 の 名 目で 市 か ら分配 され る 。

（8＞ 2003年 3 月 310 時点 で 辺 野古 に 居住 し て い る 者に 対 し て ，世帯 単位で 還元 さ れた D 金額は ，世帯 を

　 もっ て か ら の 年数に 応 じた 額に，家族の 成員数に
一一
定金額をか けた数宇を 起 して 決定された （2008 年 2

　 月 6 口，辺 野 占区 職員か らの 聞 き取 り）。

（9）ユ967年 12月 28 凵施 行。1979年，1985年，1988年，2003年 と改正を 重 ね，論文執筆時点で の 最新

　 の 改
．
IFは 2007 年 10 月 31 日。

（10） 2008 年 2 刃 6 口，辺 野古区職員 か ら の 聞 き取 りよ り。以 下，断 りの な い か ぎ り，辺野古区 の 行政 の

　 実態 に 関す る 情報 は こ の 職貝か らの 聞 き取 りに よ る 。

（ll＞ 2004年 に 辺 野
．
宀区 民 有志に よ っ て 立 ち 上 げられ た任意団体で ，辺 野 占区行政を後押 し，攴持す る た

　め の 団体。行政委員会が沿岸案 に 対す る反対決議を 全 会
一

致 の も と 出 した と ぎ1＝一一度解散 したが，名護

　市長 が V 字型案に 合意した こ とか ら，「来 る もの は 仕方が な い 」 と い う理 巾で 活 動 を再 1拑 した の だ とい

　 う　（2008 年 2 月 7H ，代替施 設 推進協議会会長 か らの 聞き取 りに よ る ）e 活動 の 拠点は，2007年 に新築
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　 され た 公民館 の す ぐ近 くに 建て られて い る プ レ ハ ブ小屋。

（12）2008 年 2 月，辺 野古区行政委員の 1 人か ら の 聞 き取 り よ り 。 以降の 引用 は 複数の 行政委員の 発言 に

　 基づ い て い る が，現在進行中の 事例 で あ る ため ，委員が特定 され な い よ う，1 人の 行政委員に よ る 発 吾
．

　 とい う体裁 を と っ て い る 。

（13） 正 式 名 称 は 「駐 留 軍 等 の 再 編 の 円 滑 な 実 施 に 関す る 特 別 措置法案 」。2007 年 5 月 23 日成 立。こ の 特

　 措法 の 最大 の 特徴は ，米軍再編に よ り特 に 影響を 受け る と指定 された 自治体 に 対 し て ，米軍冉編 へ の 協

　 力計画 の 推進度合 い に 応 じて 再編交付金 が 交付 さ れ る 点 に ある
。

「進捗状況 」 と は ，具体的に は （1） 再

　 編 （政府案）の 受け入 れ，（2＞環境影響評価 （ア セ ス メ ン ト）着手，（3） 施設着工，（4） 再編実施 一
の

　 順 の 4段階 で あ り，段階が 進む ご とに交付金が 1．積 み され て い く仕組 み に な っ て い る。

（14）三 区 合 同委員会が久辺 ； 区へ の 確実 な 交付金 の 投
．
トを 要請 して い る 背景に は

， 普天間基地 移設問題 に

　 絡ん で こ れ まで 名護市 に 投下 され て きた 振興策 の V’m と ん どが，9割 を 超 え る 人 口 が 集中 し て い る名護市

　 の 西 側 に も っ て い か れ て し ま っ た こ と に 対す る，住民 の 不 満が あ る 。

（15） こ れ に 加えて 指摘 して お ぎたい の は ，r基地が くれば活性化す る 」 とい う，辺 野古住民 に 広 く共有さ

　 れ て い る 信念の存在で あ る 。 条件を つ けて シ ュ ワ ブを受け 人 れ た結果，辺野 宀
．
は 活況を 呈 した。こ の と

　 きの ，い わ ば 「成 功体験」 は ，今で も時 折 顔を 出す。こ の 間題が 辺野古に 降 り か か っ て きた 当初，受け

　 入 れ 容認派の 住民 は 「千載一
遇の チ ャ ン ス 」 とい う日 葉を よ くつ か っ て い た し．当時 の 活況を知 る住民

　 の な か に は ，い ま で も行政委員に 対 し て 「ち ゃ ん と 条件闘争や っ て る か 」 と声 を か けて くる もの もい る

　 とい う。こ うした経験が，普天間代替施設の 受け入 れ に 関す る 条件闘争を後押 し して い る 側面 もあ る の

　 だ。

（16） こ の 旧 住民 に よ る意思 決定 権の 独 占は ，細川 （2005）や 三 浦 （2005）の よ うな，特定 の 環境を め ぐる

　 IL当性／正 統性 とい う観点 か らの 考察 も行 う必 要 が ある 。後稿 を 俟ち た い 。

（17） 2004年 8月 10 日，代替施設推進協議会 の 委員か ら の 聞ぎ取 りに よ る。

（18） こ の 合併の 背景 に も，シ ュ ワ ブ を は じめ とす る米軍基地 の 存在が あ る。『名護市咢原誌 』 に は，1972

　 年 の 復帰 に よ っ て ，基地 が 返 還 さ れ る の で は な い か と い う懸念が 当時 あ っ た こ とが 記 され て い る （83

　 頁）。基 地 の 返 還は ，基地 で の 雇 用 や 軍用 地 料 が な くな る こ とを 意 味 す る 。 そ こ で 「南 北 二 八 キ 卩 メ
ー

　 トル 余に わ た る 地形険悪 な 閑村 の 一L1，財政事情 も窮迫で 農用地 の 基盤 整備や 環境 整備 な ど の 開発が 遅れ ，

　 し か も村財政 を 賄 う収 入 と い え ど も基 地 収 入 が 主 流 を 成 す 程 」 （『辺 野古 誌』 591 頁〉 で あ っ た 久 志村 は
，

　 整備状況 の 改善お よ び 基地 依存の 財政 状況 か ら の 脱 皮 を 図 り，政 治経済的 な 発展を 凵指すべ く，当時 よ

　 り本島北部 の 政治経済的 な 中心 で あ っ た 旧名護旧1など 4 町村 と合併す る こ とを選択 した の だ 。 基地 に振

　 り 回 さ れた 結果，旧 久志村 は 実質的な 自治権 まで 奪わ れ て し ま っ た の で あ る ，

（19）寺 田 良
一一

も，市田1村合併に よ る環境白治 の 後退 に つ い て指摘して い る （寺田，2006）。

（20） こ の 点で ，新潟県 巻町 （現 新潟 市 ） に お い て ，原 子 力発 電 所 の 建 設 に 反 対 す る 住民た ち が，賛成，反

　 対 の どち らに も偏らな い 活動を 展開す る こ とで．住民が意思 表明を しや す くな る よ う心 が けて い た こ と

　 き
’
＃1興味深 U・　（OF藤diまカ  　2005）o
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"A

 Chain  of  Irijustice":

An  Environmental  Justice  Perspective  on  the  US  Base

                            Nago-city

                        KUMAMOTO  Hiroyuki

                           WasedaUniversity

             1-24-1, Toyama,  Shinjuku-ku, Tokyo,  162-8644 JAPAN

r.

and  Henoko,

sc

   This paper  aims  to outline  the prevailing  issues in Henoko,  from the point  of  view  of

environmental  justice,
   Henoko,  Nago-city in Okinawa,  agreed  to the construction  of  the US  base, Camp

Schwab,  in 1959. Since then, the existing  facilities of  Camp  Schwab  have  become  deeply

incorporated into the social  structure  of  Henoko.  Therefore, when  Henoko  was  appointed

the prospective  site  of  the relocation  facilities of  US  base, Futenma,  the people  of

Henoke  were  confronted  by the hardship of  not  being able  to reject  the additional  US

base.

   Environmental  justice has twe  aspects:  distributive justice, which  places  an  equal  en-

vironmental  burden on  every  local resident,  and  procedural justice, which  allows  the

democratic involvement of  local residents  in the decision making  process of  envirenmen-

tal policy. This paper  demonstrates the 
"chain

 of  injustice" existing  in Henoke,  whereby

distributive injustice causes  procedural  injustice to the local society,  and  this phenome-
non  then causes  further distributive injustice,

   In addition,  this paper  divides proeedural  justice into the level of  institution and  the

level of  act,  and  suggests  that procedural  justice at  the leve! of  act  should  be prioritized
in local society.

   The 
"chain

 of  injustice" in this paper  is demonstrated by way  of  understanding  envi-
         --                         '
ronmental  ]ustiee as  an  analytieal  eoncept.

Kleywords: environmental  justice, Hlenoho, construction  of  controversial  fttcilities, Futennta

        Air Base  i'eZocation,  chain  of  injustice
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