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巻町 「住民投票 を実行する会」の誕生 ・ 発展 と成功 ・1）

　　田窪　祐子

（東京都立 大学大学院）

　1996年8 月に新潟県巻町で 行 わ れ た、凵本で 初め て の 条令 に 基づ く 「原発住民投票」は高い 投

票率 を 得て 町 の 原発政 策 を 決定 し た。住民投票の 実施に は 、2年前に発足 した 巻町民 の 会 「住民

投票を実行す る 会」が決定的な役割 を演 じて い る。こ の 会は 「住民投票 に よ る 町民の 原発 に つ

い て の 意志の 確認 と町 政 へ の 反映 1を 目標 と した 社会運動組織 で 、 「自主管理住民投票」か ら

始まる多様な戦略を展開 し、運 動 目標 を達成 した ，本稿 で は、政治的機会、資源動員、フ レー

ミン グ の 3要素 を手が か りと して 、こ の 組織 の 誕生 ・発展と成功 の 理 由を明 らか に し、 「結果指

向型」運動 の 分析 に お ける 総合的な 視点の 重要 性 を指摘 す る 。

キーワー ド　原発 、住民投票、政策過 程 、政治的機会、資源動員、フ レ ーミン グ

1．本稿の 課題

　 1996年8月4 日、新潟県巻町は 】・ッ プ ニ ュ
ー

ス の発信地に な っ た 。 人口3万 の 町 に数百人 に も

上 る報道陣が 押 し掛け、こ の 町 の 人 々 が こ の 日何を し、 何 を思 っ たか を全国に 同時進行で伝 え

よ うと した 。
こ の 日 こ の 町で 、 東北電力が建て よ うと して い る 「巻原発」の 推進 の 是非を問う

「原発住民投票」が実施 され たの である 。

　最終投票率8＆ 29％ 。 病人 や 不在者 などを除 き、ほ ぼ 有権者全員が投票 した とみて良 い だ ろ

う。 巻原発建設賛成 7，904票、建設反対 12，478票 の 結果を受け て 笹 口孝明町長は 「（原発敷地内

の ）町有地 は売 りませ ん」 と明言、巻原発は事実上 、当面建設不可能にな っ た。こ れ が、2年

前 に 「原発建設の是非は住民 投票で 決め よ う」を唯
一

の 主張 とする組織 「住民投票を実行する

会」が こ の 町に結成され て か ら町の 人た ちが辿 っ て きた嵐 の よ うな B 々 の 最終 ゴー
ル で あ っ

た 。 同時に 「住民投票を実行する会」が完璧に そ の 目的 を達成 した こ とが確認 され た瞬間で も

あ っ たの で ある。

　本稿で は 1つ の試み と して 、社会運動 を分析す る際 の 主要 な要素 と して 現在 こ の 分野 の 研 究

者た ちの 問で 重視 され て い る 、 政治的機会 ・動員構造 ・
フ レーミ ン グ の 3要素 （McAdam 　et 　al．r

1996；2）を切 り口 として 巻町 で起 きた こ とを描 き、 「住民投票 を実行する 会」が なぜ 生まれ、

成功 した の か 、 とい う問い に答え る糸口 と した い 。 本稿の 組立 は次 の 通 りであ る 。 第 2 節で は

「住民投票 を実行する会」の 登場以前の 25年間、巻原発が つ くられずに来た理 由とそ の 間の 巻

原発 へ の 異議申 し立 て を明 らかに し、こ の 会を生み出 した こ の 町全体の コ ン テ ク ス トを示す 。

第3節で は、政治的機会 ・資源動員 ・フ レ
ー

ミ ン グの 3 要素の そ れ ぞ れ を手がか りと して 、　「住

民 投票 を実行す る 会」の 誕 生 ・発展 と成功 の 要因を明 ら か に す る 。 最終節で は要約と今後の 課
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題 の 検討を行 う。

2．住 民投票以 前 　巻 原発 はなぜで きな か っ たか

　95年1月に行わ れた 「自主管理 住民投票一1の 頃か ら、巻原発推進の 是非お よ びその 決定手段

をめ ぐる対立は全国の 注 目を集める紛争に な っ た 。 しか し実は こ の 時まで26年 とい う長 い 間 、

巻原発 は ご く少数 の 熱心 な原発 反対派を除 い た
一般町 民 に と っ て 「（まだ着工 され て い な い と

い う）現状 が変 わ らな い 限 り」は 語 られ な い もの と して 、し か しい ずれは で きる か も知れ な い

とい う不安の種 と して 、 存在 し続けて きた 。 巻原発 につ い て 一
般 の 町民が話 しあ うよ うに な っ

た の は、94年の 夏、それ まで常に 「原 発凍結派．亅候補が 当選 し続けて きた町長選で 、 「世界
．一

の 原発 をつ くる」 と発言 したばか りの 佐藤莞爾町長 （当時）が 三選 を果た した時か らである 。

本稿で は こ の 時以 降の 2年間 に焦点を当て る が、こ の 間の プ ロ セ ス の 主役 とな っ た 「住民投票

を実行する 会」の 誕生 ・発展の メ カ ニ ズ ム を理解す る に はそ れ を生み 出 した、ある い は そ れを

必要 としたこ の 町の 特性 を把握する こ とが不可欠で ある 。

　明 ら か にすべ き点は次の 2つ で あ る 。 第
一・

に、巻町 で は原発建設計画 が公表され て か らどう

して 20年以上 も原発が で きなか っ た の か。第二 に、それ と関連 して 「住民投票 を求め る動 き」

以前の 巻原発推進 へ の異議 申し立て は どの ような もの だ っ た の か 。 以 下に 1994年まで の 巻 原発

をめ ぐる動 きを要約 し、こ れ らに答 える こ とを試み よ う。 こ れ は 当事者た る 町民各層 へ の イ ン

タ ビュ
ー

か ら得た情報を中心 に 、 新聞記事 、 関連組織 ・運動体作成の 資料お よびジ ャ
ー

ナ リス

トらに よる記録 （小林，1983； 巻原発反対共有地主会，1987； 桑原，1995； 中川，1996）を総合 し

た もの で ある 。

　 　 　 か くみ はま

　巻町角海浜 に原発を建て る とい う構想が地元紙の ス クープで 明らか に な っ た の は 1969年で あ

る 。 東北電力が正 式に建設計画を公表 した の は 2年後の 1971年5月であ っ た。1981年8月、反対

派の 直接行動を排除 して 「第一次公開 ヒ ア リ ン グ」が 行われ、同年11月に 国の 電源開発調整審

議会で 巻原発1号基 （825 万キ ロ ワ ッ ト〉は電源開発基 本計画 に組み 人 れ られ た。続 い て 翌82

年 1月に設置許可 申請、と巻原発 は す ぐ に も着工 さ れ る か に見 えた 。 82年夏 の 町 長選 に 、当選

の 見込み は全 くな い に もかか わ らず 「原発反対」を主張す る た め に反原 発グ ル ープ の 弁護士高

島民雄氏が立候補 （落選 ） した とき、反対派は 「こ れ が （原発が で きる前 の ）最後 の 町長選 だ

と思 っ た」 とい う ・2 ／

。 と こ ろ が 83年 に は い っ て 国に よる安全審査が 中断 し、こ れ以 降巻原発

は ス トッ プ して しまう。 原発建設の ための用地取得が不 卜分だ っ たため で ある 。 未買収地の な

か で も9，090．7m2 の 町有地 は炉心建設予定地の す ぐ近 くで 、こ の 土地 の 取得な しに は安全審査再

開 は あ り得な い と された。こ の た め 巻原発推進 の 可否 は町 の 意向に直接的に左右され る ことに

な っ た の で ある 。

　で は巻原発が で きずに来た の は町に 「原発 反対」勢力が 強か っ た か ら な の だ ろ うか。そ うで

は な い
、 と当の 反対 派 も含め た 町 の 人々 は証言する ：3〕

。 受け入 れ側 で ある 巻町 の 姿勢は 、そ

の 時々 の 町長の 性格や 権力関係 に よっ て濃淡はあるが、最初 に建設計画が明 らか に な っ た と き
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の 江端町長以来、
一

貰 して 原発推進で あ っ た 、 町議会 も、1977年 t2月に原発建設同意を議決 し

て い る
。 しか し原発計画が明 らか に な っ て 以 降 、 90年に再選され た佐藤氏ま で

、 再選を果た し

た町長 は 1人 もお らず、76年以 降の 町長選で は明 らか に、　「原発慎重／凍結派」の 新人が 当選

一…F 任期 中 に原発推進派 に転 じる一推 進派に転 じた現職 を 「慎重／凍結派」 の 新 人が破 る、とい

う奇妙 なサ イ ク ル が繰 り返 され て い る 。 こ の 裏に は町 を二 分する保守 （当時 は自民党）2派の

勢力争 い が あ っ た 。 2派はそれ ぞれ地元 選出 の 国会議 貝 に まで つ なが っ てお り、建設業界 を初

め とする 町の 業者は仕事の受注を受ける た め 自派か ら町長 を出そ うと して選挙の 度に しの ぎを

削り、 結果 と して2派は交代で 町長 を出 して きた の であ る 。 双方 と も明 らか に 原発推進で あ り

なが ら保守2派がそ れぞれ 「自分 の 派で原発をつ くろ うとして 」一本化 しない の を背景に、町

民 は ［必 ず原発凍結派候補 を選 ん で きた」。逆 に 言えば、当選す る に は 「原発 凍結」 を口 に し

た ほ うが 有利で ある こ とを推進派 も十分認識 して い た と考えら れ る。

　巻町の 選挙は70年代頃に な っ て も
”
金権

”
で知 られ、また 「最近まで 選挙は地縁、血縁で決 まっ

て きた」　（保守系町議 会議員）⊥ 地柄で あ り、原発 に対す る態度の みが投票 を決定づ けた とは

言えな い 。 しか しこ の 奇妙なサ イ ク ル は、原発 とい うの が 実は隠れ た争点で あ り続けた こ とを

強 く示唆 して い る 。 の ちに 「住民投票 を実行する会 1発起 人 の 1人 とな っ た田端護 人氏は 「そ

れ （原発凍結）が 町民 の 意志だ っ た」 の で あ り、結局 「原発は で きない か ら別 に （表だ っ て ）

反対 しな くっ て も良か っ た 1 の だ と言う 14 ：

。 　「巻原発がず っ とで きなか っ た の は反対派の せ

い で は な い 」と い うの は こ うい うこ と で あ る c

　 しか し 、 町内 の 絶対
．
的少数派で あ り続け なが らも反対運動 を継続 して きた 「反原発派」の 存

在が 「巻町に原発が で きずに来た」こ とに寄与 して い ない とい うこ とで は無論ない
。 住民投票

実施時点で 、 巻町に は 6つ の 「原発反対」の 運動体が存在 した 。 政党系は社民党系の 「巻原発

設 置反対会議」、共産党系の 「巻原発反対町民 会議 亅の 2つ がある，，政党 と関係の な い 組織は

それぞれ数
一1’入規模で 、時期に もよるが実質的に活動 して い る メ ン バ

ー
は IO人に も満た な い な

ど小規模で資源は 限ら れ て い た 。大 きくわ けて 、古 くか ら活動 して い る 団体 として 、前身とな

るグ ル
ー

プ も入れ る と69年か ら存在す る 「巻原発 反対共有地主 会」、こ の 「地主会」 と
一

部メ

ン バ ーが 重複する グ ル
ープ で 、元 々 は前述 し た 高島氏の 町長選出馬 の 際の 選挙運動団体で あ っ

た 「住み よい 巻町 を つ くる会」が あ り、比 較的新 しい もの と し て は 94 年の 町長選 に 出 た 反原発

派候補の 選挙運動団体を母体とす る 「青い 海と緑の 会」と 「折 り鶴ネッ トワ
ー

ク」が ある 。 前

二 者は ち ょ うど巻原発 の 計画が 明らか に な っ た こ ろ 大学生で 学生運動など も経験 した 1全共闘

匿代」の 高学歴男性が中心で あるの に対 し、後二 者は若い 主 婦らが 多く、チ ェ ル ノ ブイ リ以 降

日本各地で 生 まれ た都市の 高学歴主婦層 を中心 とす る反原発 グ ル ープ に類似 した特徴 を持 つ と

い う好対照をな して い る 。

　 こ の うち古 くか らある市民 グ ル ープ の 70 年代か ら90 年代前半に か け て の 実に辛抱強 い 活動

継続は 特筆 に値 しよ う。若か りし頃 の 亅地主 会」　（当時 は 「巻原発 を作 らせ な い 会」）メ ン

バ
ー

が、今は もう存在 し ない 角海浜の 部落 に 通 い 続け て 当時 の 住民か ら譲 っ て もら っ た原発建

設 予定敷地 内の 51坪 の 土 地 は 、東北 電力が つ い に敷地計 画を変更 して 「敷地外」 に なる まで の

長 い 間 、 推進側 に と っ て は不 可欠で あ りなが ら どう して も取 る こ との で きな い 砦で あ っ た 。
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「住み よい 巻町 をつ くる会」 は、 「運動が停滞 して 」政党系組織 もほ と ん ど目立 っ た活動は し

て い なか っ た80年代 も、原発 に つ い て 解説 し反対 を訴える チ ラ シ を必 ず毎月1回 つ くっ て 巻町

全戸 （約 8，000戸）に新聞折 り込み で 配布 し続けた 。 そ の 労力 も資金も、すべ て は わ ずか 数人

の 中心 メ ン バ ー
の 肩にかか っ て い た こ と 、 目に見える成果を期待で きる状態で はなか っ た こ と

を考えれ ば驚異的 と言 っ て もい い 活動で ある。こ れ らの 地道な活動 を通 じて 「町民が原発 に つ

い て学習」　 （「つ くる会．1 メ ン バ
ー

） した こ とは 、 町民が常に原発凍結派を選び続け、94年夏

以 降の プ ロ セ ス を経て住民投票が 成功 した理 由の 1つ とな っ た とみ るべ きで あろ う。

　さて、の ち 「住民投票 を実行す る会」が リ コ
ー

ル する こ と に な る 佐藤莞爾氏は、1986年 に町

長に 初当選 した 。 注 目すべ きは、彼 は 当選後推進 に転 じて落選す るとい うパ ター
ン を歩 まな

か っ た こ とで ある。2度目 の 1990 年の選挙で 佐藤氏は 「原発凍結」 を公約するが、こ の 時は対

立候補 も 「原発凍結」を表明 し、　「双方凍結」の 選挙戦で あ っ た 、 佐藤氏は再選 され、1期 し

か務め られなか っ た 前任者たち に は で きな か っ た 原発着工 へ 向け て 動き出す 。 2期 目半ば の 92

年、東北 電力が未買収だ っ た民有地 を取得 し 、 町は着工 の 鍵を握る こ と とな っ た未買収町有地

内の 墓地を整理 し始め る 。 94年、3回E の 選挙 を前に佐藤氏 は 「凍結解除一1を宣言 し、原発 推

進派と して 出馬 した 。 こ の ときの 2人 の 対 立fl芙補の うち 1人 は 「原 発推進 の 可否は住民の 意見 を

聞い て決め る」との 立場で 、もう1人は 「原発反対」 を主張する候補で あっ た 。

　結果的に佐藤氏は 三選 を果 た し、　「原発推進で 町民 の信任を得 た」との 見解を示す 。 しか

し、こ れ は次の 2点に よ っ て説得力が弱 い 主張 とな っ て い た 。 第
一

に 「住民 の 意見尊重派」 と

「反原発派」の 2人の 候補 の 得票数 を合計する と佐藤氏の そ れ を上回る こ と 。 第二 に 政 治に は

全 くの 素人 で
「1
地盤 ・看板 ・カ バ ン

T「
と無縁の 「反原発派」候補が 、当選 し た佐藤氏の 半分に

迫る4
，
382 票 とい う 「大量得票」を した こ と で ある 。 古 くか ら反対運動 に 関わ っ て きた人 々 に

は
、

こ の 結果 に驚 い た と言 う人が多い
。 「町民の 意識が そこ まで 来て い る とは思 っ て もみ な

か っ た 。 町民の こ とを わか っ て なか っ た ん だ なあ と思 っ た 。 反 省 した．lC5，，、しか し時す で に

遅 しであ っ た 。 反対派の 多くは佐藤氏の 三 選で が っ くりときて 「どうした ら良 い の か と悩み 、

呆然 と して い た」 とい う 16
 

　と こ ろが 、それ ま で 反対運動 に は関わ っ て こ なか っ た 中に 「こ れ で 『推進で 信任 を得た」 と

言 っ て 原発をつ くっ て しまうの はおか しい の で は ない か」 と話 し合 い 始め た人たちが い た。彼

らは選挙前か ら 「み んな も原発が嫌 なん じ ゃ な い か と思 っ て い た1 が、選挙結果を見て それ が

「は っ きりわ か っ た」以上、　「何 とかで きな い か」 と考え始め たの で ある
削 。こ の 人たちこ

そが 、　 「住民投票 を実行す る会」 をつ くっ た人 々 で ある 。

3．「住民投票 を実行する会1 の誕生 ・発展 と成功

3，1，「住民投票 を実行す る会」の 人々

　 「住民投票を実行する会 （以降 「実行する 会」 と表記）」 は正式 に は94年 正0月19 日 に発足 し

た 。 巻原発 推進の 可否に つ い て 「（D 住民投票で 町民 の 意志を確かめ、　 （2＞そ の 結果を田∫政
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に 反映 させ る こ と」 を目的とす る 、巻町民 の 会で ある 。

　 「実行す る会」の 発起人 とな っ た人 々 は 1人 を除 き巻町の 原発反対グ ル
ー

プ の メ ン バ
ー

で は

な い 。彼らは 自分 は 「保守」だと明 言する人 々 で ある。会代表で 現 在は 町長 の 笹口孝明氏 をは

じ め 、　1地元 で 商売 を し て い る」商店主 、会社社長な どの 自営業者で 、階代的に は 現在50歳前

後で あ る 。 反原発派 の 主要 メ ン バ ー
の 多くが 、 教師 ・新潟市に 通勤す るサ ラ リ

ー
マ ン ・主婦な

ど 1巻町 で
”
商売

”
を して い る わけで は ない 」の と異 なり、彼ら は 東北電力をは じめ とする 町

内の 原発 推進派を顧客 の 重 要な
一

部 と し、保守2派 の どち らか を支持 し、当然反対運動 に は関

わ らず 「つ まり雅 進
1
だ っ た （笑）」 IH：1 人々 で ある 。 こ の 核 となる メ ン バ ー間には普段 から

仕事 ．ヒの 付 き合 い があ り、個人的 に も親し く 「しょ っ ち ゅ う一
緒 にお茶を飲 む」密なネ ッ ト

ワ
ー

ク が存在 して い た 。 また 占くか らの 家柄 を誇 る造 り酒屋の
1

御 曹司
　11

で ある など、町の 名

士 的 な存在が含 まれて い た 。 彼 ら の 呼びか け を受けて集 ま っ た 人 々 も、多くはそ れまで反対運

動 とは無縁の 人 々
一商店経営者、農業者 など一で あ っ た 。 26年間黙認 し続けて きたはず の 彼 ら

は どうして 94年秋に動き始めた の か 。 そ して 彼らは い か に して 成功 した の だろ うか 。

32 ．政治的機会

　ク ラ ン ダ
ーマ ン ス らは、　「政 治的機会は社会運動 の 発生 と展 開に とっ て根幹をなす」

（Klanderrnans　 and 　Jenkins，1995：4） と述べ て い る 。 政治過程の 説明要素の 中で も、研究者の 間

で最近 とくに重要視され て い る の が こ の 「政治的機会」で ある と言 っ て も過言で は な い だ ろ

う。 政 治的機会を規定する主 要な次元 と して 、マ ッ カダ ム は （1）制度化 され た政治シ ス テ ム

の 相対的な開放性 また は 閉鎖性 の 度合い 、　 （2 ）政治体 の 基盤となる 、多様な形 の エ リ
ー

トの

結合 の 安定性 ・不安定性 、　 （3）エ リ
ー

ト問の 同盟 の 存在の有無、　 （4）国家の もつ 抑圧 的傾

向の 度合い とそ の能力の 4つ を挙げて い る （McAdam ，1996a ： 27）。 社会運動をマ ク ロ な コ ン テ

クス トの 中に位置づ け 、 政 策過程に お ける重要 な ア ク タ
ー

の
．・

つ と して 捉える時 、 政治的機会

の概念 は分析の 中心 となる もの である 。

　政治的機会を生 み 出 して い る政治的機会構造 （political　oppertunity 　structure ） を形作る 要素

は 、固定的な もの 一議会、行政、市民参加な どの 制度、伝統など一と、流動的な もの
一

政 策、

政 党間、エ リ
ー

ト問、市民 間、お よび3者 間の 勢力配分、同盟、敵対関係、政治的言説 な ど
一

に分ける こ とが可能で ある （Gamson 　and 　Meyer ，1996：281） 。 こ れ らの うち固定的要素は 国際比

較な どにおけ る重要な変数となるが、1国内の 1つ の 運動の 誕生発展に と っ て よ り重要 とな っ て

くるの は流動的な要素
一
政策の 変化、同盟関係の 変化など一で ある 。 固定的要素は変化 しなく

て も流動的な要素 の 変化 に よ っ て 「政治 的機会」が生 まれ得る か らで あ る 。

　以 F の 分析 に お い て 特 に念頭 に置 く必 要 が ある と 思 わ れ る の は次 の 2 点で ある 。 第
・
に 、

「政治的機会」 もまた フ レ
ー

ム され る もの で ある こ とで ある 。 ギ ャ ム ソ ン らが述べ る よ うに、

運動 に よ っ て それ と認識 さ れ ない 機会は （運動 に と っ て の ）政治的機会で はな い の で あ る

（Gamson 　and 　Meyer，1996： 283） 。 政治的機会構造に 変化が生 じて も、それ を機会と して認識

し、その 機会 を 「つ か まえて」行動に移そ うとする人 々 が存在しな い 限 り運動は生 まれな い の

で ある 。 第二 に、政 治的機会構造の 状況 に よ っ て 規定 され る 政治的機会の 大小は、運動 の 生成
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発展 にプ ラ ス に もマ イナ ス に も影響 しうる こ とで ある。例えば市民に対 して 「開放的」で 市民

に ア ク セ ス手段 を多 く提供する政治制 度は社会運動の 生成 を促進する と考え が ちで あ る が、マ

イヤ
ー

は80年代 ア メ リ カ の核軍縮運動の 分析を通 し、
圏’
開かれ た

「’
政治制度が運動の 分裂を引 き

起こ し、よ り力強 く よ り批判的な運動 の 展開を効果的に封 じ込め て しまう構造 を明らか に して

い る　（Meyer，1993） 。

　巻町 の 「実行す る会」 の 場合 、 政治的機会構造の構成要素の うち会の 誕生 ・発展 に特に大き

な影響 を与えた の は、巻町当局 （町長）の 政策 と、市民 の 要請 に対する姿勢で ある 。 巻町の場

合には原発敷地内に未買収町有地 が存在する とい う特殊 な事情が あ っ た こ とか ら町が実質的 に

原発建設可否の 決定権を持 つ こ とにな っ た。　「実行す る会」の 人 々 の 認識 し た政 治的機会構造

に お ける 対立 ・交渉の 相手は第
一

義的に 町当局で あ っ た D 言 い 換えれ ば
、 現実に 「原発 を止め

られ る」 カ
ー

ドを町が 握 っ て い る 、と い う状況 に 「実行す る会」の 人 々 は政治的機会を見た の

で ある e

　で は次に、こ れ らを含めた要素が形づ くっ た巻田∫の 政治的機会構造 と 「実行する会」との 関

係を分析 し 「政治的機会構造が動 員の 形態と時期 を決定」　 （McAdam 　et　aL ，1996： 10） して い る

こ とを検証 しよ う。

　 「実行す る会」発起 人らは、94年の 町長選まで 原発 は ほ とん ど話題 に した こ とが なか っ た と

い う 〔9）
。 26 年の 間 、数 々 の 事故の ニ ュ

ー
ス を聞 く度に原発へ の 疑 い が増 し、 「巻町に は 原発

は ない 方が い い 」とい う考えが徐 々 に 明確 に な っ て い っ た とは い え、それ を表出す る こ とは な

か っ た 。 顧客喪失や 人間関係 の 悪化に つ なが るか もしれ な い し、町内の勢力争 い が 続い て 「原

発が つ くれ な い 」状態で あ る限 り 「問題は な い 」か ら で あ る 鴨
。

　 しか し94 年 の 町長選 を前に 初め て 町の 原発政策が話題 に の ぼ り始め た。 引 き金 とな っ た の

は 、 佐藤町長が三選を果たせ ば長 い 「凍結」は終わ り、町民の直接的意志表明抜 きに原発が本

格的に推進され る こ とにな る とい う政治的状況で ある 。

一
方で 、前述 した よ うに未買収町有地

が原発敷地内に存在する とい う状況は町に原発推進可否の 実質的 な決定権 を与えて お り、町を

動かす こ とが で きれ ば実際 に 「原発 を止 める」 こ とが可能で ある と考え られた 。 　「放 っ て お け

ば確実に原発は で きる」状態に な っ たが 、 「町の 政策を変 えられれば実際 に 止 め られ る」 とい

う認識は 、彼 らが 「原発問題 に つ い て何か行動 を起 こす」時期が こ の 時だ っ た 理由を説明する

決定的要因で ある ，， 運動の 生 成を め ぐ り、資源動貝論が 「い か に して」 、 新 しい 社会運動論が

「なぜ 」 を説明 して きた の に対 して政治的機会は そ れ が 「い つ 」起 きるか を説明する とい う指

摘 （Tarrow ，1995：83）は、こ の ケ
ー

ス にぴた りと当て は まる 。

　佐藤氏が当選 し 「原発推進が支持 された」 と主張 した こ とに、彼 らは違和感を感 じる 。 　rM反

原発
’
とは 違 う」彼 らは 、 「（町民 の 意志 を直接聞 くこ とが な い とい う〉曖味な形 で つ くっ て

しまうの が嫌だ っ た」 とい う。 原発推進 とい う政策よ りも、そ の 決定プ ロ セ ス へ の 異議申し立

て だ っ た の で ある。しか し住民投票を実施 して ほ しい との 要望は町長に拒否 された 。 こ こ で 異

議申 し立 て者た ちの 置かれ た状況は、制度的に み る と例えば市民が直接法案を提案で きる制度

が存在 しない など市民 が政策に ア ク セ ス す る途が 限 られ、い っ ぽ う町当局の 姿勢は 市民の 要請

に対 し 「閉じ」 て い る とい う、制度的部分 と可変的部分の 双 方の 次元 で 、政治的機会が 閉 じら
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れ て い た とい うこ とが 膏 えよ うQ

　 町が住民投票実施 を拒否、議会に も期待で きな い 〔95年暮れ に町議会 に 原発住民投票条令案

が 出されたが 17対 5で 否決 され た ） 、市民 が実効力の あ る対案を出す シ ス テ ム が存在 しな い 、

今行動を起 こ さなければ間に 合わ な い 、反原 発派は 中立的 な もの で あ る 住民投票の 主催者 に は

なれ ない 、しか し住民投票をやれば恐 ら く反対派が勝 っ て原発は止 まる 、とい うふ うに彼 らが

政治的機会構造を共通 に認識 した こ とが 「実行する会」の 始 ま りであ っ た 。 そ して こ れが単に

町 を批判する運動で はな く 「住民投票を町がや らな い な らば 白分たちで や っ て しまお う．亅とい

う極め て 大胆か つ 独創的な発想に結 びつ い て い く。

　 町当局 の 姿勢は 、発 足 だけ で な くそ の 後会が辿 っ た道筋を も規定 して い く。95年 1月22日か

ら2月5 日 に かけて行 われた 「白主管理住民投票」 には町民 の 45％が参加 した （全投票数10，3．　78

票、うち原発反対が 9，854票） 。 言 い 換 えれば町民の 半数近 くが 「実行する会」を支持 した の

で ある 。 しか しこ の 結果 を持 っ て 「実行す る会」が の ぞ ん だ交渉の 席で 、佐藤町長 は 「「自主

管理住民投票』は法的根拠が ない か ら行政 には 関係な い 」 と突 っ ぱね る 。 　「「自主管理』で は

目的の （2）　『投票結果の 町政 へ の 反映』まで 行かなか っ た」
・1111わ けで ある 。 こ の た め、 1

．
実

行す る会」は 「町長交渉で 終わ る は ずだ っ た」 にもか かわ らず 、目的 （2）の実現に 向けて 更

に活動する こ とにな っ た。　「法的根拠 が な い 」 とい う町長の 発言はその まま ［実行す る会」の

次なる具体的目標
一

正統性 を伴う住民投票の 実現
一を明確に設定 した 。 表 1 は 「実行する会」

発足から96年8月 まで の 間 の 「住民投票」に 関連する 主要な動 きを整理 した もの で ある。太字

で示 して あ る の が 「実行す る会」が主体 となっ た行動 で ある。町議選、町長リ コ
ー

ル 、と制度

と して確 立 され た ア リ
ー

ナで 活動が展 開 され た こ とが わか る 。 　「実行する 会」の 戦略の 選択

は、法的根拠 を伴わ な い もの は 認め ない とい う町 の 姿勢に よっ て 規定 され たの で ある 。

　 「自主管理住民投票」が町に
1

嘸 視
’
され た直後に は 、風前の 灯火 とな っ て い た 「実行す る

会」 の 目的達成の政治的機会が、町 の もう1つ の 市民勢 力に よ っ て
Tl

救われ る
11

こ と に なっ た 。

「実行する会」との 面 談の 直後 、 町長が東北電力の 申し入れ を受けて 町有地売却 を決め 、了承

を取 り付ける ため に 臨時町議会を召集 した とこ ろ反原発派が議会廊下 を占拠 して 議会開会を実

力で 阻止 した の で あ る。議会 が開かれ て い れ ば町有地売却は可決 され 、原発推進 を止め る こ と

は事実．．ヒ不可能に な っ たはずで ある。　「
．
最後の 闘い 」 として文字通 り 「体を張 っ た」反対派が

原発政策をめ ぐる紛 争の 次の ラ ウ ン ドを つ くり出した の で ある ，、

　次の ラ ウ ン ドは固定的政治制度が提供する政治的機会上 で 行われ た 。 4 月の 町議選 で あ る
。

住民投票条令に賛成か反対かが唯
一

の争点 とな っ た こ の 選挙 で 1
．
実行す る会」 は3候補 を擁立

した ほ か、条令 に賛成する 反原発 派 と も協力 して 激 しい 選挙戦を展開 した 。 結果 は 12対 10 で

条令賛成派が多数 を占め た の だが 、当選直後に 2人の議員が条令反対 に回 っ て賛成 10対反対 12

と再逆転 して しまう。 条令は それ で も
「卩
ア クシデ ン ト

P1

に よ っ て 6月に成立 〔12．をみたが 、す ぐ

に今度は 原発推進派が投票実施の 時期 を特定 しない 形 に条令を改 正す る よう直接請求を出す 。

こ れ を受けた町長 と町議会に よ っ て9月に 条令は 「住民投票実施 の 時期は 町 長が決め る 」と改

正 （「実行する会」側か らみれ ば
11

改悪
”
） され る 。自分 たちが変えた はずの 、議会内の 勢力

構造 とい う政治的機会構造の 重要な
一

部が 「裏切 り1の た め に変化 し、　「実行する 会」の 目
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表1　 「住民投票を実行する 会」関連の 動き

1994．10，

11．

12，

2
尸
09

21，
翫

翫

包

〜
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　 n ．15

　 12．8

　 12，1596

．1．16
　 　 1．21
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　 　 8，4

「住 民投 票 を実行 す る会」 発 足。佐 藤町 長に 「原 発推進の 可 否を間う住 民投票 」 の 実施 を 要

請 （町 長 は 「住民 投票 に 関係 す る条 令が ない の で で きない 」 と拒否 ）。
「実 行す る会」 、住 民投票 を 「自主 管理 」 で 行 うこ と を決定。

原 発反 対 の 6団体 が連 合 して 「住民 投票 で巻原発 を止 め る連絡会」 結成。

佐 藤町長、自主 管理 住民投票へ向け た 動 き を 「民 主主 義 へ の 挑 戦．1 と非 難、　 「実行 す る会 」

が 自主管理 住民投 票 の 会場 に す る た め 借 り よ う と した 町 立体 育館 の 貸 し出 しを拒否。
「実行 す る 会 」 、町 内 8カ 所 で 「自主管理 住民 投 票」 を実施。有権者の 45．4096、10，378人が

参加。原発 質成474票、反対 9．854票。
「実行する会」 、 自主 管理住 民投票 の 結 果を受 けて佐 藤町長 に 原発 政策変更 を要請。

佐藤町長、　 「自主管理 住民投 票は法 的根拠 が な い か ら関係 ない 」 と拒否。

東北 電力、町 に原 発 敷地 内町 有地 を売却す る よ う申 し入 れ る。

町 有地 売却 を諮 るた めの 臨 時町 議会、反原発 派の 阻止 行動で 流会 にな る。

町議員選挙。定数22の うち 「住民 投票条令制定派 」 が 12人、　 「条令反対 派」 が lO人 当選 。

最上位 当選 者．a人 は 「条 令制 定派」 の 女性 候補3人、
町 議 会、住 民 投票 条令 可 決 （11対 10）。10月 15 日ま で に 住民投 票 を 実施 す る こ と を 定 め た。

原 発 推 進派、条令 改正 の 直接 請求 e

佐藤 町長、条令改正 案に 賛成意見 をっ けて議会 に提 出，、

町 議会、条 令改正 案 を可決 （10対 10で 議長裁 決）。期限を定めず 「住民 投票は 町長 が 議会 の

同意を得 て実施す る」 こ と に改正。
佐藤 町 長、反 原発 派 との 交渉 で 「住 民投票 と原発敷 地 内 町 有地 の 売 却は 関係 な い 」 と 発言。
「実行 す る会 J 、上 記 発 言 を 受け て 佐藤町 長 リコ

ー
ル を宣言。

佐 藤 町長 リコ
ー

ル 署名 活動開 始。

佐藤町長 リコ
ー

ル 署名簿 （10，231人 分）提 出 。

佐藤町 長辞 任。
町 長選 告示 。　「実行 する会」 代 表の 笹 口孝 明氏が立 候補。前 町長 ・佐藤氏は 不 出馬。

笹 ロ 孝 明氏、町長 に 当選。
町議会、住民投票 実施 を可決．

住 民投票実施 （投票率88，299b、巻原 発建設 賛成7，904票、反対 12，478票 ）。

標は今回 も達成 され なか っ た訳で ある。

　次の 作戦 となっ た町長 リ コ
ー

ル は こ の 条令改止が伏線で ある が 、直接の 契機 とな っ た の は町

長 の 政治的発言で ある。条令は 、町が住民 投票の結果 を 「尊重する」 こ とを定め て い る に もか

かわ らず、佐藤町長は反対派 との 交渉の席上 「住民投票を や っ て も、そ の 結果は町有地売却 と

は 関係 しない 」と発言する。住民投票 を求め る勢力 の 弱体化 を狙 っ た の で あろ うこ の 発ぎは逆

に 、住民投票派が望ん で い た政 治的機会 をつ くり出 した 。
つ ま りリコ

ー
ル の 正 当な理 由を与 え

た の で あ る 。
こ の 発言を引 き出 した反原発グ ル ープ代表は 「よ く言っ て くれ た 、と思 っ た

（笑）」 と回想する C］3）
。 こ の発言は 、 「町長は法で ある 条令 を も無視 して い る」とい う理 由

の もとで 運動側が 「町長 リ コ ール」を完全 に正 当な もの と して 戦略的に フ レーム する ため の 最

高の 材料 を提供 した こ とに な る 。 こ の ように町長と 「実行す る会」側双 方 の ア クシ ョ ン の 相 互

作用 に よっ て政治的機会構造は め まぐる しく変化 し、　「実行する会」 によ る リ コ ール署名集め

の 成功、佐藤町長の辞任 とい う事態に至 る 。 空席 とな っ た町長の 選挙 へ の 出馬 を佐藤氏が拒否

した時点で 「実行す る会」の 目的達成 を実現するた め の 政 治的機会は非常に大きくなっ た と言

えよう。結局96年 1月、　 「実行する 会」代表の 笹口氏が町長 に当選す る こ とで 「実行す る会」

の 目的は事実．E達成 され た。

　こ の プ ロ セ ス が 示 して い る の は 、政 治的機会 を常 に つ くり出 し、つ くり変えて い っ た の は、
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「実行す る会」、町政府や議会 とい う主 要な政治制度、お よび推進／反対 の 団体、メ デ ィア な

どの 構成者の 多様 な ア ク シ ョ ン 間 の相互 作用 で ある とい うこ とで ある 。 こ れ は 、政治的機会構

造 は 、 単 に固定 され た外部環境 な の で はな く、運動側が 変化させ 、 か つ つ くり出す もの で もあ

る （Meyer 　and 　Staggenborg，1996；Tarrow，1995；Klandelmans　and 　Jenkins，1995；McAdam ，　McCarthy

and 　Zald，　1996；Jenkins，1995）とい うこ れ まで の 政治的機会研究の 知見を裏書 き して い る 。　「実

行する 会」は常に新 しい 政治的機会構造 を形作 っ て い くキ体の 1つ であ っ た 。 影響は議会構成

の 大幅な変化や 町長 の 辞任 とい っ た制 度内政 治へ の それだ けで はな い
。 た とえば 「自主管理住

民投剽 の 実施は反原発6 団体に と っ て は反対の 多 さを示すチ ャ ン ス で ある と同時に非常な試

練で もあ り、こ の ため初め て 1つ にま とまる こ と に な るな ど、　「実行す る会」は 関連する勢力

に と っ て の 政治的機会構造 を激変 させ て い る 。 翻 っ て、実施後 の 町の 対応 （こ れ も無論 「実行

す る会」の ア ク シ ョ ン へ の リ ア ク シ ョ ン で ある）に対 して 前述 した反対派の 阻止行動が なけれ

ば 「実行する 会」の 目標達成は つ い え た は ずで あ る 。
マ イ ヤ

ーら が 述べ て い る よ うに 、 1つ の

運 動 体 は 常 に 、 他 の 運 動 体 に と っ て の 政 治 的 機 会 構 造 の
一

部 な の で ある （Meyer 　and

Staggenborg
，
1996＞　ロ

　み て きた よ うに 政治的機会構造は 「実行する会」の ケ
ー

ス に お い て も、その 誕生 の タ イミ ン

グ と運動の形態を規定 した 。 マ ッ カ ダム ら は 、運動は生 まれ る ときには環境の 提供す る機会に

多 くを負 っ て い るが 、運動の 「運命」　（＝ 成否）の 大部分はそれ 自身の 行動に よ っ て 形作 られ

る とい う　（McAdarn ・et・al．，1996 ：15）。次 の 課題は 、い か に して 目標の 達成が可能に な っ た の か

を明 らかにする こ とで ある。巻町 で は、81年に 第
一
次公 開 ヒ ア リ ン グ開催時に反対運動が 1つ

の ピー
ク を迎 えた際に も原発反対グ ル

ー
プが 1

一
原 発は住民投票で 決め よ う」 と 主張を展 開 した

こ と があ っ た が、実現 す る こ とは なか っ た 。　「実行す る会」は どうして 成功 した の だ ろ うか 。

動員構造 とフ レ ーミ ン グが こ の 間に答える 鍵を与えて くれる だ ろ う。

3．3．資源動員

　資源動員論 は、社会運動組織の 活動量 は組織が コ ン トロ
ー

ル する資源の 関数だ とい うこ とを

看破 した （McCarthy 　and 　Zald，1977＝1989：32） 。 「実行する会」 は、なぜ そ れ まで の 反原発グ

ル ープに で きなか っ た住民投票 （自主管理住民投票）を実行 し成功する こ とが で きた の か、と

い う問に対 し、発起 人 の 1人が与 え て くれ た 答えは ま さに こ の 点に 関 連 して い る 。　「カ ネだ

て 。土地だて 。あの プ レハ ブ （「実行する会」 の 建物〉だて」
．14 ， 。

　 「自主 管理住民投票」は カ ネを出そ うとい う人間が 集 ま っ て企画 さ れ た プ ロ ジ ェ ク トで あ

る
。 巻原発 の 長 い 歴史 の 中で

、 反原発派が 「住民投票」を主 張 した こ とは以前に もあ っ た 。 し

か し実際に実行 され る プ ロ ジ ェ ク トと して 具体的に計画さ れ は しなか っ た、， い か に巻町が小 さ

い 町 で も、通常の選挙に限 りな く近 い こ とを実行 しようとすれば数百万の 資金 と労働力 を用意

しな くて はな らな い
。 月500円の 会費か らチ ラ シ の 製作費や新聞折 り込み料金を捻出 して い る

ような市民 グ ル ープには到底不可 能であ る 。

　 「実行する 会」は、併せ て 数百mj．」とい う巨額の
’1
カ ン パ

’「
と十地 （貸与）とそ こ に建て ら

れた プ レ ハ ブを持 っ て ス タ
ー

トした。こ の
FI

七地 と カ ネ
「「
は 、当初わずか 7 人の 発起人 に よ っ て
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拠出され た 。 彼 らの 目標は 1原発 に つ い て の 町民 の 意志 の 確認 と町政 へ の 反映」で あ るが 、経

済的 に も恵 まれた町の 名士 と して 種 の ノ ブ レス
・オ ブ リージ ュ 的感覚で こ の プ ロ ジ ェ ク トを

企画 した とい う色彩が強 い 。前節 で 述 べ た ような政 治的機会構造 の なか で 、町が拒ん だ 「町民

の 意志表示の 機会の 提供」が で きる の は動員可能な資源 か らみ て彼 ら し か い ない とい うこ と は

自覚され て い ただろ う。反 原発 グ ル
ー

プ の 1人は、企 画の 段階で 7 人 の 内の 1人 と話 した こ とを

鮮明に覚 えて い る 。 「い やあ、ご苦労 さ ん だっ たね えっ て言 われた。　（反 原発 運動は）自腹を

切 っ て た の か 、知 らなか っ た 、
ご苦労 さんだ っ た 、 と，， こ れか らは私たちが や る か ら 、 っ て こ

とだ っ た ん じゃ ない かなあ」
「1「

 

　 プ ロ ジ ェ ク トが決まる と、会は名前の 通 り強力な実行力 を発揮 した 。 発起 人た ちは 「本気な

ん だ、とい うこ とを見せ る た め」 に 、まず土地を確保 して プ レハ ブ を建て る とい う活動が絶対

不可欠 だ と考 え て い た 。 多大な コ ス トを賭 け て い る こ とを明示する こ とで 、 「自主管理住民投

票」 を本当に実現する つ もりだ、とい うメ ッ セ ージ が町民 1人 1人 に強烈 に印象づ け られ た の で

ある 。

　 「実行する会 1が い わ ばボ ラ ン テ ィ ア 的に町民 に機会 を提供 した と言 っ て も、無論
・
方的に

提供する側だ っ た訳で は な い
。 イ ベ ン トは 実行 され て も参加者が なけ れ ば 結局 は失敗 で あ る 。

もう1 つ の資源一人間一
はある意味では カ ネよ りも動員が 困難 であ る。しか も、　「実行す る会」

の 活動 は 「段 々 とハ ー
ドル が高 くな っ て 」 い っ た

〔1C・・1
。 最初の 「自主管理住民投票」の 際は、

原発推進派の
「「

ボ イ コ ッ ト運動
「「
があ っ て 参加 し よ うとする者にプレ ッ シ ャ

ー
が かか りは した

が 、投票は無 論無記名であ る し 「闇に まぎれ て 来 られ る ように」夜 も投票で きる ようにす る と

い う工 夫が な され、最初 の 行動で ある とい うこ とを除け ばハ
ー

ドル は比較的低か っ た 。 しか し

次の ラ ウ ン ドとな っ た町議選は制度化 さ れ た 意志表示 の 場 で ある こ とか らプ レ ッ シ ャ
ーは 家族

か ら も外部 か ら も大 きくな っ た
。 可能な場合は 住民投票賛成派 の ］6人の 候補の 選挙運動の 支援

を期待 され 、　「実行す る会」を支持する人間は
”
隠れ支持者

”
で い る こ とが難 し くな る 。 さらに

次 の 町長 リコ ール運動では署名が必 要 とな っ た 。 「ク ビ を取るなん て厭な こ とをす るの に名前

まで 出 さな くち ゃ い けな い 」こ とは相当高 い ハ ー ドル とな り、こ れ を支持者 たちが 越 えら れ る

か どうか 「実行す る会」の 人々 も相当に心配 した とい う。に もかか わ らず、　「実行す る会1 の

動員力は衰 えなか っ た 。

　こ れ には以下 の 理 由が 考えられ る。第
一

に、
Tt

参加 の コ ス ト
／T

が相対的 に低か っ た こ とで あ

る 。 会 の 趣 旨に賛同する者 に求め られた活動は基本的には投票や署名をす る こ とだけで 、しか

もそ の
．．．・
部 は通常 の 選挙で あ っ た。時 間 も労力も、技術や 知識 も必 要 とされず 、 直接行動の よ

うに 「普通 の 人間 に は で きない 」もの で もな い 。 金銭的な コ ス トは ゼ ロ で あ っ た 。 カ ン パ は無

論歓迎 され、実際会の 運営経費を上回る ほ ど集ま っ たが、前述 した よ うに 発起人た ちが豊富な

資源 を提供 して い た ため必 要不 冂∫欠で はなか っ たか らであ る 。
つ ま り 「実行す る会」は 目標達

成の ため に、　「構成貝 （運動の ため に 資源を拠出す る者）」　（McCarthy　and 　ZaLd，1977＝1989：

32）の 拡大は必 要とせ ず 「支持者 （運動の 趣旨に賛同する者）」の み を必要 として い た の で あ

る 。 その証拠に 「実行する会 1に は確定 した会員名簿 も会費 も存在 しな い
。 言うま で もな く構

成員 よ りも支持者の ほ うが
”
リ ク ル

ー1・　”は格段 に容易で ある。一一方支持者 となっ た町民 と し
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て は （あ りうる精神的負担 を除 い て は ）まっ た くコ ス トを支払 うこ とな く望 ん で い た 「意志表

明」 を達成する こ とが で きた ， 「実行する 会」は町民 を引 っ 張 っ て行 く運動 で はな くて
”
受け

皿
「卩
だ、とい う表現

q7 ：

は こ れ を端的 に表して い る 。

　第二 は、 「実行す る会」が活用する こ との で きた連帯性で ある 。 　「実行する会」は ど こ か ら

それ を調 達 した の だ ろ うか 。 会の 基盤 とな っ た既存の組織や つ なが りと して は、例えば会の

ブ レ ーン的役割 を果た した弁護士高島氏が発起人の 1人で ある田端氏 の 義弟にあた るな ど の親

戚 ・縁 戚関係、中学や高校 の 同級生 ネ ッ トワ
ー

ク、登山の 会な ど町内の 趣味の サ ーク ル などが

あ る 。 しか しそれ以外 の 町民 をも引 き込 む こ とを可 能に した の は何 よ り 「実行す る会」発 起人

たちが 人口 3万 の 町 で 「商売をして い る」 こ とで培 っ て きた信用 と知名度、親近感で ある 。 こ

れ は そ れ ま で の 反原発派に な か っ た 最重要資源で あ り、 連帯性 の 源泉 で あ っ た 。 努力 を重ねた

に もかか わ らず
1

普 通の 町民
「「

を引 き込む こ とが で きなか っ た反原発 グル ープ の メ ン バ ー
は 「実

行す る会の強み は （町民に とっ て）顔がわか る人が実際 に動 い て い る こ との 安心感」だ と言う

／lgl・
o

　こ の こ とは 「連帯性 の 高い 集団は低 い 集団よ りも大 きな動員能力を もつ 」　（Oberschall，　1978

＝ 1989 ： 82） とい う命題か ら理解する こ とが 可能で ある。個人的紐帯に よっ て確保 された、支

持者 間 の ネ ッ トワ
ー

ク性の 高さ と、共通の 性質を持 つ グ ル
ー

プ と し て の カ テ ゴ リ
ー

性 の 高さ

（Oberschal1， 1978 ＝ 1989：82）が こ の 会に高い 連帯性 を与えたの で あ る 。 と くに 、　「動員 され る

側」で ある
’
普 通 の 町民

’1
に と っ て 、 「実行する会」発起人 らは 「白分たちの 一部」 とみ なす

こ とが 口∫能な存在で あ っ た た め 、発起人ら も含め た賛 1司者全体 の 連帯性 が強化 された 。 また高

島氏 の ケ
ー

ス の ように反原 発派の
．一
部 との 間に も密な ネ ッ トワ

ー
ク が あ っ た ため に 、市民運動

の ノ ウ ハ ウ や経験 を持 つ 人材をも取 り込む こ とが で きて い る 。

　第三 に、こ れ は次項で述 べ る 「フ レー
ミ ン グ」 と密接 に 関わ る点で ある が、 「実行する 会」

の 掲げた 目標が 「住民投票」に あ っ て 、これが会に い わ ば選挙管理委員会の よ うな中立 的な性

格を与えた こ とが挙げられ る、，こ の こ とは次の よ うな形で 「実行する会」の 動員力拡大に寄与

した 。
つ ま り住民投票 とい う意志決定方法に 賛同した上 で 住民投票で の 特定の 意志表明を望む

運動は 、すべ て 自動的 に 「実行す る会」の 目標達成 へ 向け て の 資源動員活動の 意味 を持つ こ と

に な っ た の で あ る 。 原発反対派は こ の 意味で 、　 「実行す る会」発 足当初 か ら そ の 目標達成 に 寄

与 した 。　「原発反対 に○ を」と い う反対派の 主張は
、
1町民を投票 とい う活動に動員 しようとす

る意味で は 「
．
実行する 会」 と同じで あ り、　「実行する会」の主張 を敷衍 する役割を担 っ た の で

ある 。 　「実行す る会」は、反対派 とは常に
一

線 を画 し （こ れ も 「実行する 会」の 戦略の
一

部で

あ る）なが らも 、 町議選で の 条令制定派候補の 擁立 ・支持、町長リ コ ール などの 局面 で は事実

上 反対派 と同
一

目標 を持 っ た 。 こ こ で は 既存 の 組織、ネ ッ トワ
ー

ク、運動の ノ ウ ハ ウ が動員 さ

れた 。 原 発推進派は 1996 年の 町主催の 住民投票で はそれ まで行 っ て きた 「投票ボ イ コ ッ ト」が

で きな くな り、賛成票 を呼びかける必死 の 運動を展開 したが 、こ れ も 「住民投票 に参加 し よ

う」 とい う 「実行する会」の主張を強化す る効果 をも っ た 。

　反原発派の 動 きは、　 「実行する会」発足 か ら 凵標達成 まで の 全 プ ロ セ ス を通 じて 「実行する

会」に と っ て 極め て 重 要な意味 を持 っ た 。 その 活動は
”
自動的に

’「
「実行する会」の 目標達成に
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向けた動員とな っ ただけで な く前項で述 べ た よ うに新た な政 治的機会を創出 し、また 「実行す

る会」が正統性 を持つ 運動で ある とい うフ レ
ー

ム の 強化に も寄与 した。こ れ も含めた 「フ レ
ー

ミ ン グ」は、　「実行す る会」 の 動員 力を規 定 した もう1つ の 決定的 な要素で あ る。次項で こ れ

を検討 し よ う。

3．4．フ レ ー
ミ ン グ

　 「フ レ
ー

ミ ン グ」とは 「人 々 の 集団に よる 、 集合行動 を正 当化 し動機づ けるため の 、 世界及

び彼 ら自身につ い て の 共通 の 埋解をつ くり出そ うとする意識的、戦略的な活動」　 〔McAdam 　et

aL ，1996 ：6）で ある 。 こ の作 業に よ っ て 現実の世界は運動 を正当化する形で意味づ けされ て い

く。 新 しく生み 出 した フ レ
ー

ム が支持者を拡 大、動員す る 、，また メ デ ィ ア を初め とす る公 的 言

説の 場で 注［］を獲得で きる か否か は、運動の 帰趨 を決定す る変数の 1つ で ある （Hilgartner　and

Bosk
，
1988）。　「実行す る 会」 の 場合も フ レ ーミ ン グ は支持者の 動員を可能に した もう1つ の 重

要な要素で ある 。

　 「実行する 会」は
一

貫 して 「目標は
TT

町民の 意志 に よる決定
／1

に ある」　「原発に つ い て は 中

立」 と主 張 し通す こ と で 、特 定 の 政治 的主張 を展 開す る 運 動 で は な く 「公 的意志決定 を本来あ

る べ き形 で行 うこ とを求め る運動」で あ る と い う効 果的 フ レ
ー

ム づ くりに 成功 した。さ らに

「我々 の 町 の 何十年 に 度 の 問題」 と い う位置づ けを前面 に 出 し、
一一一

般的な原発の是非で は

な く町民 1人 1人 に とっ て の 「自分 の 家 の 裏庭 my 　backyard」 の 問題 と して、 「巻原 発推進 の 可

否」と い う古い イッ シ ュ
ーを再構築 した 。 巧み な 「フ レーム の 変換 （Snow 　el　a ］．，1986 ：474 ）」

が行われ た の で あ る 。こ こ か ら 「だか ら自分 たち で 決 め ま し ょ う」まで は ほ ん の
一歩 で あ

る 。そ して 、　「
T’
普通 の 人

11

が や っ て い る 亅こ との 強調、　「実行する 会」の プ レハ ブ は い つ で も

誰で も入れ る形に するな どの 活動形態 の ⊥ 夫 、　［実行する会」に協力 して い る
’
反 原発運動S〈T「

は 表に出な い 、反原 発派 とは 全 く異なる 運動で ある こ との 強調、などの 戦略的 フ レーミ ン グ に

よ っ て 「誰で も入れ る」運動で あ る とい うイ メ
ー

ジが町 の 人 々 に浸透 した。

　
一

方 メ デ ィ アに対 して も効果的 な フ レーミ ン グが行 われ て い る ．、 巻町が戸 数8，000とい う小

さな自治体で ある こ とを考慮 して も、　 般 市民の 注目を獲得 し傍観者を支持者 に変える動 員 プ

ロ セ ス の触媒 として の メ デ ィア の 重要性 を看過す る こ とは で きない 。　「町民の 意志で 決め る の

が民主主義」 と い うフ レ
ー

ム は メ デ ィ ア に お い て も高い 共鳴性 を持 っ た。原 発推進団体幹部

は、メ デ ィ ア が住民投票＝民 主主義＝良 い もの とい う図式 に乗 っ たため に 「住民投票は こ の 問

題 に は な じ まな い 」 とする推進側 の 主 張は 「民主 主義の 敵」で あるか の よ うに見えて しまっ た

こ とが 、 住民投票 に よ る決定 （＝ 「実行する会 1の 目慓〕を阻 IEで きなか っ た大 きな理由で あ

る と述べ て い る 〔IV ］

。 それだけで な く、 「実行す る会」は メ デ ィア に対 し常 に積極的に 「情報公

開」 し 「権威主義的で な い
’
市 民

tp
の 組織」 とい う側面 を強調する とい う戦略的 フ レ

ー
ミ ン グ を

通 じ、メ デ ィ ア の 注目とい う稀少な資源の獲得 を実現 した。　「実行する会」内部の 意志決定の

あ りような どが 「善し悪 しは別 と して
一般の

門

市民運動
「

的で はな い 」 と も言われ る
・12° ）

形で

あ っ た に もか かわ らず、巧み な フ レ
ー

ミ ン グ に よ っ て 、メ デ ィア は 「民 主的な意志決定を求め る

”g 通の 市民たち
”
対それ を拒む強圧的な政府 ・大企業」 とい う極め て分か りやす くな じみ深い
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構図 を再生産 し続ける こ とにな っ た の で あ る 。

　最後 に 、反原発派は 政治的機会 と資源 動員 の 場 合と同 じ くフ レ
ー

ミ ン グ の 側面で も 1実行す

る会」の 目標達 成 に寄与 して い る 。 反原発派 と 「実行する 会」 は こ の プ ロ セ ス 全体 を通 して 事

実上 「同盟関係」に あ っ た が 、　「実行す る 会」 に と っ て 反原発 派は
、 それ との 差異を強調する

こ と で 、自らを町民に と っ て 「よ り人 りやす い 」 もの と して提示する こ とを可能に して くれる

存在で あ っ た と言える だ ろ う，， 特定の 社会運動 イ ン ダ ス トリ
ー一

内で 、 急進派の 存在が穏健派の

止統性 を裏書 きす る とい う 「急進派効果」 と類似 した関係で ある 。　「
「「
反対派と違 っ て

”
政治的

で はない 」　「
1
反 対派 と違 っ て

「’
普通 の 人がや っ て い る」な どの レ トリ ッ クは 「実行す る会」の

「普通 さ」　「正統性 1を強化する ため の フ レ
ー

ミ ン グ の
一

環と して機能 した の で ある。

4．結語

　 「住民投票 を実行する会」の 軌跡は、次の ように要約する こ とが で きる。会の 生成の タイ ミ

ン グ と形態は 、政治的機会構造 によ っ て 規定 された 。 推進 を明言 した町長の 三 選と い う政 治的

機会構造上 の 変化は 、　「凍結」 され続けて きた巻原発が 「黙 っ て い れば で きて しまう」状 況 を

もた ら し、　「実 は町民の 多くは 原発 を望 まな い の にそ の 意志 は無視 され て い る」 と感 じた人 々

に とっ て の 危機的状況 をつ くり出 した 。 しか し町に 実質的決定権が あっ たとい う特異な状 況が

市民に と っ て の 「政治的機会」 を確保 し、こ れ を認識 し利用 しようと考 えた人々 に よ っ て 「実

行する 会」が つ くられ る 。

　 「自主管理住民投票」と い う大胆 な戦略 を文字通 り実行する こ とを可能 に した の は 、こ の 会

が動員す る こ との で きた豊富な資源で ある ． 少数の発起人 の 提供 による豊 富な物的資源は参加

の コ ス トを低 くし、 「反 原発で はな くて 意志 表示」を強調 した フ レ
ー

ミ ン グ と相俟 っ て 町民 の

多くを支持者 として動員す る こ とを可能に した 。

　会の 性格は 少な くと も 「自主管埋住民投票」 を具体的目標と して 動き出した時点で は、社会

運動 とい うよ りは 「自主管理住民投票」 とい うイベ ン ト実施の た め の 小 さな事業体 と音っ た方

が近か っ た と言える、，発起人らを核とす る賛同人 らが 、出資、立案、実施 を行 う主催者 の 側で

あ り、投票へ の 参加 を呼びかけられ た町民 は い わ ばイベ ン トの 客で あ っ た。しか し、町民の 半

数近 くが
卩
イベ ン トに参加

T／
した に もかか わ らず町 が こ れ を無視 し た こ とで 「実行する 会」側 の

目標は 半分 しか達成 されず 、彼 らは第二 第三 ラ ウ ン ドを戦 うこ とにな っ た 。巻 町民が対峙 して

い る 政治的機会構造は 「主権在民で は な い 状 態」で あ る とい う共通の認識およ び フ レーム が会

の 支持者間 の 連帯性を高め 、　「実行する会」は
”
事業体

悶
から こ の 町 の 政 策決定シ ス テ ム の 是正

を求め る 「普通の 人たち」 に よ る
”
民主化運動

1

の 中心 的組織 へ と変貌 して い っ たの である 。

　 「実行す る会」の 目的は 「投票結果の 町政 へ の 反 映」まで達成 され な い 限 り意味 はなか っ

た 。 それ ゆえ政策に実質的影響 を与え られ るか否か を唯
一

の 尺度 として 戦略が選択 され 、　「
”

草 の 根
’
で なければな らない 」とい っ た制約や第二 第三 の モ ノ サ シ は存在 し て い な い 。 「最 初か

ら町が住民投票 をや っ て くれ て たら 『実行す る 会」な ん て 必 要 な か っ た」 〔2 ］・i の だ か ら 。
こ の
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ように 徹底 して 実効性の ある結果 を出す こ とを求め る 「結果指向型 1 で あ っ た こ とと、　 「自分

の 町 の 重大問題 は 自分た ちで 決め る」　 1中立 の 」運動 で ある とい う フ レ
ー

ム の 持 っ た共鳴性 ・

会賛同者全体の 連帯性が 動員 を保証 し、つ い に 「実行する会」は 町長 リ コ ール の 署名集め の 成

功に よ っ て H的達成 の 政 治的機会を最大化す るこ とに成功する 。 巻町の 政 治的機会構造は 「実

行する 会」やそ の 支持者 に よ っ て 大きく変えられ 、最終的に は佐藤町長の 辞任 ・
不 出馬 とい う

相手方の 選択が 「実行す る会」代表の 町長就任の 可 能性 を高 ti入 会の 目的達成 を確実な もの に

した 。

　 「実行す る会」の 誕生 ・発展 と最終的な 目標達成 に は、こ れ らす べ て の 背景 とな る社会的経

済的条件、た とえば巻町 の 有権者約23，000とい う規模、世代交代、ス リ
ー

マ イル 島 ・チ ェ ル ノ

ブ イ リ を始め とする数 々 の 事故で 原発をめ ぐる 世論が大 きく変化 した こ とな ど も重 要な条件と

して作用 して い る 。 26年前か ら反原発運 動に関わ り、 「実行す る会」 の 発 起人 の 1人 で もあ っ

た高島弁護士は、こ れ が 10万人規模 の 町で あ っ た なら （1）　 「自⊥管理住民投票」に必要 な資

源動員は不 卩∫能だ っ た 、　（2）　「実行す る会」以前 の 時代 の 地道 な活動 もとて も全戸 を相 手に

する こ とは で きなか っ た、とい う2 つ の 理由か ら 「きっ と今頃原発が動 い て い た だ ろ う」 と分

析 した 。 さ らに、世代交 代は選挙が 「父 ち ゃ んが 入れる 人に家族 全員が 入れ る 」 か ら 「自分 の

好 きな の に 入 れ る」 に変わ っ た と言 うように 、個人個人が持 つ 意見の 表明に よる意志 決定 を

徐 々 に浸透させ た。 こ れ こ そ は 「もうい い 加減 に （原発問題 を）は っ きりさせ よ う」 とい う

「実行す る 会」の 主張の 通奏低音で あ る 。 また 「実行す る会」に加 わ る こ と に な っ た人 々 は、

巻原 発 の 凍結期 間中、原 発事故 の ニ ュ
ー

ス につ い て は常 に 「他 の 町 の 人 よ りも気に して い た」

と述べ て い る 。 その 結果 、 人々 の 意識 の 中で 原発は歓迎 すべ きもの か ら 1
一
こ こ に は要らな い 1

もの へ と確実に変化 した 。 「実行す る会」が動 きだ して 以降も、95年1月の 阪神 大震災、同年末

の 「もん じ ゅ 」事故 な どの危機的 出来事が起 きて い る。これ らは巻町民 に対 して は
11

急激 な集

合的剥奪
“

に近 い 形で 作用 し、結果的に 「実行する 会」側に有利に働 い た 、，

　 「実行する会一［の軌跡 と成功 を説明す る に は上記の よ うな背景要因を欠かす こ とはで きな い

が 、しか し本稿で 行 っ た分析は 、社会運動の 分析の ツ
ール として の 政治的機会 ・資源動員 ・フ

レ
ー

ミ ン グ の それ ぞれ の 有用性 を示 して い る と考える。特に、 「実行す る会」が徹底 して 運動

の 手段 よ りも具体的な成果 （政策変更）を重視する 「結果指向型」組織で あ っ た こ とは、
卩’
運

動そ の もの
”

の み で な くそれ が誕生 し発展 した政治的機会構造にお け る ア ク タ ー間の 相互 作用

と し て こ の 連 の 過程 を捉え る視点に決定的重要性 を与 え て い る 。

　 「実行する 会」は政策 の 変更 （「原発推進」か ら 「町民 の 意志 の 確認一原発拒否」） とい う

目的を達成 した 。 その 間に、他の アク タ
ーとの 相互作用の 中で 議会構成および町の 最高権力者

で ある 町長 を変え、反原発派、原発推進派を含めた町民に と っ て の 政 治的機会構造 を激変 させ

た。こ れ らは 目標達成の ため に必要 とされ意図 された影響で あ っ たが 、それ以外 に も町の 政治

文化の 変化と い う
「1
意図せ ざる結果

”
を引 き起 こ して い る。こ れ まで 地縁 ・血縁 ・”

飲 ませ食わ

ぜ
「
だ っ た選挙が変わ り、気に しながら触れ られ なか っ た原発に つ い て話 し合 うよ うに な り、

「自分の 意見を言 うよ うに」 な っ た、と町民は感 じて い る 。 「実行す る会」の 中心人物た ちは

「素晴 ら し き
”
住民投票

”
！1 的なマ ス コ ミの 論調に は懐疑 的 で ある。田端氏 ・大越氏は次 の よ
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論　 　文

うに語 っ て い る，，以前の 巻は住民投票な どとい う手段 を取 らなけれ ば町民 の 意志 に沿 っ た意志

決定が で きない 「不幸な状態」だ っ た が そ れ が 変わ っ た 、 だか らもう住民投票をや る こ とはな

い だ ろ う、と C221 。責任追及 に終始する こ とか ら脱皮 して 「生活 と環境 を自主 管理す る段階へ

とさ しかか っ て い る 1　〔飯島，1992：225） と い う公害被害者運 動に つ い て の 表現は、文字通 り
卩卩
自主管理

「
を突破口 と した巻町民の姿 を も的確に描 き出す もの で ある 。

　　「実行する会」が、政治的機会構造や文化的側 面 まで 含めた、会 をと りま く環境に与えた影

響 は非常に大きい
。 同時に 「実行する会」 もまたそ の 環境に規定され る存在であ っ た ． こ の こ

とは、運動中心的な見方 を脱却 し、当該運動 だけで な く対抗運動、メ デ ィ ア 、世論、などの 運

動 と国家 （制度）の 相互作用を仲介するすべ て の 要素 を平等 に取り扱 うこ とに よっ て こ そ運動

と国家の 関係性 を解明する こ とが で きる とい う主張 （McAdam ，
1996b ：355 ）の 妥当性 を示す と

と もに、社会運動分 析の今後の 方向性 を示唆する もの と 言え よ う。

注

（1＞本稿 は、1995年12月3−・6凵、96年S月1〜5日、10月17−一・19日の 3回に わ た り巻 町で 行 っ た 延べ 30人 あ ま り

　 の 方々 へ の イ ン タ ビュ
ーと参与観察 に 基づ い て い る。御陥力 ドさ っ た巻 町 の すべ て の 方 々 に 感謝 した

　 い 、♪

（2）95年 12月4 日、　「巻原発設置反対町民会議」事務局長 ・1．li　S・1正 紀氏 へ の イ ン タ ビ ュ
ー。

（3）　「住民投票を 実行す る 会」 出 端護人 ・大越 茂 ・高 島民 雄 ・赤 川勝矢 ・遠 藤虎雄氏 らへ の イ ン タ ビ ュ
ー。

　 後の 3人 は 「巻原発反対共有地主会」 メ ン バ
ー

で もあ る。

（4）96年 10月18日、田 端氏 へ の イ ン タ ビ ュ ー 、

（5）96年8月 2日、高島民雄氏 へ の イ ン タ ビ ュ
ー

。

（6）95年　 12月4 目、中村 正紀氏 へ の イ ン タ ビ ュ
ー

。

（7）95 年 12 月6 日 「実行す る 会」幹事長 （代表代行〉 ・
菊池 誠 氏へ の イ ン タ ビ ュ

ー、田 端氏へ の イ ン タ

　 ビユ
ー。

（8） 田端護人氏へ の イン タ ビュ
ー。

（9）菊池 誠 氏 ・田端護 人氏 、95年 12月 3日 「実 行 す る 会」代表笹 口 孝明氏へ の イ ン タ ビ ュ
ー。

Oe ）田 端護 人氏 へ の イ ン タ ビ ュ
ー一

。

（H ）笹口 孝明 氏 へ の イ ン タ ビ ュ
ー，，

（12）住民投票条令の 成 立 は、条令反対派 （原発推進派）の 議員の
一

人 が賛否を書 き間違 え た こ と に よ る

　 と言 わ れ て い る 。

（13）96年 10月17 日、　「住 み 良い 巻 町 をつ くる 会」代表
・
桑原 正 史氏へ の イ ン タ ビュ

ー。

（14）田端護人氏へ の イ ン タ ビ ュ
ー．

J

（15＞桑原 正 史氏 へ の イ ン タ ビ ュ
ー。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 サ

（i6）96年 10月17日、高島民雄氏 へ の イ ン タ ビ、1 − ．

〔17）桑原正 史氏へ の イ ン タ ビ ュ
ー

。

（18）赤川 勝矢氏 へ の イ ン タ ビュ
ー。

（19）96年 10月18日、 「巻原 発を考える会」幹部 A 氏 へ の イン タ ビ ュ
ー。

（20 ｝桑原正 史氏 へ の イ ン タ ビ．z − 。　「実行 す る 会」 と、こ こ で 「伝統的 市民運 動」 タ イプ の グル
ープ と

　 して 桑 原 氏 が 念 頭 に 置い て い た、反原発 グ ル
ー

プの 連合体 で ある 「連絡会」 の 最大 の 違 い は 、 「実 行
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田 窪 ：巻町 「住 民投 票 を実行す る会」の 誕生 ・発展 と成功

　す る 会」が 少数が 提供 した 豊富な資源 に拠 っ て 立 っ て い た の に対 して 反原 発 グル
ー

プで は 1人 1人が
卩「
平

　等 に
1「
資源 を拠 出 して い た こ と だ ろ b，、「実行する 会」 も、会 の 人 々 が 言 う よ う に 「カ ネ を出 した 者が

　決 め る な ん て こ と は な い 」 。 しか し 「経済的 に恵 まれ た少数 の 発起人が一
般町民 に ボ ラ ン テ ィ ア的 に

　提供 し た機会」とい う構図の 中で 支持者 に は 「自分が や っ て い る」 とい う意識は 比較的薄 く、　「自分

　ぷや っ て い る 運動」と自らの ア イデ ン テ ィ テ ィ と を密接 に 結 び つ け て い る 反原 発派 と は 主体 ［生とい う

　点 で 非常 に 異な る よ うに 思 われ る、，こ の 意味 で 「実行す る会」 は 「新 しい 社会運 動」とは異質の もの

　で あ る 。 む しろ 、母集団の 大多数 を支持者とす る 「コ ン セ ン サ ス 運動」　（McCarthy　et　al．、1992） と 共 通

　す る 部分 が 興味深 い
。 しか し桑原 氏 が指摘す る よ うに 「市民運動的で ない か ら こそあ れ だ けの実行力

　が あ っ た」 の もまた事実か もしれ なレ 

（21）笹 「
．
1孝明氏 ・菊池誠氏 ら へ の イ ン タ ビ ュ ・一一。

（22） 田 端護 人氏
・大越 茂氏 へ の イ ン タ ビ ュ

ー
t、
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EMERGENCE,  DEVELOPMENT  AND  THE  SUCCESS  OF

   
"ASSOCIATION

 FOR  DOING  THE  REFERENDUM,,

                           IN MAKI

TAKUBO  Yuko

      Graduate School of  Social Sciences,

   TOKYO  METROPOLITAN  UNIVERSITY

1-1 Minami-osawa, Hachioji, Tokyo, 192-03, JAPAN

     On  August 4, 1996, Maki, a sma]1  town  in Niigata prefecture, carried  out  the

first referendum  in Japan asking  whether  or  not  to accept  a nuclear  power  plant in the

town. The  idea of  doing the referendum  was  called  for, presented to the citizens, and

was  realized  by the efforts of  
"Association

 fbr doing the referendum",  a social movement

organization  that had been fbrmed in 1994. 0ne  of  the remarkable  tactics they employed

was  the 
"people's

 referendum"  in 1995. This article  analyzes  the emergence,

developrnent and  the  success  of  this movement,  using  as  analytical  tools the following

three concepts  that are  now  agreed  upon  by the students  of  social  movement  theory as

the most  significant:  political opportunity  structure,  resource  mobilization  and  framing.

I conclude  by pointing out  the importance ofincluding  the  fu11 range  of  pub]ics relevant

to a social  movement,  in order to fu11y account  for the po]itical process that encompasses

the movement,

Key  words  andphrases:  nuclearpovverplant,  people 
's

 reflarendum,

   politicalprocess, political opportunity strucn{re,  resource  mobilization,  .franting
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