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新
基
地
建
設
が
強
行
さ
れ
て
い
る
辺
野
古
・
大
浦
湾
（
２
０

２
１
年
12
月
、
沖
縄
県
名
護
市
、「
し
ん
ぶ
ん
赤
旗
」
提
供
）

―
な
ぜ
沖
縄
防
衛
局
は
国
民

（
私
人
）
の
権
利
救
済
を
目
的

に
し
た
行
政
不
服
審
査
法
を
乱

用
し
て
、「
私
人
の
顔
」
で
国

交
相
に
審
査
請
求
を
し
た
の
で

「
実
体
的
問
題
」に
は
触
れ

「
実
体
的
問
題
」に
は
触
れ

な
い
最
高
裁

な
い
最
高
裁

　

沖
縄
県
名な

護ご

市
辺へ

野の

古こ

の
新
基
地
建
設
に
つ
い
て
、
政
府

は
県
に
代
わ
っ
て
関
連
工
事
の
設
計
変
更
を
承
認
す
る
「
代

執
行
」
に
向
け
提
訴
を
行
い
ま
し
た
（
詳
し
い
経
緯
は
「
辺

野
古
新
基
地
建
設
を
め
ぐ
る
『
代
執
行
』
訴
訟
ま
で
の
流

れ
」
で
紹
介
）。
新
基
地
建
設
反
対
の
沖
縄
の
民
意
を
踏
み

に
じ
り
、
地
方
自
治
を
破
壊
す
る
国
の
暴
挙
を
ど
う
考
え
れ

ば
い
い
の
か

―
。
憲
法
学
者
で
沖
縄
大
学
客
員
教
授
の
小

林
武
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。 

（
小
林
さ
ん
の
お
話
は

聞
き
取
っ
た
も
の
を
編
集
局
で
ま
と
め
て
掲
載
、
塩
田
悠
玄

記
者
）

民意と地方自治に反する「代執行」

自
治
体
の「
存
在
理
由
」を
理
解
し
、日
本
全
体
の
問
題
と
し
て
捉
え
る

辺野古新基地建設をめぐる「代執行」訴訟までの流れ

沖
縄
大
学
客
員
教
授　

小
林
武
さ
ん

辺野古米軍新基地訴訟辺野古米軍新基地訴訟
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し
ょ
う
か
。

　

行
政
事
件
訴
訟
法
で
沖
縄
県

に
対
し
て
訴
訟
を
起
こ
す
よ
う

な
普
通
の
や
り
方
で
は
、
沖
縄

県
が
下
し
た
、
沖
縄
防
衛
局
の

　沖縄の民意を無視して強行されてい

る名護市辺野古の米軍新基地建設をめ

ぐって、2020年４月、防衛省沖縄防衛

局は建設予定地の軟弱地盤の改良のた

めの設計変更を沖縄県に申請。21年11

月に玉
たま

城
き

デニー知事は申請を「不承

認」としていました。これに対して、

21年12月、沖縄防衛局は公権力の行使

から「国民（私人）の権利利益の救

済」を図ることを目的にした行政不服

審査制度を乱用して、国土交通相に審

査請求をしました。国交相は知事の

「不承認」を取り消す「裁決」（22年

４月）と、知事に承認を求める「是正

の指示」（同年同月）を出しました。

デニー知事はこれらを違法として提訴

しましたが、今年９月４日、最高裁は

知事の訴えを退ける不当判決を下しま

した。デニー知事は最高裁判決後も

「承認は困難」としていましたが、国

は県に代わって設計変更を承認する

「代執行」強行に向け、知事に承認を

命じる判決を求める訴訟を福岡高裁那
な

覇
は

支部に提起（10月５日）。これに対

して、デニー知事は同月11日、国の請

求の趣旨には「承服できない」とし

て、応訴すると表明しました。

―
国
が
代
執
行
訴
訟
に
移
る
こ

と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
し
ょ

う
か
。

　

憲
法
で
保
障
さ
れ
て
い
る
自

治
権
の
侵
害
に
あ
た
る
と
言
え

ま
す
。
１
９
４
７
年
に
日
本
国

憲
法
が
施
行
さ
れ
て
、
地
方
自

治
が
憲
法
上
保
障
さ
れ
ま
し

た
。
99
年
の
地
方
自
治
法
の
大

改
正
で
、
国
と
地
方
自
治
体
は

対
等
な
関
係
で
あ
る
こ
と
が
あ

ら
た
め
て
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
改
正
で
一
番
大
き
か

っ
た
点
は
「
機
関
委
任
事
務
制

度
」
の
廃
止
で
す
。
こ
の
制
度

は
、
地
方
自
治
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
地
方
自
治
の

長
、
つ
ま
り
知
事
や
市
区
町
村

長
を
国
の
機
関
と
み
な
し
て
、

国
と
地
方
自
治
体
を
上
位
下
達

の
関
係
に
お
い
て
い
ま
し
た
。

こ
の
制
度
の
廃
止
は
、
い
わ
ば

「
地
方
自
治
法
に
お
け
る
革

国
と
地
方
自
治
体
は
対
等

国
と
地
方
自
治
体
は
対
等

命
」
と
い
え
る
も
の
だ
っ
た
の

で
す
。

　

代
わ
り
に
導
入
さ
れ
た
の
が

「
法
定
受じ

ゆ

託た
く

事
務
」
と
い
い
ま

す
。
こ
れ
は
国
か
ら
受
託
を
受

け
た
と
い
う
形
に
な
り
、
あ
く

ま
で
自
治
体
の
判
断
で
、
知
事

の
判
断
で
行
え
る
「
受
託
さ
れ

た
」
事
務
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
機
関
委
任
事
務
制
度
と
は

全
然
違
う
性
格
の
も
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
今
回
の
代
執
行

訴
訟
と
い
う
行
為
は
、
こ
の
地

方
自
治
体
の
長
の
権
限
を
、
も

う
一
度
国
が
取
り
上
げ
よ
う
と

す
る
行
為
と
い
え
ま
す
。

　

代
執
行
制
度
は
、
国
と
地
方

の
対
等
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
原

理
上
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
制
度

で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
国
が

代
執
行
す
る
ぞ
」
と
有
無
を
言

わ
さ
ず
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で

き
ず
、
裁
判
所
の
判
決
と
い
う

慎
重
な
手
続
き
を
経
る
必
要
が

あ
る
わ
け
で
す
。

―
と
い
う
こ
と
は
、
今
回
の

「
代
執
行
」
を
め
ぐ
る
問
題

は
、
沖
縄
県
だ
け
の
問
題
に
と

ど
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
し

ょ
う
か
。

　

そ
う
で
す
ね
。
自
治
体
が
な

ぜ
存
在
し
て
い
る
の
か
、
憲
法

が
第
８
章
と
い
う
章
を
わ
ざ
わ

ざ
お
い
て
、
地
方
自
治
と
い
う

も
の
を
保
障
し
て
い
る
理
由
は

ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と

で
す
。

　

地
方
自
治
体
の
レ
ゾ
ン
デ
ー

ト
ル
（
存
在
理
由
）
は
、
自
治

体
住
民
の
生
活
と
権
利
の
擁
護

で
す
。
だ
か
ら
、
た
と
え
安
全

保
障
問
題
で
あ
っ
て
も
、
そ
の

問
題
が
自
治
体
住
民
の
生
活
と

権
利
に
関
係
す
る
よ
う
な
こ
と

で
あ
れ
ば
、
地
方
自
治
体
は
国

に
対
し
て
異
議
申
し
立
て
を
す

る
役
割
と
責
任
を
持
ち
ま
す
。

今
回
は
沖
縄
県
で
す
が
、
他
の

自
治
体
が
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ

で
異
議
申
し
立
て
を
し
よ
う
と

す
る
場
合
に
、
今
回
の
最
高
裁

判
決
の
ス
キ
ー
ム
（
枠
組
み
）

を
ま
た
持
っ
て
く
る
か
も
し
れ

な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
す

べ
て
の
自
治
体
の
自
治
権
に
関

わ
る
問
題
で
す
。

　

と
り
わ
け
、
日
米
安
保
条
約

が
あ
る
下
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の

側
は
「
全
土
基
地
方
式
」
と
い

う
し
く
み
で
日
本
の
ど
こ
に
で

も
軍
事
基
地
を
置
く
こ
と
が
で

き
ま
す
。
沖
縄
県
が
今
受
け
て

い
る
事
態
と
同
じ
こ
と
が
、
本

質
的
に
ど
の
都
道
府
県
で
も
起

こ
り
う
る
の
で
す
。

 

（
２
面
に
づ
づ
く
）

設
計
変
更
の
申
請
の
「
不
承

認
」
の
理
由
そ
の
も
の
が
正
し

い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
審
議
を

進
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
沖

縄
県
の
「
不
承
認
」
の
理
由

は
、
科
学
的
な
知
見
も
含
め
た

非
常
に
説
得
的
な
構
成
に
な
っ

て
い
ま
す
。
も
し
普
通
の
訴
訟

通
り
に
や
っ
て
い
く
と
、
国
が

負
け
る
と
い
う
判
決
が
出
る
か

も
し
れ
な
い
。
そ
こ
ま
で
い
か

な
く
て
も
沖
縄
県
寄
り
の
意
見

が
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
は
政
府
に
と
っ
て
は
大
き

な
打
撃
で
す
よ
ね
。
こ
れ
を
避

け
る
た
め
に
、
国
交
相
が
裁
決

す
る
と
い
う
政
府
内
部
の
処
理

を
選
択
し
、
危
険
が
伴
わ
な
い

よ
う
に
し
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。

―
最
高
裁
は
、
な
ぜ
行
政
不
服

審
査
法
の
国
に
よ
る
乱
用
を
許

し
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。

　

最
高
裁
の
裁
判
官
た
ち
は
、

法
の
乱
用
で
あ
る
こ
と
を
分
か

っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の

上
で
二
つ
考
え
る
べ
き
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
現
在
の

最
高
裁
と
い
う
の
は
、
時
の
政

権
に
忖そ

ん

度た
く

す
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
と
り
わ
け
政
治
的
な
テ
ー

マ
、
中
で
も
い
わ
ゆ
る
安
全
保

障
と
防
衛
問
題
に
つ
い
て
忖
度

し
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
地
方
自
治
体

の
異
議
申
し
立
て
を
入
り
口
の

と
こ
ろ
で
封
じ
て
し
ま
お
う
と

い
う
最
高
裁
の
強
い
意
志
で

す
。
忖
度
を
超
え
た
も
っ
と
強

い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
最
高
裁
は
発

し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

―
今
回
の
最
高
裁
の
判
決
に
よ

っ
て
、
デ
ニ
ー
知
事
の
「
不
承

認
」
の
判
断
そ
の
も
の
が
違
法

で
あ
る
か
の
よ
う
に
広
ま
っ
て

い
る
の
で
は
と
危き

惧ぐ

し
て
い
ま

す
。

　

最
高
裁
の
判
決
は
、
国
交
相

が
県
に
対
し
て
行
っ
た
「
不
承

認
を
是
正
せ
よ
」
と
の
「
是
正

の
指
示
」
が
適
法
だ
と
し
た
の

で
あ
っ
て
、
県
が
「
不
承
認
」

に
し
た
理
由
で
あ
る
「
実
体
的

問
題
」
に
は
一
切
触
れ
て
い
ま

せ
ん
。

　

こ
の
「
是
正
の
指
示
」
と
い

う
の
は
、
知
事
に
対
し
て
承
認

を
強
制
す
る
力

―
法
的
に

「
執
行
力
」
と
い
い
ま
す

―

を
持
ち
ま
せ
ん
。
こ
こ
が
大
事

で
す
。
だ
か
ら
デ
ニ
ー
知
事

は
、
今
回
の
最
高
裁
判
決
を
受

け
た
か
ら
と
い
っ
て
、
国
交
相

の
「
是
正
の
指
示
」
に
従
っ
て

承
認
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら

れ
て
い
な
い
わ
け
で
す
。


