
泉
北
教
組
の
来
年
度
新
歓

教
研
は
、
４
月
９
日
（
土
）

10
時
〜
、
和
泉
コ
ミ
セ
ン
で

行
い
ま
す
。
お
話
は
甲
斐
真

智
子
さ
ん
（
元
小
学
校
教
諭
）

で
、
主
題
は
「
授
業
づ
く
り
」
。

甲
斐
先
生
の
著
作
を
連
載
し

て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
お
話

を
聞
き
に
き
て
く
だ
さ
い
。

連
載
４
回
目
は
「
「
ま
ち

が
っ
た
答
え
」
が
返
っ
て
き

た
と
き
」
で
す
。

「
ま
ち
が
っ
た
答
え
が
返
っ

て
き
た
」
と
き
、
ど
う
対
応

し
て
い
ま
す
か
。
あ
い
ま
い

な
返
事
を
し
た
後
、
「
他
に

考
え
が
あ
る
人
」
っ
て
尋
ね

た
り
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

ま
ち
が
い
を
い
か
す
、

ま
ち
が
い
に
学
ぶ

友
だ
ち
の
発
言
の
あ
と
に
、

子
ど
も
た
ち
が
大
き
な
声
で

「
せ
い
か
ー
い
」
と
か
「
ブ

ブ
ッ
ー
」
な
ど
と
言
う
雰
囲

気
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
「
ま

ち
が
っ
た
答
え
が
出
た
」
と

き
に
教
師
や
周
り
の
友
だ
ち

が
ど
う
対
応
す
る
か
で
、
ク

ラ
ス
集
団
の
力
は
大
き
く
変

わ
り
ま
す
。

「
教
室
は
ま
ち
が
う
と
こ
ろ
」

「
ま
ち
が
っ
て
い
い
よ
」
と

言
い
な
が
ら
、
実
際
に
「
ま

ち
が
い
を
い
か
す
」
「
ま
ち

が
い
に
学
ぶ
」
こ
と
に
つ
な

げ
る
の
は
難
し
い
も
の
で
す
。

教
師
が
授
業
観
や
子
ど
も
観

を
み
が
い
た
り
、
教
材
研
究

の
力
を
つ
け
た
り
し
て
「
ま

ち
が
い
に
学
ぶ
」
ゆ
と
り
の

力
を
つ
け
た
い
も
の
で
す
。

①
「
ま
ち
が
っ
た
答
え
」

が
発
言
さ
れ
た
と
き

正
解
で
も
ま
ち
が
い
で
も
、

「
ど
う
し
て
そ
う
思
っ
た
の

で
す
か
」
と
尋
ね
る
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。
「
な
ぜ
そ
う

答
え
た
か
」
を
聞
く
う
ち
に
、

そ
の
答
え
の
背
景
の
考
え
方

が
わ
か
り
ま
す
。
質
問
を
勘

ち
が
い
し
て
い
た
り
、
質
問

の
方
が
あ
い
ま
い
だ
っ
た
た

め
に
ま
ち
が
う
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
ま
ち
が
う
と
こ
ろ
は
、

自
分
の
考
え
を
詳
し
く
話
し

て
い
る
う
ち
に
、
本
人
が
ま

ち
が
い
に
気
づ
く
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

②
「
ま
ち
が
っ
た
答
え
」

が
黒
板
に
書
か
れ
た
と
き

子
ど
も
が
黒
板
に
書
い
た

答
え
は
、
み
ん
な
で
考
え
合

う
大
切
な
教
材
で
す
。
ま
ち

が
っ
た
答
え
を
書
い
た
と
き
、

ど
う
し
て
そ
う
な
っ
た
か
を

説
明
す
る
う
ち
に
本
人
が
矛

盾
に
気
づ
く
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
同
じ
よ
う
な
ま
ち
が
い

を
す
る
子
が
必
ず
い
ま
す
か

ら
、
た
く
さ
ん
の
子
ど
も
た

ち
が
い
っ
し
ょ
に
納
得
す
る

時
間
で
す
。

消
し
て
し
ま
っ
た
り
、
赤

チ
ョ
ー
ク
で
×
を
つ
け
ず
に
、

黄
色
の
チ
ョ
ー
ク
で
て
い
ね

い
に
ま
ち
が
い
直
し
を
し
て

く
だ
さ
い
。
ま
ち
が
い
が
大

切
に
さ
れ
た
こ
と
が
伝
わ
り

ま
す
。

③
「
ま
ち
が
い
」
を

予
測
す
る
力

「
ま
ち
が
っ
た
答
え
」
は

授
業
展
開
の
伏
線
に
な
る
も

の
が
多
い
で
す
。
子
ど
も
は

ど
の
よ
う
に
考
え
る
だ
ろ
う
、

ど
ん
な
ま
ち
が
い
を
す
る
だ

ろ
う
と
予
測
す
る
力
を
つ
け

ま
し
ょ
う
。
そ
う
す
れ
ば
そ

の
「
ま
ち
が
い
」
の
大
切
さ

に
気
づ
き
、
本
当
の
学
び
に

い
か
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
ち
が
う
と
こ
ろ
ほ
ど
、

学
習
の
ポ
イ
ン
ト

「
正
解
！
」
と
言
う
と
、

す
っ
き
り
し
た
よ
う
に
感
じ

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
授
業

は
ク
イ
ズ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

子
ど
も
の
発
現
を
「
正
解
」

「
ま
ち
が
い
」
と
い
う
２
つ

に
分
け
ず
、
「
ど
う
し
て
そ

う
思
う
の
？
」
と
聞
い
て
い

く
と
思
わ
ぬ
学
び
が
広
が
っ

て
い
き
ま
す
。
「
一
人
の
ま

ち
が
い
・
勘
ち
が
い
」
氷
山

の
一
角
。
一
人
ま
ち
が
っ
た

ら
、
同
じ
よ
う
な
ま
ち
が
い

を
し
て
い
る
子
や
、
ど
こ
が

ま
ち
が
っ
て
い
る
の
か
も
わ

か
ら
な
い
子
ど
も
が
必
ず
い

ま
す
。
ま
ち
が
う
と
こ
ろ
ほ

ど
学
習
の
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

ゆ
っ
く
り
て
い
ね
い
に
学
び

合
う
時
間
に
し
て
く
だ
さ
い
。

№２０３５ 泉北教育 ２０１６年２月２９日 （２）

教職員の生活と権利を守るため、泉北教組に加入してください。

次に基地経済と沖縄振興策について述べたいと思います。

一般の国民もそうですが、多くの政治家も、「沖縄は基

地で食べているんでしょう。だから基地を預かって振興策

をもらったらいいですよ」と沖縄に投げかけます。この言

葉は、「沖縄に過重な基地負担を強いていることへの免罪

符」と「沖縄は振興策をもらっておきながら基地に反対する、沖縄は甘え

るな」と言わんばかりです。これくらい真実と違い沖縄県民を傷つける言

葉はありません。

米軍基地関連収入は、終戦直後にはＧＤＰの約５０％。基地で働くしか

仕方がない時代でした。日本復帰時には約１５％、最近は約５％で推移し

ています。経済の面では、米軍基地の存在は今や沖縄経済発展の最大の阻

害要因になっています。

例えば、那覇市の新都心地区、米軍の住宅地跡で２１５ヘクタールあり

ますが、２５年前に返還され、当時は軍用地料等の経済効果が５２億円あ

りました。私が那覇市長になって１５年前から区画整理を始め、現在の街

ができました。経済効果としては５２億円から１６３４億円と３２倍、雇

用は１７０名程度でしたが、今は１万６千名、約１００倍です。税収は６

億から１９９億円と３３倍に増えています。

沖縄は基地経済で成り立っているというような話は今や過去のものとな

り完全な誤解であります。

沖縄は他県に比べて莫大（ばくだい）な予算を政府からもらっている、

だから基地は我慢しろという話もよく言われます。年末にマスコミ報道で

沖縄の振興予算３千億円とか言われるため、多くの国民は４７都道府県が

一様に国から予算をもらったところに沖縄だけさらに３千億円上乗せをし

てもらっていると勘違いをしてしまっているのです。（つづく）


