
( 3 1 ) 地 方自治の 本 旨

地
方
自
治
の

本
旨

日

本

国
憲
法
が

明

治
憲
法
と

異
な

り
､

地

方

自
治
の

規
定
を

設

け

た

の

は
､

戦
後
に

制
定
さ

れ

た

諸

国
の

憲
法
の

例
に

な

ら

う
も

の

で

あ

る

が
､

従

来
の

中
央
集
権
的

な

官
僚
行
政

を

打
破
し

､

地

方

分

権
の

徹
直
に

よ

っ

て

わ

が

国
の

民

主

化

を
は

か

ろ

う
と

し

た

捻
司

令
部
の

占

領
政

策
に

よ

る

こ

と

は
､

明

ら
か

で

あ
る

｡

殊
に

憲
法

第
九
三

条
で

地

方

公

共

団
体
の

長
の

公

選
制
を

保

障
し

､

第

九

四

条
で

行
政
を

執
行
す

る

権
能
な

ら
び

に

条
例
制
定

権
を

地

方

公

共

団

体
の

権
能
と

定
め

た

こ

と

は
､

地

方

住
民
の

参
政
権
を

拡

充
し

､

地

方

公

共

団
体
の

自
主

性
･

自
律
性
を

尊
重

す
る

も
の

で

あ

っ

て
､

明

治
憲
法

下
の

地

方

制
度
と

の

差
異
を

示

し
て

い

る
｡

け
れ

ど

も

当

初
の

地

方

自
治
法
が

､

都
道
府

県
と

市

町

村
の

区

別

を

殆
ん

ど

認
め

ず
､

特
別

区

ま
で

も

長
の

公

選

制
を

含
む

完
全

自

治
体
と
し

て

い

た

こ

と

は
､

憲
法
上

､

地

方
公

共
団

体
の

定

義
が

田

上

穣

治

示
さ

れ

な
い

た

め
､

問
題
の

余
地

が

あ

り
､

そ

の

後
､

特
別

区
の

区

長
の

公

選

制
を

改
め

､

ま

た

地

方

制
度
調
査

会
が

道
州

制
を

答

ヽ

ヽ

申
し

た

こ

と
に

対

し
て

､

こ

れ

ら

を

達
意
と

す
る

き

め

手

が

欠
け

て

い

る
｡

ま

た

警
察
行

政
･

教
育
行
政

等
が

ど
こ

ま
で

地

方

公

共

団
体
の

行
政
を

執
行
す

る

権
能
に

含
ま

れ

る

か
､

条
例
制
定

権
が

ど
の

範
囲
に

及
ぶ

か

に

つ

い

て

も
､

憲
法

第
九
四

条
は

警
察
法

･

地

方

教
育
行

政
の

組
織
運

営
法

･

各
種
の

条
例
に

つ

き

司
法

審
査

の

基
準
と

し

て

明

確
性
を

欠
い

て

い

る
｡

さ

ら
に

憲
法
第
九
二

条

が

民

主

政

治
の

基
調

と

し
て

の

地

方

自
治
の

重

要
性
を

認
め
て

い

る

の

は

争
が

な
い

と

し

て

も
､

こ

の

た

め

国
が

地

方

公

共

団

体
を

ど
の

程
度
に

監
督
で

き

る

か
､

あ

る

い

ほ

都
道
府
県
に

連
邦
を

構

成
す
る

支
分

邦
の

よ

う
な

独
立
の

地

位
が

認

め

ら
れ

る

か

は
､

志

り
D

-

法
が

直
接
に

規
定
せ

ず
､

法
律
の

規
定

に

譲
っ

て

い

る

よ

う
に

み

別
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ぇ

る
｡

同

じ

憲
法
の

規
定
で

も
､

予

算
の

条
項
は

性

質
上

､

訴
訟

で

争
わ

れ

る

こ

と
が

な
い

か

ら
､

国

会
の

制

定

す
る

財
政

法
な

ど

に

よ

り

有
権
的
に

解

釈
さ

れ
､

ま

た

憲
法
の

実

質
的
変
遷
の

余
地

が

大

き
い

の

に

反
し

て
､

地

方

自
治
の

条
項
は

､

具
体

的
事
件
に

お

い

て

地

方

公

共
団

体

ま

た

は

地

方

住

民
に

つ

き

訴
の

利
益
が

あ

り
､

司

法

審
査
に

よ
っ

て

地

方

自

治
法
な
ど

の

規
定

が

達
意
と

な

る

可

能
性
が

な
い

と

は

い

え

な
い

か

ら
､

■

法

律
の

規
定

を

離
れ

て

憲
法
の

条
項
の

意
味
を

検
討
す
る

必

要
が

あ

る
｡

実
際
に

地

方

自

治
法
の

規
定
ほ

､

新
憲
法
と

同

時
に

施
行
さ

れ

て

か

ら
､

昭

和
二

二

年
一

二

月
に

第
一

次
の

全
面

的
改

正

が

あ

り
､

そ

の

後

旦

三

年
七

月
､

二

五

年
五

月
､

二

七

年
八

月
､

三
一

年
六

月
､

三

八

年

六

月
に

､

そ

れ

ぞ

れ

全

面

的

改
正

を

加
え

ら

れ

て

い

る

の

で

あ
っ

て
､

当

初
の

地

方

自
治
法
の

み

が

憲
法
の

条
項
を

有
権
的
に

解
釈

し

た

も
の

と

し
､

そ

の

後
の

法

律
の

合

憲
性
を

審
査

す
る

に

あ

た

っ

て
､

そ

の

基

本
原

理
を

憲
法
の

規
定

と

同

様
に

基
準
と

す
る

こ

と

は
､

誤
り

と
い

わ

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

日

本
国
憲
法
ほ

そ

の

制

定

当

時
の

事
情
か

ら

英
米
の

法

制
と

此

較
考
察
す
べ

き

も
の

で

あ

り
､

地

方

制

度
の

条
項
に

つ

い

て

も

そ

れ

が

当
然
で

あ

る

が
､

英
国
の

自

治
(

邑
蒜
｡

諾
3
日
e

呈
の

制

度
は

グ

ナ

イ

ス

ト

に

よ

っ

て

ド

イ

ツ

に

伝
え

ら

れ
､

そ
こ

で

ほ

地

方

公
共

団

体
に

固
有
の

自
治
権
が

あ

る

と

す
る

思

想
を

香
定
し

､

紬

自
治

体
の

事
務
が

広
い

意
味
で

国
の

委
任
に

よ

る

も

の

と

す

る

主

(

1
)

張
と

な
っ

た
｡

反
対
に

市
町

村
に

固
有
の

自
治

権
を

認
め
る

思
想

は
､

中
世
ド

イ

ツ

の

自
由
市
(

声
e
-

○

訂
箆

監
t

e
}

｢

賀
d
の
t

監
t

e

)
､

フ

ラ

ン

ス

の

北

部
都
市

､

フ

ラ

ン

ド

ル
､

ブ

ラ
バ

ン

地

方
の

州
な

ど

に

認
め

ら

れ

た

自

治
の

歴

史
的
事
実
に

由

来
す

る

も
の

で
､

一

八

三
一

年
の

ベ

ル

ギ

イ

憲
法
ほ

､

三

権
と

な

ら
ん

で
､

も
っ

ぱ

ら

地

方
公

共

団

体
の

利

益
に

関

す
る

事
務

が

市

町

村
ま
た

は

州
の

議

会

に

よ

り

議
決
さ

る

べ

き

も
の

L

ガ
紀

｡
)

､

ま
た

地

方
公

共

団
体
の

基
礎
法
に

よ

っ

て

そ

の

機
関
の

直

接
選

挙
､

地

方

議
会
の

包

括

的

権
能
と

議
事
公

開
､

予

算
と

決
算
の

公

表
な

ど

を

保

障
す
べ

き

も

の

と

定
め

て

お

り
(

㌫
)

､

こ

の

よ

う
な

思

想

な

り

制

度
ほ

現

行
の

わ

が

法

制
に

共

通

す
る

と
こ

ろ

が

あ

る
｡

さ

ら
に

明

治

憲
法

下
の

市
制

町

村
制
は

一

八

〇
八

年
の

プ

ロ

イ

セ

ン

に

お

け
る

シ

ュ

タ

イ

ン

の

市

制
を

模
範
と

し

て

い

た

か

ら
､

わ

が

法

制
の

理

解
に

ほ

こ

れ

ら
の

大

陸
法

制
と

の

比

較
考
察
の

必

要
も

看
過

す
る

こ

と
が

で

き

な
い

｡

中
世
の

ド

イ

ツ

で

は
､

地

方

農
民
が

封
建
制
の

下
に

領
主
の

支

配
に

服
し

た

の

に

反
し

て
､

都
市
に

は

自
治

権
が

発

生

し
た

｡

公

権
力
が

封
建
制
に

よ
っ

て

代

償
的

な

譲

渡
で

き

る

権
利

と

な
っ
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て
､

都

市
の

経

済
的

優
位
が

政

治
的
権

能
に

お

き

か

え

ら

れ

る

可

(

3
)

能

性
を

生

じ

た

た

初
で

あ

る
｡

自
由
都
市
に

は

警
察

･

課

税
･

商

工

業
･

軍
事

･

裁
判
な

ど

の

自
治

事
務
が

認

め

ら
れ

､

一

四

世

紀

以

来
ラ

イ

ヒ

ま

た

は

各

邦
の

議
会
に

お

い

て

表
決

権
を

も

ち
､

い

わ

ば

国

家

内
の

国

家
と

し
て

の

地

位
を

保
有
し

た
｡

け
れ

ど

も

そ

の

後
､

都
市

機
関
の

世

襲
化
に

よ

る

腐

敗
と

封
建
諸

侯
の

警
察
国

的
権
力
に

よ

る

干
渉
と

に

よ
っ

て
､

そ

の

自

治

権
が

制
限
さ

れ
､

一

七

九
四

年
の

プ

ロ

イ
セ

ン

一

般
州
法
典
の

規
定

(

機

甲
桝
叫

絹
絆
J

｡
)

ほ
､

都
市
を

国
家
か

ら

特
権
を

与

え

ら
れ

た

私

法
上
の

団
体

(

首
く

仁
e

的

瞥
打

田
○

召
○

⊇
t
i

O
n
e

n
)

に

過

ぎ

な

い

も

の

と

し
､

そ

の

行

政

は

国
の

厳
格
な

監
督
を

受
け

､

条
例
の

制
定

･

課
税

･

財
産
の

処
分

な

ど

に

つ

い

て

国
の

認

可

を

要
す
る

も

の

と

定

め
て

い

る
｡

こ

れ

に

対

し
て

都
市
の

自
治
を

復

活

す
る

と

と

も

に
､

ナ

ポ

レ

オ

ン

に

揉
潤

さ
れ

た

王

国

再

建
の

た

め
に

､

市

民
を

公

行

政
に

参
加

さ

せ
､

都
市
の

自
治
を

国
政
の

基
礎
た

ら

し

め

よ

う

と

し

た

の

(

4
)

が
､

シ

ュ

タ

イ

ン

の

市
制
で

あ

る
｡

こ

の

法

律
が

市
の

自
治
に

か

ぎ

ら

れ
､

委
任

事
務
で

は

あ

る

が

警
察
権
と

裁

判

権
を

認
め

､

市

公

民

と

公

民

権
の

な
い

住
民

と

を

区

別
し

､

さ

ら
に

国
の

自
治
監

督
を

制
限

し
て

い

る

こ

と

は
､

旧

制
の

復
活
と

い

え

る

が
､

市

参

事
会
に

つ

き

委
任

事
務
を

定
め

た

鮨

果
､

国

の

事

務
と

自

治

巷

務
､

い

い

か

え

れ

ば

国
と

地

方

公

共

団

体
と

の

対

立

を

相

対

化

す

る

こ

と

に

な
っ

た
｡

こ

の

ほ

か
､

バ

イ
エ

ル

ン

憲
法

(

㌫
一
)

前

文

は
､

こ

の

憲
法
の

特
色
の

一

つ

と

し

て
､

市

町

村
の

福
祉
に

直

接

関
係

す
る

事

務
の

管
理

を

国
か

ら

返

還
す

る

こ

と
に

よ

り

市
町

村

を

復
興

す
る

こ

と

を

挙

げ
て

お

り
､

ウ
ユ

ル

テ
ン

ペ

ル

タ

憲
法

(

小

㌔
八

)

は
､

市
町

村
を

国
家

組

織
の

基

礎
と

し
､

す
べ

て

の

国
民

は

法

律
に

別

段
の

規

定
が

な
い

か

ぎ

り
､

公

民
ま

た

は

住

民
と

し

て

市
町

村
に

所
属
す
べ

き

も

の

と

定

め

て

い

る
(

撃
)

｡

こ

れ

ら

南
ド

イ

ツ

の

初
期

立

憲

政
の

憲
法
で

は
､

市

町

村
が

第
三

階
級
の

時
代

の

新
た

な

期

待
を

か

け

ら
れ

る

こ

と

に

な
っ

た
｡

フ

ラ

ン

ス

で

は

モ

ン

テ

ス

キ
ュ

ウ

の

権
力

分

立

論
の

影
響
と

､

一

二

世

紀
頃
か

ら

政
府
の

特

許

状
に

よ

り

北

部

都

市
の

う

ち
に

自

治
権
を

付

与
さ

れ

た

も

の

が

あ

る

事
実
に

よ

り
､

第

四

権

力
と

し

て

市
町

村
の

自
治

権
(

p
｡

弓
｡
-

→

2

§
E
p

已
)

を

認

め

る

主

張
が

あ

っ

た
｡

け

れ

ど

も

市
町

村
に

立

法
･

司

法
･

行
政
の

三

権
を

付

与

す
る

と

米
国
の

よ

う

な

連
邦
制
に

な

る

虞
れ

が

あ

る

と

し
て

､

強
い

反
対
が

あ

り
､

一

七

八

九

年
一

二

月
一

四

日

の

法

律
は

､

市

町

村
に

固
有
事
務
と

委
任
事
務
の

区

別
を

す

る

に

止

ま
っ

た
｡

こ

の

よ

う
に

第
四

権
を

認
め

る

自
然
法

思

想
は

､

フ

ラ

ン

ス

の

伝
統

だ

J

駒
な

国
民

主

権
の

原

則
に

反
す
る

も
の

で
､

革
命
磨
八

年
黄
五

月

別
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二

八
日

法

律
は

､

県
に

国
家

公

務
員
と

し

て

の

知
事
を

お

い

て
､

(

5
)

市

町

村
長
を

厳
格
に

監

督
さ

せ

る

こ

と

に

し

た
｡

シ

ュ

ル

ツ
ェ

が
､

フ

ラ

ン

ス

で

は

国

家
と

個
人
の

み

が

権
利
を

も

ち
､

そ

の

中

問
の

団
体

は

い

つ

で

も

自
由
に

変
更
で

き
る

行
政

機
構
に

過

ぎ

な

い

も
の

と

論
じ

た

の

は
､

国
権
に

対

し
て

地

方

自
治

が

充
分
に

保

(

6
)

降
さ

れ

な
か
っ

た

こ

と

を

示

し
て

い

る
｡

と

こ

ろ
が

一

八
二

二

年

の

ベ

ル

ギ

イ

憲
法
は

上

述
の

よ

う
に

､

第
四

権
と

し
て

州
と

市

町

村
の

権

力
(

胃
弓
○
-

→

匂

ヨ
L

l

-

ロ

臣
-

e

t

c

｡

2
日

告
巴
)

を

認
め

て

お

り
､

こ

れ

は

フ

ラ

ン

ス

の

自
治

権
の

思

想

を

無
批
判
的
に

受
け

入

れ

た

た

め

も
あ

る

が
､

自
治

体

内

部
に

お

け

る

権
力

分

立

的

な

組

(

7
)

織
は

､

ベ

ル

ギ

イ

固
有
の

歴
史
的
沿

革
に

よ

る

も
の

で

あ

る
｡

こ

れ

が

ド

イ
.
ツ

の

立

憲
理

論
に

お

け

る

自
然
法

的

な

基
本

権
と

し

て

発
展
し

た
｡

ロ

ッ

■
テ

ッ

ク

に

よ

れ

ば
､

す
べ

て

国

家
は

地

方

公

共

団
体
の

結
合

し

た

も

の

で
､

地

方

公

共

団

体
か

ら

統
治

権
を

取

得

し

た

の

で

あ

り
､

地

方

公

共

団

体
は

国
家
が

創
造

し

た

も
の

で

な

く
､

固
有
の

政

治

的
共

同

生

活
を

も

ち
､

そ

の

代
表

者
の

選

挙
､

公

民
の

資
蒋
付

与
､

財
産
管
理

､

地

方

警
察
お

よ

び

課
税
権
は

､

国

家
か

ら

独

立

し

た

自

治

権
に

属
す
る

の

で

あ

る
｡

こ

の

学

説
の

影

響
を

受
け
て

､

丁
八

四

八

年
の

プ

ロ

イ
セ

ン

憲
法

(

㌫
)

､

一

八

四

九

年
の

オ

オ

ス

ト

リ

イ

憲
法
(

鑑
三

)

､

同

年
フ

ラ

ン

ク

フ

ル

ト

帝

国

憲
法

(

㌫
)

は
､

い

ず
れ

畠
方

公

共

団
体
の

基

本

権
を

定
め

て

ぴ

(

8
)

い

る
｡

グ

ナ

イ

ス

ト

が

ド

イ

ツ

に

伝
え

た

英
国
の

自

治
は

､

ノ

ル

マ

ン

王

朝
が

封
建
制
の

発
達
を

阻
止

し

中
央
集
権
を

企
て

る

た

め
に

､

ア

ン

グ
ロ

サ

ク

ソ

ン

の

旧

制

を

利

用

し

た

も

の

で

あ

る
｡

州

(
田

巳
記
十

｡

○

喜
t

ユ

に

君

主
の

任
命
す
る

知
事
(

S

ど

邑
m

)

を
お

き
､

裁
判

･

軍
政
の

ほ

か

行

政

全

般
の

権
限

を

与

え

た

の

で

あ
る

が
､

そ

の

警
察
権
の

濫
用
に

よ

っ

て

自

由
大

憲

章
以

後
の

中
央
と

地

方

の

間
に

抗
争
を

生

じ

た

の

で
､

エ

ド

ワ

ァ

ド

三

世
の

改

革
に

よ

り

治

安
判

事
(

盲
t

訂
｡

岩
e

P
｡

e
)

の

制

度
が

定
め

ら

れ

た
｡

■
そ

れ

は

直
接
ま
た

は

間

接
に

中

央
が

任
命
す
る

名

誉

職
で

あ

る

が
､

地

方
の

名

門
に

属
し

､

君

主
の

委
任
に

よ
っ

て

裁
判

･

警
察
そ

の

他

の

行
政

事
務
を

掌
る

も
の

で

あ
っ

た
｡

こ

う

し

て

官
治

行
政

化

し

ょ

ぅ
と

し

た

地

方

行

政
が

自
治
を

回

復
す
る

こ

と

に

な

る

が
､

行

政

事

務
が

名

誉
職
に

よ

る

裁
判
権
の

行
使
を

中
心

と

し

て

処

理
さ

れ

た

た

め
に

､

地

方
行

政

事
務
と

裁
判
を

含
む

国
家

事
務
と

の

区

(

9
)

別
が

不

明

旺
に

な
っ

た

の

は
､

当

然
で

あ

る
｡

グ

ナ

イ

ス

ト

に

よ

れ

ば
､

地

方

自
治

は

国
の

行
政
の
一

種
で

あ

り
､

地

方

公

共

団
体

は

国
家

組
織
と

市

民

社

会
と

を

結
合
す

る

中
間
組
織
と

し

て
､

両

者
の

対

立

を

止

揚
す
る

使
命
を

も

ち
､

地

方

自
治
の

特
色

は

地

方



( 3 5 ) 地 方 自治 の 本 旨

税
を

も
っ

て

執
行
で

き
る

範
囲
の

事
務
を

名

誉
職
が

管
理

す
る

こ

と

に

あ

る
｡

こ

の

学
説
の

影

響
に

よ

り
､

自
然
法
的

見
地

か

ら

地

方

自
治

を

規
定
し

た
一

八

五

〇

年
プ

ロ

イ

セ

ン

憲
法

第
一

〇
五

条

は
､

一

八
五

三

年
法
を

も
っ

て

改
正

さ

れ
､

地

方

公

共

団

体
の

法

人

希
､

そ

の

粗
放
と

権

能
は

､

法
律
に

基
づ

き
､

ま

た

法
律
に

よ

り

左

右
さ

れ

る

こ

と

に

な
っ

た
｡

(

l
)

G
n
e

賢
-

S
e
-

首
○

く
e

2
日
e

阜
内
0

2
2
仁
口

已

詔
昆
監
払

仁
口

粥

仁
】

乙

く
e

→

宅
巴
t

β
ロ

管
内
e

ユ
O

F
t

e

-

n

田
ロ

g
-

巴

阜
∽

笥

こ
ミ
･

(

2
)

こ

れ
に

ょ

っ

て

市
町

村
お

よ

び

州
の

制
度

的

保

障
と

そ

の

自

治

事
務
に

つ

い

て

の

正

当
な

権
利
と

が

結

合

し
､

最

近
の

意
故
に

み

ら

れ

る

地

方

的

事

務
に

関

す
る

包

括
的
権

限

(

q

已

諾
詔
已
N

忘
鼓
n

P

T

g

訂
丘
の

原

則
が

定
め

ら

れ

た

と
い

え
る

｡

(

3
)

守
e

宏
の

ー

∽
t

乱
t

亡

β

P

S
t

P

巨

岩
ユ
P

設
声
n

的
)

S
･

-
-

N
･

(

4
)

O
t
t

O

召
n

G
ヒ .

買
付
e

)

U
岩

.

S
t
e

許
容
F
e

∽
t

監
t

e

O

a
ロ

戸
口

g
】

S
.

-
.

(

5
)

S
-

P

ま
t

琶
F
e

村
､

S
e
-

b
の
t

く
e

⊇
1

巴
t

亡

ロ

g

ロ

ロ

ト

A

已
O

n
O

邑
e

､

∽
･

か

○

-
¶

〇
.

(

6
)

哲
ビ

己
-

詣
-

吋
r

e

豆
乳
琶
F
e

功

∽
t

p
p
t
s

岩
O

F
t

)

H
I

･

S
･

N
･

(

7
)

S
-

P

弓

旨
○

訂
吋

､

P

P

〇
･

S
･

ご

持

(

8
)

H
賢
琶
F
e

村

∵
へ

A
ユ
･

S
e
-

訂
才
e

⊇
1

巴
t

亡

ロ

g

｡

i

ロ

S
t

e

ロ
g
e
-
･

ヨ
e

訂
○

ド

ロ
P
ロ

n
-

+

宗
ユ
e

サ

J

∈
〕

F

H

H
H

一

S
･

き
¢

･

(

9
)

S
-

P
J

ユ

宮
訂
好

も
･

P

〇
･

S
･

蓋
い

G
n
e
-

早

口

毘

e

n
g

-

訂
O

F

e

く
e

H

弓
巴
t

仁

n
g

胃
e

C

F
什

-

∽
●

N

設
-
N
h

声

わ

が

憲
法

第
九
二

条
は

､

地

方

公

共

団

体
の

組
織
お

よ

び

運

営

に

関
す
る

事
項
は

､

地

方

自
治
わ

本
旨
に

基
づ

い

て
､

法

律
で

こ

れ

を

定

め

る
､

と

す
る

｡

ワ

イ
マ

ア

ル

憲
法
(

宗
)

が
､

市
町

村
と

市
町

村
を

基
礎
と

す
る

地

方
公

共

団
体

(

G
e

日
e

訂

計
孟
旨
賢
計
)

は

法

律
の

範
囲

内
で

自
治

行

政
の

権
利
を

も
つ

､

と

規
定

す
る

こ

(

1 0
)

と

に

つ

い

て
､

ア
ン

シ

ュ

ッ

ツ

は
､

行
政
の

法

律
通
合
性
を

宣

言

す
る

に

過
ぎ

ず
､

実
質
的
に

無
内

容
の

条

項
と

解
し
て

い

る
｡

わ

が

憲
法
に

つ

い

て

も
､

地

方

自

治
の

本

旨
に

基
づ

く
こ

と

が

第
九

三

条
お

よ

び

第
九
四

条
の

規

定
に

従

う
こ

と

に

ほ

か

な

ら

な
い

と

す
れ

ば
､

第
九
二

条
そ

の

も
の

は

単
純
な

汲
律
の

留
保
の

規
定
に

(

1 1
)

過

ぎ

な
い

こ

と

に

な

る
｡

こ

れ

に

対

し
て

カ

ア

ル

･

シ

ュ

､

､

､

ッ

ト

は

第
一

二

七

条
に

よ

り
､

市
町

村
と

上

級
地

方

公
共

団
体

が
､

前

世

紀
の

ド

イ

ツ

で

歴
史
的

に

形
成
さ

れ

た

典
型

的
特
色
を

も
つ

公

法

上
の

制
度
と

し
て

保

障
さ

れ
､

法

律
を

も
っ

て

も

こ

の

制

度
を

除
く
こ

と

が

で

き

な
い

､

と

解
す

る
｡

制
度
的
保

障
の

学

説
は

､

直
接
に

裁
判
上
の

保

護
を

請
求

す
る

こ

と
が

で

き
る

具
体

的
な

権

利
の

保
障
で

は

な
い

が
､

立

法

権
の

制
限

を

認

め
る

こ

と

に

お

い

て
､

国

会
の

制
定

法
を

最
高
法

規
と

す
る

民

主

政
の

論
理

と

異
な

る
｡

ワ

イ

マ

ア

ル

憲
法
下
の

ド
イ

ツ

で

小

党
分

立
と

政

党
間
の

世

界
観
的

対

立
と

に

よ

り
､

国
会
の

立

法

権
に

不

信
の

念
が

生

じ
､

甜



一 橋 論叢 第 五 十 八 巻 第 三 号 ( 3 6 )

単
純
な

法

律
の

留
保
に

満
足
せ

ず
､

直
接
憲
法
の

規
定
の

中
に

制

度
の

客
観
的
な

保

障
を

求
め

る

学

説
を

生

じ

た
の

と

同

様
に

､

国

会
に

お

け

る

勢
力
の

比

率
が

固
定
し

､

政

権
の

交

代
が

行
な

わ

れ

な
い
.
わ

が

国
に

お

い

て

も
､

地

方

自
治
の

本

旨
に

制

度
的
保

障
を

認
め

る

傾
向
が

あ

る

の

は

当
然
で

あ

る
｡

た

だ

シ

ュ

､

､

､

γ

ト

も
い

(

1 2
)

ぅ

よ

う
に

､

制
度
的
保
障
は

地

方

自
治
に

つ

い

て
､

憲
法

施

行

当

〔

1 3
)

時
の

現

状

を

保

障
す
る

も
の

(

哲
巳
∈
T

宅
?
G

賀

賀
t

且
で

な

く
､

た

と

え
ば

､

わ

が

国
で

､

都
道
府

県
･

市
町

村
に

よ

る

二

重

構
造

の

存
続
が

当

然
に

制

度
的
保

障
に

含
ま
れ

る

も
の

と

す
る

見

解
に

は
､

賛
成
で

き

ず
､

立

法
■
政

策
の

問
題
と

考
え
る

｡

し
た

が
っ

て

ま
た

､

制

度
的
保

障
は

個
別

的
な

自
治
体
の

存
在
の

保

障
(

哲
?

t

呂
計
笥
岩
已

-

e

)

を

意
味
せ

ず
､

強
制
的
な

廃

置
分

合

も

法

律
に

基
づ

く
か

ぎ

り

当

然
に

は

違
憲
と

な

ら

ず
､

さ

ら

に

国
家
が

市

町

村
を

基
礎
と

し
て

組
織
さ

れ

る

こ

と
､

ま
た

は

基

本

権
的

な

自

治

(

1 4
)

権
を

認

め

る

国
の

構
成
原

理

を

宣
一
言

す
る

も

の

で

も

な
い

｡

わ

が

憲
法

第
九
五

条
に

よ

り
､

法
律
を

も
っ

て

直

接
に

特

定
の

地

方

公

共

団
体
の

廃

置
分
合

を

行
な
い

､

ま
た

は

長
の

公

選

制

を

廃

止

す

る

に

は
､

関
係
地

方

公

共

団

体
の

住
民

投
票
を

要
す
る

が
､

不

特

定

多
数
の

自

治
体
に

通
用
さ

れ

る
一

般
的

な

法
律
に

基
づ

き
､

行

政

処

分
に

よ
っ

て

廃

置
分

合
を

行
な

う
せ

き

は
､

第
九
五

条
の

保

障
も

外

ず
れ

る

こ

と
に

な
る

｡

け
れ

ど

も

制
度
的
保
障
に

よ

っ

て

保

障
さ

れ

る

地

方

自

治
の

制

度
の

憲
法
上
の

特
色
が

何
で

あ

る

か

は
､

明

ら
か

で

な

く
､

ワ

イ

マ

ア

ル

時
代
の

ド

イ

ツ

で

も
､

市
町

村

を

財
政

的
に

無
力

化

し
､

そ

の

委
任

事

務
を

増
加

す
る

立

法
に

対

し

て
､

有
効
な

保
障
と

な

ら
な

か
っ

た
｡

∴

し

た

が

っ

て

戦

後
の

西

独
の

連
邦
お

よ

び

各

州
の

憲
法

は
､

伝
統

的
な

自

治
の

制
度
の

う

ち
､

過

去
に

お

い

て

侵
害

の

虞
れ

の

あ

り

ま
た

は

現

実
に

侵
か

さ

れ

た

部
分

に

つ

き

特

別
の

条
項
を

設

け
て

､

制

度
的
保
障
の

内

容
を

明

確
に

し
て

い

る
｡

わ

が

憲
法

第
九
三

条
お

よ

び

第
九

四

条
も
こ

の

意
味

に

解
さ

れ

る

が
､

こ

れ

に

よ
っ

て

地

方

自
治
の

本
旨
が

充
分
に

明

ら
か

と

な

る

か

ど

う
か

は
､

検
討
を

要
す
る

｡

川

市

町

村
お

よ

び

上

級
自

治
体
に

つ

い

て
､

西
独

基

本

法
(

忙

熊

一
)

は
､

普
通

･

直
接

･

自
由
･

平

等
･

私
密
選

挙
に

よ

る

地

方

議
会
を

保
障
し

て

い

る
｡

け

れ

ど

も
上

級

団

体
は

市
町

村
の

連
合

体
の

性
質
が

あ

る

か

ら
､

.

そ

の

議
会
の

議
員
を

市
町

村
議
会
か

ら

間
接
に

選

挙
し

て

は

な

ら

な
い

理

由
に

乏
し

く
､

性
質
を

異
に

す

る

自

治

体
の

議
会
を

画
一

的
に

規
定

す
る

の

は
､

疑
問
と

す
る

説

(

1 5
)

が

あ

る
｡

わ

が

憲
法

第
九
三

条
は

議
会
の

ほ

か
､

地

方

公

共

団
体

の

長
の

公

選

制
を

保
障
す
る

が
､

西
独
の

よ

う
に

地

方

公
共

団
体

3 ヱβ



( 3 7 ) 地 方 自治 の 本 旨

の

種

窺
を

列
挙
し
て

い

な
い

か

ら
､

例
え
ば

都
道
府
県
と

市

町

村

の

い

ず
れ

か

を

憲
法
上

の

団
体

と

定

め
､

長
の

公

選

制
が

通

用
さ

れ

る

地

方

公

共

団

体
の

種
類
を

法
律
を

も
っ

て

限

定

す
る

余
地
が

あ

る
｡

糾

わ

が

憲
法

第
九
四

条
は

､

地

方

公

共

団

体

の

権

能
と

し

て
､

財
産
の

管
理
と

事
務
の

処
理

の

ほ

か
､

行
政

を

執
行
し

､

条

例
を

制
定

す

る

こ

と

を

定
め

て

い

る
｡

そ

れ

は

通

常
の

非
権
力
的

な

管
理

作
用
の

ほ

か

に
､

人

民
に

対

し

て

統

治

権
を

行
な

う
こ

と

が

あ

り
､

地

方

公

共

団

体
の

性
質
が

事
業
団
体

な

い

し

経

済

団

体

か

ら

権
力

団

体
に

変
じ

た

こ

と

を

示
し

て

い

る
｡

け

れ

ど

も

行

政

を

執
行

す
る

権
能
に

警
察
権
な

ど

が

含
ま
れ

る

か
､

ま

た

地

方

自

治
法
に

い

わ

ゆ
る

行

政

事
務

は

国
の

事
務
と

し

て

自

治

体
が

委
任

を

受
け
て

処

理

す
る

も
の

か
､

あ

る

い

は

本

来
の

公

共

事

務
に

権

力

的
作
用

が

含
ま
れ

る

か

は
､

憲
法
上

明

ら
か

で

な
い

｡

そ

れ

は

地

方

事
務
に

関
す
る

包

括

的

権
限

(

A
-

-

N

邑
賢
已

腎
e

芹
-

白
む

き
宇

(

1 6
)

臣
e

ロ

W
-

詩
亡

n

電
灯

邑
仏

)

の

保

障
と

､

公

共

事
務
に

対

す

る

委
任

事
務
(

A

已
t

岩
g

冒
n

慧
-

e

的
e

n

F
e

旨
n
)

の

特

色

と

が
､

わ

が

憲
法

で

明

ら
か

で

な
い

か

ら
で

あ

る
｡

西
独
の

州
憲
法
に

は

包

括

的
権
限
の

保
障
が

多
い

｡

法
律
が

緊

急
の

公

益
を

理

由
と

し
て

他
の

機
関
の

専

管
と

定

め

な

い

か

ぎ

り
､

市
町

村
は

す
べ

て

の

公
の

事
務
を

行
な

う
こ

と
が

で

き

る
､

と

す
る

憲
法
も

あ

る

が
(

㌍
叫

㌍

紹
㍑

指
n

琵
琶
ヾ

市

町

村

の

処

理

す
べ

き

事
務

を

個
別

的
に

列
挙

す
る

憲
法
も

あ

る
｡

例
え

ば
､

ヴ
ュ

ル

テ

ン

ペ

ル

ク
･

バ

ー

デ
ン

憲
法
(

軌
八

)

が

住
民
の

共

同
の

利

益
の

保

護
と

市
町

村

財
産
の

管
理

を

挙
げ

て

い

る

こ

と

ほ
､

わ

が

憲
法

第
九
四

条
と

似
て

い

る

が
､

包

括
的

権

限
の

例
示
で

あ

る

こ

と
に

お

い

て

異
な

る
｡

最
も

詳
細
に

事
務
を

列

挙
す
る

の

は

バ

イ

エ

ル

ン

憲
法

(

聖
)

で
､

市

町

村
の

財
産
と

事
業
の

管
理

､

道

路
建

設
を

含
む

地

方

交
通

､

水
･

光
･

瓦

斯
･

電
力
の

供

給
､

食
糧
確

保
の

制

度
､

地

方

計
画

､

住
宅
の

建
設
と

監

督
､

凶

子

校
と

成

人

教

育
､

後
見

制

度
､

地

域
的
保

健
制

度
､

婚
姻
と

母

子

相

談
そ

の

他

を

挙

げ
て

い

る

が
､

必

ず
し

も

そ

の

す
べ

て

が

市
町

村
に

本

質
的

な

事
務
と

は

い

え

ず
､

ま

た
､

む

し

ろ

市
町

村
よ

り

も

上

凝

固

体

(

1 7
)

ま
た

は

国
の

事
務
に

適
す
る

場
合

が

含
ま
れ

て

い

る
｡

と
こ

ろ
で

こ

れ

ら
の

規
定
の

前
提
で

あ

る

包

括
的

権
限
に

つ

い

て
､

州

憲
法

と

連
邦
憲
法
の

規
定
に

は

ニ

ュ

ア

ン

ス

が

あ

る
｡

例
え

ば
ニ

イ

デ

ル

ザ

ク

セ

ン

憲
法

は
､

法

律
が

特
別
の

規

定

を

定

め

な

い

か

ざ

り
､

市
町

村
が

そ

の

区

域
内
に

お

い

て

す
べ

て

の

公

共

事
務
に

つ

き

専
属
的

主

体
で

あ

る
(

舶
四

)

と

し

て

い

る

が
､

西

独

基
本
法

(

紅
八

)

に

よ

れ

ば
､

市
町

村

は
､

地

方

共

同

体
の

す
ぺ

て

の

事
務
を

法

律

∽



一 棟論叢 第五 十八 巻 第 三 号 ( 3 8 )

の

範
囲

内
で

自
己
の

責
任
に

お

い

て

処
理

す
る

権
利
を

保

障
さ

れ

る
｡

基
本

法
で

法
律
の

範
囲

内
と

定
め

る

の

は
､

自
治
事
務
の

範

囲
を

法
律
に

委
ね

る

意
味
で

な

く
､

事
務
を

自
己
の

責
任
で

処
理

す
る

形

式
に

関

し

て

の

法

律
の

制
限

を

意
味
す
る

こ

と

は
､

各
州

の

自
治

法
に

つ

い

て

組
織

･

監
督
の

規
定

を

み

れ

ば

明
ら

か

で

あ

る
｡

し

た

が
っ

て

地

方

的
公

共

事
務
は

す
べ

て

市
町

村
の

権
能
で

(

1 8
)

あ

る

こ

と

が
､

憲
法
で

保
障
さ

れ

る
｡

わ
が

国
で

も

地

方

自

治

法

(

紅
)

に

よ

り

都
道
府
県
は

広
域
行

政

事
務
の

ほ

か

補

完
行

政

事

務

を

処

理

す
る

も

の

と

さ

れ
､

市

町

村
の

公

共

事
務
と

競
合

し
て

地

方

行
政
の

能
率
を

害
す
る

こ

と
が

な
い

よ

う
に

し

て

い

る

が
､

市

町

村
の

包

括

的
権
限

は
､

行

財
政

能
力
の

不

足
の

た

め

に

都
道

府

県
の

補
完
行
政
に

よ
っ

て

著
し

く

制

限
さ

れ

る

の

み

な

ら

ず
､

恵

投
の

条
項
に

よ

る

制

度
的

保
障
で

は

な
い

｡

次
に

ニ

イ

デ
ル

ザ
ク

セ

ン

そ

の

他
の

州

憲
法
(

紺

野
諾

紬
1

輯
e

㌍
絹

張
㍍

甜
㌻
紳

づ

熊
㌔

悶

指
邑
｡

串
)

で

は

地

方

公

共

事
務
に

関

す

る

包

括
的

権
限
の

保

障
が

な

く
､

関
係

市
町

村
の

区

域
内
の

広
域
事

務
ま

で

も

法

律
に

反
対
の

規
定
の

な
い

か

ぎ

り
､

市
町

村
の

権
限
た

る

こ

と
が

推
定

さ

れ

る

と

同

時
に

､

区

域
内
の

地

方

公

共

事
務
に

つ

い

て

法
律
に

ょ

り

市

町

村
の

権
限
の

例

外
を

規
定

す
る

こ

と

が

で

き
る

｡

た

だ

基
本

法
第
二

八

条
が

当

然
に

各
州
に

通
用
さ

れ

る

か

ら
､

実

際
に

は

州

憲
法
の

規
定
の

弾
力

性
は

､

区

域
内
の

広
域
的

あ

る

い

は

国

伽
h

J

家
的

事
務
に

つ

い

て

広
く

市

町

村
の

権
限
の

推
定
が

あ

る

こ

と

に

意
味
が

あ

る
｡

し

た

が

っ

て

間
接
に

は
､

国
の

行
政
の

地

方

処
理

に

つ

い

て
､

中
央
政

府
の

地

方

支
分

部
局

を

設

置
す
る

こ

と

よ

り

も
､

機
関
委
任
ま

た

ほ

団

体

委
任
の

方

式
を

適
当
と

す
る

と

解
さ

れ

る

が
､

そ

れ

は

制
度
的

保

障
の

範
囲
で

な

く
､

立

法

政

策
の

問

題
で

あ

ろ

う
｡

な
お

市
町

村
と

異

な

り
､

上

級
自
治
体

に

つ

い

て

は
､

連
邦
憲
法
に

お

い

て

も

包

括
的

権

限
を

保
障
せ

ず
､

た

だ

法

律
が

付

与

し

た

事
務
の

み

を

処

理

す
る

も
の

と

し
(

紅
八

)
､

わ
が

都

道
府

県

と

趣
を

異
に

す

る
｡

上

級

自

治

体
は

そ

の

目

的
が

性
質
上

限

定
さ

れ
､

国
の

出
先

機
関
の

事
務
と

の

競
合
に

よ
っ

て
､

民

衆

の

隣
保
共

同
の

完
全
な

結
合

体
と

し
て

の

基

礎
を

欠

く
と

考
え
ら

れ

る

か

ら
で

あ

る
｡

(

1 0
)

A
ロ

害
F

已
♪

内
0

2
2
e

n
t

篤
N

宍
戸
e
-

0

訂
く
e

昆
p

詮
仁

口

内

こ
¢

N

00
ー

E
ユ
酔

已
e

コ
ロ

n

g

望
-

A
ユ

ー

-

N

ソ

(

1 1
)

C

胃
-

∽
O

F
H

已
t

t
}

く
2

昆
監
払

ロ

ロ

思
】

e

F

岩

叩
-

冒
坪

-

ロ
e

詔
e
-

訂
}

句
イ
e

臣
e
-

叶

笥
e

O

E
2

亡

n

P

-

n

邑
t

ま
ー

○

ロ
2
-

-

e

G

賀
甲
ロ
t

-

e

ロ
､

-

巴
-

.

∽
.

中

ロ

(

1 2
)

A
n

琶
F

已
N
一

→
F
O

臼
P

.

H
P

ロ
P

♂

宍
)

F

n

訂
払

d
e

ま
芳
F
e

n

S
t

p
p
t

甲

詔

旨
叶
∽

H
H

)

∽
･

笠
汁

な
お

ケ

ト

ゲ
ン

に

よ

れ

ば
､

ワ

イ
マ

ア

ル

憲

法

で

は
､

自

治

権
が

基

本

権
の

保

障
の

中
の

条

項
で

規
定
さ

れ

て

い

た



( 3 9 ) 地 方 自治の 本 旨

が
､

西

独

基

本

法
に

お

い

て

は
､

基

本

権
の

規
定
か

ら

除
か

れ

て
､

州
の

憲

瀧

上
の

制

度
と

し

て

保

障
さ

れ
､

官
僚
制

と

政

党
と

に

併
立

す
る

間

接
国
家
行

政
に

加

え
ら

れ

た
｡

い

い

か

え

れ

ば

従

来

は
､

国

家
と

地

方

公
共

団

体

と
の

間
に

基

本

権
に

み

ら

れ

る

対

立
が

あ
っ

た

が
､

現

在
は

両

者

が

制

度
的
に

踪

合
さ

れ

た

も
の

と

い

え

る

(

A
ワ

n

O
】

打

田
賢
t

的
e

n
､

U
-

e

G
e

日
2
-

已
･e

∈
-

P

計
り

出

萱
P

d
e

品
e

芳
t
N
･

叩
e

訂
J

S
.

-

い

-
-

8
｡

(

1 3
)

ヴ
ュ

ル

テ

ン

ペ

ル

ク
･

バ

ー

デ
ン

憲

法

第

九
八

条
は

､

市

町

村

が

現

状
に

お

い

て

保

障
さ

れ

る
､

と

規

定

し
て

い

る

が
､

同

時
に

､

市

町

村
の

合

併
に

は

国
の

認
可

を

要

す
る

と
し

､

ま
大

法

律
に

特

別

の

規

定

が

あ
る

と

き
は

強

制
的

な

廃
置

分

合
が

で

き
る

､

と

し

て

い

る
｡

(

1 4
)

バ

イ

エ

ル

ン

憲
法

第
一

一

条

は
､

市
町

村
を

原

始

的

地

域

団

体

と

定
め

て

い

る

が
､

こ

れ

は

自

然
権
と

し

て

の

自
治

権

を

意

味

す

る
｡

(

1 5
)

弓
e

ヨ
e

→

弓
¢

b
e

l
)

∽
t

P
p
t

?
亡

日

中

S
e
-

訂
t

召
⊇

1

巴
t

亡

β
g

-

n

n

訂
→

G
e

g
e

弓
a

n
什

､

S
●

省
一

(

1 6
)

包

括
的

権

限
は

､

地

域

団

体
で

な

け
れ

ば

認
め

ら

れ

な
い

｡

な

お

地

域

行

改
の

統
一

の

原
理

と

包

括
的

権

限

(

団

体

事

務
の

普

遍

性

q
2 .

d

d

3
巴
i

t

賢
､

→
O
t

巳
叶

t

賢
)

の

原
理

と

は

異
な
る

の

で

あ
っ

て
､

前
者

は

公

行

政

を

管

理

す
る

義

務
に

関

す

る

も
の

で
､

後
者
は

自
治

体
の

権

利
に

関
す
る

も
の

で

あ

る

(

聖
-

e

ユ
n

g

日

昌
n

､

G

2
n

巴
苧

翌
日

計
1

内
0

2
日
戸
口

已

語
気
P

笠
仁
n

叫

声
ロ

ー

計
1

内
○

日
日
仁

口

守

-

p

已
巴
c

F
叶

}

∽
.

N

叫
.

N

¢

〕
｡

(

1 7
)

W
e

3
e

r

弓
e

訂
→

】

P

P

〇
･

}

∽
･

毛
】

阜

00
･

(

1 8
)

≦
1

e

→
ロ
e

→

≦
1

e

訂
J

2

P

O
､

S
･

畠

芦

川

固
か

ら
の

委
任
事

務
に

つ

い

て
､

バ

ー

デ
ン

憲
法
を

除
く

ほ

か
､

法
律
の

根
拠
を

要
す
る

も
の

と

定
め

る

が
､

連
邦
憲
法
は

固
有
事
務
と

の

区

別
を

認
め

て

い

な
い

｡

■
こ

の

場
合
の

法
律
が

実

質
的

意
義
■の

法

律
か

ど

う
か

は

必

ず
し

も

明

ら
か

で

な
い

が
､

法

規
命
令
に

よ

る

団

体

委
任
ま
た

ほ

機
関
委
任
を

規
定

す
る

憲
法
も

あ

る
(

沖

祥

貼
ヾ

如
…

粥

甜
-

岩
邑
N

)

｡

ま

た

州
憲
法
に

ほ
､

事
務
の

委

任
に

伴
う

財
政

的

負
担

を

防
ぎ

ま
た

は

補

償
を

与

え
る

規
定
が

多

い
｡

財
政
上

超
過

負
担
を

避
く
べ

き

も
の

と

す

る

に

止
め

る

憲
法

(

柁
㌍
野
粥
巧

言
苧
)

が

あ

り
､

こ

の

ほ

か

に

費
用
の

補

償
を

定
め

る

場
A
ロ

で

な

け
れ

ば

事
務
の

委
任
を

許
さ

な
い

憲
法

(

柑

㌍
如

拒
絶

恥

紺

駈
”

柑
)

も

あ

る
｡

本
来
の

自

治

事
務
に

つ

い

て

も

財
政

的

自
主

性
が

保

障
さ

れ

る

必

要
が

あ

り
､

西
独

基

本

法
の

改
正
に

よ

り
､

物
件
税
の

収
入

が

市

町

村
に

帰
属
し

､

所
得
税
と

法
人

税
に

つ

い

て

も
､

州
へ

の

配

分

額
の

う
ち

州
の

立

法
で

定

め

ら
れ

る

百

分

率
が

､

全

体
と

し

て

の

市
町

村
お

よ

び

上

級

自
治

体
に

与

え

ら
れ

る

こ

と

に

な
っ

た
(

い

哲
｡

州
憲
法
で

は
､

自
治

体

が

固
有
の

税
目
を

起
し

､

租
税
収
入

を

超
過

す
る

財
政

需
要
に

は
､

州
の

財
政

能
力
の

範
囲
内
で

広
域

一

.⊥

的
な

財
政

調

整
を

す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

自
治

体
の

事
務
処
理
に

朗



一 橋 論叢 第五 十 八 巻 第 三 号 ( 40 )

要
す
る

資
金

を

得
る

こ

と

を

保
障
し

て

い

る
(

指
蛸

預
轄
郎
辞

(

1 9
)

指

咋
穿

t
･

)

｡

ソ

ビ

エ

ト

地

区

と

異
な

り
､

市

町

村
に

自
主

財
激

を

で

き
る

か

ぎ

り

与

え
､

こ

れ

が

不

足
す

る

と

き
は

､

客

観
的
配

分
に

よ

る

財
政

調
盤
に

よ

る

の

で

あ

る

が
､

財
政
の

自
主

性
を

保

障
す
る

こ

と

は
､

市
町

村
の

財
政

能
力
の

大

小
に

よ

っ

て

異
な

る

か

ら
､

充

分

な

解

決
は

困

難
で

あ

る
｡

わ

が

憲
法
で

は
､

こ

れ

に

関

す

る

規
定
が

な
い

｡

府

県

税
は

全

国

平

均
で

府
県

歳
入
の

約
三

〇
･

六
%

で

あ

る

の

に

対

し
､

国
庫

補

助

負

担

金
･

地

方

交

付

税
･

地

方

譲
与

税
は

歳
入

総
額
の

四

八
･

九

%

を

し

め

て

お

り
､

自
主

財
蘇
が

国
か

ら

交

付
さ

れ

る

依
存
財
坂
よ

り

多
く

な
ら

な

け

れ

ば
､

行

政
の

民
主

化
を

期
待
で

き

な

い
｡

地

方

公

共

凹
体

相

互

の

財
政

力
の

椅
差

是
正

の

た

め

の

財
政

調

整
は

､

昭

和
一

五

年
の

配
付

税
制

度
､

二

五

年
の

地

方

財
政

平

衡
交
付

金

制

度
を

経
て

､

二

九

年
の

交
付

税
制

度
に

至
っ

て

い

る

が
､

最
近
の

地

域
開

発
と

相
ま
っ

て

交

付

税
に

つ

い

て

も
､

弱
小

団
体
に

対

し
て

傾
斜

配
分

(

2 0
)

を

強
め

る

必

要
が

あ

る
｡

後
述
の

よ

う
に

現

行
の

地

方

自
治

法

は

国
の

自

治

監

督
を

極
度
に

制

限

し

て

い

る

が
､

財
政
的

自
主

性
が

確
立
さ

れ

な
い

か

ぎ

り
､

地

方

公

共

団

体
の

中

央
依
存
度
は

大

き

く
､

こ

れ

に

つ

い

て

憲
法
上

､

制
度
的

保
障
を

明

確
に

す
る

こ

と

が

望
ま

し

い
｡

帥

地

方

的
事
務
す
な

わ

ち

自
治

事
務
と

､

委
任

事
務
の

区

別

比

は
､

例
え

ば

公

水
･

瓦

斯
の

管
理

は

地

方

的
事
務
で

あ
っ

た

が
､

経
済

活

動
の

地

域
的

集
中
に

よ

り

委
任

事
務
と

考
え

ら

れ

る

よ

う

に
､

流
動
的
で

あ

る
｡

け

れ

ど

も

地

方

自

治
は

､

地

方

公

共

団

体

固
有
の

組
織
に

つ

い

て

人

的
お

よ

び

物
的

要
素
の

責
任

を

も
つ

こ

と
の

ほ

か
､

主

と

し

て

財
産
と

施
設
の

管
理
(

幹
臣
諾
⊇

1

-

告
白

ロ

g
)

で

あ
っ

て
､

統

治

権
を

国

家
に

統
合
し

た

近

代

的
国
家
に

あ
っ

て

(

2 1
)

は
､

高
権
的
支

配
は

国
の

事
務
と

解

さ

れ

る
｡

ま
た

一

九
二

〇

年

プ

ロ

イ

セ

ン

憲
法

(

雛
二

)

の

定

め
る

よ

う
に

､

自
治
体
が

そ

の

機
関

に

よ

り

法

律
に

し

た

が

っ

て

管
理

す
る

事
務
に

は
､

随
意
に

行
な
■

ぅ
と

法

律
上

の

義
務
と

し
て

行
な

う
と

を

問
わ

ず
､

自
治

体
が

独

立
に

決
定

し

執
行

す
る

自

治

事
務
と

､

国
の

事
務
を

委
任
を

受
け

て
､

国
の

執
行

機

関
と

し
て

処
理

す
る

委
任

事
務
と

が

区

別

さ

れ

る
｡

自
治

事

務
の

う
ち

自
治

体
が

義
務
と

し

て

管
理

す

る

必

要
事

務
は

､

法

規
の

根
拠
を

要
す
る

こ

と

で

委
任

事

務
と

共

通
で

あ

る

が
､

必

要
的

自
治

事
務
は

意
思

決

定
と

執
行

が

い

ず
れ

も

自

治

行

政
に

属
す
る

の

に

反

し

て
､

委
任
事
務
に

つ

い

て

は
､

自
治
体

が

(

2 2
)

そ

の

執
行
の

み

を

担
当

す
る

｡

計
治

事
務
と

委
任

事
務
と

を

区

別
す
る

こ

と

は
､

国
の

自
治

監

督
に

お

い

て

重

要
な

意
味
が

あ

る
｡

州

憲
法
に

は
､

自
治

事

務
の



( 4 1 ) 地 方自治 の 本 旨

監

督
が

自

治

体
の

法
的

義
務
の

履
行

と

そ

の

法

規
の

遵
守
に

関
す

る

も

の

に

限

ら

れ

る

の

に

対
し

て
､

委
任

事
務
に

あ
っ

て

は
､

こ

の

種
の

監

督
の

は

か

国
の

上

級

庁
の

訓

令
(

弓
e

ぎ
ト

n

笥
ロ
)

に

拘

束
さ

れ

る
､

と

規
定

す

る

も

の

が

あ

る
(

詣
打

紳

措
㌧

恥

鞘
小
帥

群
…

報

緒
〕

｡

た

だ

自
治

事

務
に

つ

い

て

も
､

認
可
の

よ

う

な

予

防
的

監

督
は

､

性
質
上

適
法
性
の

監

督
に

止
ま

ら
ず

､

ま

た

名

称

変
更

･

境
界
変
更

･

解

散
･

合

併
な

ど

に

関
す
る

監

督
庁
の

決
定

も
､

単
純
な

法

律
の

執
行
で

は

な
い

｡

こ

れ

ら
の

監

督
は

州
の

地

方

自
治

法
に

規
定
さ

れ

る
｡

け

れ

ど

も

事

後
の

矯
正

監

督
は

適
法

性
の

監

督
(

G
e

邑
N

日
賢
∽

好

打
芹

賢
O
n
t

邑
-

e
)

に

限
ら

れ

る

の

で

あ

っ

て
､

こ

れ

が

合

目

的
性
の

監

督
に

及
ぶ

と

す
れ

ば
､

自
治

体
の

(

2 3
)

自

己

責
任
に

よ

る

行

政
は

不

可

能
と

な
る

｡

委
任
事

務
に

関

す

る

国

の

監

督

を
､

州

の

市

町

村
制

(

G
e
･

ヨ
e

訂
計
O

a
ロ

牢
ロ

g
)

で

は
､

専
門

監

督
(

句

覧
F

巨
琵
O

F
t

)

と

い

う

(

買
器
㍑

…

絹
溺
甜

鱈
転
鴨

拒
絶
絹

旨
e

n

ヾ

ノ

ル

ト

ラ

イ

ン

･

ウ
ェ

ス

ト

フ

ァ

ー

レ

ン

市
町

村

制
で

は
､

必

要
事

務
の

委
任
が

あ

る

と

き

は
､

市
町

村
が

訓
令
に

従
っ

て

執
行
す
べ

き

も
の

と

し
､

こ

の

場
合
の

訓
令
権
の

範
囲
は

法

律
で

定

め
る

も
の

と

し

て
(

琶

訓
令
に

よ

る

専
門

監

督
を

制
限

す
る

考
え

に

対

し

て
､

こ

の

監

督

に

関
す
る

特

別
な

規
定

が

制
定
さ

れ

る

ま

で
､

従

来
の

法

規
に

よ

(

2 4
)

り

強

力
な

監
督

を

認

め

る

考
え
(

㌫
)

が

対
立

す
る

｡

こ

の

前
の

考

え

は
､

訓
令
に

よ
っ

て

執
行

す
べ

き

必

要
的

事
務
を

委
任
事
務
に

限
る

も
の

と

せ

ず
､

自

治
事
務
の

易
合

に

も

同

様
な

特
別

監

督

(

S
｡
n

賢
1

邑
川

賢
F

〇

を

認
め

る

の

で

あ

る

が
(

⊥

一
転

､

そ

れ

は

法
理

上

疑
わ

し

い
｡

委
任

事
務
は

あ

た

か

も

国

家

機

関
が

直
接
に

執
行
す

る

場
合
と

同

様
に

､

国
の

監

督
を

受
け

る

の

で

あ
っ

て
､

た

だ

機

関
委
任
事
務
の

場
合
が

本

来
の

機
関

監

督
(

○

蒜
呂
呂
f

乱

臣
t

)

で

あ

る

の

に

対
し

､

団
体

委
任

事
務
に

あ
っ

て

は
､

自
治

体
が

国
と

ほ

独

立

な

人

格
を

も
つ

結
果

､

団

体
の

監

督
(

内
か

8
e

謡
O

F
P

旨
賀
?

(

2 5
)

S

ど
F
t

)

と

し
て

の

制

約
が

加
わ

る

に

過

ぎ

な
い

｡

川

西
独

基
本

法

第
二

八

条
は

､

州
の

憲
法

的

秩
序
が

第
一

章

の

基
本

権
の

規
定
お

よ

び

本
条
第

一

項
､

第
二

項
の

規
定

に

違
反

し

な
い

こ

と

を

保
障
し

て

い

る
(

駐

Y

し

た

が

っ

て

州
の

憲
法

ま

た

ほ

法
律
が

､

地

方

公

共

団

体
に

も

通
用

さ

れ

る

平

等
の

原
則

(

紀
)

､

団
結
権

(

触
)

､

財
産
権
の

保

障
(

㌔
)

な

ど

に

違
反

す
る

と

き

は

も

ち

ろ
ん

､

地

方

自
治
に

関
す
る

制

度
的

保

障
に

反

す
る

と

き

に

も
､

規
範
統

制
そ

の

他
の

憲
法

裁
判
所
に

よ

る

矯
正

手

段
の

ほ

か
､

連
邦
に

よ

る

監

督
､

強
制
が

加

え

ら
れ

る

の

で

あ

り
､

ま
た

関
係
市

町

村
は

､

州
の

法
律
が

基
本
法

第
二

八

条
に

違
反

す
る

と

き
､

憲
法
訴
願
を

申
し

立

て

る

こ

と
が

で

き
る

｡

も

と

よ

り

制

度

湖
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的
保
障
と

裁
判
に

よ

る

権
利
保
護
の

可

能
性
と

は
､

矛

盾
す

る

概

念
と
い

え
る

が
､

連
邦
憲
迭
裁

判
所
は

一

九
五

二

年
三

月
二

〇

日

の

判
決
に

お

い

て
､

市
町

村
お

よ

び

そ

の

連
合
は

､

連
邦
も

し

く

ほ

州
の

法
律
が

基
本
法
第
二

八

条
の

規
定
に

違
反
す

る

こ

と

を

理

由
に

､

憲
法
訴

願
を

申
し

立
て

る

こ

と

を

適
法
と

し

た
(

謂
鞘

T

㌍
謂
訪

‥

詣
｡

粥

盛
苧

)

｡

そ

れ

は
､

抽
象
的

規
範
統

制
と

限

定
さ

れ

た

民

衆
訴
訟
と
の

結
合
に

よ

り
､

制

度
的
保
障
が

自

治

体
の

具

体

的
な

関

係
に

直
接
通
用
さ

れ

る

基

本
権
の

保
障
と
み

ら
れ

る

こ

と

を

意
味

す
る

｡

制

度
的
保
障
に

あ
っ

て

は
､

憲
法
の

規
定
が

簡

略
で

あ
っ

て
､

法
律
に

よ
っ

て

補
充
さ

れ

な
い

か

ぎ

り
､

権

利
の

要
件
が

そ

の

具

体
的

な

行

便
に

た

え

ら
れ

る

程
度
に

明

確
で

な
い

の

で

あ

る

が
､

制

度
に

関

す
る

憲
法
の

規
定

が

詳
密
に

な
れ

ば
､

法
律
の

制
定
を

ま

た

ず
､

実

定

法
上
の

権
利
が

成

立

す
る

こ

と

も

考
え

ら

れ

る
｡

た

だ

基

本

法
第
二

八

条
は

裁
判
所
の

審
査
の

基
準

と

し

て

必

ず
し

も

明

確
で

な

く
､

し

た

が
っ

て

権
利
の

保
障

と

解

す
る

こ

と

が

で

き
る

か

疑
わ

し
い

｡

わ

が

国
で

は

憲
法

裁
判
制

度
が

な
い

か

ら
､

自
治
法
ま
た

は

自

治

行
政
が

違
憲
ま
た

は

違
法

と

考
え

ら
れ

る

場
合

に

も
､

原

告
に

権
利
保

護
の

利
益
が

な

け

れ

ば
､

原
則
と

し

て

司

法
上
の

救

済
を

受
け
る

こ

と

が

で

き

な
い

｡

と
こ

ろ
で

憲
法

第
九
三

条
に

お

い

て

地

方

公

共

団
体
の

範
囲
が

明
ら

か

で

な

く
､

ま
た

第
九
四

条
が

包

淵

括
的

権
限

を

含
ま

な
い

結
果

､

例
え

ば
､

す
べ

て

の

種
類
の

地

方

公

共

団
体

に

つ

き
､

長
の

公
選

制
ま

た

は

条
例
制

定

権
を

廃
止

す

る

よ

う

な
､

極
端
な

立

法
を

除
け

ば
､

裁
判
所
に

違
憲
の

判
断
を

求
め

る

こ

と
は

困

難
で

あ

る
｡

け

れ

ど

も

第
九
二

条
の

地

方

自
治

の

本

旨
の

中
に

､

自

治

体
の

包

括
的
権

限
ま

た

は

委
任
事
務
に

対

す
る

自
治
事
務
の

特

色
が

含
ま
れ

る

と

解
す

る

な

ら

ば
､

立

法
が

違
憲
と

さ

れ

る

場
合
が

な
い

と

は

い

え

な
い

｡

な
お

地

方

自
治
法

に

は
､

機
関
訴
訟
お

よ

び

民

衆
訴
訟
の

規
定
が

多
く

､

裁
判
所
に

行
政
上
の

監

督
権
を

与
え

て

い

る

よ

う
に

み

え

る

が
､

客
観
的

訴

訟
は

例

外

的
に

､

司

法

権
が

行
政

権
に

介
入

す
る

易
合
で

あ
る

か

ら
､

国

民
主

権
の

原

則
ま

た

は

自
治
の

制

度
的
保

障
の

た

め

や

む

を

得
な
い

必

要
が

な

け

れ

ば
､

こ

れ

を

許
す

法

律
は

権
力

分
立

の

原

則
に

反
し

､

正

当

と
い

え

な
い

｡

(

1 9
)

く
的

ナ

内

宍

:
L

已
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ヨ
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岩
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い

り
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∞
】
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¢
･
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2 5
)

ニ

イ

デ
ル

ザ
ク

セ

ン

市
町

村

制

第
一

二

条
で

は
､

本

来
の

自

治

監

督
(

内
0

2
日
戸
口

巴

賀
巾

賢
F
t

)

は

適
法

性
の

監

督
に

止

ま

り
､

委

任

事

務
に

対

す
る

専

門
監

督

は

訓

令
に

よ

っ

て

拘
束

す
る

こ

と

を

特

色
と

す
る

が
､

い

ず
れ

も

市

町

村
の

自
主

決

定

権

(

出
n
t
の

O

E

宏
許
･

→

監
什

)

と

責
任
の

明

確

化

(

く
e

昌
口

貫
1

｡

1
t

戸
口

的

乳
岩

已
-

g

村
e

芹
)

を

侵
し

て

は

な

ら

な
い

､

と

し
て

い

る

(

く

賢

阿
仁

ユ

E
宍.

r

e

日

昌
n

-

P

P

〇
.

S
.

念
丁

芦
)

｡

現

代

は

地

方

自
治
の

原
理

と

自
治
体
の

自
律
性
が

強
調
さ

れ
､

復
古
的
で

あ

る
｡

第

四

権
の

よ

う
な

自
治

権
を

認

め

る

傾
向
が

あ

り
､

自
治

監

督
が

制
限
さ

れ
､

司

法
権
に

よ

り

政

府
の

介
入

が

規

制
さ

れ

る
｡

け

れ

ど

も
こ

の

よ

う
な

前
世

紀
の

政

治

情
勢
か

ら

発

展
し
た

地

方

自
治
の

確
信
と

構
成

原
理

は
､

現

代
に

お

い

て

維
持

さ

れ

る

で

あ

ろ

う
か

｡

第
一

に
､

前
世

紀
ド

イ

ツ

に

は
､

伝
統
的
な

君

主

政
の

下
に

行

政

機
構
と

官
僚
が

存
続
し
て

､

権
力

的
か

つ

中
央
集

権
的

な

国

家

行
政

を

形
成

し
た

｡

こ

れ

に

対

し
て

地

方

自

治
は

､

都
市
の

公

民

と

後
に

ほ

こ

れ

に

農
村
の

住
民

も

加

わ
っ

て
､

地

方

的

行

政

事
務

を

分

権
的
に

処
理

す
る

も
の

で
､

そ

の

結
果

､

国
の

行
政

は

市
町

村
の

段
階
か

ら

上

級
の

自
治
体
へ

と

後
退

し
､

市
町

村
に

対

し

て

は

単
な
る

自
治

監

督
を

行
な

う

に

止

ま
っ

た
｡

地

方

自
治

は

市
民

革
命
の

成

果
で

あ
っ

て
､

市
町

村
の

包

括
的
権
限

､

自
治
立

法

権

の

保

障
､

自
治

監

督
の

制

限
が

主

張
さ

れ
､

か

く
て

国

家

事
務
と

自
治
事
務
の

区

別

が

明

ら
か

と

な

り
､

事
務
の

委
任
に

法

律
の

根

拠
を

要
す
る

も
の

と

な
っ

た
｡

ワ

イ

マ

ア

ル

憲
法
の

下
で

も
､

従

来
の

行

政

機
構
と

官
僚
が

残

存
し
た

か

ら
､

国
の

行

政

と

自
治

行

政
の

対

立
は

帝

政

期
と

異
な

ら

な
い

｡

と
こ

ろ
が

一

九

四

五

年
の

崩
壊
は

､

国

家

行
政
と

官
僚
の

政

治
力
を

覆
え

し
､

州
と

市

町

村

は

同

じ

民
主

政
の

基
礎
に

よ

る

政

治

組

織
と

し

て
､

相

互
の

本

質

的
対

立
が

な

く
な
っ

た
｡

第
二

に
､

前
世

紀
の

中

小

都
市

に

お

け

る

有

産

公

民

の

階

級

は
､

平
等
な

市

民

的

利
益

と

文

化

的
教

養
に

よ
っ

て

隣
保
共

同

体

を
つ

く

り
､

地

方

的
公

共

事
務
を

固
有
の

生

活
範
囲
に

属
す

る

も

の

と

考
え

た
｡

け
れ

ど

も
一

九
三

五

年
の

統
一

市

町

村

制
に

よ

り
､

大

都
市
と

農
村
が

画
一

的
に

規
定
さ

れ
､

資
本
と

教
養
を

独

占
し

た

市
民

階

級
が

指
導
的
地

位
を

失

い
､

第

四

階

級
の

進

出

が
､

自
治
行

政
に

全

住

民
の

参
加
を

正

当

な

ら

し

め
た

｡

ま

た

商

工

業
都
市
が

急
速
に

発
達
し

､

経
済

的
､

技
術
的
か

つ

社
会
的

条

件
の

下
で

行
政

機
構
が

拡
大
さ

れ
､

職
業
的
公

務
員
が

名
誉

職
に

代
っ

た

た

め
､

自
治
体
の

統
一

は
､

住
民
の

一

体

性
に

求
め

ら

れ

ず
､

職
業
的

公

務

員
と

地

方

行
政

棟
構
に

求
め

ら
れ

る

こ

と

に

な

湖
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っ

た
｡

さ

ら

に

政

党
に

よ
っ

て
､

世

界
観
的

階
級
的

な

政

策
が

都

市
に

導
入
さ

れ

た
｡

か

く
て

自

治

行

政
は

前

世
紀
と

異
な
り

､

地

(

2 6
)

方

的
特

性
を

失
い

､

国
政
の

縮
図
に

近
づ

く
の

で

あ

る
｡

わ

が

国
の

地

方

制
度
も
こ

れ

と

ほ

ぼ

同

じ

で

あ

る

が
､

中

央
の

官
僚
が

国

家

行
政
の

地

方

移
譲
に

強
く

反
対

す
る

現

状
で

は
､

酉

ド

イ

ツ

に

此

較
し
て

一

層
制

度
的

保
障
の

必

要
を

感
じ

る

の

で

あ

が
(

J

る
｡(

2 6
)

+

諾
→

n
e

→

要
､

e

訂
J

P

P

〇
.

-

∽
.

β
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(

一

橋
大
学
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