


政
治
家
の
政
策
原
稿
は
と
か
く
総
花
的
だ
と
い
わ
れ
る
。

幅
広
い
情
報
と
大
局
的
な
視
野
で
総
合
的
な
近
未
来
像

を
描
こ
う
と
す
る
と
、
議
論
は
否
応
な
く
多
面
的
に
な

ら
ざ
る
を
得
な
い
。
論
客
揃
い
の
政
策
集
団
で
あ
る

「
近
未
来
政
治
研
究
会
」
で
は
、
特
に
広
範
な
国
家
的

課
題
に
取
り
組
む
が
ゆ
え
に
そ
の
傾
向
が
強
い
。
そ
れ

ぞ
れ
が
抱
い
て
い
る
政
治
目
標
を
書
く
と
な
る
と
、
人

数
分
の
本
が
出
来
る
。
内
容
は
多
岐
に
わ
た
り
、
中
身

の
濃
い
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
い
ず
れ
別
の

機
会
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。

恒
例
の
政
策
提
言
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
す
る
に
あ
た
り
、

今
回
は
一
人
「
ひ
と
つ
だ
け
」
に
絞
り
込
も
う
、
と
い

う
こ
と
に
な
っ
た
。
普
段
、
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い

る
が
、
そ
の
実
、
ど
う
に
も
時
代
に
そ
ぐ
わ
な
い
制
度

や
考
え
方
が
社
会
に
は
あ
ふ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ

の
多
く
が
国
政
レ
ベ
ル
で
な
け
れ
ば
解
決
で
き
な
い
複

雑
な
背
景
を
抱
え
た
課
題
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
大
胆
に

切
り
込
む
政
治
家
の
「
想
い
」
を
、
わ
ず
か
な
紙
数
で

ま
と
め
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

大
胆
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
異
論
、
反
論
、
手
厳
し
い
批

判
も
あ
る
だ
ろ
う
。
甘
ん
じ
て
受
け
る
覚
悟
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
実
を
直
視
し
、
社
会
の
あ
る
べ
き
姿
を
直

言
し
、
改
革
の
方
向
と
手
法
を
示
す
こ
と
が
政
策
集
団

の
使
命
で
は
な
い
の
か
。
こ
の
政
策
集
が
、
国
民
的
論

議
の
海
に
投
げ
込
ま
れ
た
新
た
な
一
石
に
な
る
こ
と
を

期
待
し
て
、
上
梓
す
る
次
第
で
あ
る
。

は
じ
め
に

近
未
来
政
治
研
究
会

政
策
委
員
長

渡
海　

紀
三
朗



「
私
の
改
革
シ
ナ
リ
オ
」 

道
州
制
の
導
入
こ
そ
が
自
立
と
安
定
に
つ
な
が
る 

 
●
中
央
と
地
方
の
問
題 

 

小
泉
首
相
の
口
グ
セ
は
「
民
間
に
ま
か
せ
ら
れ
る
も
の
は
民
間
に
、
地
方
に

ま
か
せ
ら
れ
る
も
の
は
地
方
に
」
で
あ
る
。
私
も
そ
の
通
り
だ
と
思
う
。
し
か

し
、
道
路
公
団
、
郵
政
の
民
営
化
は
な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な
い
。
道
路
も
郵

政
も
、
民
間
に
ま
か
せ
ら
れ
な
い
部
分
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
採
算
が

取
れ
る
地
域
と
と
れ
な
い
地
域
が
あ
る
か
ら
だ
。
採
算
が
と
れ
る
地
域
だ
け
を

民
営
化
し
て
、
と
れ
な
い
部
分
を
公
共
で
や
る
と
言
え
ば
そ
れ
で
す
む
か
も
し

れ
な
い
が
、
そ
れ
は
真
の
意
味
の
民
営
化
で
は
な
い
し
、
問
題
先
送
り
で
し
か

な
い
。
採
算
が
と
れ
る
地
域
と
と
れ
な
い
地
域
―
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
中
央
と
地

方
、
都
市
部
と
農
村
部
の
格
差
、
そ
れ
が
今
国
内
最
大
の
課
題
で
あ
る
。 

 

景
気
の
回
復
、
民
営
化
、
教
育
、
道
路
網
の
整
備
、
全
て
は
中
央
と
地
方
の

問
題
に
行
き
つ
く
。
そ
こ
で
、
中
央
と
地
方
の
問
題
を
あ
る
程
度
解
決
で
き
れ

ば
、
多
く
の
課
題
に
解
決
の
目
鼻
が
つ
く
こ
と
に
な
る
。 

 

中
央
と
地
方
に
ま
た
が
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
解
決
す
る
考
え
方
は
「
そ
の

多
く
を
中
央
に
し
て
し
ま
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
「
自
立
」
の
精

神
を
そ
れ
ぞ
れ
で
持
つ
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
の
国
の
枠
組
み
と
し
て

は
道
州
制
の
導
入
が
も
っ
と
も
適
し
て
い
る
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
道
州
と
い
う

各
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
は
新
た
な
中
央
と
地
方
の
問
題
が
出
て
く
る
が
、
少
な

く
と
も
今
現
在
の
中
央
と
地
方
の
課
題
解
決
よ
り
は
緩
和
さ
れ
る
だ
ろ
う
。 

    



●
ま
ず
人
材
か
ら
入
る
こ
と 

 
道
州
制
導
入
に
当
た
っ
て
大
切
な
こ
と
は
道
州
と
い
う
ブ
ロ
ッ
ク
、
そ
れ
に

伴
う
行
政
組
織
と
い
う
、
組
織
、
形
態
か
ら
入
る
の
で
は
な
く
、
人
材
か
ら
入

ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
や
地
域
、
企
業
は
人
で
動
く
。

人
一
人
の
働
き
で
成
功
も
す
れ
ば
失
敗
も
す
る
。 

 

現
在
中
央
の
各
省
庁
に
は
最
優
秀
な
官
僚
が
数
多
く
い
る
。
彼
ら
の
う
ち
数

割
を
道
州
に
移
す
作
業
か
ら
始
め
な
く
て
は
い
け
な
い
。
出
身
地
に
帰
る
も
の
、

行
き
た
い
と
思
っ
て
い
た
地
域
へ
あ
こ
が
れ
を
持
っ
て
移
る
も
の
、
妻
や
家
庭

の
事
情
で
選
ぶ
も
の
、
そ
れ
ぞ
れ
が
優
秀
な
頭
脳
を
持
っ
て
移
り
住
み
、
そ
の

地
へ
愛
着
心
を
持
っ
て
も
ら
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
。
愛
州
、
愛
道
精
神
が
ま

ず
大
切
で
あ
る
。
九
州
な
ら
九
州
の
良
さ
に
い
か
に
ほ
れ
込
む
の
か
、
が
優
秀

な
頭
脳
を
覚
醒
さ
せ
る
決
め
手
と
な
る
の
だ
。 

 

同
じ
よ
う
に
国
会
議
員
も
定
数
を
大
幅
に
削
減
し
、
地
方
の
議
員
、
州
議
会

議
員
や
首
長
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
国
会
の
方
は
衆
議
院
と
参
議
院
が

対
等
合
併
し
て
一
院
制
に
。
も
ち
ろ
ん
道
州
政
府
も
一
院
で
あ
る
。
議
員
は
そ

の
肩
書
き
に
さ
え
こ
だ
わ
ら
な
け
れ
ば
最
終
的
に
は
選
挙
で
決
ま
る
の
で
、
政

党
内
で
は
多
少
も
め
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
落
ち
着
く
べ
き
所
に
落
ち
着
く
。 

 

●
権
限
移
譲
は
段
階
的
に 

 
 

そ
し
て
最
も
大
切
な
こ
と
の
ひ
と
つ
が
権
限
の
移
譲
で
あ
る
。
何
を
ど
の
く

ら
い
中
央
か
ら
地
方
へ
移
譲
す
る
か
、
そ
の
決
め
方
も
含
め
大
事
な
問
題
で
あ

る
。
現
在
の
よ
う
に
中
央
官
庁
の
権
限
が
強
い
中
で
地
方
へ
の
権
限
移
譲
が
ど

の
く
ら
い
思
い
切
っ
て
行
わ
れ
る
か
難
し
い
。
特
に
中
央
官
庁
官
僚
の
地
方
へ

の
不
信
感
は
根
強
い
か
ら
だ
。
あ
る
程
度
、
段
階
を
追
っ
て
、
地
方
政
府
が
自

ら
の
信
頼
を
固
め
な
が
ら
移
譲
を
〝
勝
ち
と
っ
て
行
く
〟
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
勝



ち
と
る
」
戦
い
の
中
に
自
治
の
芽
ば
え
が
あ
る
。 

 
大
ま
か
に
は
外
交
、
防
衛
は
当
然
な
が
ら
国
の
仕
事
と
な
る
。
教
育
に
お
い

て
は
教
育
基
本
法
を
軸
と
す
る
理
念
を
し
っ
か
り
守
っ
て
も
ら
え
ば
、
あ
と
は

各
道
州
で
の
裁
量
を
多
く
し
て
い
い
。
例
え
ば
義
務
養
育
の
九
年
制
は
守
る
が
、

そ
の
中
で
六
・
三
制
だ
ろ
う
と
、
三
・
三
・
三
制
だ
ろ
う
と
五
・
四
制
だ
ろ
う

と
構
わ
な
い
。
ま
た
郷
土
教
育
、
地
域
教
育
（
例
え
ば
以
前
の
薩
摩
の
郷
中
教

育
）
な
ど
に
今
よ
り
重
き
を
置
い
て
い
い
。 

 

年
金
、
医
療
の
問
題
は
少
し
難
し
い
。
医
療
費
の
自
己
負
担
率
や
診
療
報
酬

な
ど
は
全
国
一
律
が
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
医
療
分
野
で
は
北
海
道
か
ら
九

州
・
沖
縄
ま
で
気
候
風
土
が
違
い
、
疾
病
の
傾
向
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
も
っ

と
医
療
体
系
や
、
国
公
立
病
院
の
配
置
、
在
り
方
が
多
様
で
も
い
い
。 

 

道
路
、
港
湾
な
ど
国
土
交
通
関
係
は
、
全
国
の
交
通
網
の
在
り
方
や
国
際
空

港
及
び
そ
の
ア
ク
セ
ス
な
ど
は
国
の
分
野
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
交
通
網
は

道
州
に
移
譲
す
べ
き
で
あ
る
。
特
に
北
海
道
、
本
州
、
四
国
、
九
州
・
沖
縄
の

道
路
網
は
四
島
の
意
思
が
重
要
で
あ
る
。 

 

農
林
水
産
に
お
い
て
は
安
心
と
安
全
な
食
料
の
確
保
、
地
産
地
消
、
自
給
率

の
向
上
を
進
め
る
上
か
ら
も
よ
り
ブ
ロ
ッ
ク
内
に
政
策
の
中
心
を
移
さ
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
米
、
野
菜
、
畜
産
物
、
木
材
、
林
産
物
、
水
産
物

な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
生
産
物
で
よ
り
付
加
価
値
を
高
め
ブ
ロ
ッ
ク
外
や
国
外
に
売

り
出
す
こ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ブ
ロ
ッ
ク
が
努
力
し
産
地
間
競
争
を
進
め
る
こ
と

で
あ
る
の
で
大
い
に
や
っ
て
も
ら
う
。 

治
安
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
警
察
か
ら
道
州
警
察
に
変
わ
る
こ
と
に
な
る
。

交
通
違
反
を
は
じ
め
、
違
反
の
基
準
も
各
道
州
に
よ
っ
て
多
少
変
わ
る
こ
と
に

な
る
。
た
だ
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
州
の
完
全
な
独
立
性
は
な
い
た
め
、
隣
の
州

に
逃
げ
込
め
ば
犯
罪
が
免
れ
る
と
言
う
こ
と
ま
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
日
本
の

道
州
制
は
、
日
本
と
し
て
の
秩
序
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
守
っ
た
う
え
の

こ
と
で
あ
る
。 



 
議
会
は
、
国
会
、
州
議
会
と
市
議
会
の
三
層
立
て
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
定

数
に
つ
い
て
は
国
会
議
員
を
一
院
制
化
し
大
幅
に
減
ら
す
分
と
市
町
村
議
員
が

合
併
そ
の
他
で
減
る
分
、
州
議
会
が
出
来
て
も
、
議
員
総
数
で
は
大
幅
に
減
少

す
る
。
選
挙
制
度
は
国
会
議
員
、
道
州
議
員
、
と
も
に
中
選
挙
区
が
よ
い
。
ま

た
市
町
村
議
員
は
大
選
挙
区
と
な
る
。
選
挙
区
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
に
新
た

に
作
る
事
に
な
る
。 

州
政
府
の
職
員
は
、
最
初
に
述
べ
た
と
お
り
、
国
か
ら
の
職
員
、
県
、
市
町

村
の
職
員
の
混
合
チ
ー
ム
と
な
る
。
そ
の
地
域
の
振
興
に
か
け
る
熱
意
、
能
力
、

先
見
性
な
ど
で
入
念
な
選
抜
試
験
を
実
施
し
、
少
数
精
鋭
で
行
政
を
行
わ
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ま
で
の
県
庁
は
道
州
政
府
の
出
先
と
な
り
、
調
整
機
関

と
も
な
る
。
同
時
に
出
来
得
る
限
り
一
般
の
方
々
に
開
放
し
、
各
種
団
体
事
務

局
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
事
務
室
な
ど
と
し
て
活
用
す
べ
き
で
あ
る
。 

州
知
事
を
ど
う
い
う
方
法
で
選
ぶ
か
。
国
の
総
理
大
臣
が
議
院
内
閣
制
で
あ

る
た
め
、
州
政
府
も
そ
れ
に
習
う
べ
き
か
、
ま
た
州
知
事
公
選
制
に
す
べ
き
か

迷
う
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
州
の
権
限
が
強
く
な
る
だ
け
に
国
と
の
整
合
性
は
欠

か
せ
な
い
と
こ
ろ
だ
。 

税
源
、
財
源
の
移
譲
に
つ
い
て
は
、
移
譲
と
い
う
よ
り
、
国
税
、
州
税
、
市

町
村
税
を
も
う
一
度
白
紙
に
戻
し
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。
国
の
役
割
は
限
定
さ

れ
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
国
家
財
政
は
必
要
な
い
。
国
家
予
算
の
規
模
、

州
予
算
の
規
模
を
計
算
し
、
も
う
一
度
税
制
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
自

主
財
源
を
各
道
州
が
ど
れ
だ
け
確
保
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
努
力

が
必
要
だ
。
財
政
の
豊
か
さ
に
多
少
の
バ
ラ
ツ
キ
は
出
て
来
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
今
の
地
方
交
付
税
的
な
も
の
は
残
し
、
財
政
調
整
機
能
は
あ
る
程
度
国
が

果
た
す
べ
き
で
あ
る
。 

  



●
日
本
独
自
の
シ
ス
テ
ム
確
立
を 

 
天
皇
を
象
徴
と
す
る
我
が
日
本
は
、
そ
の
国
の
成
り
立
ち
か
ら
時
代
が
ど
う

変
わ
ろ
う
と
も
強
力
な
中
央
集
権
体
制
を
国
家
の
存
立
基
盤
と
し
て
来
た
。
国

家
の
歴
史
や
シ
ス
テ
ム
は
地
方
に
国
王
が
割
拠
し
た
欧
州
や
、
歴
史
的
に
浅
く
、

連
邦
制
を
採
り
入
れ
た
ア
メ
リ
カ
と
は
決
定
的
に
違
う
。
ま
た
異
民
族
と
の
攻

防
に
よ
り
時
の
政
権
が
交
代
し
て
い
た
中
国
の
中
央
集
権
体
制
と
も
ま
た
違
う
。

日
本
独
特
の
政
治
体
制
を
つ
み
重
ね
、
つ
く
り
あ
げ
て
き
た
。 

そ
れ
は
日
本
国
あ
る
い
は
日
本
国
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
育
て
、
歴

史
の
節
目
に
は
国
家
、
国
民
が
結
束
し
、
未
来
志
向
で
前
進
す
る
良
き
国
民
性

と
な
っ
た
。
大
和
朝
廷
の
誕
生
、
江
戸
幕
府
、
明
治
維
新
、
そ
し
て
第
二
次
大

戦
後
の
復
興
。 

し
か
し
一
方
で
、
国
民
の
間
に
も
た
れ
合
い
、
政
治
、
役
所
頼
み
、
諸
外
国

に
対
し
て
の
あ
ま
り
に
も
警
戒
心
の
な
さ
な
ど
を
生
み
出
し
、
フ
ァ
ジ
ー
な
国

に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
は
今
の
若
者
も
含
め
、
老
若
男
女
、
各
種
自
治
体
、

団
体
に
言
え
る
こ
と
だ
。
も
し
、
か
ろ
う
じ
て
、
国
益
や
自
律
の
精
神
を
考
え
、

保
ち
な
が
ら
、
世
界
中
で
、
そ
れ
ら
を
表
面
に
出
さ
ず
、
日
本
の
た
め
に
働
い

て
い
る
も
の
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
日
本
企
業
で
あ
り
サ
ッ
カ

ー
、
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
の
選
手
た
ち
く
ら
い
で
あ
る
。 

少
子
高
齢
化
が
進
む
日
本
。
税
収
は
減
少
し
、
歳
出
は
増
加
傾
向
で
あ
る
。

中
央
と
地
方
の
格
差
も
拡
大
し
つ
つ
あ
る
。
規
制
緩
和
や
民
営
化
の
波
も
手
伝

い
企
業
や
そ
の
他
の
団
体
な
ど
で
も
一
人
勝
ち
現
象
が
見
ら
れ
る
。
社
会
全
体

が
い
び
つ
な
、
そ
し
て
あ
わ
た
だ
し
い
時
代
に
な
っ
て
い
る
。 

そ
ん
な
中
で
の
今
後
の
暮
ら
し
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
安
心
と
安
全
、
そ
し
て

安
定
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
よ
り
き
め
細
か
な
サ
ー
ビ
ス
と
検
証
が
欠
か
せ
な

い
。
そ
の
た
め
に
政
治
、
行
政
の
一
極
集
中
は
既
に
限
界
に
達
し
た
。 

そ
し
て
も
う
一
つ
大
切
な
キ
ー
ワ
ー
ド
が
あ
る
。「
自
立
」
で
あ
る
。
人
と
し



て
の
「
自
立
」
、
地
域
と
し
て
の
「
自
立
」、
そ
し
て
「
国
と
し
て
の
自
立
」
。「
自

立
」
な
く
し
て
主
張
は
な
い
。
「
自
立
」
な
く
し
て
真
の
豊
か
さ
は
な
い
。
「
自

立
」
な
く
し
て
外
交
も
な
い
、
と
言
う
の
が
私
の
考
え
方
で
あ
る
。 

 

自
分
た
ち
の
地
域
は
自
分
た
ち
で
つ
く
り
あ
げ
る
。
今
の
政
治
、
財
政
状
況

の
中
で
、
自
立
を
促
す
た
め
の
日
本
の
形
態
は
日
本
人
の
智
恵
に
よ
っ
て
造
り

だ
さ
れ
る
日
本
型
道
州
制
で
あ
る
と
確
信
す
る
。 



道州制及び連邦制 
 

 

道州制 
 

現在の日本の行政機構の延長上に位置し、国（中央政府）－州（中間 
自治体）－市町村（基礎的自治体）により構成される。よって、道州 
制は、あくまでも単一主権国家の中の広域的な地方自治体という位置 
付けである。 

連邦制 
ドイツやアメリカのように高度な自治権を持った独立国家の性格を 
有する「州」が集まった国家である 
※ 単一主権国家である我が国において、連邦制を導入するには、憲

法改正の議論に発展する可能性が大きい。 
 
諸外国の地方自治制度 

 イギリス フランス 
政体 単一国家 （年次） 単一国家 （年次） 

人口 ５６,３５２千人 （’９１） ５６,６３４千人 （’９０） 

地方自治制

度の概要 
 
スコットランド、ウェールズ、北ア

イルランドにおいては独立した議

会、行政で事実上の州を構成。それ

ぞれ権限は異なる。 
 
＜大都市圏＞ 
・市による一層制 
 
 

 
州、県、市町村による三層制（フランス

の州は連邦制の州とは異なる。） 
 
・規模の小さい市町村が多いため、広域

行政組織が発達している。 
参考：１９９６年現在の自治体数（本土） 

市 ３５,５５８ 
県    ９６ 
州    ２２ 

 ドイツ アメリカ 
政体 連邦制 （年次） 連邦制 （年次） 
人口 ８２,０７１人 （’９７） ２４８,７１０人 （’９０） 
地方自治制

度の概要 
１６の州で構成する連邦制国家 ５０の州と州に属さない地域（ワシント

ン D.C.など）で構成する連邦制国家。 

 


