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日
本
の
地
方
自
治
の
法
的
仕
組
み

岡

弘

田

は
じ
め
に

(
1
)
 

わ
が
国
の
憲
法
や
法
令
に
お
い
て
、
「
地
方
自
治
」
が
ど
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
概
観
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
ド
ゥ
ブ
イ
報
告
と
田
島
報
告
と
の
聞
の
橋
渡
し
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
方
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
地
方
自
治
や

本
報
告
は
、

日本の地方自治の法的仕組み

地
方
分
権
の
あ
り
ょ
う
の
特
徴
を
理
解
す
る
た
め
の
材
料
を
提
供
す
る
た
め
に
、
そ
し
て
他
方
に
お
い
て
、
現
在
わ
が
国
で
進
行
中
の
地
方

分
権
を
推
進
す
る
た
め
の
改
革
の
問
題
状
況
を
認
識
す
る
た
め
の
手
が
か
り
を
与
え
る
た
め
に
、
明
治
憲
法
以
来
の
わ
が
国
に
お
け
る
地
方

(2) 

自
治
に
関
す
る
法
的
制
度
も
し
く
は
仕
組
み
の
骨
格
を
示
す
こ
と
が
本
報
告
の
課
題
で
あ
る
。

明
治
憲
法
に
お
け
る
地
方
自
治
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シンポジウム

明
治
憲
法
と
地
方
自
治

l 明
治
憲
法
に
は
、
周
知
の
通
り
、
地
方
自
治
に
関
す
る
規
定
は
存
在
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
の
理
由
と
し
て
は
、
地
方
制
度
に
関
す
る

規
定
が
憲
政
不
可
欠
の
内
容
事
項
と
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
町
村
制
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
府
県
制
に
つ
い
て
は
政
府
部
内
に

(
3
)
 

意
見
の
不
一
致
が
存
在
し
た
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
が
国
の
「
近
代
的
地
方
自
治
制
度
」
が
こ
の
明
治
憲
法

の
制
定
前
後
に
整
備
さ
れ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
市
制
町
村
制
お
よ
び
府
県
制
の
制
定
で
あ
る
。

2 

明
治
憲
法
下
に
お
け
る
地
方
制
度
の
確
立

川
市
制
町
村
制
(
一
八
八
八
(
明
治
一
一
一
)
年
)

(4) 

こ
れ
に
よ
り
、
市
お
よ
び
町
村
は
基
礎
的
地
方
団
体
と
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
に
選
挙
(
制
限
等
級
選
挙
)
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
議
員

で
組
織
さ
れ
る
議
決
機
関
と
し
て
の
市
町
村
会
が
設
置
さ
れ
た
。
市
町
村
会
は
、
市
町
村
に
関
す
る
一
切
の
事
件
、
お
よ
び
従
来
特
に
委
任

さ
れ
ま
た
は
将
来
法
律
勅
令
に
よ
っ
て
委
任
さ
れ
る
事
件
を
議
決
す
る
権
限
を
有
す
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
執
行
機
関
と
し
て
は
、
町
村

に
、
町
村
会
が
選
挙
す
る
町
村
長
が
置
か
れ
、
市
に
は
、
市
長
を
含
む
合
議
制
の
参
4
事
会
が
設
け
ら
れ
た
。
な
お
、
市
長
は
市
会
の
推
薦
す

る
三
名
の
候
補
者
の
中
か
ら
内
務
大
臣
が
選
任
す
る
と
さ
れ
た
。
市
町
村
の
行
政
に
対
す
る
国
の
監
督
は
多
段
階
的
に
行
わ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
市
の
場
合
は
、
第
一
次
的
に
は
府
県
知
事
が
、
第
二
次
的
に
は
内
務
大
臣
が
そ
れ
ぞ
れ
監
督
を
行
う
。
こ
れ
に
対
し
て
町
村
の
場
合
は
、

三
段
階
の
監
督
が
行
わ
れ
る
と
さ
れ
た
。
第
一
次
的
な
監
督
と
し
て
郡
長
(
官
選
)
の
そ
れ
が
加
わ
る
の
で
あ
る
。
以
上
が
、
明
治
憲
法
の

発
布
に
先
立
っ
て
制
定
さ
れ
た
市
制
町
村
制
の
概
要
で
あ
る
。
自
治
的
要
素
が
、

(
5
)
 

で
は
、
次
に
府
県
制
を
概
観
す
る
こ
と
と
す
る
。

凶
府
県
制
(
一
八
九

O
(明
治
二
一
二
)
年
)

一
定
程
度
で
は
あ
る
が
、
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
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府
県
は
、
も
と
も
と
国
の
行
政
官
庁
で
あ
る
府
県
知
事
(
官
選
)
が
所
管
す
る
国
の
行
政
区
画
で
あ
り
、
そ
れ
が
同
時
に
地
方
公
共
団
体

の
区
域
と
さ
れ
た
。
府
県
会
議
員
は
複
選
制
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
。
ま
た
、
府
県
の
執
行
部
は
、
官
選
の
府
県
知
事
以
下
官
吏
も
し
く
は
吏

員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
が
、
そ
の
本
来
の
機
能
は
国
の
地
方
行
政
区
画
た
る
府
県
を
対
象
と
す
る
国
の
機
関
で
あ
る
こ
と
に
存
し
た
。
な

お
、
府
県
の
行
政
を
監
督
す
る
の
は
内
務
大
臣
で
あ
る
。
市
制
町
村
制
と
比
べ
た
場
合
、
府
県
制
に
お
け
る
地
方
自
治
的
要
素
は
格
段
に
薄

(
6
)
 

め
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
「
名
ば
か
り
の
自
治
団
体
」
と
評
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

3 

そ
の
後
の
推
移

山
自
治
的
要
素
の
拡
充

a
市
制
町
村
制
の
推
移

主
な
改
正
点
は
、
市
の
執
行
機
関
が
、
参
事
会
か
ら
、
市
会
が
選
挙
す
る
独
任
制
の
市
長
に
改
め

ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
市
町
村
の
法
人
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
を
合
わ
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
自
治
的
要
素
が
よ
り
高
め
ら
れ
た
改
正
と

い
え
よ
う
。
地
方
制
度
の
改
革
を
め
ぐ
る
動
き
は
、
し
ば
ら
く
は
こ
の
方
向
で
、
す
な
わ
ち
自
治
的
要
素
が
強
め
ら
れ
る
方
向
で
推
移
す
る
。

① 

九

(
明
治
四
四
)
年
改
正

日本の地方自治の法的仕組み

②
一
九
一
一
一

二
等
級
制
に
改
め
ら
れ
た
。

③
一
九
二
六
(
大
正
一
五
)
年
改
正

(
大
正
一

O
)
年
改
正

市
町
村
公
民
の
資
格
要
件
が
緩
和
さ
れ
る
と
と
も
に
、
市
会
議
員
の
選
挙
制
度
が
三
等
級
制
か
ら

北法48(6・171)1477 

こ
の
改
正
に
よ
り
、
地
方
議
会
議
員
の
選
挙
に
も
普
通
選
挙
が
導
入
さ
れ
、
ま
た
自
治
権
も
拡
張

さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
男
子
普
通
選
挙
制
が
実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
等
級
選
挙
制
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
内

務
大
臣
や
府
県
知
事
の
関
与
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
市
町
村
長
の
市
町
村
会
に
よ
る
自
主
的
選
任
が
確
保
さ
れ
た
。
ま
た
、
市
町

村
に
対
す
る
国
の
監
督
権
が
緩
和
さ
れ
、
各
種
の
許
認
可
事
項
が
整
理
さ
れ
た
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。



シンポジウム

④
一
九
二
九
(
昭
和
四
)
年
改
正
議
会
と
執
行
機
関
の
権
限
を
拡
充
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

(7) 

正
は
、
「
旧
地
方
自
治
制
度
史
上
の
ピ

1
ク
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。
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よ
り
一
層
自
治
権
を
強
化
し
た
。
こ
の
改

b
府
県
制
の
推
移

①
一
八
九
九
(
明
治
三
二
)
年
改
正
主
な
改
正
点
は
、
府
県
会
議
員
の
選
出
方
法
が
直
接
選
挙
制
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る
が
、
そ

の
ほ
か
に
府
県
の
法
人
性
や
府
県
知
事
の
役
割
が
明
確
に
さ
れ
た
こ
と
も
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
一
九
一
四
(
大
正
一
一
一
)
年
改
正
一
九
一
一
年
の
市
制
町
村
制
の
全
文
改
正
の
趣
旨
に
合
わ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
こ
の
改
正
に
よ

っ
て
府
県
の
財
務
そ
の
他
の
事
項
に
関
す
る
主
務
大
臣
の
監
督
が
緩
和
さ
れ
た
。

③
一
九
二
二
(
大
正
一
一
)
年
お
よ
び
一
九
二
六
(
大
正
一
五
)
年
の
改
正
前
者
の
改
正
に
よ
っ
て
、
府
県
会
議
員
の
選
挙
権
と
被
選

挙
権
が
拡
大
さ
れ
た
が
、
後
者
の
改
正
は
そ
の
流
れ
を
決
定
的
な
も
の
に
し
た
。
つ
ま
り
、
府
県
会
議
員
の
選
挙
に
も
男
子
普
通
選
挙
制
が

導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

④
一
九
二
九
(
昭
和
田
)
年
の
改
正
市
町
村
に
比
べ
て
自
治
的
要
素
の
稀
薄
で
あ
っ
た
府
県
の
自
治
権
を
強
化
し
よ
う
と
し
た
も
の
で

あ
る
。
具
体
的
に
は
、
府
県
に
条
例
や
規
則
の
制
定
権
を
認
め
、
さ
ら
に
議
会
と
執
行
機
関
の
権
限
の
拡
充
が
は
か
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ

う
し
た
改
革
の
流
れ
は
、
戦
争
の
深
化
と
と
も
に
逆
向
き
へ
と
方
向
転
換
を
迫
ら
れ
て
い
っ
た
。

ω自
治
的
要
素
の
衰
退

l

一
九
四
三
(
昭
和
一
八
)
年
改
正

地
方
自
治
制
度
に
つ
い
て
の
広
範
な
改
正
が
な
さ
れ
た
が
、
と
く
に
市
町
村
長
の
選
任
方
法
の
変
更
が
注
目
さ
れ
る
。
市
長
は
市
会
の
推

薦
に
基
づ
い
て
内
務
大
臣
が
任
命
し
、
ま
た
町
村
長
は
町
村
会
の
推
薦
し
た
者
を
府
県
知
事
が
認
可
し
て
任
命
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
以
前

の
制
度
に
戻
っ
た
の
で
あ
る
。
ほ
か
に
も
、
本
改
正
に
は
、
固
ま
た
は
府
県
が
市
町
村
等
に
対
し
て
新
た
に
事
務
を
委
任
す
る
と
き
に
命
令

に
よ
っ
て
も
そ
れ
が
可
能
と
さ
れ
た
こ
と
な
ど
、
重
要
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
、
地
方
自
治
制
度
は
、
戦
時
体
制
の
確
立
に



と
も
な
っ
て
、
中
央
政
府
の
強
い
統
制
の
下
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
で
さ
え
稀
薄
で
あ
っ
た
明
治
憲
法
に
お
け
る
地

方
自
治
的
要
素
は
、
こ
の
改
正
で
止
め
を
刺
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
か
。

小
括
|
明
治
憲
法
に
お
け
る
地
方
自
治
の
二
つ
の
側
面

明
治
憲
法
に
お
け
る
地
方
自
治
に
つ
い
て
の
評
価
に
際
し
て
は
、
二
つ
の
側
面
に
分
け
て
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
す
な
わ
ち
一
つ
は
、
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
地
方
自
治
と
の
「
断
絶
性
」
の
側
面
で
あ
る
。
明
治
憲
法
に
お
け
る
地
方
自
治
は
、
中
央

集
権
的
な
地
方
支
配
の
道
具
と
し
て
の
性
格
が
強
い
、
そ
の
意
味
で
限
定
さ
れ
た
自
治
制
度
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
と
く
に
府
県
の
場
合
に

よ
り
明
確
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
結
論
先
取
り
的
に
言
え
ば
、
日
本
国
憲
法
は
、
こ
う
し
た
明
治
憲
法
に
お
け
る
「
限
定
的
な
自
治
制

度
」
を
よ
り
徹
底
し
た
も
の
と
す
る
べ
く
改
革
を
行
お
う
と
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

4 し
か
し
な
が
ら
、
も
う
一
つ
の
側
面
に
も
目
を
向
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
連
続
性
」
の
側
面
で
あ
る
。
現
在
の
地
方
自
治
制

度
に
は
明
治
以
来
の
伝
統
を
受
け
継
い
で
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
日
本
国
憲
法
に
よ
っ
て
ま
っ
た
く
の
白
紙
の
う
え
に
創
設
さ

(
8
)
 

れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
地
方
自
治
が
現
在
直
面
し
て
い
る
諸
問
題
の
原
因
の
い
く
つ
か
は
、
そ
こ
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

日本の地方自治の法的仕組み

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
、

日
本
国
憲
法
に
お
け
る
地
方
自
治
の
概
観
の
ほ
う
へ
目
を
転
ず
る
こ
と
と
し
よ
う
。

日
本
国
憲
法
に
お
け
る
地
方
自
治

日
本
国
憲
法
と
地
方
自
治

日
本
国
憲
法
は
、
「
地
方
自
治
」
に
一
章
を
当
て
、

1 

四
ヵ
条
の
原
則
的
規
定
を
置
い
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
具
体
化
す
る
も
の
と
し
て

北法48(6・173)1479
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地
方
自
治
法
が
制
定
さ
れ
、
日
本
国
憲
法
と
同
時
に
施
行
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
か
ら
導
か
れ
る
基
本
的
な
枠
組
み
な
り
制
度
の
あ

り
よ
う
に
つ
い
て
概
観
す
る
こ
と
と
す
る
。

「
地
方
自
治
の
本
旨
」

憲
法
九
二
条
は
、
「
地
方
公
共
団
体
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
は
、
地
方
自
治
の
本
旨
に
基
い
て
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
」
と

規
定
し
、
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
地
方
自
治
の
基
本
的
枠
組
み
も
し
く
は
原
則
を
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
地
方
自
治
の
本
旨
」
に
つ

い
て
は
、
一
般
に
、
住
民
自
治
と
団
体
自
治
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に

理
解
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
住
民
自
治
と
は
、
「
地
域
の
住
民
が
地
域
的
な
行
政
需
要
を
自
己
の
意
思
に
基
づ
き
自
己
の
責
任
に
お
い
て

充
足
す
る
こ
と
」
を
意
味
し
、
こ
れ
に
対
し
て
団
体
自
治
と
は
、
「
固
か
ら
独
立
し
た
団
体
(
地
方
公
共
団
体
等
)
を
設
け
、
こ
の
団
体
が

(9) 

自
己
の
事
務
を
自
己
の
機
関
に
よ
り
自
己
の
責
任
に
お
い
て
処
理
す
る
こ
と
」
を
い
う
と
さ
れ
る
。
日
本
国
憲
法
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
原
則

の
具
体
化
を
通
し
て
、
明
治
憲
法
に
お
け
る
「
限
定
的
な
自
治
制
度
」
の
克
服
を
目
指
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
ず
九
三
条
で
、
地
方
公

共
団
体
の
議
会
の
設
置
と
執
行
機
関
の
直
接
公
選
制
を
定
め
、
そ
し
て
次
に
九
四
条
で
地
方
公
共
団
体
の
自
治
権
を
規
定
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
な
お
、
「
地
方
自
治
の
本
旨
」
に
つ
い
て
は
、
一
方
で
、
地
方
自
治
を
不
当
な
侵
害
か
ら
守
る
と
い
う
意
味
で
の
「
消
極
的
な
側
面
」

と
、
他
方
に
お
い
て
そ
れ
に
即
し
た
制
度
の
形
成
と
運
用
を
導
く
「
積
極
的
な
側
面
」
と
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
後
者

に
つ
い
て
は
、
現
状
を
批
判
す
る
立
脚
点
と
し
て
機
能
す
る
だ
け
で
な
く
、
お
そ
ら
く
改
革
の
到
着
点
を
指
し
示
す
光
源
と
し
て
の
役
割
を

2 
も
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
だ
け
に
、

そ
の
意
味
内
容
の
特
定
が
ま
す
ま
す
重
要
と
な
ろ
う
。

3 

地
方
公
共
団
体

北法48(6・174)1480



日
本
国
憲
法
は
、
地
方
公
共
団
体
の
具
体
的
な
種
類
に
つ
い
て
明
示
的
に
は
何
も
定
め
て
い
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
制
憲
法
と
違
う

点
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
明
確
化
は
、
法
律
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
に
、
地
方
自
治
法
は
、
「
普
通
地
方
公
共
団
体
」

と
し
て
都
道
府
県
と
市
町
村
を
、
「
特
別
地
方
公
共
団
体
」
と
し
て
特
別
区
、
地
方
公
共
団
体
の
組
合
、
財
産
区
お
よ
び
地
方
開
発
事
業
団

を
そ
れ
ぞ
れ
定
め
て
い
る
(
自
治
一
の
二
)
。
そ
こ
に
、
議
論
の
分
か
れ
る
い
く
つ
か
の
憲
法
上
の
論
点
が
存
在
し
て
い
る
。
都
道
府
県
と

市
町
村
の
二
段
階
制
は
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
特
別
区
(
東
京
都
一
一
一
一
一
区
)
、
地
方
公
共
団
体
の
組
合
(
事
務
を
共
同

で
処
理
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
る
複
合
的
な
地
方
公
共
団
体
)
、
財
産
区
(
一
定
の
財
産
を
有
し
ま
た
は
公
の
施
設
を
設
け
、
そ
の
管
理
お

よ
び
処
分
を
行
う
一
の
特
別
地
方
公
共
団
体
)
お
よ
び
地
方
開
発
事
業
団
(
普
通
地
方
公
共
団
体
が
共
同
し
て
総
合
事
業
開
発
を
実
施
す
る

た
め
、
事
業
の
実
施
を
委
託
す
べ
き
特
別
地
方
公
共
団
体
)
は
憲
法
上
の
地
方
公
共
団
体
か
、
と
い
っ
た
問
題
で
あ
る
。
行
政
単
位
の
広
域

化
が
叫
ば
れ
て
い
る
中
に
あ
っ
て
、
憲
法
上
の
地
方
公
共
団
体
は
何
か
に
つ
い
て
、
よ
り
厳
密
な
検
討
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

地
方
公
共
団
体
の
組
織

日
本
国
憲
法
は
、
地
方
公
共
団
体
に
、
住
民
が
直
接
選
出
し
た
議
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
議
決
機
関
と
し
て
の
議
会
が
設
け
ら
れ
る
こ

4 

日本の地方自治の法的仕組み

(九一二

I
)
。
な
お
、
地
方
議
会
の
議
員
は
、
衆
議
院
議
員
ま
た
は
参
議
院
議
員
、
他
の
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議

員
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
の
常
勤
の
職
員
と
の
兼
職
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
(
自
治
九
二
)
。
地
方
公
共
団
体
の
長
も
住
民
の
直
接
選
挙
に
よ

(
憲
法
九
三

H
)
。
都
道
府
県
に
は
知
事
が
、
そ
し
て
市
町
村
に
は
市
町
村
長
が
置
か
れ
る
(
自
治
一

と
を
要
請
し
て
い
る

っ
て
選
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

三
九
)
。
長
に
つ
い
て
も
兼
職
禁
止
が
定
め
ら
れ
て
い
る
(
自
治
一
四
ニ
。
複
数
の
公
職
の
間
の
兼
職
を
認
め
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
と
は
異
な

り
、
わ
が
国
で
は
極
め
て
厳
格
な
兼
職
禁
止
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
違
い
が
、
中
央
と
地
方
の
政
府
間
政
治
の
あ
り
よ
う
に
ど
の
よ
う

な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
は
、
興
味
深
い
研
究
課
題
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
地
方
自
治
法
は
、
長
と
議
会
の
関
係
の
仕
方
に
つ

北法48(6・175)1481



シンポジウム

い
わ
ゆ
る
首
長
制
(
胃
巾
巴
母
ロ

E-
品目
Z
g
)
を
基
本
的
に
採
用
し
て
い
る
が
、
し
か
し
議
院
内
閣
制
の
要
素
を
も
加
味
し
て
、
わ

が
国
独
自
の
二
元
的
代
表
制
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
(
例
え
ば
、
自
治
一
七
八
な
ど
を
参
照
)
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

こ
の
地
方
公
共
団
体
の
組
織
の
あ
り
方
に
、
現
在
の
わ
が
国
の
地
方
自
治
制
度
と
、
フ
ラ
ン
ス
そ
し
て
明
治
憲
法
の
そ
れ
と
の
大
き
な
違
い

を
見
出
す
、
」
と
が
で
き
よ
う
。

北j去48(6・176)1482

い
て
、

地
方
公
共
団
体
の
権
能

川
地
方
公
共
団
体
の
事
務

憲
法
九
四
条
は
、
「
地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
財
産
を
管
理
し
、
事
務
を
処
理
し
、
及
び
行
政
を
執
行
す
る
権
能
を
有
し
、
法
律
の
範
囲

内
で
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
、
地
方
公
共
団
体
の
権
能
を
定
め
て
い
る
。
こ
れ
を
、
つ
け
て
、
地
方
自
治
法
は
、
普
通

地
方
公
共
団
体
の
事
務
と
し
て
、
「
公
共
事
務
L

、
「
委
任
事
務
」
、
「
行
政
事
務
」
の
三
種
類
の
も
の
を
定
め
て
い
る
が
(
自
治
二

E
)
、
明
治

憲
法
下
の
そ
れ
と
比
べ
た
場
合
飛
躍
的
に
拡
充
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
地
方
公
共
団
体
の
事
務
と
さ
れ
て
き
た
事
項

に
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
地
方
自
治
の
空
洞
化
を
招
い
て
い
る
問
題
が
そ
こ
に
は
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
機
関
委
任

事
務
」
の
問
題
で
あ
る
。
機
関
委
任
事
務
と
は
、
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
機
関
に
委
任
さ
れ
た
国
の
事
務
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
自
治
事
務
と
異
な
り
、
国
の
指
揮
監
督
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
事
務
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
、
地

(
凶
)

域
社
会
の
自
立
性
が
損
な
わ
れ
、
憲
法
制
度
上
の
地
方
自
治
は
空
洞
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

凶
条
例
制
定
権

憲
法
九
四
条
は
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
法
律
の
範
囲
内
で
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
条
例
の
法
的
性
格
に
つ
い

て
は
、
最
高
裁
判
所
が
「
地
方
公
共
団
体
の
制
定
す
る
条
例
は
、
憲
法
が
特
に
民
主
主
義
政
治
組
織
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
構
成
と
し
て
保
障

5 



す
る
地
方
自
治
の
本
旨
に
基
づ
き
(
同
九
二
条
)
、
直
接
憲
法
九
四
条
に
よ
り
法
律
の
範
囲
内
に
お
い
て
制
定
す
る
権
能
を
認
め
ら
れ
た
自

治
立
法
に
外
な
ら
な
い
」
(
最
大
判
昭
和
三
七
年
五
月
三

O
日
刑
集
一
六
巻
五
号
五
七
七
頁
)
と
述
べ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
条
例
制

定
権
の
範
囲
や
限
界
を
め
ぐ
っ
て
は
、
従
来
様
々
な
こ
と
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
最
高
裁
の
考
え
方
は
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
解
答
を
見

出
す
た
め
の
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
を
提
供
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

6 

住
民
の
権
利

明
治
憲
法
に
お
け
る
地
方
自
治
の
あ
り
よ
う
と
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
そ
れ
と
を
比
較
し
た
場
合
、
最
大
の
違
い
は
、
住
民
の
権
利
の
位

置
づ
け
も
し
く
は
そ
れ
の
具
体
的
な
あ
り
方
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
ず
、
日
本
国
憲
法
は
、
地
方
公
共
団
体
の
長
お
よ
び
議
会
の
議

日本の地方自治の法的仕組み

員
の
住
民
に
よ
る
直
接
選
挙
(
九
一
一
一
)
と
地
方
自
治
特
別
法
に
対
す
る
住
民
投
票
(
九
五
)
に
つ
い
て
直
接
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
だ
け

で
も
大
き
な
変
化
で
あ
る
が
、
地
方
自
治
法
は
、
さ
ら
に
住
民
の
直
接
請
求
と
し
て
、
①
条
例
の
制
定
改
廃
の
請
求
(
七
四
|
七
四
の
四
)
、

②
監
査
の
請
求
(
七
五
)
、
③
議
会
の
解
散
請
求
(
七
六
|
七
九
)
、
④
議
員
・
長
・
役
員
の
解
職
請
求
(
八

O
l
八
八
)
に
関
わ
る
諸
権
利

を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
直
接
民
主
制
的
諸
制
度
は
、
地
方
自
治
の
本
旨
に
含
ま
れ
る
住
民
自
治
の
原
則
に
適
合
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
地
方
に
お
け
る
直
接
民
主
制
と
の
関
わ
り
で
最
近
注
目
を
集
め
て
い
る
問
題
が
、
住
民
投
票
条
例
、
つ
ま
り
条
例
に
よ
る
住
民

投
票
の
制
度
化
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
賛
否
両
論
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
要
は
、
憲
法
や
地
方
自
治
法
が
今
ま
で
定

め
て
き
た
も
の
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
ら
と
は
断
絶
し
て
い
る
も
の
な
の
か
が
判

断
の
分
か
れ
目
と
な
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
諮
問
型
で
は
あ
る
が
、
地
方
住
民
投
票
の
制
度
が
法
律
で
定
め
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
実
際
の
運
用
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

北法48(6・177)1483
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小
括
!
地
方
自
治
の
憲
法
的
保
障
の
意
義
と
限
界

(
U
)
 

日
本
国
憲
法
は
、
明
治
憲
法
と
は
違
っ
て
、
地
方
自
治
を
直
接
的
に
定
め
、
そ
れ
に
対
し
て
憲
法
的
保
障
を
与
え
て
い
る
。
そ
し
て
内
容

的
に
見
て
も
、
①
地
方
公
共
団
体
の
事
務
の
範
聞
の
拡
大
(
非
権
力
的
な
サ
ー
ビ
ス
業
務
の
ほ
か
に
、
住
民
の
権
利
や
自
由
を
規
制
す
る
権

力
的
な
取
締
権
能
)
、
②
地
方
公
共
団
体
の
権
限
の
拡
大
(
自
治
立
法
権
、
自
治
行
政
権
、
自
治
財
政
権
な
ど
の
諸
権
能
)
、
③
地
域
住
民
の

権
利
の
拡
大
(
長
や
議
員
の
直
接
選
挙
お
よ
び
直
接
請
求
等
)
な
ど
が
、
憲
法
と
そ
れ
を
受
け
て
制
定
さ
れ
た
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
る
。

か
く
し
て
、
法
的
仕
組
み
の
上
に
お
い
て
は
、
「
今
日
の
地
方
公
共
団
体
は
、
地
域
住
民
の
意
思
に
即
し
て
地
域
的
事
務
を
そ
の
責
任
と
負

(ロ)

担
に
お
い
て
総
合
的
か
つ
自
主
的
に
処
理
す
る
権
能
を
も
っ
、
『
地
方
政
府
』
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
と
な
っ
て
い
る
」
と
い
え
る
よ

う
に
思
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
法
制
上
の
あ
り
よ
う
と
実
態
と
の
聞
の
ズ
レ
が
放
置
し
て
お
け
な
い
と
こ
ろ
ま
で
き
て
い
る
、
と
い
う
の

が
現
状
で
あ
ろ
う
。

7 
お
わ
り
に

現
在
進
行
中
の
地
方
分
権
を
め
ぐ
る
改
革
の
動
き
が
最
終
的
に
ど
う
い
う
形
で
終
了
す
る
の
か
は
、
今
の
段
階
で
は
不
透
明
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
当
面
こ
の
動
き
の
成
り
行
き
を
見
守
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
次
の
よ
う
な
作
業
が
不
可
欠
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
方
で
わ
が
国
の
地
方
自
治
を
め
ぐ
る
歴
史
を
今
ま
で
以
上
に
厳
密
に
検
討
し
、
そ
こ
か
ら
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト

の
正
確
な
貸
借
対
照
表
を
描
き
出
す
の
と
同
時
に
、
他
方
で
日
本
国
憲
法
の
地
方
自
治
に
関
わ
る
諸
原
則
、
と
く
に
地
方
自
治
の
本
旨
の
規

範
的
な
意
味
内
容
を
憲
法
の
全
体
的
な
構
造
の
中
で
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
二
つ
の
作
業
の
成
果
を

突
き
合
わ
せ
て
、
そ
こ
か
ら
具
体
的
な
制
度
改
革
の
提
案
を
導
き
出
し
て
く
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
現
実
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
も
う
既
に
議

北法48(6・178)1484 



論
の
段
階
は
過
ぎ
て
決
断
の
段
階
に
入
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
決
断
を
批
判
的
な
視
点
で
的
確
に
把
握
す
る
た
め
に

も
以
上
に
指
摘
を
し
た
作
業
は
最
低
限
必
要
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

日本の地方自治の法的仕組み

注(
1
)
「
地
方
分
権
」
と
「
地
方
自
治
」
の
定
義
的
な
関
係
が
問
題
と
な
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
厳
密
な
考
察
に
踏
み
込
ま
ず
に
日
本
国
憲
法
が
採
用
し

て
い
る
「
地
方
自
治
」
を
用
い
て
議
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
因
み
に
、
原
田
尚
彦
氏
は
、
国
家
の
な
か
で
営
ま
れ
る
地
方
行
政
の
や

り
方
を
「
中
央
集
権
」
と
「
地
方
分
権
」
と
に
大
別
し
、
そ
し
て
後
者
の
「
地
方
分
権
」
の
一
つ
の
あ
り
方
と
し
て
「
地
方
自
治
」
を
位
置
づ

け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
地
方
分
権
」
と
は
「
同
家
の
権
力
の
一
部
を
地
方
に
分
与
し
、
地
方
の
住
民
に
自
主
的
に
地
方
行

政
を
処
理
さ
せ
る
方
式
」
の
こ
と
を
い
い
、
こ
れ
に
対
し
て
「
地
方
自
治
」
と
は
「
と
く
に
地
方
の
政
治
や
行
政
を
地
域
の
住
民
に
委
ね
て
住

民
の
意
思
と
責
任
で
処
理
さ
せ
る
こ
と
」
を
い
う
と
さ
れ
る
(
以
上
、
原
田
尚
彦
『
地
方
自
治
の
法
と
し
く
み
全
訂
二
版
』
学
陽
書
房
、
一
九

九
五
年
、
四
頁
)
。

(
2
)
本
稿
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
際
の
報
告
原
稿
に
若
干
の
加
筆
を
行
い
、
そ
し
て
最
低
限
の
注
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
3
)
野
中
俊
彦
ほ
か
『
憲
法
E
[新
版
]
』
(
有
斐
閣
・
一
九
九
七
年
)
三
二
五
頁
〔
中
村
陸
男
執
筆
〕
。

(
4
)
市
で
は
三
級
選
挙
制
が
、
そ
し
て
町
村
で
は
二
級
選
挙
制
が
用
い
ら
れ
た
。
な
お
、
明
治
憲
法
下
に
お
け
る
地
方
自
治
制
度
に
つ
い
て
は
、

主
と
し
て
、
地
方
自
治
百
年
史
編
集
委
員
会
編
『
地
方
自
治
百
年
史
第
一
巻
』
(
地
方
財
務
協
会
・
一
九
九
二
年
)
、
演
回
一
成
/
秋
本
敏
文
編
『
実

務
地
方
自
治
法
講
座
1
総
則
』
(
ぎ
ょ
う
せ
い
・
一
九
九

O
年
)
一
八
|
四

O
頁
〔
太
田
和
紀
執
筆
〕
を
参
照
し
た
。

(
5
)
府
県
制
と
同
時
に
郡
制
も
制
定
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
郡
制
に
つ
い
て
は
扱
わ
な
い
。

(
6
)
新
藤
宗
幸
司
地
方
分
権
を
考
え
る
』
(
日
本
放
送
出
版
協
会
・
一
九
九
六
年
)
二
人
頁
。

(
7
)
漬
回
/
秋
本
編
・
前
掲
書
三
五
頁
。

(8)
そ
の
意
味
で
、
次
の
よ
う
な
指
摘
は
興
味
深
い
。
「
旧
地
方
自
治
制
度
は
、
明
治
政
府
が
中
央
集
権
的
な
近
代
国
家
体
制
を
整
備
す
る
一
環
と

し
て
、
そ
の
基
礎
を
閉
め
る
た
め
に
創
設
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
プ
ロ
シ
ア
の
制
度
に
範
を
と
っ
た
団
体
自
治
に
重
点
を
置
く
大

陸
型
の
地
方
自
治
制
度
を
基
本
と
し
、
そ
こ
に
我
が
国
固
有
の
伝
統
的
な
制
度
を
加
味
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
中
央
政
府
に
よ
る
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統
制
が
強
く
、
官
治
的
色
彩
の
濃
い
も
の
で
あ
っ
た
。
特
に
、
市
町
村
が
地
方
自
治
体
と
し
て
の
機
能
を
比
較
的
備
え
て
い
た
の
に
対
し
、
府

県
は
、
国
の
官
更
で
あ
る
府
県
知
事
が
所
轄
す
る
国
の
行
政
区
画
と
し
て
の
性
格
が
強
調
さ
れ
、
地
方
公
共
団
体
と
し
て
の
府
県
の
機
能
は
二

次
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
(
中
略
)
し
か
し
な
が
ら
、
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
六

O
年
余
の
旧
地
方
自
治
制
度
下
に
お
い
て
各
地
方
の
実

践
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
地
方
自
治
運
営
の
技
術
は
、
議
会
に
関
す
る
規
定
や
執
行
機
関
に
関
す
る
規
定
を
は
じ
め
と
し
て
現
在
の
地
方
自

治
制
度
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
」
(
演
回
/
秋
本
編
・
前
掲
書
四

O
頁
)
。
と
こ
ろ
で
、
旧
地
方
自
治
制
度
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
の

影
響
に
つ
い
て
は
、
加
藤
一
明
「
府
県
制
の
成
立
過
程
」
法
と
政
治
三
一
巻
一
号
一
頁
以
下
を
参
照
。

(
9
)
野
中
ほ
か
・
前
掲
誓
三
二
人
頁
。

(
叩
)
新
藤
氏
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
直
接
公
選
の
首
長
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
後
日
本
の
中
央
l
自
治
体
関
係
は
、
機
関
委
任

事
務
、
補
助
金
、
必
置
規
制
を
は
じ
め
と
し
た
中
央
政
府
の
関
与
の
網
の
目
を
拡
充
し
て
き
た
。
そ
れ
が
一
方
で
の
中
央
政
府
の
『
制
度
疲
労
』

を
も
た
ら
し
、
他
方
で
地
域
社
会
の
自
立
の
気
概
を
損
な
っ
て
き
た
と
さ
れ
る
」
(
前
掲
書
一
七
頁
)
。

(
日
)
「
自
治
体
の
組
織
や
権
能
が
、
た
ん
に
法
律
で
は
な
く
憲
法
に
規
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
先
進
国
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

的
介
入
を
防
止
す
る
意
義
を
も
っ
て
い
る
」
(
新
藤
・
前
掲
書
二
九
頁
)
。

(
ロ
)
原
田
・
前
掲
書
二
五
頁
。

シンポジウム

中
央
政
府
の
恋
意

北法48(6・180)1486



Vol. XLVIlI No.6(1998) The Hokkaido Law Review 

Le Systeme Juridique de l'Autonomie Locale au Japon 

Nobuhiro OKADA * 

Pour commencer notre expose sur l'autonomie locale au Japon， nous allons 

examiner brievement les caracteristiques de l'ancien systeme sous la 

Constitution de 1889， et ensuite considerer les changements que celle de 1946 a 

apportes aux institutlOns 

I - L'AUTONOMJE LOCALE DANS LA CONSTITUTION DE 1889 

La Constitution de Meiji ne contient aucune disposition concernant le systeme 

de l'autonomie locale. Cependant， dans les annees 1880 les institutions locales 

s'etablissent. Les lois de 1888 et 1890 sur les communes， arrondissements et 

departements fondent le regime local de Meiji， fort influence par le modele 

prussien et elles consolident le fondement de I'Etat centralise 

D'apres ces lois， le Conseil municipal est elu par les habitants selon un 

systeme electoral censitaire. Les notables municipaux en occupent ainsi les 

sieges. Le Chef du village ou du bourg est elu par son Conseil; mais celui de la 

ville est nomme par le Ministre de l'Interieur sur la liste de proposition 

presentee par le Conseil de la ville. Le Prefた加et(de d 岳句parteme印ntο)et le Sousシ-Prefた加t et 

(ωd'冶arron吋d出iss討叩e引rr町I

repres巴ntantおsdetaches de I'Etat. Ainsi， les collectivites locales se trouvent sous 

le controle stricte du Prefet et du Ministre. 

Le regime local de Meiji serait donc distingue moins par une autonomie locale 

decentralisee que par une organisation bureaucratique etablie comme instrument 

du Gouvernement central pour administrer efficacement le pays tout entier 

.Professeur a la Faculte de Droit de l'Universite d巴 Hokkaido
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Cependant， vers l'epoque de Taisho (1912-1926) et meme de 1900 a 1929， la 

democratisation de l'administration locale se poursuit progressivement. Par 

exemple les lois de 1926 et de 1929 elargissent l'autonomie locale. Si l'epoque de 

Showa (depuis 1926) commence ainsi par une tendance assez liberale et 

democratique， elle va cependant s'enfoncer dans une voie militariste et 

totalitaire a cause de la guerre. Le regime local redevient alors un systeme plus 

bureaucratique et plus concentre en profondeur， conformement aux exigences de 

la politique d巴guerre.

La nouvelle Constitution de 1946 bouleverse de fond en comble l'ancien 

regime local de Meiji 

E一一L'AUTONOMIELOCALE DANS LA CONSTITUTION DE 1946 

La Constitution de 1946 consacre un chapitre concernant 1・autonomielocale 

(chapitre咽， arts. 92-95). La Loi sur l'autonomie locale est en plus mise en 

vigueur avec cette Constitution en 1947. Nous allons resumer quatre 

caracteristiq ues dεce nouveau regime local 

1) La garantie constitutionnelle d'une autonomie locale 

La Constitution actuelle garantit une autonomie locale democratiquement 

organisee. D'abord， elle proclame la garantie du <princ明 essentiel de 

l'autonomie locale> (art.92)， c'est-a-dire， de l'autonomie des organes de la 

collectivi 

gestion democratique par les habitants de la collectivite (jyumin jiti). 

Ensuite， elle etablit le syst色mede l'election au suffrage universel directe des 

Prefets et des Maires ainsi que des membres des assemblees locales (art.93). En 

outre chaque collectivite locale edicte par elle-meme ses propres reglements 

dans le cadre de la loi， s'administre et se gをre(art.94). La Loi sur l'autonomie 

locale precise de plus les pouvoirs des collectivites locales. Il est a noter qu'un 

certain nombre de services locaux sont teleguidees par le Gouvernement central. 
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Tel est le cas pour kikan inin jim¥1. Ce sont des services deleguees aux Chefs et 

aux autres organes de collectivites locales par l'Etat. Si ces services s'executent， 

les Chefs se trouvent sous le control巴 duGouvernement central. Il s'agit donc 

d'une violation des principes et regles constitutionnelles de l'autonomie locale 

2) Les structures de l'autonomie locale 

La Loi sur l'autonomie locale precise ces structures， elaborees sur deux 

echelons. T巴1est le cas pour to-do-fu-ken et shi-cho剖 n.To (Tokyo)， do 

(Hokkaido) ， fu (Osaka， Kyoto) ， ken (43 departements) sont a peu pres 

compar昌blesa des departements francais. Shi correspond a la ville， cho au 

bourg ou petite ville， son au village. Les deux echelons ne sont pas concus 

hierarchiquement et verticalement. Certes ces to-do-fu-ken englob巴nten leur sein 

les shi-cho-son_ Mais， juridiquemellt toutes les collectivites de ces deux niveaux 

sont sur un pied d'egalite， independantes les unes des autres. 

3) Les institutions de collectivites locales 

Les institutions de ces collectivites locales sont uniformement fixees par la 

Loi sur l'autonomie locale. Elles sont d'un type assez original: un regime 

essentiellement presidentiel， mais avec quelques elements du regime 

parlementaire. Un regime presidentiel， parce que le Chef executif， ainsi que les 

membres de l'assemblee， sont elus directement par les habitants de la 

collectivite locale， le mandat de Chef etant incompatible avec celui des membres 

de l'assemblee. D'une maniere g己nerale，le cumul des mandats est int巴rditplus 

strictement au Japon qu'en France. Mais un important elem巴ntdu regime 

parlementaire s'est introduit dans les rapports legislatif-executif. Il existe par 

exemple des mecanismes du motion d巴censureet d巴ladissolution d'assemblee 

4) La participation directe des hab山 nts

On peut en enumerer cinq modalites: 
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① Pour la revocation des elus et agents 

② Pour la dissolution de l'Assernblee locale. 

③ Pour la legislation et l'abrogation des reglemer出 locaux(jyorei). 

④ Pour la ratification d'une loi speciale sur une collectivite (art.95 de la 

Constit山 on)

⑤ Pour le referendurn local 

Voila une esquisse du systeme juridique de l'autonomie locale au Japon. Plus 

qu'une simple administration locale， c'est une veritable decentralisation que la 

Constitution de 1946 veut garantir et etablir. Est-ce que cet objectif a ete 

realise? Non. Malgre ces mecanismes juridiques， l'autonomie locale est en realite 

imparfaite. C'est pourquoi se discute actuellement l'idee d'une reforme drastique 

vers la vraie decentralisation 
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