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イ ギ リ ス の 行 政 学 者 W . A .ロ ブ ソ ン は 、1 9 6 6 年 、L o c a l  G o v e r n m e n t  

i n  C r i s i s を 出 版 し 、 翌 年 、 日 本 で も 『 危 機 に 立 つ 地 方 自 治 』 勁 草 書

房 、 と し て 翻 訳 版 が 出 版 さ れ て い る 。 こ れ は 、 1 9 3 1 年 初 版 の T h e   

D e v e l o p m e n t  o f  L o c a l  G o v e r n m e n t の 改 訂 版 の 中 で 、 地 方 自 治 が 危

機 に 直 面 し て い る 状 況 を 指 摘 し た 部 分 を 抜 き 出 し 、 加 筆 し て 1 冊 の

本 に 整 理 し た も の で あ る 。 そ の 後 、 晩 年 に は 、 自 治 体 の 事 務 を

Q U A N G O と い う 半 自 治 非 政 府 機 関 へ の 移 管 さ れ る ケ ー ス が 増 え て

き た 状 況 に 際 し 、 議 会 統 制 が 弱 く な る と し て 民 主 主 義 の 観 点 か ら 問

題 を 指 摘 し 、 地 方 自 治 の 先 行 き に つ い て よ り 悲 観 論 を 強 め る よ う に

な っ た 。 ロ ブ ソ ン は 、 国 と の 関 係 性 を 探 る 中 で 、 専 制 政 治 の 防 波 堤

と し て 、 民 主 主 義 の 学 校 と し て 、 政 治 、 行 政 制 度 面 か ら 地 方 自 治 の

機 能 を 評 価 し て い た と み ら れ る 。  

明 治 大 学 危 機 管 理 研 究 セ ン タ ー は 、2 0 1 1 年 に 、人 口 1 0 0 万 人 以 上

の 政 令 市 と 東 京 2 3 区 住 民 を 対 象 と し て 防 災 意 識 動 向 調 査 を 実 施 し

て い る 。  

大 地 震 や 水 害 な ど 自 然 災 害 時 に 誰 を 信 頼 し 、 頼 り に す る か 。 信 頼

度 に つ い て 、 と て も 、 あ る 程 度 を 合 わ せ 、 家 族 と 自 分 自 身 が そ れ ぞ

れ 7 9％ 、7 5％ 、区 市 が 5 0％ 、都 道 府 県 が 4 3％ 、国 は 3 6％ に 過 ぎ ず 、

民 間 企 業 は さ ら に 低 く 1 2 項 目 の う ち 最 低 で 3 0％ 程 度 と な っ た 。 こ

こ に は 、 B S E や 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ と い っ た 感 染 症 か ら の 健 康 被 害

に つ い て も 同 じ 問 い が あ り 、そ れ ぞ れ 5 7％ 、5 5％ 、4 2％ 、3 8％ 、3 4％ 、

1 7％ で 、 全 体 に や や 少 な め で は あ る が 順 位 は 変 わ ら な い 。 一 般 論 と

し て の 行 政 の 信 頼 度 も 、 高 い 順 に 区 市 4 9％ 、 都 道 府 県 4 4％ 、 国 は



2 5％ と な っ て い る 。 さ ら に 、 役 所 、 首 長 、 議 員 と の 接 触 度 合 も 、 規

模 が 大 き く な る に し た が っ て 落 ち て い く と い う 調 査 結 果 と な っ た 。

こ の 調 査 は 大 都 市 住 民 に 対 し て の み の も の で あ る か ら 、 よ り 小 さ い

規 模 の 自 治 体 で は コ ミ ュ ニ テ ィ が よ り し っ か り し て い る と 思 わ れ 、

地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ へ の 信 頼 が 家 族 と と も に 大 き な 位 置 を 占 め る か も

し れ な い 。 と は い え 、 人 口 減 少 時 代 に 入 っ て こ の あ た り も 疲 弊 し て

き て い る 。  

先 の 見 え な い 感 染 症 の 蔓 延 、 毎 年 の よ う に 起 こ る 自 然 災 害 に 苦 し

む 中 で 、 自 治 体 の 役 割 が 大 き く な り 、 首 長 、 地 方 議 会 の 存 在 意 義 も

高 ま っ て き た 。 そ も そ も 、 国 に 、 全 国 の 住 民 生 活 を す べ て 見 渡 し 適

切 な 対 応 を と い う の は 、あ ま り に 気 の 毒 で あ る 。基 礎 自 治 体 で あ り 、

総 合 行 政 主 体 と し て の 市 区（ 町 村 ）、補 完 機 能 を も つ 都 道 府 県 、さ ら

に そ れ を 補 完 す る 国 と い う 関 係 性 を 確 認 し て お く べ き だ ろ う 。 市 町

村 規 模 が 小 さ け れ ば 広 域 連 携 も 必 要 で あ り 、 府 県 に 関 し て は さ ら に

道 州 制 と い う 考 え 方 も あ り う る が 、 あ く ま で 、 自 治 の 観 点 か ら の 連

携 で あ り 、 国 の 関 与 を 強 め る 方 向 で は な い 。 国 よ り 都 道 府 県 、 都 道

府 県 よ り 市 区 町 村 、 そ れ よ り コ ミ ュ ニ テ ィ 。 ま ず は 自 分 で 考 え 、 家

族 で 議 論 す る こ と が 自 治 の 根 本 で あ る 。 政 治 、 行 政 の 透 明 度 を 考 え

て も 、 汚 職 の 疑 い が 濃 厚 で あ っ た 場 合 、 国 会 議 員 よ り 地 方 議 員 、 首

長 の 進 退 の 方 が 敏 感 で あ る こ と を み れ ば 、 ど ち ら が 住 民 を 意 識 し て

い る か は 明 白 で あ る 。  

財 源 と 権 限 を 地 方 に 。 国 は 、 外 交 、 防 衛 、 社 会 保 障 、 全 国 計 画 な

ど に 特 化 し 、 財 源 調 整 と 財 源 保 障 、 個 人 や 世 帯 の 格 差 調 整 。 都 道 府

県 は 中 継 機 関 と し て 、 比 較 的 小 規 模 な 市 町 村 行 政 を 中 心 に 補 完 機 能

を 果 た す 。 行 政 コ ス ト の 観 点 も 含 め れ ば 、 大 都 市 部 で は 基 礎 自 治 体



の 能 力 が 高 い と こ ろ も 多 く 、 都 道 府 県 は 必 要 か ど う か を 含 め た 議 論

が あ っ て も よ い 。 そ う し て こ そ 、 住 民 の た め の 地 域 経 済 、 地 域 政 策

が 実 現 で き 、 少 子 高 齢 化 と 人 口 減 少 、 自 然 災 害 へ の す ば や い 対 応 が

可 能 と な る 。 国 に 対 し て は 、 地 方 創 生 臨 時 交 付 金 の よ う な 包 括 交 付

金 増 額 へ の 期 待 と と も に 、 使 途 に つ い て は 、 住 民 や 議 会 が し っ か り

チ ェ ッ ク し て お く 必 要 が あ る 。 日 本 地 方 自 治 研 究 学 会 が 、 批 判 と 協

調 の 両 面 か ら 、 こ う し た 取 り 組 み へ の 議 論 を 進 め て お く こ と は 極 め

て 有 用 と い え る だ ろ う 。  

 


