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大阪市廃止をなぜ暴挙というのか

宮本憲一さん大阪市立大学名誉教授

　橋下徹大阪市長の「大阪都」構想に基づき、17日に同市の有権者に問われる大阪市の

廃止と五つの特別区への分割についてどう考えるかー。長年、地方自治を研究してきた

宮本憲一大阪市立大学名誉教授に京都市内の研究室で聞きました。　（聞き手・藤原直）
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－
維
新
の
会
が
「
都
」

構
想
と
呼
ぶ
大
阪
市
廃
止

・
分
創
案
に
つ
い
て
ど
う

お
考
え
で
す
か
。

　
大
阪
市
は
歴
史
的
に
形
成
さ

れ
て
き
た
日
本
を
代
表
す
る
大

都
市
で
あ
り
、
2
4
区
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
を
基
盤
と
し
た
自
治

体
で
す
。
こ
れ
を
廃
止
す
る
の

は
極
め
て
乱
暴
な
こ
と
で
あ

り
、
暴
挙
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
私
は
京
都
市
民
で
す
が
、
京

都
の
市
民
に
「
京
都
市
を
な
く

し
て
、
い
く
つ
か
の
区
に
再
編

し
て
も
よ
い
で
す
か
」
と
尋
ね

れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
市
民
は
反

対
し
ま
す
。
神
戸
市
で
も
同
じ

で
す
。
現
に
大
阪
府
の
堺
市
の

市
民
も
市
の
廃
止
に
反
対
し
ま

し
た
。

　
当
初
、
「
都
」
構
想
を
政
令
市

改
革
の
一
案
と
し
て
議
論
し
て

い
た
専
門
家
の
間
で
も
、
具
体

化
さ
れ
た
現
在
の
未
熟
な
案
に

は
、
こ
れ
を
一
般
的
に
評
価
す

る
ほ
ど
の
関
心
す
ら
な
く
な
っ

て
い
ま
す
。

　
具
体
的
に
は
、
や
は
り
財
政

調
整
に
大
き
な
問
題
が
あ
り
ま

す
ね
。
現
在
の
市
の
か
な
り
の

税
源
が
府
に
取
ら
れ
る
。
し
か

も
府
か
ら
特
別
区
に
配
る
交
付

金
の
配
分
割
合
の
決
定
権
は
府

に
あ
り
ま
す
。
５
区
の
意
見
が

十
分
に
反
映
さ
れ
る
か
疑
問
が

あ
る
し
、
吸
い
上
げ
ら
れ
た
財

源
が
特
別
区
の
た
め
に
使
わ
れ

る
保
証
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
１
２
０
も
の
事
務
が
、
住
民

の
声
が
届
き
に
く
い
一
部
事
務

組
合
に
任
さ
れ
る
。
こ
れ
だ
け

で
も
こ
の
構
想
は
間
違
い
だ
と

普
通
な
ら
判
定
し
ま
す
よ
ね
。

　
と
く
に
大
阪
市
を
つ
ぶ
す
と

い
う
橋
下
氏
の
個
人
的
な
目
的

が
先
に
あ
っ
て
、
な
ぜ
大
阪
市

が
廃
止
さ
れ
な
け
れ
ば
い
け
な

い
の
か
、
大
都
市
を
分
割
し
て

い
い
の
か
と
い
う
基
本
的
な
問

題
が
ま
っ
た
く
議
論
さ
れ
て
い
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市解体で都市問題解決しない

　自由な市民の都市に誇りを
ノ
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な
い
。
そ
れ
が
私
は
非
常
に
お

か
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
も
そ
も
大
都
市
に
は
集
積

の
利
益
と
言
わ
れ
る
メ
リ
ッ
ト

が
あ
り
ま
す
。
近
代
社
会
で
は

経
済
や
医
療
、
高
等
教
育
、
文

化
と
い
っ
た
も
の
が
、
一
定
の

人
口
規
模
や
経
済
的
な
諸
力
が

な
け
れ
ば
成
立
し
ま
せ
ん
。
で

す
か
ら
、
ど
の
国
で
も
大
都
市

が
形
成
さ
れ
、
一
国
の
華
を
な

し
て
い
ま
す
。
大
都
市
は
全
国

に
発
信
す
る
文
化
や
経
済
の
核

を
育
て
る
ゆ
り
か
ご
で
す
。
そ

の
発
展
は
二
因
に
と
っ
て
も
重

要
な
意
味
を
も
っ
て
い
ま
す
。

　
他
方
、
大
都
市
に
は
集
積
に

よ
る
デ
メ
リ
ッ
ト
も
あ
り
ま

す
。
貧
困
や
公
害
、
住
宅
難
や

交
通
渋
滞
と
い
っ
た
都
市
問
題

で
す
。
こ
の
影
の
部
分
を
直
す

の
が
都
市
政
策
で
す
。

　
大
都
市
の
メ
リ
ッ
ト
を
維
持

し
な
が
ら
、
都
市
問
題
を
都
市

政
策
で
改
善
し
て
い
く
の
が
都

市
行
政
の
基
本
で
す
。
そ
れ
な

の
に
、
角
を
矯
め
て
牛
を
殺
す

よ
う
な
こ
と
を
し
て
ど
う
す
る

の
か
。
市
を
解
体
し
て
も
都
市

問
題
は
解
決
し
ま
せ
ん
。
し
か

も
、
い
っ
た
ん
壊
し
て
し
ま
っ

た
ら
、
単
に
市
民
に
と
っ
て
だ

け
で
は
な
く
、
一
国
全
体
に
大

き
な
不
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と

は
間
違
い
な
い
わ
け
で
す
。

　
大
阪
市
を
五
つ
の
特
別
区
と

府
に
分
け
る
と
、
市
の
都
市
政

策
に
関
わ
っ
て
き
た
優
秀
な
人

材
も
、
・
そ
の
蓄
積
も
バ
ラ
バ
ラ

に
な
り
ま
す
。
辞
め
る
人
も
出

て
く
る
で
し
ょ
う
。
区
行
政
が

落
ち
着
く
ま
で
恐
ら
く
数
十
年

は
か
か
る
。
サ
ー
ー
ー
・
ビ
ス
が
落
ち

る
の
は
目
に
見
え
て
い
ま
す
。

　
－
で
は
大
都
市
に
お
い

て
今
、
本
当
に
必
要
な
こ

と
と
は
何
で
し
ょ
う
。

　
ま
ず
、
都
市
政
策
と
い
う
も

の
を
、
も
っ
と
市
民
の
福
祉
を

向
上
さ
せ
る
た
め
に
行
う
べ
き
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　みやもと・けんいち　1930年台北市

生まれ。名古屋大学経済学部卒o大阪

市立大学名誉教授、滋賀大学名誉教授

・元学長。立命館大学でも教授を務め

た。『都市政策の思想と現実』（有斐

閣）、『日本の地方自治　その歴史と未

来』（自治体研究社）など著書多数o

だ
と
い
う
こ
と
。
そ
の
た
め
に

も
、
住
民
参
加
の
仕
組
み
を
充

実
さ
せ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。

　
大
都
市
に
お
い
て
住
民
の
声

を
ど
う
行
政
に
反
映
さ
せ
る
か

と
い
う
課
題
は
各
国
共
通
し
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
た
め

に
大
都
市
を
廃
止
し
て
分
割
し

た
例
は
な
い
わ
け
で
す
。

　
ど
う
し
て
い
る
か
。
例
え
ば

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
で
は
、
5
9
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
委
員
会
に
5
0

人
ず
つ
の
委
員
が
選
ぱ
れ
、
市

議
会
と
は
別
に
市
政
に
参
加
す

る
仕
組
み
を
つ
く
っ
て
い
ま

す
。
こ
こ
で
議
論
さ
れ
た
こ
と

は
か
な
り
の
割
合
で
予
算
に
も

反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。
イ
タ
リ

ア
に
も
地
区
住
民
評
議
会
と
い

う
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
日
本
の
政
令
市
で
も
内
部
に

区
自
治
協
議
会
を
設
置
し
た
と

こ
ろ
も
あ
る
し
、
行
政
区
を
総

合
区
に
格
上
げ
す
る
こ
と
な
ど

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た

の
で
、
各
都
市
で
市
民
自
身
が

地
域
に
合
っ
た
住
民
参
加
の
仕

組
み
を
考
案
し
て
い
け
ば
い
い

の
で
す
。

　
－
橋
下
氏
は
１
９
９
０

年
代
に
府
と
市
が
そ
れ
ぞ

れ
建
て
た
高
層
ビ
ル
を

「
二
重
行
政
」
と
批
判
し
、

政
令
市
で
あ
る
大
阪
市
が

大
き
な
予
算
を
も
ち
府
と

似
た
よ
う
な
仕
事
を
す
る

か
ら
無
駄
が
起
き
る
と
主

張
し
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
も
間
違
い
で
す
。
そ
の

ビ
ル
が
両
方
と
も
破
綻
し
た
の

は
事
実
で
す
が
、
そ
れ
は
二
重

行
政
の
失
敗
で
は
な
く
て
、
そ

毎年５月には市民の手づくりのまつりでにざわう大阪市

のシンボル･中央公会堂＝2014年５月３日､大阪市中之島

れ
ぞ
れ
の
行
政
の
失
敗
に
す
ぎ

ま
せ
ん
。

　
市
を
つ
ぶ
し
て
、
府
知
事
と

い
う
「
一
人
の
指
揮
官
」
を
つ

く
る
と
い
う
考
え
方
自
体
が
よ

く
な
い
ん
で
す
よ
。
や
っ
ぱ
り

府
が
あ
れ
ば
、
市
も
市
議
会
も

あ
り
、
市
民
が
い
る
ん
で
ね
。

例
え
ば
カ
ジ
ノ
の
誘
致
問
題
で

府
知
事
と
市
長
の
意
見
が
違
っ

た
っ
て
構
わ
な
い
ん
で
す
よ
。

　
た
だ
、
い
ま
だ
に
少
な
く
な

い
市
民
が
橋
下
氏
の
構
想
に
期

待
を
寄
せ
て
い
る
理
由
は
、
何

よ
り
も
ま
ず
中
身
が
よ
く
わ
か

っ
て
お
ら
ず
、
大
阪
が
「
都
」

に
な
れ
ば
、
東
京
に
匹
敵
す
る

経
済
力
や
行
財
政
力
に
な
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
幻
想
が
あ

る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か

し
、
実
際
に
は
大
阪
市
が
無
く

な
る
だ
け
で
、
今
回
の
投
票
で

は
府
の
名
称
す
ら
「
都
」
に
は

な
り
ま
せ
ん
。

　
第
一
、
大
阪
が
な
ぜ
東
京
の

ま
ね
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、
戦
後

の
大
阪
府
市
政
、
財
界
の
政
策

の
失
敗
の
原
因
は
、
東
京
の
後

追
い
を
し
て
き
た
こ
と
に
あ
る

と
思
い
ま
す
。
民
生
部
門
が
多

い
「
商
業
の
都
」
だ
っ
た
の
に

東
京
の
重
化
学
工
業
に
追
い
つ

こ
う
と
し
て
造
っ
た
堺
泉
北
コ

ン
ビ
ナ
ー
ト
が
、
あ
ま
り
地
域

経
済
に
貢
献
せ
ず
、
逆
に
公
害

を
出
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。
（
茨
城
県
の
）
筑
波
（
研
究

学
園
都
市
）
の
ま
ね
を
し
て
失

敗
し
た
「
け
い
は
ん
な
学
研
都

市
」
に
し
て
も
、
湾
岸
部
の
開

発
に
し
て
も
、
失
敗
の
連
続
だ

っ
た
。
地
域
の
特
徴
を
踏
ま
え

て
大
阪
の
持
っ
て
い
る
力
を
ど

う
引
き
出
す
か
と
い
う
こ
と
に

な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
そ

こ
に
き
て
今
度
は
、
戦
時
中
、

戦
争
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
て
今

で
も
安
定
し
な
い
都
区
制
度
ま

で
ま
ね
る
と
い
う
。
そ
れ
で
良

く
な
る
と
い
う
の
は
ま
っ
た
く

の
幻
想
で
す
。

　
大
阪
市
民
は
も
っ
と
誇
り
を

持
た
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

戦
前
は
「
都
市
政
策
は
大
阪
を

見
ろ
」
と
言
わ
れ
、
ど
の
街
も

大
阪
を
模
範
に
し
ま
し
た
。
東

京
高
商
（
現
在
の
一
橋
大
学
）

の
教
授
か
ら
助
役
を
経
て
市
長

に
な
っ
た
関
一
市
長
（
在
任
－

９
２
３
～
3
5
年
）
が
目
標
と
し

た
「
住
み
心
地
よ
き
都
市
」
を

今
こ
そ
目
指
す
べ
き
で
す
。

　
関
は
、
御
堂
筋
や
地
下
鉄
の

建
設
で
有
名
で
す
が
、
本
領
は

社
会
政
策
に
あ
り
ま
す
。
労
働

者
住
宅
や
保
育
所
を
つ
く
り
、

市
民
の
絶
大
な
協
力
で
大
阪
商

科
大
学
（
現
在
の
大
阪
市
立
大

学
）
を
創
設
し
、
文
化
の
殿
堂

と
し
ま
し
た
。
大
阪
衛
生
試
験

所
を
つ
く
り
、
日
本
初
の
大
気

汚
染
観
測
を
始
め
て
い
ま
す
。

　
当
時
、
中
川
望
と
い
う
府
知

事
や
、
関
の
親
友
だ
っ
た
東
京

市
顧
問
・
岡
実
が
「
都
市
格
」

を
大
阪
市
の
目
標
と
し
て
提
唱

し
て
い
ま
す
。
岡
は
、
日
本
に

は
天
子
（
天
皇
）
の
い
る
権
力

の
都
は
あ
っ
た
け
ど
市
民
の

都
市
が
な
か
っ
た
と
。
だ
け
ど

大
阪
は
「
都
市
格
」
の
あ
る
ま

ち
、
す
な
わ
ち
、
市
民
の
自
治

都
市
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

言
っ
た
ん
で
す
。

　
い
ま
は
国
際
的
に
も
都
市
の

目
標
と
い
う
の
は
環
境
や
文
化

に
あ
り
ま
す
。
大
阪
に
は
人
々

に
尊
敬
さ
れ
る
都
市
に
な
っ
て

ほ
し
い
。
権
力
の
都
に
は
な
っ

て
ほ
し
く
な
い
。

　
普
か
ら
大
阪
は
江
戸
じ
ゃ
な

い
ん
で
す
。
大
阪
は
市
民
が
つ

く
っ
た
市
民
の
街
な
ん
で
す

よ
。
自
由
な
る
市
民
の
都
市
。

そ
こ
に
大
阪
の
意
義
が
あ
り
ま

す
。
「
シ
テ
ィ
」
と
は
そ
う
い

う
も
の
で
す
。
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