
　
「（
庄
内
で
の
）
合
併
の
住
民
投
票
、
ほ
ん
と
で
や

ん
な
ん
が
の
ー
（
本
当
に
や
る
の
か
ね
ぇ
）」

　

最
近
、
こ
ん
な
会
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
方
も

多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

住
民
投
票
と
い
う
の
は
、
あ
る
一
つ
の
問
題
に
対

し
て
、
そ
の
賛
否
、
ま
た
は
最
も
適
当
だ
と
思
わ
れ

る
案
を
、
有
権
者
の
直
接
投
票
に
よ
っ
て
決
め
る
こ

と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
選
挙
が
「
人
」
を
選
ぶ
も

の
だ
と
す
れ
ば
、
住
民
投
票
は
「
事
柄
」
を
決
す
る

も
の
だ
と
い
え
る
。

　

庄
内
の
政
財
界
で
構
成
す
る
「
庄
内
大
合
併
推
進

連
合
」（
新
田
嘉
一
会
長
）
が
、
藤
島
町
を
除
く
十
三

市
町
村
で
住
民
投
票
を
行
う
べ
く
署
名
活
動
を
始
め

た
の
は
、
今
年
の
四
月
末
頃
で
あ
っ
た
。

　

結
局
、一
部
の
市
町
で
有
効
署
名
数
が
集
ま
ら
ず
、

県
内
初
の
住
民
投
票
は
幻
に
終
わ
っ
た
が
、
実
は
、

全
国
的
に
見
る
と
、
最
近
、
市
町
村
合
併
を
め
ぐ
っ

て
住
民
投
票
を
行
う
ケ
ー
ス
が
相
次
い
で
い
る
（
図

１
）。

　
「
住
民
投
票
＝
市
町
村
合
併
」
の
錯
覚

　

市
町
村
合
併
に
関
す
る
住
民
投
票
が
初
め
て
行
わ

れ
た
の
は
、
二
〇
〇
一
年
七
月
二
十
九
日
の
埼
玉
県

上
尾
市
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
隣
接
す
る
さ
い
た
ま
市

（
同
年
五
月
、
浦
和
市
、
大
宮
市
、
与
野
市
の
三
市
が

合
併
し
て
誕
生
）と
の
合
併
の
賛
否
を
問
う
も
の
で
、

投
票
の
結
果
、
反
対
多
数
に
よ
っ
て
合
併
は
見
送
ら

れ
た
。

　

そ
の
後
、
現
在
（
二
〇
〇
三
年
七
月
十
四
日
）
ま

で
に
、
市
町
村
合
併
に
関
す
る
住
民
投
票
は
五
十
九

件
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
う
ち
四
十
七
件

（
七
九
・
七
％
）
は
、
今
年
に
入
っ
て
か
ら
行
わ
れ
て

い
る
。
一
九
九
六
年
か
ら
昨
年
ま
で
の
七
年
間
で
行

わ
れ
た
住
民
投
票
（
市
町
村
合
併
以
外
の
テ
ー
マ
を

含
む
）
が
二
十
四
件
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ

れ
は
驚
異
的
な
数
字
と
い
え
よ
う
。

　

そ
も
そ
も
、
住
民
投
票
の
テ
ー
マ
と
い
う
の
は
、

原
子
力
発
電
所
（
新
潟
県
巻
町
、
一
九
九
六
年
）
や

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
（
岐
阜
県
御
嵩
町
、
一
九
九

七
年
）、
米
軍
基
地
（
沖
縄
県
名
護
市
、
一
九
九
七

年
）
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
迷
惑
施
設
」
の
設
置

や
、
吉
野
川
可
動
堰
（
徳
島
市
、
二
〇
〇
〇
年
）
な

ど
公
共
事
業
の
賛
否
を
問
う
も
の
が
中
心
で
あ
っ

た
。

　

そ
れ
が
、
市
町
村
合
併
以
外
の
テ
ー
マ
の
住
民
投
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票
は
、
二
〇
〇
一
年
の
三
重
県
海
山
町
（
原
発
誘
致
）

を
最
後
に
実
施
さ
れ
て
お
ら
ず
、
最
近
で
は
「
住
民

投
票
＝
市
町
村
合
併
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
す
ら
定
着

し
つ
つ
あ
る
。

　

国
に
都
合
よ
く
「
利
用
」
さ
れ
る

　

住
民
投
票
を
行
う
に
は
、
各
自
治
体
で
実
施
条
例

を
制
定
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
市
町
村
合
併
に
関
し

て
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
「
合
併
特

例
法
に
基
づ
く
住
民
投
票
」
が
あ
る
（
表
１
）。

　

こ
れ
は
、
法
定
合
併
協
議
会
の
設
置
に
つ
い
て
、

市
町
村
議
会
が
そ
れ
を
否
決
し
て
も
、
首
長
の
請
求

も
し
く
は
有
権
者
の
六
分
の
一
以
上
の
署
名
に
よ
る

直
接
請
求
を
も
っ
て
、
住
民
投
票
を
行
う
こ
と
が
で

き
、
そ
こ
で
過
半
数
の
賛
成
を
得
ら
れ
れ
ば
、
議
決

を
覆
し
て
、
当
該
議
会
は
可
決
し
た
と
み
な
さ
れ
る

制
度
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
庄
内
大
合
併
推
進
連
合

が
目
指
し
た
の
も
、
庄
内
一
市
で
の

法
定
合
併
協
議
会
の
設
置
を
否
決
し

た
十
三
市
町
村
（
藤
島
町
は
可
決
）

で
住
民
投
票
を
行
い
、
す
べ
て
の
市

町
村
で
過
半
数
の
賛
成
票
を
得
て
、

各
議
決
を
覆
そ
う
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。

　

こ
の
制
度
は
、
二
〇
〇
二
年
三
月

の
合
併
特
例
法
の
改
正
で
設
け
ら
れ

た
も
の
だ
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
二

〇
〇
〇
年
十
月
に
提
出
さ
れ
た
第
二

十
六
次
地
方
制
度
調
査
会
の
答
申
が

あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
同
答
申
で
は
「
複
雑

化
し
た
現
代
社
会
に
お
い
て
、
多
様

な
住
民
の
ニ
ー
ズ
を
よ
り
適
切
に
地

方
公
共
団
体
の
行
政
運
営
に
反
映
さ

せ
る
た
め
に
は
、
代
表
民
主
制
を
補

完
す
る
意
味
で
、
直
接
民
主
制
的
な

手
法
を
導
入
す
る
こ
と
も
必
要
」
と

し
て
、
住
民
投
票
の
法
制
化
を
示
唆

し
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、そ
の
す
ぐ
後
で
、

「
種
々
の
検
討
す
べ
き
論
点
が
あ
り
、

一
般
的
な
住
民
投
票
の
制
度
化
に
つ

い
て
は
、
そ
の
成
案
を
得
る
に
至
ら
な
か
っ
た
」
と

述
べ
、
一
度
出
し
た
手
を
引
っ
込
め
た
も
の
の
、
市

町
村
合
併
に
つ
い
て
は
、
①
ま
さ
に
地
方
公
共
団
体

の
存
立
そ
の
も
の
に
関
わ
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
こ

と
、②
地
域
に
限
定
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

「
住
民
投
票
制
度
の
導
入
を
図
る
こ
と
が
適
当
」と
し

て
、
合
併
特
例
法
で
の
制
度
化
を
明
言
し
て
い
る
。

　

一
見
す
る
と
こ
れ
は
、一
度
出
し
て
引
っ
込
め
た
手

を
ま
た
出
し
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
全
く
違
っ

た
「
手
」
に
す
り
替
わ
っ
て
い
る
。

　

と
い
う
の
も
、
こ
の
調
査
会
は
も
と
も
と
市
町
村

合
併
を
主
た
る
課
題
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
折
し
も
、
法
定
合
併
協
議
会
の
設
置
を
求
め
る

住
民
発
議
（
有
権
者
の
五
十
分
の
一
以
上
の
署
名
に

よ
る
直
接
請
求
）
が
ほ
と
ん
ど
議
会
で
否
決
さ
れ
て

市
町
村
合
併
が
思
う
よ
う
に
進
ま
な
い
事
態
に
、
国

は
業
を
煮
や
し
て
い
た
。
そ
れ
で
、
時
限
立
法
で
あ

る
合
併
特
例
法
に
住
民
投
票
制
度
を
導
入
す
る
こ
と

で
、
少
し
で
も
多
く
の
議
決
を
覆
そ
う
と
図
っ
た
の

で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
住
民
自
治
の
推
進
の
た
め
の
手
段
と
し

て
取
り
上
げ
ら
れ
た
住
民
投
票
制
度
が
、
い
つ
の
間

に
か
、「
行
き
が
け
の
駄
賃
」（
辻
山
幸
宣
・
中
央
大

学
教
授
）
と
し
て
、
国
が
合
併
を
促
進
す
る
た
め
の

道
具
に
利
用
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

焦
り
か
ら
「
住
民
丸
投
げ
」
も

　

図
１
で
見
る
と
お
り
、
今
年
に
入
っ
て
市
町
村
合

併
に
関
す
る
住
民
投
票
が
急
増
し
て
い
る
背
景
に

は
、
合
併
特
例
法
の
期
限
が
再
来
年
（
二
〇
〇
五
年
）

三
月
に
迫
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

　

合
併
後
の
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
を
検
討
す
る
法
定

合
併
協
議
会
の
設
立
か
ら
実
際
の
合
併
ま
で
に
は
、
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表１　市町村合併に関する住民投票のパターン

合併特例法に基づく住民投票条例に基づく住民投票

合併特例法第４条
および第４条の２

憲法第94条および
地方自治法第14条

法 的 根 拠 首長の請求または有権者の６分の
１以上の署名によって、住民投票
を行うことができる

法律に違反しない限りにおいて、
地方自治体は独自に条例を制定す
る権利を有する

（ある相手との）法定合併協議会の
設置の賛否

合併の組み合わせ、または合併相
手についての賛否

投 票 内 容

記入欄に「賛成」か「反対」かを
書く

選択肢のいずれかに「○」をつけ
る

記 載 方 法

公職選挙法に準ずる（20歳以上の
日本人）

自由（未成年や永住外国人が投票
した例もある）

投 票 資 格

「賛成」が過半数の場合、自動的に
協議会を設置

なし（ただし、首長は結果の尊重
が望まれる）

結果の効力

徳島県宍喰町
（2002年９月29日）

埼玉県上尾市
（2001年７月29日）

最初の実施

16件
（うち、５件で協議会設置）

43件
現在までの
実施件数＊

＊2003年７月14日時点



平
均
し
て
二
十
二
カ
月
程
度
か
か
る
と
い
わ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
を
逆
算
す
る
と
、
今
年
五
月
頃
ま
で
に

は
法
定
合
併
協
議
会
が
立
ち
上
が
っ
て
い
な
い
と
、

平
均
的
な
合
併
準
備
期
間
を
確
保
で
き
な
い
こ
と
に

な
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
各
自
治
体
の
首
長
お
よ
び
地
方
議

員
は
、
合
併
の
是
非
や
組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
の
最

終
決
断
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
さ
ま
ざ
ま
な

し
が
ら
み
や
地
域
事
情
な
ど
か
ら
、
な
か
な
か
決
断

に
至
ら
な
い
ケ
ー
ス
も
多
い
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、

「（
合
併
に
つ
い
て
の
）
判
断
を
住
民
に
ゆ
だ
ね
る
」

と
い
う
名
目
で
、
住
民
投
票
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ

る
（
例
え
ば
岐
阜
県
北
方
町
や
同
県
岐
南
町
な
ど
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
て
行
わ
れ
た
住
民
投
票

は
、
首
長
や
議
会
が
「
決
断
」
に
と
も
な
う
責
任
を

回
避
す
る
た
め
に
、
住
民
に
判
断
を
丸
投
げ
し
て
い

る
よ
う
に
も
見
え
る
。
事
実
、
住
民
投
票
が
行
わ
れ

た
先
の
岐
阜
県
の
二
町
で
は
、
情
報
不
足
に
よ
る
住

民
の
戸
惑
い
や
、
住
民
の
代
表
と
し
て
適
切
な
判
断

が
で
き
な
い
首
長
や
議
会
へ
の
不
信
感
も
見
ら
れ
た

と
い
う
。

　

一
方
、
市
町
村
合
併
に
関
す
る
住
民
投
票
条
例
制

定
の
請
求
件
数
と
可
決
件
数
を
見
る
と
（
図
２
）、
請

求
件
数
は
住
民
に
よ
る
直
接
請
求
（
住
民
発
議
）
が

最
も
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
可
決
件
数
は
首
長
の

提
案
に
よ
る
も
の
が
最
も
多
い
。
そ
し
て
、
首
長
の

提
案
は
ほ
と
ん
ど
可
決
さ
れ
て
い
る
（
九
五
％
）
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
直
接
請
求
の
可
決
率
は
二
割
に
も

満
た
な
い
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
住
民
投
票
の
条
例
制
定
が
行

政
主
導
（
＝
住
民
不
在
）
で
行
わ
れ
て
い
る
状
況
が

見
て
取
れ
る
。

　

議
会
と
住
民
投
票
は
対
等
の
関
係

　

話
は
前
後
す
る
が
、
こ
こ
で
、
住
民
投
票
の
意
味

を
考
え
て
み
よ
う
。

　

表
２
は
、
住
民
投
票
に
対
す
る
賛
成
論
と
反
対
論

を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
基
本
的
に
、
賛
成
論
は

直
接
民
主
主
義
の
立
場
に
立
っ
て
お
り
、
住
民
投
票

を
そ
の
最
も
象
徴
的
な
手
段
と
と
ら
え
て
い
る
。
そ

し
て
、
議
会
は
あ
く
ま
で
住
民
自
治
の
代
替
機
能
と

考
え
て
い
る
。
一
方
、
反
対
論
は
議
会
制
（
間
接
）

民
主
主
義
の
立
場
に
立
っ
て
お
り
、
住
民
投
票
は
あ

く
ま
で
議
会
で
扱
い
き
れ
な
い
特
殊
な
案
件
に
限
っ

て
補
完
的
に
利
用
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。

　

議
会
制
民
主
主
義
を
採
っ
て
い
る
わ
が
国
に
お
い

て
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
後
者
（
反
対
論
）
の
考

え
方
が
根
強
い
よ
う
で
、
閣
僚
の
間
に
さ
え
、「
住
民

投
票
は
民
主
主
義
の
誤
作
動
」（
中
山
正
暉
・
当
時
建

設
大
臣
）
と
い
う
意
見
が
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
賛
成
論
に
も
反
対
論
に
も
一
応

の
説
得
力
が
あ
り
、
お
の
お
の
の
主
張
に
対
す
る
反

論
も
ま
た
、
納
得
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
住
民
投
票
が
是
か
非
か
と
い
う
根
源
的
な
疑
問

に
対
し
て
、
結
論
を
出
す
こ
と
は
難
し
い
。

　

問
題
は
む
し
ろ
、
議
会
制
民
主
主
義
を
採
っ
て
い

る
わ
が
国
で
、
な
ぜ
住
民
投
票
を
求
め
る
動
き
が
活

発
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
だ
。

　

一
言
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
地
方
議
会
へ
の
不
満

の
噴
出
だ
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
住
民
の
意
見

を
代
弁
す
る
機
関
で
あ
る
は
ず
の
地
方
議
会
が
、
住

民
の
意
見
を
十
分
に
反
映
し
て
い
な
い
こ
と
へ
の
、

一
種
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
（
抵
抗
）
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
議
会
が
住
民
の
意
見
を
完
全
に
反

映
し
て
い
れ
ば
、
住
民
投
票
は
必
要
な
い
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
も
そ
も
十
人
十
色
の

主
義
主
張
を
持
つ
住
民
で
構
成
さ
れ
る
地
域
に
お
い

て
、
議
会
が
そ
れ
ら
の
意
見
を
す
べ
て
反
映
す
る
こ

と
は
不
可
能
に
近
い
。
ま
た
、
た
と
え
地
方
議
員
が

テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
（
専
門
家
）
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

あ
ら
ゆ
る
案
件
に
精
通
す
る
こ
と
は
困
難
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
住
民
投
票
は
、
議
会
に
代
わ
る
も
の

で
は
な
く
、
ま
た
、
議
会
を
補
完
す
る
も
の
で
も
な

く
、
い
わ
ば
「
車
の
両
輪
」
と
し
て
、
議
会
と
並
存

す
る
べ
き
も
の
だ
と
考
え
る
の
が
適
当
で
は
な
か
ろ

う
か
。
そ
の
た
め
に
は
、
議
会
自
身
も
改
革
へ
の
意

欲
が
必
要
で
あ
り
、
同
時
に
、
優
れ
た
議
員
を
選
挙

で
選
出
で
き
る
住
民
の
目
利
き
も
必
要
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、質
の
高
い
議
会
で
の
、良
識
の
判
断
に
よ
っ
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て
住
民
投
票
が
決
定
さ
れ
、
住
民
も
、
そ
の
内

容
に
対
し
て
相
応
の
見
識
と
問
題
意
識
を
備
え

て
こ
そ
、
本
当
の
意
味
で
の
（
政
治
へ
の
）
住

民
参
加
と
い
え
よ
う
。

　

市
町
村
合
併
を
き
っ
か
け
に

　

再
び
視
点
を
市
町
村
合
併
に
戻
す
。

　

市
町
村
合
併
に
住
民
投
票
が
な
じ
む
か
と
い

う
問
題
に
関
し
て
は
、
先
の
地
方
制
度
調
査
会

の
答
申
に
あ
る
と
お
り
、
合
併
が
地
域
の
存
立

に
か
か
わ
り
、
か
つ
地
域
が
独
自
に
合
併
の
是

非
や
合
併
相
手
を
決
定
で
き
る
こ
と
か
ら
、
比

較
的
な
じ
み
や
す
い
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

加
え
て
、
筆
者
は
次
の
二
つ
の
背
景
か
ら
、

市
町
村
合
併
と
住
民
投
票
は
密
接
な
関
係
に
あ

る
と
考
え
て
い
る
。

　

一
つ
は
、
行
政
が
、
市
町
村
合
併
に
つ
い
て

「
住
民
の
皆
さ
ん
の
問
題
で
す
か
ら
、皆
さ
ん
で

考
え
ま
し
ょ
う
」
と
訴
え
な
が
ら
、
実
際
は
、

各
市
町
村
の
ス
タ
ン
ス
を
住
民
に
「
理
解
し
て

も
ら
う
」
だ
け
の
説
明
会
に
終
始
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
こ
の

よ
う
な
行
政
の
訴
え
に
住
民
が
応
え
る
手
段

は
、
住
民
投
票
し
か
な
い
。

　

も
う
一
つ
は
、
今
年
四
月
に
行
わ
れ
た
統
一

地
方
選
挙
に
お
い
て
、
集
票
を
気
に
し
て
合
併

に
つ
い
て
の
自
身
の
考
え
を
表
に
出
さ
な
い
候

補
者
が
散
見
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も
誤

解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
に
し
て
当

選
し
た
議
員
が
在
任
す
る
議
会
に
お
い
て
合
併

問
題
の
論
議
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
有
権
者
と

し
て
不
愉
快
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
市
町
村
合
併
に
関
す
る
住
民

投
票
が
急
増
し
て
い
る
今
日
の
状
況
は
、
基
本
的
に

評
価
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
行
政
や
議
会
の

主
導
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
中
に
は
住
民
丸
投
げ

の
様
相
す
ら
呈
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、
住

民
投
票
が
国
の
合
併
促
進
策
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
も
事
実
で
あ
る
。

　

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
市
町
村
合
併
に
関
す
る
住
民

投
票
が
、
よ
こ
し
ま
で
ま
っ
た
く
意
味
の
な
い
も
の

と
考
え
る
の
も
早
計
で
あ
る
。
形
は
ど
う
あ
れ
、
住

民
が
、
地
域
の
問
題
（
市
町
村
合
併
）
に
対
し
て
、

住
民
投
票
に
よ
っ
て
自
分
の
意
思
を
表
明
す
る
機
会

を
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
今
後
の
住
民
自
治

に
と
っ
て
も
大
き
な
意
味
を
持
つ
だ
ろ
う
。

　

た
だ
、
最
近
の
住
民
投
票
の
テ
ー
マ
が
す
べ
て
合

併
問
題
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ど
う
見
て
も

奇
異
な
現
象
で
あ
る
。
こ
の
ま
ま
合
併
特
例
法
の
期

限
が
切
れ
て
、「
平
成
の
大
合
併
」
が
一
段
落
つ
い
た

ら
、
住
民
投
票
ブ
ー
ム
な
ど
過
去
の
あ
だ
花
と
な
っ

て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。

　

結
局
の
と
こ
ろ
、
住
民
投
票
の
バ
ブ
ル
が
は
じ
け

て
、
住
民
の
政
治
参
加
が
一
過
性
の
ブ
ー
ム
で
終
わ

ら
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
、
住
民
が
、
今
回
の
（
市

町
村
合
併
に
関
す
る
）住
民
投
票
ブ
ー
ム
を
通
じ
て
、

政
治
に
参
加
す
る
こ
と
の
意
味
を
肌
で
感
じ
る
必
要

が
あ
る
。
そ
れ
が
で
き
れ
ば
、
今
後
も
地
域
で
発
生

す
る
で
あ
ろ
う
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
課
題
に
対
し
、
た

と
え
住
民
投
票
が
行
わ
れ
な
く
と
も
、
行
政
や
議
会

に
ま
か
せ
き
り
に
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
の

問
題
と
し
て
関
心
を
持
て
る
よ
う
に
な
る
に
違
い
な

い
。

　

こ
れ
ぞ
ま
さ
に
、「
自
立
し
た
地
域
」
と
呼
ぶ
に
ふ

さ
わ
し
い
姿
と
い
え
よ
う
。
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表２　住民投票に対する賛否両論、および両論への反論
主 張 に 対 す る 反 論主　　　　　　　　張

住民一人ひとりに、多様な政策決定に直接かかわるだけの
時間的、精神的余裕があるのか

主権者である住民自身の決定の方が、議会の議決よりも民
主的で正義にかなう

賛成論
住民投票はあくまで表決手段に過ぎず、案件に対して「議
論」する機会が乏しい

地域にとって重要な案件については、議会に任せず住民投
票で決めるべき

議会が衰退すれば、行政（官僚）支配になるだけで、テ
クノクラシーは変わらない

テクノクラシー（専門家支配）を排除し、政策決定権限
を主権者（住民）の手に取り戻すべき

議員が常に高い見識と良識を持って、あらゆる議題を客観
的に判断しているのか

住民は一時の感情やメディアの操作に流されやすく、客観
的な判断ができない

反対論
民意を代表すべき議員が民意をくみ取れないのは、議員の
資質に問題がある

住民投票の結果が、議会の議決と異なって具現されること
は、議会制民主主義の否定につながる

ある候補者に投票したからといって、その候補者の「す
べての」公約を支持したわけではない

議員を選んだのは有権者である住民だから、議員の意見は
住民（支持者）の意見である

今井一著『住民投票』、新藤宗幸編著『住民投票』などをもとに、著者作成


