
2019 年 5 月 12 日＠広島県府中市議会 

いま、地方議会に求められているもの 

――「住民自治の根幹」としての議会の条件整備:議員報酬・定数を考える―― 

江藤俊昭（山梨学院大学大学院・法学部） 

はじめに 

――なり手不足問題の深刻化―― 

 

1. 議員報酬・定数を考える視点 

（１） 従来だとどうでもいい：追認機関ならば 

（２） 「議会改革の第 2 ステージ」を意識する：どのような議会を創り出すか 

① 「住民自治の根幹」としての議会 

・権限は議会に（条例、予算・決算、契約・財産の処分など） 

・住民自治の根幹 

・なぜか：多様性、論点の明確化、世論形成 

 

② 議会改革の本史と第 2 ステージ 

表 議会改革と住民との関係 

議会改革の段階 改革方向 住民との関係 

前史（議会活性化） 一問一答方式、対面式議場、委員会の公開等 住民の不信の蔓延 

本

史 

第１ステージ 住民と歩む議会等の新たな議会運営 見える化、住民と多

くの接点 

第 2 ステージ 住民の福祉向上につなげる 住民の信頼づくりへ 

 

2. 基本的な考え方【資料 1】 

（１） 行政改革の論理（効率性重視）と議会改革の論理（地域民主主義の実現） 

（２） 現在の議員のためだけではない：市民が参加できる条件（持続的民主主義） 

 

3. 議員報酬について考える【資料 2】 

（１） 原価方式（ほかに類似方式、成果方式） 

（２） 科学的なものではなく、住民と議論する素材 

（３） 特別職報酬等審議会との関係 

 

4. 定数について考える【資料 3】 

（１） 人口から討議できる人数 

（２） 偶数か・奇数か、議長の役割（現状維持原則からの離脱） 

法定上限数（2001 年まで）5 万未満の市及び人口 2 万以上の町村 26 人/5 万以上 10 万



未満の市 30 人/10 万以上 20 万未満の市 34 人/20 万以上 30 万未満の市 38 人/30 万

以上 50 万未満の市 46 人/50 万以上 90 万未満の市 56 人/90 万以上の市 人口 50 万

を超える数が 40 万を増すごとに 8 人を 56 人に加えた数（その数が 96 人を超える場合

にあつては、96 人） 

 

5. なり手不足問題の深刻化を乗り越えて【資料 4】 

（１） 要因 

① ならない要因 

② なれない要因 

 

（２） なぜ問題か 

① 多様性 

② 政策の偏り 

 

（３） 解消の手法 

 

（４） 女性議員の少なさ 

 

むすび 

 

参考文献：江藤俊昭『議員のなり手不足の深刻化を乗り越えて』公人の友社、2019 年【緊

急出版】 

『議会改革の第２ステージ―信頼される議会づくりへ』（ぎょうせい）『Q&A 地方議会改

革の最前線』（編著、学陽書房、2015 年）『自治体議会学』（ぎょうせい）等多数。 

 

江藤 俊昭（えとう としあき） 

山梨学院大学法学部教授 博士（政治学、中央大学） 

鳥取県智頭町行財政改革審議会会長、山梨県経済財政会議委員、第 29 次・第 30 次地方

制度調査会委員（内閣府）、総務省「町村議会のあり方に関する研究会」委員、全国町村

議会議長会「議員報酬等のあり方に関する研究会」委員長、等を歴任。現在、マニフェス

ト大賞審査委員、全国町村議会議長会特別表彰審査委員、議会サポーター・アドバイザー

（栗山町、芽室町、滝沢市、山陽小野田市）、地方自治研究機構評議委員、など。 
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住
民
自
治
、
こ
の
中
で
も
議
会
改
革
を
テ
ー

マ
と
し
た
議
会
主
催
の
議
員
研
修
や
講
演
会
に

呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。
最
近
、
と
は
い
っ
て

も
本
当
に
こ
こ
一
年
で
は
あ
る
が
、
従
来
の
よ

う
な
議
会
改
革
一
般
や
議
会
基
本
条
例
の
意
義

と
と
も
に
、
議
員
報
酬
や
定
数
を
め
ぐ
る
も
の

が
急
増
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
対
象
者
は
、

議
員
だ
け
で
は
な
く
住
民
に
ま
で
広
が
っ
て
い

る
。こ

の
こ
と
は
二
つ
の
状
況
の
変
化
が
あ
る
た

め
だ
ろ
う
。
一
つ
は
、
議
員
報
酬
・
定
数
へ
の

住
民
の
批
判
が
高
揚
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

議
員
定
数
を
め
ぐ
る
住

民
投
票
（
常
設
型
住
民

投
票
条
例
に
基
づ
い
た

住
民
の
請
求
に
よ
る
も

の
、
山
陽
小
野
田
市
）
、
議
員
定
数
削
減
の
条

例
改
正
の
直
接
請
求
（
た
と
え
ば
、
北
九
州
市

で
は
定
数
六
一
を
五
〇
に
削
減
要
請
）
、
そ
し

て
議
員
報
酬
や
定
数
の
削
減
を
目
指
し
た
陳
情

・
請
願
の
全
国
的
広
が
り
。
こ
れ
ら
の
動
向
か

ら
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
つ
は
、「
住

民
自
治
の
根
幹
と
し
て
の
議
会
」
を
創
り
出
す

条
件
整
備
の
た
め
に
議
会
が
議
員
報
酬
・
定
数

を
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
は
相
互
に
関
連
し
て
い
る
。
住
民

に
よ
る
削
減
要
請
を
議
会
力
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア

ッ
プ
を
説
明
す
る
こ
と
に
よ
り
住
民
に
応
え
る

こ
と
も
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
（
会
津
若
松
市
議

会
な
ど
）
。
重
要
な
こ
と
は
、
後
者
の
視
点
を

持
つ
こ
と
で
あ
る
。
単
に
前
者
で
あ
れ
ば
、
つ

ま
り
住
民
に
よ
る
議
員
報
酬
・
定
数
削
減
の
要

請
だ
け
に
応
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
研
修
や
講
演

会
な
ど
せ
ず
、
極
端
な
こ
と
を
い
え
ば
、
削
減

す
れ
ば
い
い
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
、

新
し
い
議
会
を
創
り
だ
す
た
め
の
条
件
と
し
て

議
員
報
酬
・
定
数
が
重
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
浮

上
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
方
向
に
つ
い
て

住
民
の
理
解
を
得
な
け
れ
ば
、
相
変
わ
ら
ず
住

民
か
ら
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
。
住
民
の
理
解

の
必
要
性
か
ら
も
住
民
を
対
象
と
し
た
講
演
会

が
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ま
さ
に
、
議
員
報
酬
・
定
数
を
議
論
す
る
際

に
、
新
し
い
議
会
運
営
、
つ
ま
り
議
会
力
ア
ッ

プ
の
視
点
は
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
議
会

運
営
に
と
っ
て
の
重
要
な
条
件
で
あ
り
、
議
会

運
営
は
住
民
自
治
に
と
っ
て
本
質
的
な
テ
ー
マ

で
あ
る
。
議
員
報
酬
・
定
数
は
住
民
自
治
の
中

で
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
新

し
い
状
況
の
中
で
、
そ
れ
ら
を
考
え
る
場
合
の

留
意
点
、
と
く
に
議
員
が
陥
り
や
す
い
論
点
に

つ
い
て
確
認
し
た
い
。
な
お
、
筆
者
の
議
員
報

酬
・
定
数
に
つ
い
て
の
考
え
は
、
紙
幅
の
都
合

で
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
こ
の
テ
ー
マ
を

主
に
扱
っ
て
い
る
、
江
藤
俊
昭
『
自
治
体
議
会

学
』
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
一
二
年
、
を
参
照
し

て
い
た
だ
き
た
い
）
。

①
答
え
の
な
い
テ
ー
マ
。
議
員
定
数
は
、
従

来
自
治
体
の
人
口
規
模
で
決
ま
っ
て
い
た
（
地

方
自
治
法
）
。
そ
の
後
法
定
上
限
数
に
改
正
さ

れ
、
今
日
で
は
そ
れ
も
撤
廃
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

の
自
治
体
が
自
ら
の
責
任
で
決
め
る
こ
と
に
な

っ
た
。
従
来
は
、
住
民
の
「
代
表
性
」
か
ら
代

表
さ
れ
る
べ
き
人
数
を
考
慮
し
て
定
数
が
決
ま

っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
発
想
を
画
一
的
に

は
採
用
し
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治

体
、
と
り
わ
け
議
会
が
そ
の
ポ
リ
シ
ー
を
示
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
住
民
自
治
の
制
度
・
運

営
の
中
で
議
論
す
る
こ
と
に
な
る
。

②
議
員
報
酬
と
定
数
は
別
の
論
理
。
「
議
員

定
数
を
半
分
に
し
て
、
報
酬
を
増
額
す
る
（
た

と
え
ば
、
二
倍
）
。
そ
う
す
れ
ば
、
若
い
人
も

議
員
に
な
れ
る
」
。
議
員
の
中
で
広
が
っ
て
い

る
見
解
で
あ
る
。
議
会
費
を
一
定
と
し
た
想
定

か
ら
こ
う
し
た
提
起
が
行
な
わ
れ
る
。
気
持
ち

は
わ
か
ら
な
く
は
な
い
が
、
ま
た
一
時
的
に
住

民
の
納
得
を
得
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い

が
、
「
そ
も
そ
も
報
酬
や
定
数
の
根
拠
は
何

か
」
、
と
い
う
問
い
が
発
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ

れ
を
独
自
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
行
政
改
革
の
論
理
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る

議
会
改
革
の
論
理
。
「
議
会
改
革
を
や
っ
て
い

ま
す
。
ま
ず
定
数
の
削
減
か
ら
は
じ
め
ま
し

た
」
。
最
近
で
は
少
な
く
な
っ
た
が
、
数
年
前

に
時
々
聞
か
れ
た
議
員
の
声
で
あ
る
。
愕
然
と

す
る
こ
と
が
よ
く
あ
っ
た
。
行
政
改
革
は
削
減

を
優
先
さ
せ
る
効
率
性
を
重
視
す
る
。
そ
れ
に

対
し
て
、
議
会
改
革
は
地
域
民
主
主
義
の
実
現

で
あ
る
。
住
民
自
治
を
ど
の
よ
う
に
創
り
だ
す

か
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
議
員
報
酬
・
定
数
を
考
え
る
場
合
も
、
住

民
自
治
を
充
実
さ
せ
る
た
め
の
条
件
と
し
て
議

論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
議
会

改
革
が
執
行
機
関
の
行
政
改
革
を
促
進
す
る
こ

と
を
再
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。

④
現
在
の
議
員
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
多

く
の
人
が
将
来
立
候
補
し
議
員
活
動
が
し
や
す

い
条
件
と
し
て
考
え
る
。
議
員
報
酬
・
定
数
を

考
え
る
こ
と
は
、
新
し
い
議
会
を
創
り
だ
す
た

め
に
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
現
在
の

議
会
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
多
様
な

住
民
が
将
来
議
員
に
な
り
や
す
く
、
ま
た
活
動

し
や
す
く
す
る
条
件
で
あ
る
。
持
続
的
な
地
域

民
主
主
義
の
条
件
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ

る
。
「
住
民
の
声
を
実
現
す
る
と
し
て
」
削
減

に
邁
進
す
る
議
会
・
議
員
は
、
将
来
を
み
す
え

れ
ば
住
民
に
対
す
る
背
信
行
為
と
な
る
場
合
が

あ
る
こ
と
は
自
覚
す
べ
き
で
あ
る
。

⑤
増
加
で
き
な
い
あ
る
い
は
削
減
の
場
合

は
、
住
民
に
よ
る
支
援
が
不
可
欠
。
財
政
的
問

題
か
ら
本
来
議
員
報
酬
・
定
数
を
考
え
る
べ
き

で
は
な
い
が
、
ど
う
し
て
も
危
機
的
状
況
か
ら

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。
あ
る

い
は
、
現
状
で
は
、
生
活
給
的
な
も
の
が
議
員

報
酬
に
必
要
で
あ
る
と
し
て
も
、
地
域
の
給
与

取
得
者
の
平
均
給
与
が
非
常
に
低
い
場
合
、
増

加
さ
せ
た
く
と
も
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
削
減

せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
も
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
こ
の
場
合
に
は
、

議
会
力
を
ダ
ウ
ン
さ
せ

な
い
た
め
に
、
議
会
事

務
局
の
充
実
は
困
難
だ

と
し
て
も
、
住
民
（
公
募
等
）
と
議
員
と
が
一

緒
に
な
っ
て
地
域
課
題
に
つ
い
て
調
査
研
究
す

る
な
ど
（
長
野
県
飯
綱
町
な
ど
）
、
住
民
に
よ

る
政
策
提
言
・
監
視
の
支
援
を
制
度
化
す
べ
き

で
あ
る
。

⑥
住
民
と
考
え
る
議
員
報
酬
・
定
数
。
こ
れ

が
必
要
な
の
は
、
た
し
か
に
住
民
か
ら
の
批
判

が
多
い
テ
ー
マ
へ
の
説
明
責
任
と
い
う
意
味
が

あ
る
。
そ
れ
以
上
に
重
要
な
こ
と
は
、
す
で
に

指
摘
し
た
よ
う
に
議
員
報
酬
・
定
数
は
新
し
い

議
会
運
営
の
条
件
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
議
会

運
営
は
住
民
自
治
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
住
民
自
治
の
問
題
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

議
員
報
酬
・
定
数
を
住
民
と
と
も
に
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
議
会
は
住
民
自
治
を
進
め
る

視
点
で
住
民
と
語
る
必
要
が
あ
る
。

議
員
報
酬
・
定
数
を
住
民
自
治
の
問
題
と
し

て
捉
え
、
住
民
自
治
を
推
進
す
る
立
場
か
ら
住

民
と
と
も
に
議
員
報
酬
・
定
数
を
議
論
し
て
ほ

し
い
。
そ
も
そ
も
住
民
の
中
に
は
議
会
活
動
を

知
ら
な
い
か
、
関
心
が
な
い
者
も
い
る
。
自
治

を
語
り
創
り
出
す
契
機
に
し
て
も
ら
い
た
い
。

ま
た
、
将
来
に
わ
た
る
責
任
を
議
会
・
議
員
は

実
感
し
て
ほ
し
い
。
「
ふ
ん
ば
り
ど
こ
ろ
」
で

あ
る
。

０９２０自治日報３面
◎箱・議会
縦５段×横５７行

Ｐ倍台紙

ＰＣ２号機

議
員
が
陥
り
や
す
い
報
酬
・
定
数
の
論
点

議議

会会
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議
員
報
酬
削
減
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
て
い
る
。

住
民
か
ら
の
議
会
不
信
に
応
え
る
た
め
、
公
務

員
給
与
削
減
と
連
動
さ
せ
た
た
め
、
そ
し
て
そ

の
ど
ち
ら
も
と
い
っ
た
理
由
か
ら
だ
ろ
う
。
他

方
で
は
、
報
酬
を
増
額
し
た
自
治
体
も
あ
る
。

た
と
え
ば
、
群
馬
県
み
な
か
み
町
は
議
会
の
役

割
拡
大
や
若
い
世
代
を
含
め
て
議
員
に
な
り
や

す
い
環
境
を
整
え
る
た
め
な
ど
の
理
由
に
よ
り

月
額
一
九
万
円
か
ら
二
七
万
円
へ
と
四
二
％
増

額
し
て
い
る
。

議
員
報
酬
は
中
途
半
端
で
あ
る
。
都
道
府
県

議
会
議
員
は
月
額
約
八
〇
万
円
、
市
町
村
議
会

議
員
約
四
〇
万
円
、
町
村
議
会
議
約
二
〇
万
円

で
あ
る
。都
道
府
県
議
会
議
員
を
別
と
す
れ
ば
、

子
育
て
の
真
只
中
に
あ

る
働
き
世
代
で
は
、
そ

の
報
酬
だ
け
で
生
活
す

る
の
は
困
難
で
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
兼
業
す

る
に
は
困
難
で
あ
り
、
自
ず
と
自
営
業
や
農
業

者
に
偏
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
多
数
を
占
め
る
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
の
声
は
地
方
政
治
の
場
に
届
き
に

く
い
。

も
ち
ろ
ん
、
年
齢
や
職
業
に
よ
る
差
別
化
を

行
う
（
子
育
て
世
代
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
増
額

な
ど
）
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
層

が
議
員
と
な
る
突
破
口
と
も
な
る
が
、
議
員
の

平
等
原
則
か
ら
困
難
で
あ
る
。
生
活
で
き
る
議

員
報
酬
の
必
要
が
議
論
さ
れ
る
が
、
常
勤
職
と

は
な
っ
て
い
な
い
現
在
、
生
活
で
き
る
報
酬
と

は
な
ら
な
い
。
議
員
報
酬
の
中
途
半
端
さ
は
こ

こ
に
現
れ
て
い
る
。
地
域
経
営
を
担
う
議
員
に

と
っ
て
の
議
員
報
酬
と
は
、
と
い
う
問
題
が
降

り
か
か
っ
て
い
る
。

今
日
、
議
員
報
酬
を
考
え
る
場
合
、
全
国
に

広
が
っ
て
い
る
会
津
若
松
市
議
会
モ
デ
ル
が
ま

ず
参
考
に
な
る
。
議
員
報
酬
を
考
え
る
場
合
、

原
価
方
式
、
比
較
方
式
（
類
似
団
体
比
較
）
、

収
益
方
式
（
成
果
重
視
）
が
想
定
で
き
る
。
比

較
方
式
は
、
参
考
に
は
な
る
が
根
拠
と
し
て
は

弱
い
。
収
益
は
重
要
で
あ
る
が
、そ
の
算
定
方
法

は
確
立
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
と
報
酬
と
を
関
連

づ
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
自
己

評
価
で
あ
れ
議
会
と
し
て
の
収
益
を
住
民
に
発

信
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。な
お
、身
分
給
だ

と
豪
語
す
る
議
員
も
い
る
が
、
ま
っ
た
く
根
拠

が
な
い
。住
民
か
ら
批
判
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

会
津
若
松
市
議
会
は
、
こ
の
う
ち
原
価
方
式

を
基
礎
に
調
査
を
行
っ
て
い
る
。議
会
活
動（
Ａ

領
域
）
、
議
員
活
動
（
Ｂ
領
域
）
、
議
会
活
動

・
議
員
活
動
に
付
随
し
た
活
動
（
質
問
や
議
案

に
関
す
る
調
査
等
）
（
Ｃ
領
域
）
、
そ
れ
以
外

の
議
員
活
動
（
議
員
と
し
て
か
か
わ
る
住
民
活

動
等
）
（
Ｘ
領
域
）
を
中
心
に
そ
れ
ぞ
れ
時
間

数
を
選
定
す
る
。
選
挙
・
政
党
活
動
（
政
党
助

成
金
の
対
象
）
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
そ
こ

で
算
定
さ
れ
た
時
間
数
（
正
確
に
は
一
日
八
時

間
で
カ
ウ
ン
ト
し
た
日
数
）
を
、
首
長
（
そ
れ

だ
け
で
は
な
く
副
首
長
、
教
育
長
の
平
均
を
採

用
し
て
い
る
自
治
体
も
あ
る
）
の
活
動
日
数
と

比
較
す
る
。
そ
の
割
合
に
基
づ
き
、
首
長
の
給

与
か
ら
議
員
の
報
酬
を
割
り
出
す
と
い
う
も
の

で
あ
る
（
江
藤
俊
昭
『
自
治
体
議
会
学
』
ぎ
ょ

う
せ
い
、
二
〇
一
二
年
）
。

い
く
つ
か
の
留
意
す
べ
き
事
項
が
あ
る
。
一

つ
は
、
こ
の
議
論
は
容
易
に
時
間
給
の
発
想
と

結
び
つ
く
。
し
か
も
、
活
動
す
る
議
員
と
そ
う

で
な
い
議
員
と
の
差
も
肯
定
さ
れ
る
（
成
果
主

義
）
。
し
か
し
、
実
際
に
そ
れ
ぞ
れ
の
議
員
の

類
型
化
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
消
極
的
な
理
由

だ
け
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
そ
の
水
準
で
活

動
し
て
ほ
し
い
と
い
う
規
範
的
な
意
味
が
あ

る
。
そ
し
て
、
会
津
若
松
市
議
会
の
年
間
一
六

九
日
の
活
動
を
考
慮
す
れ
ば
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム

的
な
発
想
で
は
困
難
で
あ
り
、
常
勤
と
は
言
わ

な
い
が
そ
れ
に
近
い
活
動
を
せ
ざ
る
を
得
ず
、

兼
職
な
く
生
活
で
き
る
「
あ
る
程
度
」
の
額
を

想
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
よ
う
す
る
に
、
昼
間

活
動
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
す
れ
ば
あ
る
程
度
の

報
酬
が
必
要
だ
と
い
う
論
理
に
も
つ
な
が
る
。

こ
の
点
と
関
連
し
て
、
現
状
の
活
動
踏
ま
え

た
調
査
に
基
づ
く
提
案
に
な
っ
て
い
る
た
め

に
、今
後
の
地
域
経
営
の
責
任
を
考
慮
す
る
と
、

報
酬
増
額
の
可
能
性
を
内
包
し
て
い
る
。
そ
う

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
議
会
力
の
ア
ッ
プ
の
際
に

住
民
と
議
論
し
な
が
ら
水
準
を
決
め
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
首
長
給
与
と
連
動

さ
せ
る
根
拠
の
説
明
が
必
要
で
あ
る
。
選
挙
で

選
出
さ
れ
る
公
職
者
で
あ
る
と
い
う
共
通
性
と

と
も
に
、
首
長
の
給
与
は
当
該
自
治
体
の
民
間

（
そ
し
て
一
般
の
公
務
員
）
の
給
与
水
準
と
連

動
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
議
論
で
多
様
な
属
性
を
有
す

る
議
員
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い

う
重
要
な
論
点
が
浮
上
す
る
。
会
津
若
松
市
議

会
の
場
合
、
年
収
約
七
五
〇
万
円
と
な
っ
て
い

る
。
兼
職
も
多
い
が
、
専
業
も
い
る
。
こ
の
額

で
な
ら
ば
多
様
な
属
性
が
議
員
と
な
る
道
が
開

け
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
町
村
議
会
の
多
く

の
場
合
、
現
状
で
は
困
難
な
場
合
も
多
い
。

こ
の
場
合
、
恒
常
的
な
夜
間
休
日
議
会
も
想

定
し
て
よ
い
。
こ
れ
は
一
般
に
中
途
半
端
な
報

酬
削
減
の
方
向
で
決
着
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ

る
。
二
度
提
案
さ
れ
た
あ
る
市
の
会
議
規
則
改

定
案
の
趣
旨
は（
両
者
と
も
否
決
）
、
多
様
な
属

性
の
議
員
を
登
場
さ
せ
る
、
傍
聴
な
ど
で
市
民

が
参
加
し
や
す
い
と
い
っ
た
よ
う
な
フ
ォ
ー
ラ

ム
と
し
て
の
議
会
を
創
り
出
す
た
め
と
と
も

に
、
報
酬
削
減
の
可
能
性
を
探
る
も
の
で
あ
っ

た
。
さ
ら
に
、管
理
職
の
み
の
会
議
出
席
に
よ
り

残
業
代
の
増
額
を
回
避
す
る
こ
と
も
想
定
さ
れ

て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、理
論
上
は
競
争
率
を
高
め

る
た
め
の
報
酬
増
額
も
考
え
ら
れ
る
。し
か
し
、

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
層
で
も
仕
事
を
辞
め
ず
に
議
員

活
動
が
で
き
る
が
ゆ
え
に
、
報
酬
を
低
く
す
る

こ
と
、
あ
る
い
は
無
報
酬
や
費
用
弁
償
程
度
と

い
っ
た
こ
と
に
道
を
開
く
も
の
で
あ
る
。
多
様

な
属
性
を
有
す
る
議
員
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
で

は
、大
い
に
意
義
が
あ
る
。
た
だ
し
、
夜
間
休
日

議
会
だ
け
で
、
政
策
提
言
・
監
視
機
能
を
強
化
し

た
今
後
の
地
域
経
営
を
担
う
議
会
を
登
場
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
か
は
慎
重
な
議
論
が
必
要
で

あ
ろ
う
。そ
れ
に
は
、
会
議
出
席
だ
け
で
は
な
い

議
会
・
議
員
活
動
へ
の
配
慮
、お
よ
び
議
会
事
務

局
の
充
実
や
住
民
に
よ
る
支
援
が
含
ま
れ
る
。

こ
れ
ら
の
留
意
点
は
あ
り
な
が
ら
も
、
会
津

若
松
市
議
会
モ
デ
ル
は

現
時
点
で
は
ベ
タ
ー
で

あ
る
。
議
会
と
し
て
住

民
に
説
明
で
き
る
根
拠

が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
附
属
機
関

を
含
め
て
検
討
組
織
を
設
置
す
る
こ
と
は
必
要

で
あ
る
。
そ
し
て
、
多
く
の
住
民
と
自
治
を
語

る
中
で
報
酬
を
議
論
す
る
こ
と
、
お
よ
び
特
別

職
等
報
酬
審
議
会
委
員
と
の
意
見
交
換
会
も
必

要
で
あ
る
。

最
後
に
、
報
酬
の
議
論
を
深
め
る
た
め
の
論

点
を
明
示
し
て
お
こ
う
。
報
酬
の
議
論
で
は
、

地
域
経
営
の
政
策
提
言
・
監
視
機
能
を
強
化
さ

せ
る
こ
と
と
、
多
様
な
属
性
の
議
員
を
登
場
さ

せ
る
こ
と
と
い
っ
た
複
眼
的
な
視
点
を
常
に
持

ち
続
け
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
法
制
度
改
革

を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
今
日
で
も
可
能
な
現

実
的
な
対
応
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
際
、
時
間

休
が
法
的
に
認
め
ら
れ
る
制
度
（
会
社
か
ら
は

支
払
わ
れ
な
い
が
、自
治
体
か
ら
の
費
用
弁
償
）

は
、
長
期
の
議
論
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
公
務

員
等
も
選
挙
時
に
は
退
職
せ
ず
当
選
後
退
職
す

る
制
度
や
、
さ
ら
に
公
務
員
と
な
っ
て
い
る
自

治
体
以
外
の
議
員
と
な
る
制
度
な
ど
は
早
急
に

導
入
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
報
酬
を
考
え
る
上

で
も
、
議
員
の
身
分
か
ら
議
論
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
今
日
、
「
公
選
職
」
の
議
論
は
沈
静

化
し
て
し
ま
っ
た
。
報
酬
の
中
途
半
端
さ
は
、

議
員
の
身
分
の
中
途
半
端
さ
に
由
来
す
る
。
大

い
に
議
論
を
重
ね
た
上
で
地
方
自
治
法
等
や
自

治
基
本
条
例
に
盛
り
込
む
こ
と
を
期
待
す
る
。

議
員
報
酬
の
中
途
半
端
さ
を
考
え
る

議議

会会
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議
員
定
数
、
よ
り
正
確
に
は
そ
の
削
減
を
め

ぐ
る
議
論
が
盛
ん
だ
。
定
数
削
減
の
住
民
投
票

も
行
わ
れ
た
（
山
陽
小
野
田
市
、
二
〇
一
三
年

四
月
七
日
）
。
そ
れ
は
「
自
治
の
切
り
売
り
」

で
あ
る
。
議
会
や
自
治
の
あ
り
方
と
切
り
離
し
、

そ
し
て
同
日
市
長
選
挙
で
現
職
市
長
が
削
減
を

肯
定
し
選
挙
が
単
一
争
点
化
し
た
か
ら
だ
（
同

年
四
月
一
九
日
付
、
本
紙
本
欄
）
。

議
員
定
数
を
め
ぐ
っ
て
冷
静
に
議
論
す
る
た

め
に
、
筆
者
は
さ
ま
ざ
ま
な
場
で
議
論
の
素
材

を
提
供
し
て
き
た
。
そ
の
一
つ
は
討
議
で
き
る

人
数
を
基
準
と
す
る
こ

と
で
あ
る
。
委
員
会
主

義
を
採
用
し
て
い
る
議

会
で
は
、
一
委
員
会
に

つ
き
少
な
く
と
も
七
、
八
人
は
必
要
で
あ
り
、

定
数
は
そ
れ
に
委
員
会
数
を
乗
し
た
も
の
と
す

る
こ
と
で
あ
る
。
議
会
は
そ
の
存
在
意
義
で
あ

る
討
議
を
中
心
に
、
そ
し
て
住
民
が
参
加
で
き

る
手
法
の
導
入
も
視
野
に
入
れ
て
い
る
（
詳
細

は
『
自
治
体
議
会
学
』
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
一

二
年
、
参
照
）
。

機
動
的
に
動
け
る
人
数
と
い
う
議
論
も
あ
る

が
（
削
減
重
視
）
、
機
動
性
は
執
行
機
関
に
適

合
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
ま
た
、
住
民
代
表
を

強
調
す
る
視
点
か
ら
の
定
数
増
や
削
減
反
対
の

立
場
も
採
用
し
て
い
な
い
。
戦
後
一
貫
し
て
人

口
（
有
権
者
数
）
は
増
大
し
て
き
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
議
員
数
は
大
幅
に
減
少
し
た
。
自
由

度
を
高
め
る
こ
と
を
理
由
と
し
た
自
治
法
改
正

は
（
法
定
数
か
ら
法
定
上
限
数
、
さ
ら
に
条
例

へ
の
完
全
な
委
任
）
、
こ
の
現
実
を
追
認
す
る

も
の
で
も
あ
る
。
充
実
し
た
住
民
参
加
が
認
知

さ
れ
て
い
る
現
在
、
住
民
の
意
向
は
議
会
・
議

員
（
お
よ
び
首
長
）
だ
け
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
で
集

約
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
多
様
な
住
民
参
加

制
度
の
配
置
に
よ
る
民
意
の
吸
収
は
必
要
で
あ

り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
正
統
に
選
挙
さ
れ
た
議

員
は
討
議
を
行
い
最
終
的
に
議
決
す
る
役
割
を

発
揮
す
れ
ば
よ
い
。

地
方
分
権
時
代
に
即
し
た
新
し
い
議
会
像
か

ら
定
数
基
準
を
探
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
住

民
参
加
を
豊
富
化
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
首
長

等
と
政
策
競
争
す
る
議
会
で
あ
る
。
「
人
格
を

持
っ
た
議
会
」
と
し
て
登
場
す
る
。
こ
れ
に
は

議
員
間
討
議
が
不
可
欠
で
あ
る
。
新
し
い
議
会

に
適
合
す
る
定
数
が
討
議
で
き
る
人
数
で
あ

る
。日

本
の
自
治
体
の
活
動
量（
財
政
、
権
限
等
）

は
世
界
的
に
み
て
大
き
い
。
監
視
や
政
策
提
言

の
充
実
の
た
め
に
は
委
員
会
主
義
が
採
用
さ
れ

る
。
討
議
で
き
る
人
数
と
し
て
一
委
員
会
に
つ

き
少
な
く
と
も
七
、
八
人
。
こ
れ
に
委
員
会
数

を
乗
す
る
数
が
定
数
と
な
る
。
な
ぜ
、
討
議
で

き
る
人
数
が
こ
れ
か
。
科
学
的
な
根
拠
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。
議
会
改
革
の
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ

ー
で
あ
る
北
海
道
福
島
町
議
会
で
は
委
員
会
六

人
で
あ
る
。
筆
者
の
提
案
の
理
由
の
一
つ
は
、

自
由
な
討
議
空
間
を
創
り
だ
す
こ
と
で
あ
る
。

人
数
の
少
な
さ
は
自
由
な
討
議
を
可
能
に
す
る

が
、
少
数
意
見
を
出
し
に
く
い
と
い
う
課
題
も

あ
る
。
少
数
で
あ
ろ
う
と
も
そ
れ
に
賛
同
す
る

意
見
が
出
て
討
議
は
展
開
す
る
。
ま
た
今
日
、

自
由
な
討
議
空
間
の
創
出
の
手
法
と
し
て
ワ
ー

ル
ド
・
カ
フ
ェ
が
実
践
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

六
人
以
下
で
行
う
が
、
討
議
す
る
に
あ
た
っ
て

他
者
を
気
に
し
な
い
人
数
だ
か
ら
で
あ
る
。
議

会
は
、
自
由
な
討
議
を
必
要
と
す
る
が
公
共
空

間
で
あ
り
、
常
に
住
民
を
意
識
す
る
た
め
に
は

そ
の
人
数
を
超
え
る
必
要
が
あ
る
。
委
員
会
で

は
進
行
役
で
あ
る
委
員
長
が
一
人
い
る
の
で
、

実
際
は
六
人
と
な
る
。
少
な
く
と
も
と
い
う
の

は
こ
の
こ
と
を
考
慮
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ア
ト

ラ
ン
ダ
ム
な
討
議
な
ら
ば
と
も
か
く
、
恒
常
的

な
討
議
で
あ
る
な
ら
ば
そ
れ
以
上
の
人
数
が
必

要
で
あ
る
。

な
お
、
討
議
す
る
人
数
を
定
数
の
基
準
と
す

る
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
住

民
参
加
を
踏
ま
え
た
上
で
の
こ
と
で
あ
る
。
出

前
議
会
（
住
民
と
の
意
見
交
換
会
）
や
、
議
会

本
体
へ
の
住
民
参
加（
公
聴
会
・
参
考
人
制
度
、

請
願
・
陳
情
の
代
表
者
の
意
見
陳
述
）
が
必
要

で
あ
る
。
そ
れ
を
超
え
て
、
議
員
間
討
議
の
支

援
を
住
民
が
行
な
う
。
委
員
会
審
議
の
補
完
で

あ
る
。
実
際
に
長
野
県
飯
綱
町
議
会
で
行
な
っ

て
い
る
よ
う
に
、
特
定
の
テ
ー
マ
を
住
民
と
議

員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
研
究
会
を
設
置
し
て

調
査
研
究
し
提
言
す
る
こ
と
を
想
定
す
る
と
よ

い
。
議
員
一
五
名
を
二
つ
に
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ

に
住
民
が
参
加
し
た
研
究
会
を
立
ち
上
げ
て
い

る
。
こ
れ
を
超
え
て
、
委
員
会
に
住
民
が
恒
常

的
に
参
加
し
て
討
議
に
参
加
す
る
。も
ち
ろ
ん
、

住
民
が
委
員
会
委
員
に
な
る
こ
と
は
法
令
上
想

定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
委
員
会
的
な
も

の
を
設
置
し
そ
こ
で
討
議
を
行
う
。
会
津
若
松

市
議
会
の
議
会
制
度
検
討
委
員
会
（
政
策
討
論

会
分
科
会
）
に
は
、
議
員
七
名
の
ほ
か
公
募
委

員
二
名
が
恒
常
的
に
参
加
し
て
い
る
。

充
実
し
た
住
民
参
加
が
可
能
な
議
会
は
一
委

員
会
の
定
数
削
減
も
想
定
で
き
る
。
し
か
し
、

こ
れ
は
恒
常
的
な
住
民
参
加
を
前
提
と
す
る
。

議
員
に
も
住
民
に
も
そ
の
自
覚
が
不
可
欠
で
あ

り
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
議
会
力
、
自
治
力
は
低

下
す
る
。
ま
た
、
す
で
に
議
員
定
数
を
大
幅
に

削
減
し
、
増
加
は
現
時
点
で
は
困
難
で
あ
る
自

治
体
は
充
実
し
た
住
民
参
加
を
議
会
に
設
置
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
自
治
体
の

人
口
は
少
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
住
民
総
会（
自

治
法
九
四
）
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
、
そ
れ
に

類
似
し
た
「
ま
ち
づ
く
り
住
民
総
会
」
を
恒
常

的
に
開
催
す
る
こ
と
も
考
え
て
よ
い
。
そ
う
し

な
け
れ
ば
、
新
し
い
議

会
運
営
は
困
難
で
あ

る
。な

お
、
委
員
会
の
複

数
所
属
に
よ
っ
て
全
体
の
定
数
を
修
正
す
る
こ

と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
委
員
会
数

は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
複
数
所
属
に
よ
り
議
会

全
体
の
定
数
を
削
減
す
る
こ
と
は
理
論
上
可
能

で
あ
る
。
し
か
し
、
複
数
所
属
を
実
践
し
た
飯

田
市
議
会
で
は
、
そ
れ
で
は
充
実
し
た
審
議
は

難
し
い
と
し
て
、
一
つ
の
委
員
会
に
所
属
す
る

こ
と
に
戻
し
て
い
る
。
議
会
力
を
ダ
ウ
ン
さ
せ

な
い
で
複
数
所
属
が
可
能
か
ど
う
か
は
慎
重
に

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
予
算
決

算
常
任
委
員
会
を
設
置
し
た
場
合
や
、
指
定
都

市
の
区
ご
と
の
地
域
版
委
員
会
は
こ
の
限
り
で

は
な
い
。
な
お
、
本
会
議
中
心
主
義
を
採
用
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
一
〇
名
以
下
の
定
数
で

運
営
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
充
実
し
た
審

議
や
調
査
研
究
を
行
な
う
た
め
に
は
、
今
後
委

員
会
中
心
主
義
に
変
え
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る

（
こ
の
意
味
は
別
途
論
じ
た
い
）。
そ
の
場
合
、

重
複
所
属
と
す
る
か
、
委
員
会
的
な
も
の
を
設

置
し
恒
常
的
に
住
民
が
参
加
す
る
か
を
選
択
す

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

議
員
定
数
の
議
論
を
削
減
に
終
わ
ら
せ
ず
、

自
治
を
担
う
議
会
を
創
り
だ
す
機
会
と
し
た

い
。

定
数
�
討
議
で
き
る
人
数
を
提
案
す
る
理
由

議議

会会



表 議員のなり手不足とその解消の方向 

 議会・議員魅力（ならない要因） 議会・議員の活動条件（ならない要因） 地域力（なれない要因） 

従

来

と

今

日 

・名望家としての議員 

・活動量の少なさ 

     ⇓ 

・議会、議員への不信 

・多様な住民参加によって議員の必要

性低下（口利きの必要性低下） 

・身近に議員がいなくなり議会・議員に

対するイメージ不足 

・少ない活動量で兼業可能 

・議員年金 

     ⇓ 

・活動量の増大にもかかわらず議員報酬の削減・継

続 

・議員年金廃止 

 

・議員を排出している自営業・農業の活性化 

・候補者を押し出すコミュニティ 

       ⇓ 

・高齢化の進展 

・自営業、農業の衰退（一方で忙しくなる業種も） 

・コミュニティの衰退により議員排出力の弱体化 

・定数減により当選得票数の増加による立候補断念（集落間の調整に多大なコス

ト） 

今

後

の

課

題

Ⅰ 

・「住民自治の根幹」として議会の作動

＝信頼される議会 

・行政の不備を全体として問題とする

とともに、現状の財政状況の困難性を

説明する議員の役割 

・適正な議員報酬等の整備（小規模自治体では半議

員半 X） 

・それらを住民と考える 

・地域の活性化（集落支援） 

・若者の増加策と立候補に向けた施策（Ｕ・Ｊ・Ｉターン、地域づくり協力隊等） 

・女性の登用 

課

題

Ⅱ 

・議会制度改革（議会力アップ） ・基準財政需要額算定にあたって議会費の増額（地

方交付税なのでそれぞれの自治体で自律的に決定） 

・厚生年金への加入の検討* 

・兼職、兼業禁止規定の緩和・被選挙権年齢を 18 歳以上への引き下げ・補欠選

挙の改革（国政選挙等でも可能に）・公営選挙導入の検討・若者手当、育児手当

の導入の検討・休職制度、「公的活動」休職制度の導入・企業を支援する議員チ

ャレンジ奨励金制度の推進 

注１：長野県飯綱町議会「議員定数・報酬問題に関する 飯綱町議会から町民の皆さまへの訴え」2016 年、北海道浦幌町議会『議員のなり手不足の検証 検証報告書』2017 年、などを

参照して作成。注２：「従来と今日」の項目の中の記号⇓の下は今日の問題である。注３：今後の課題Ⅰは現行法体系下の独自改革、今後の課題Ⅱは法律改正を含む国等による今後の制

度改革の例示である。注４：*は現段階では筆者は留意している事項。注５：「半議員半 X」は大森彌さんによる提案。 


