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投票に行ってみよう！

投票日当日、どうやって投票するのか、よくわからない人が
多いのではないでしょうか。
投票所での投票を説明しましょう。

 ╚ まず投票するには事前に送られてくる投票所入場券
が必要です。

 ╚ 投票時間は朝7時から夜8時までです。休憩時間な
どはありませんので、時間内であればいつでも投票

できます。

 ╚ 投票はどこでもできるわけではなく、投票所入場券

に指定されている場所で行わなければなりません。

はじめに

 ╚ もし投票日当日に行けない人は、期日前投票制度を利用してください。
 ╚ 投票は選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までで、

市町村役場などで投票できます。

 ╚ 入ってすぐに投票所入場券の確認作業があります。

登別市のホームページ（http://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2013022600071/）より。

〈見本〉
投票所入場券（登別市）

名簿対照

大垣市のホームページ（http://www.city.ogaki.lg.jp/0000018563.html）より。
※入場券は自治体の選挙管理委員会によって異なります。

投票所入場券（大垣市）

参議院議員通常選挙投票所入場券
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18歳から投票できるとか、話を聞いたけど。高校生でも選挙に行っ
ていいの？
働いてないし、税金も払ってないし、現代社会の時間とか寝てたしね
(-.-)Zzzzzzz……。

1│高校生でもOK

2015年に選挙の基本について定めている公職選挙法が改正
され、18歳選挙権が実現しました。つまり高校生でも有権者
になるのです。働いているか、税金を払っているかは関係あり
ません。
選挙権を20歳から18歳に下げるということは、20歳以上の
人たちが持っていた選挙権をそのまま18歳以上の人たちが持
つということです。
日本における選挙権拡大の歴史については、日本史、現代社
会や政治・経済の授業で習っていますので、知っている人も多
いでしょう。
日本で衆議院議員選挙が初めて行われたのは、1890年です。
当時の有権者は、直接国税15円以上を支払う25歳以上の男子
に限られていました。その後、1925年の普通選挙法により25

高校生

レクチャー

1│高校生でも投票に行っていいの？ 歳以上の男子となり、女性に選挙権が認められたのは戦後に
なってからです。18歳選挙権となり、有権者は総人口の83%
程度になると言われています。
選挙で投票するのに、学歴や学力も関係ありません。中卒で
も、高校を中退していたとしても、18歳以上ならばOKです。

■ 選挙権の拡大
選挙実施年 年齢・性別 財産 総人口に対する有権者の比率（%）

1890年 25歳以上の男子 直接国税15円以上の
納付者

 1.13

1902年 同上 直接国税10円以上の
納付者

 2.18

1920年 同上 直接国税3円以上の
納付者

5.5

1928年 同上 制限なし 19.98

1946年 20歳以上の男女 同上 48.65

2016年 18歳以上の男女 同上 83.0？
※ 直接国税：地租（土地に課す税）と所得税のこと。1890年当時、国税のうち地租の割合は約60%で、
所得税は1.7%ほどでした。

2│どんな選挙で投票できるのか
18歳になったら投票できるのは、衆議院・参議院議員選挙、
そして住んでいる自治体（都道府県・市町村）の首長や議会議員
選挙などです。
そのほかにも、最高裁判所裁判官の国民審査（P.54）でも1
票を入れることができます。また地方自治体におけるリコール
（P.121）で、住民投票が行われますが、この投票でも投票権を
有します。
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選挙が行われた年

最
大
格
差（
倍
）

国政選挙における最大格差と最高裁判決

○は合憲判決、△は違憲状態判決、×は違憲判決を示す。
佐藤令「衆議院及び参議院における一票の格差」国立国会図書館『調査と情報』714号（2011）

5頁に掲載されている図1を参考。

総選挙というと、高校生にとっては、衆議院議員の選挙よりも、
AKB選抜総選挙のことをすぐに思いつくかもしれません。AKBの
場合は、ファンクラブ会員やMobile会員のほか、指定されたCDを
買って、中に入っている投票券から携帯で投票を行うという方法です。
つまり衆議院選挙は1人1票ですが、CDによる投票券の場合、CD1
枚で1票になり、CDを買えば買うほど、票が多くなります。1CD1
票原則と言えます。
これに似た制度が、株式会社にもあります。株式会社では、会社
に出資した人の持ち分のことを株式と呼んでおり、会社の運営方針
を決める最高会議である株主総会では、1株1票が原則となっています。
ですから多くの株を持っている人が、会社の運営に対して発言力

AKB総選挙と株主総会コラム3

があることになります。また企業を買収する際に、株式の買い付け
を通じて、50パーセント以上保有することが目指されますが、こ
れは1株1票だからできることです。
なお東京証券取引所のような株式市場に株を上場している企業に
は有価証券報告書が義務付けられており、それを読むと多くの票数
を持っている人（大株主）がわかります。
衆議院総選挙などにおける1票はあくまで有権者という「人」で
あることによって平等に与えられることに意義がありますが、社会
には必ずしも1人1票ではないこともあります。

2020年に行われる国勢調査後の衆議院選挙で導入されることに
なった「アダムズ方式」ですが、名前は聞いたことがあるけれど、
「一体、何だろう？」って思っている人が多いでしょう。
日本で言われるアダムズ方式とは、人口の少ない県にも定数を割
り当てるための1つの方法です。キーワードは「切り上げ」です。
なんだか難しそうなので、ストーリー仕立てで説明してみましょう。

橋が壊れちゃった
あるところにA村（人口1000人）・B村

（800人）・C村（200人）という3つの村
がありました。とある夏の日、この
地域を台風が襲い、3つの村をつな
ぐY字の橋が壊れてしまいました。
そこで、橋を修理するための費用

3000万円をどのように分担するか
を話し合うために、それぞれ3つの
村で代表者を選ぶことにしました。
ただ、代表者が多すぎても困るので、3つの村合わせて10人にす

ることにしました。
ところが、3つの村の人口はバラバラでした。そこで各村に定数

10人をどのように割り振るのかが問題になります。

アダムズ方式って何？コラム4

A村A村

B村 C村
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❶については戸別訪問による買収を取り締まればいいはずで、
戸別訪問をすべて禁止にする理由にはならないでしょう。

❷は期間や時間を区切るなどの工夫が考えられますし、しつ
こ過ぎる訪問はむしろ票を減らす可能性があります。

❸は候補者が競って戸別訪問をすると、多額の費用がかかる
ということですが、これはボランティアの支援者を見つけられ
ない候補者の論理ではないでしょうか。

❹については、家に訪ねてきたからといって、その人に同情
して投票する人などそんなにいるでしょうか。
以上、戸別訪問禁止の合憲性を支える根拠は十分な説得力が
あるかどうか疑わしいと言えます。

インターネット選挙解禁って、ネット投票ができるってこと？

1│インターネットの選挙運動解禁
インターネットを通じた選挙運動は2013年4月に解禁され
ました。TwitterやFacebookなどのSNS、YouTubeなどの動
画共有サイトなどを利用して選挙運動をすることが可能です。
ただしメールに関しては、候補者はよいのですが、有権者は

NGですので、気を付けましょう。
またネット投票は現段階では実現していません。

インターネットで選挙運動をする際には、氏名・電子メール
など返信可能な連絡先を正しく表示しないといけません。つま
り氏名を偽ったりすることができないということです。

高校生
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■ インターネットにおける選挙運動の可否
政党 候補者 有権者

ホームページ ○ ○ ○
ブログ ○ ○ ○
SNS ○ ○ ○

動画サイト ○ ○ ○
電子メール △※ △※ ×

※あらかじめ選挙運動用の電子メールの送信を求めた人などに限ります。

4│インターネット選挙解禁：いいね！❸多くのお金がかかってしまう。
❹感情に流されて投票してしまう。
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5│高校生から親への影響
憲法改正の国民投票運動について検討した国会審議では、社
会科の時間に先生が子どもたちに特定の憲法改正案に賛成・反
対するように講話し、それが親に伝わり、影響を与えることが
懸念されています。
しかし、子どもたちが先生の話を聞いて、親たちと政策や憲
法改正について話し合うというのは、まさに民主主義の実質化
を目指す「熟議」として理想的な姿ではないでしょうか。
さらに憲法は何十年、すなわち何世代にも渡って通用するも
のである以上、家庭内の熟議を通じて、投票権のない子どもた
ちが考えたことを親に代弁してもらうという重要な契機も存在
すると言えます。

熟議
民主主義では十分な議論を尽くたうえで、決定すること
が重要ですが、最近ではその議論をより実質的にするため
に「熟議（deliberartion）」が叫ばれ、文部科学省も推進し
ています。

第一志望のW大学にAO入試があるらしいんだ。生徒会長とかやると、
有利になるかな？
それとも政治活動っぽくって、不利になる？

1│生徒会と民主主義
みんなのことはみんなで決める。このような民主主義の理念
を私たちは学校で学びます。それは社会科だけではありません。
小学校の児童会、中学校の生徒会、そして高校の生徒会を通じ
て実践的に学んでいます。
生徒会会長や役員は、演説会などを通じて、選挙で選ばれま
す。また生徒会の方針や運営については各クラスの代表による
会議、また生徒総会で議論し、多数決で決定します。まさに民
主主義です。
生徒会の中でも、生徒会長は重要な役割です。生徒会役員の
まとめ役だけではなく、先生方、PTA、学外に対しても生徒会
を代表します。日本国で言えば内閣総理大臣、会社で言えば代
表取締役社長のような存在ですね。
以上のようなことからすれば、生徒会に参加すること、そし
て生徒会長などの役員を務めることは、広い意味での政治的な

高校生
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6│生徒会って、政治活動？
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