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未来を拓く都留まちづくり会議

市町村合併について
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蘭画掴轡儲
●市町村合併の歴史●

過去の大きな合併には、明治

22年の苗町村制の施行に伴う『明

治の大合併』と、昭和28年の市町

村合併促進法による『昭和の大合

併』があります。『明治の大合併』

では市町村が戸籍や小学校の事

務を処理できるよう行政機能の

強化を図るため実施されました。，

全国で71，314あった町村が約5

分の1の15，820に減少しました。

『昭和の大合併』では昭和28年の

市町村合併促進法と昭和31年の

新市町村建設促進法に基づき国

指導の計画的な合併が推進され

全国で9，868の市町村が3，472と約

3分の1になりました。

現在の都留市は昭和29年4月29

日に1町4カ村で合併し市政を施

行しました。

合併当時の人口は、31，098人で

世帯数は5，761世帯でした．

今
回
の
、
「
未
来
を
拓
く
都
留
ま
ち
づ
く
り
会
議
」
は
市
町
村
合
併
に

つ
い
て
を
テ
ー
マ
に
市
内
九
地
区
で
開
催
し
ま
し
た
。
本
格
的
な
地
方

分
権
時
代
の
到
来
に
よ
り
、
各
市
町
村
は
自
己
決
定
・
自
己
責
任
を
キ

ー
ワ
ー
ド
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
に
大
き
な
責
任
を
果

た
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
少
子
高
齢
化
、
高
度
情
報
化
へ

け
川
U
e
　
の
対
応
、
更
に
は
多
様
化
す
る
市
民
ニ
ー
ズ
な
ど
様
々
な
こ
と
に
的
確

「雷、一灘

に
応
え
て
行
く
に
は
、
基
礎
自
治
体
と
し
て
の
行
財
政
基
盤
の
強
化
や

体
制
整
備
が
急
務
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
最
近
に
な
っ
て
全

国
で
市
町
村
合
併
に
む
け
た
動
き
が
目
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
会
議
で

は
、
二
十
一
世
紀
の
都
留
市
の
ま
ち
づ
く
り
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
そ

の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
体
制
の
整
備
を
ど
う
進
め
て
行
く
の
か
？
各

地
で
検
討
さ
れ
る
市
町
村
合
併
を
テ
ー
マ
に
、
地
域
特
性
を
生
か
し
、

市
民
が
主
体
と
な
る
ま
ち
づ
く
り
が
論
議
の
中
心
と
な
り
ま
し
た
。

市
町
村
合
併
に
つ
い
て
は
、
庁
内
に
市
町
村
合
併
研
究
会
を
設
け
、

国
の
制
度
改
革
の
動
向
と
影
響
、
合
併
支
援
策
な
ど
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ

ョ
ン
や
地
域
の
将
来
像
な
ど
多
角
的
に
調
査
研
究
を
す
る
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。
研
究
結
果
に
つ
い
て
は
、
広
報
紙
な
ど
で
、
広
く
市
民
の
皆

さ
ん
に
お
知
ら
せ
し
て
ま
い
り
ま
す
。
ま
た
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
は
市

町
村
合
併
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
を
今
後
予
定
し
て
お
り
ま
す

の
で
、
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

今
回
は
、
「
未
来
を
拓
く
都
留
ま
ち
づ
く
り
会
議
」
で
配
布
致
し
ま
し

た
市
町
村
合
併
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
概
要
を
ま
と
め
て
掲
載
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
都
留
市
の
将
来
に
つ
い
て
、
こ
れ
か
ら
も
市
民
の
皆
さ

ん
と
と
も
に
考
え
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。


