
第
4
章

分
権

改
革

の
更

な
る

飛
醸

を
農

望
し

て

委
員
会
が
推
進
し
て
き
た
今
次
の
分
権
改
革
は
、
既
に
第

1
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
第

1
次
分
権
改
革
と
い
う
べ
き

も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
未
完
の
分
権
改
革
を
こ
れ
か
ら
更
に
完
成
に
近
づ
け
て
い
く
た
め
に
は
、
ま
だ
ま
だ

数
多
く
の
改
革
課
題
が
残
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
大
き
く
分
類
す
れ
ば
、
以
下
の

6
項
目
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

I
 
地

方
財

政
秩

序
の

再
構

築

ま
ず
第

1
に
、
地
方
財
政
秩
序
を
分
権
型
社
会
に
ふ
さ
わ
し
い
新
し
い
姿
に
再
構
築
す
る
こ
と
で
あ
る
。

分
権
型
社
会
に
ふ
さ
わ
し
い
新
し
い
地
方
財
政
秩
序
を
再
構
築
し
て
い
く
た
め
に
は
、
今
回
の
委
員
会
の
提
雷
に

示
さ
れ
て
い
る
基
本
的
な
方
向
、
す
な
わ
ち
、
自
己
決
定
・
自
己
責
任
の
原
理
を
地
方
税
財
政
の
領
域
に
ま
で
推
し

広
げ
て
地
方
公
共
団
体
の
財
政
運
営
の
自
由
度
を
高
め
る
と
と
も
に
、
地
域
住
民
か
ら
見
て
も
そ
の
受
益
と
負
担
の

関
係
が
分
か
り
や
す
い
税
財
政
構
濫
に
改
め
る
こ
と
を
も
っ
て
、
故
革
の
大
方
針
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
た
め
に
は
、
現
行
の
関
税
と
地
方
税
の
税
源
配
分
を
改
め
、
地
方
公
共
団
体
の
自
主
財
源
、
で
あ
る
地
方
税
収

入
を
充
実
し
、
そ
の
皮
脂
で
国
か
ら
の
財
政
移
転
に
依
存
し
た
依
存
財
源
、
の
規
模
を
で
き
る
だ
け
縮
減
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
依
存
財
源
の
な
か
で
も
、
使
途
の
特
定
さ
れ
た
財
糠
で
あ
る
と
こ
ろ
の
国
庫
補
助
負

担
金
の
縮
減
を
優
先
し
、
つ
い
で
使
途
の
特
定
さ
れ
て
い
な
い
一
般
財
源
で
あ
る
と
こ
ろ
の
地
方
交
付
税
の
縮
減
を

図
る
方
途
を
探
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

地
方
公
共
間
体
は
、
自
主
財
源
、
で
あ
る
地
方
税
収
入
に
つ
い
て
そ
の
税
率
設
定
権
を
含
む
課
税
自
主
権
を
積
極
的

に
行
使
し
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
水
準
と
地
域
住
民
の
地
方
税
負
担
の
バ
ラ
ン
ス
の
当
否
を
地
域
住
民
に
問
い
か
け
て
い

く
べ
き
で
あ
る
。
わ
が
閣
の
こ
れ
ま
で
の
地
方
自
治
は
、
国
の
地
方
税
法
に
定
め
ら
れ
た
法
定
税
を
そ
の
標
準
税
率

で
課
税
し
て
得
た
地
方
税
収
入
に
、
国
か
ら
配
分
さ
れ
る
地
方
交
付
税
収
入
や
国
庫
負
担
金
収
入
、
国
に
申
請
し
交

付
を
受
け
た
国
産
補
助
金
収
入
な
ど
を
追
加
し
た
蔵
入
の
総
額
を
、
し
、
か
な
る
行
政
サ
ー
ゼ
ス
に
配
分
す
る
か
と
い

う
「
歳
出
の
保
治
J

に
の
み
専
念
し
て
き
た
観
が
あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
の
分
権
型
社
会
の
地
方
自
治
は
、
地
域
住
民

に
ど
れ
だ
け
の
地
方
税
負
担
を
求
め
る
の
か
と
い
う

f歳
入
の
自
治
J

ま
で
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

E
 
地

方
公

共
毘

体
の

事
務

に
対

す
る

法
令

に
よ

る
義

務
付

け
・

枠
付

け
等

の
緩

和

つ
い
で
第

2
に
、
地
方
分
権
を
実
現
す
る
に
は
、
あ
る
事
務
事
業
を
実
施
す
る
か
し
な
い
か
の
選
択
そ
れ
自
体
を

地
方
公
共
団
体
の
自
主
的
な
判
断
に
委
ね
る
こ
と
こ
そ
が
最
も
盤
裂
で
あ
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
の
事
務
に
対
す

る
国
の
個
別
法
令
に
よ
る
義
務
付
け
、
枠
付
け
等
を
大
幅
に
緩
和
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

第
1
次
分
権
改
革
の
主
要
な
成
果
の
一
つ
は
、
国
の
通
達
等
に
よ
る
関
与
を
大
幅
に
緩
和
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、

国
の
法
令
等
(
法
律
・
政
令
・
省
令
・
告
示
)
に
よ
る
事
務
の
義
務
付
け
、
事
務
事
業
の
執
行
方
法
や
執
行
体
制
に

対
す
る
枠
付
け
の
緩
和
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
全
く
手
付
か
ず
に
終
わ
っ
て
い
る
。
地
方
公
共
団
体
の
事
務
を
文

字
ど
お
り
そ
れ
ら
し
い
も
の
に
変
え
て
い
く
た
め
に
は
、
国
の
個
別
法
令
に
よ
る
事
務
の
義
務
付
け
、
事
務
事
業
の

ワム
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執
行
方
法
や
執
行
体
制
に
対
す
る
枠
付
け
等
を
大
幅
に
緩
和
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
自
主
財
源
、
で
あ
る
地
方
税
収
入
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
充
実
確
保
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
反
面
で
関
か
ら
の

依
存
財
源
が
縮
減
さ
れ
、
し
か
も
国
に
よ
る
事
務
の
義
務
付
け
は
従
前
ど
お
り
に
続
く
こ
と
に
な
れ
ば
、
地
方
税
収

入
は
こ
れ
を
す
べ
て
菌
か
ら
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
事
務
の
執
行
経
費
に
充
当
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
り
か
ね

な
い
。
こ
れ
で
は
、
地
方
公
共
団
体
に
は
単
独
事
業
を
行
う
余
裕
が
な
く
、
独
自
の
鱒
性
的
な
自
治
体
政
策
を
展
開

す
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
る
。

さ
ら
に
、
国
か
ら
の
依
存
財
源
を
縮
減
す
る
方
策
の
一
環
と
し
て
地
方
交
付
税
の
大
輔
な
減
額
を
行
お
う
と
す
れ

ば
、
義
務
的
経
費
の
縮
減
を
圏
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
閣
の
法
令
に
よ
る
事

務
の
義
務
付
け
や
事
務
事
業
の
執
行
方
法
や
執
行
体
制
に
対
す
る
枠
付
け
等
を
大
幅
に
緩
和
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で

あ
る
。
そ
れ
に
は
、
全
国
ど
こ
で
も
一
律
に
最
低
限
度
確
保
さ
れ
る
べ
き
ナ
シ
ョ
ナ
ノ
レ
・
ミ
ニ
マ
ム
と
は
向
か
を
、

個
別
行
政
サ
ー
ピ
ス
ご
と
に
厳
し
く
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
そ
の
判
断
基
準
は
そ
の
時
代
時
代
の
社
会
状
況
に
よ
っ

て
変
わ
り
得
る
も
の
で
あ
り
、
不
断
の
見
麗
し
が
求
め
ら
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る

E
 
地
方
分
権
や
市
町
村
の
合
併
の
推
進
を
踏
ま
え
た
新
た
な
地
方
自
治
の
仕
組
み
に
関
す
る
検
討

第
3
に
、
平
成

1
7
年

3
月
ま
で
の
時
限
法
で
あ
る
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
(
昭
和

4
0
年
法
律
第

6
号
)
に
基
づ
い
て
進
め
ら
れ
て
い
る
市
町
村
合
併
の
帰
趨
を
慎
重
に
見
極
め
な
が
ら
、
道
小

1¥1制
論
、
連
邦
制
論
、

廃
熱
置
務
論
な
ど
、
現
行
の
都
道
府
県
と
市
区
町
村
の

2
躍
の
地
方
公
共
団
体
か
ら
な
る
現
行
制
度
を
改
め
る
観
点

か
ら
各
方
面
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
新
た
な
地
方
自
治
制
度
に
関
す
る
様
々
な
提
言
の
当
否
に
つ
い
て
、
改
め
て

検
討
を
深
め
る
こ
と
で
あ
る
。

委
員
会
は
当
初
、
地
方
分
権
推
進
法
の
制
定
以
前
の
段
階
に
お
い
て
隆
盛
を
極
め
て
い
た
い
わ
ゆ
る
「
受
け
皿
論
」

を
こ
の
際
は
一
時
棚
上
げ
に
し
、
当
面
は
現
行
の
地
方
自
治
制
度
を
前
提
に
し
て
、
こ
の
体
制
の
下
で
可
能
な
か
ぎ

り
の
分
権
を
推
進
す
る
こ
と
を
基
本
方
針
と
し
て
い
た
。
地
方
分
権
推
潜
法
の
制
定
に
至
る
ま
で
の
論
議
の
過
程
で
、

そ
の
旨
の
合
意
が
関
係
者
の
間
に
概
ね
成
立
し
て
い
た
と
理
解
し
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
市
町
村
合
併
に
つ
い
て
は
分
権
改
革
と
同
時
並
行
し
て
推
進
す
べ
し
と
す
る
声
が
各
方
面
で
高

ま
る
ば
か
り
で
、
あ
っ
た
。
そ
こ
で
委
員
会
と
し
て
は
、
第

1
次
勧
告
を
提
出
し
た
時
点
、
す
な
わ
ち
機
関
委
任
事
務

制
度
の
全
面
廃
止
が
政
府
内
で
合
意
が
得
ら
れ
る
見
通
し
が
立
っ
た
時
点
で
、
市
町
村
合
併
問
題
を
地
方
行
政
体
制

の
整
備
及
び
確
立
方
策
の
重
要
な
一
環
と
し
て
調
査
審
議
の
そ
上
に
載
せ
る
こ
と
と
し
、
第

2
次
勧
告
に
お
い
て
市

有
村
の
自
主
的
な
合
併
の
積
極
的
な
促
進
方
策
を
勧
告
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
平
成

17
年

3
月
ま
で
の
関
に
市
町
村
合
併
が
ど
の
穏
度
ま
で
進
捗
す
る
の
か
に
よ
る
が
、
そ
の
帰
趨
に

よ
っ
て
は
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
で
、
あ
る
市
町
村
の
あ
り
方
に
と
ど
ま
ら
ず
、
広
域
的
地
方
公
共
団
体
と
し
て
の
都

道
府
県
の
あ
り
方
の
見
渡
し
も
視
野
に
入
れ
た
先
に
述
べ
た
よ
う
な
新
た
な
地
方
自
治
制
度
に
関
す
る
様
々
な
提
言

が
よ
り
現
実
性
を
帯
び
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
、
分
権
改
革
が
次
の
第

2
次
分
権
改
革
か
ら
更
に
第

3
次

分
権
改
革
へ
と
発
展
す
る
段
階
に
な
れ
ば
、
地
方
自
治
制
震
の
将
来
像
を
明
確
に
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
の
で
は
な

し
1カ冶。
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JV 
事
務
事
業
の
移
醸

第
4
に
、
ヨ
}
ロ
ッ
パ
先
進
諸
国
に
普
及
し
つ
つ
あ
る
「
補
完
性

(subsidiari
ty)

の
原
理

J
を
参
考
に
し
な

が
ら
、
市
区
町
村
、
都
道
府
県
、
国
の
相
玄
関
の
事
務
事
業
の
分
担
関
係
を
見
直
し
、
事
務
事
業
の
移
譲
を
更
に
推

進
す
る
こ
と
で
あ
る
。

す
で
に
第

1
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
第

1
次
分
権
改
革
で
は
事
務
事
業
の
移
譲
方
策
の
側
面
で
は
あ
ま
り
大
き
な

成
果
を
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
が
制
定
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
方
自
治
憲
章
や

間
際
自
治
体
連
合
(
I
ULA)

が
そ
の
世
界
大
会
で
決
議
し
た
世
界
地
方
自
治
宣
言
で
は
、
事
務
事
業
を
政
府
間
で
分

担
す
る
に
際
し
て
は
、
ま
ず
基
礎
自
治
体
を
最
優
先
し
、
つ
い
で
広
域
自
治
体
を
優
先
し
、
国
は
広
域
自
治
体
で
も

担
う
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
事
務
事
業
の
み
を
担
う
も
の
と
す
る
と
い
う

f補
完
性
の
原
理

J
の
考
え
方
が
植
わ
れ
て

い
る
。わ
が
国
の
事
務
事
業
の
分
担
関
係
を
こ
の
「
補
完
性
の
原
理

j
~
こ
照
ら
し
て
再
点
検
し
て
み
れ
ば
、
国
か
ら
都
道

府
県
へ
、
都
道
府
県
か
ら
市
区
町
村
へ
移
識
し
た
方
が
ふ
さ
わ
し
い
事
務
事
業
が
ま
だ
ま
だ
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て

い
る
一
方
、
こ
れ
ま
で
は
と
も
か
く
今
後
は
、
市
区
町
村
か
ら
都
道
府
県
へ
、
都
道
府
県
か
ら
国
へ
移
譲
し
た
方
が

状
況
変
化
に
適
合
し
て
い
る
事
務
事
業
も
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
し
、
か
と
思
わ
れ
る
。
分
権
改
革
と
い
う
と
、
事

務
事
業
の
地
域
住
民
に
身
近
な
レ
ベ
ル
へ
の
移
譲
に
の
み
自
を
向
け
が
ち
で
あ
る
が
、
分
権
改
革
の
真
の
閥
的
は
事

務
事
業
の
分
離
関
係
を
適
正
化
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。

v
 
制
度
規
制
の
緩
和
と
住
民
自
治
の
拡
充
方
策

第
5
~
こ
、
住
民
自
治
の
拡
充
方
策
と
し
て
、
地
方
公
共
団
体
の
組
織
の
形
態
に
対
す
る
地
方
自
治
法
等
に
よ
る
画

一
的
な
制
度
規
制
を
ど
の
程
度
ま
で
緩
和
す
る
こ
と
が
妥
当
な
の
か
、
真
剣
に
議
論
す
る
こ
と
で
あ
る
。

地
方
六
団
体
か
ら
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
改
革
要
望
事
項
の
な
か
に
は
、
地
方
公
共
団
体
の
組
織
の
形
態
に
隠
す

る
随
一
的
な
制
度
規
制
の
緩
和
を
求
め
る
よ
う
な
趣
留
の
も
の
は
皆
無
に
近
か
っ
た
。
委
員
会
も
ま
た
、
団
体
自
治

を
拡
充
す
る
こ
と
こ
そ
住
民
自
治
を
拡
充
す
る
た
め
の
先
決
要
件
で
あ
る
と
考
え
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
第

1
次
分

権
改
革
で
は
住
民
自
治
の
拡
充
を
直
接
の
目
的
に
し
た
勧
告
事
項
は
ご
く
少
数
に
と
ど
ま
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
最
近
は
、
地
方
自
治
基
本
法
の
制
定
を
提
唱
す
る
動
き
や
地
方
公
共
団
体
で
自
治
基
本
条
例
の

制
定
を
め
ぎ
す
動
き
が
一
部
に
現
れ
始
め
て
い
る
。
こ
の
種
の
動
き
の
な
か
に
は
、
米
国
に
見
ら
れ
る
自
治
憲
章
制

度
(Home

Rule 
Charter 

System)
に
類
似
し
た
発
想
、
す
な
わ
ち
、
地
方
議
会
議
員
の
選
挙
制
度
及
び
定
数
、

地
方
議
会
と
首
長
の
権
限
関
孫
、
執
行
機
関
の
あ
り
方
な
ど
地
方
公
共
団
体
の
組
織
の
形
態
や
そ
の
地
の
住
民
自
治

の
仕
組
み
を
自
由
に
選
択
す
る
権
能
を
地
方
公
共
団
体
に
与
え
る
べ
き
だ
と
す
る
発
想
が
窺
わ
れ
る
。

わ
が
国
の
地
方
分
権
が
更
に
進
展
し
た
状
況
に
お
い
て
は
、
地
方
自
治
法
等
に
よ
る
鶴
一
的
な
制
度
規
制
の
緩
和

を
求
め
る
声
は
次
第
に
強
ま
る
の
で
は
な
い
か
。
第

3
次
分
権
改
革
で
は
、
お
そ
ら
く
、
住
民
自
治
の
拡
充
方
策
が

最
も
中
心
的
な
検
討
課
題
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
見
込
ま
れ
る
。

-
6
5
4
-
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羽
「
地
方
自
治
の
本
旨

J
の
具
体
化

最
後
に
、
憲
法
第

8
章
第

92
条
の
「
地
方
自
治
の
本
安
」
の
内
容
を
具
体
化
し
、
分
権
型
社
会
の
制
度
保
障
を
確

固
た
る
も
の
に
す
る
方
策
を
構
強
す
る
こ
と
で
あ
る
。

憲
法

に
第

8
章
地
方
忠
治
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
臨
期
的
な
こ
と
で
、
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
限
界
面

に
も

屈
を

向
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
何

よ
り

も
ま

ず
、

こ
の

第
8
章
者
に
は
第
四
条
な
い
し
第

95
条

の
わ

ず
か

4

か
条

し
か

設
け

ら
れ

て
お

ら
ず

、
先

の
ヨ

ー
ロ

ッ
パ

地
方

自
治

憲
章

や
世

界
地

方
自

治
宣

言
に

定
め

ら
れ

て
い

る
地

方
自

治
の

諸
原

理
に

照
ら

せ
ば

、
そ

の
ご

く
一

部
し

か
定

め
ら

れ
て

い
な

い
。

一
例

を
挙

げ
れ

ば
、

こ
の

第
8
章
に

は
地
方
公
共
団
体
の
税
財
政
制
度
を
規
律
す
る
基
本
原
則
を
定
め
た
条
項
は
皆
無
で
あ
る
。

し
か
も
、
そ
の
冒
頭
の
第
四
条
で
は
，

r地
方

公
共

団
体

の
組

織
及

び
運

営
に

関
す

る
事

項
は

、
地

方
自

治
の

本

旨
に
基
い
て
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る

J
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
地
方
自
治
制
捜
の
制
度
設
計
は
あ
げ
て
国
会

の
立

法
に

委
ね

ら
れ

て
い

る
か

の
よ

う
な

誤
解

を
招

き
か

ね
な

い
。

も
と

よ
り

、
こ

れ
は

正
し

い
護

法
解

釈
で

は
あ

り
得
な
い
の
で
、
あ
っ
て
、
こ
の
条
項
の
光
来
の
主
皆
を
生
か
す
べ
く
、
「
地
方
自
治
の
本
旨
に
基
い
て

J
を
重
視
す
る

憲
法

解
釈

が
さ

ま
ざ

ま
に

積
み

議
ね

ら
れ

て
き

た
。

そ
し

て
ま

た
、

こ
の

た
び

の
地

方
分

権
推

進
一

括
法

で
改

正
さ

れ
た

新
地

方
自

治
法

の
第

1
条
の

2
に

お
い

て
は

、
国

と
し

て
、

地
方

公
共

団
体

に
関

す
る

制
度

の
策

定
及

び
施

策

の
実

施
に

当
た

っ
て

、
地

方
公

共
自

体
の

告
主

性
及

び
自

立
性

が
十

分
に

発
揮

さ
れ

る
よ

う
に

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
旨
を
定
め
、
ま
た
第

2
条
第

11
項

及
び

第
12

項
に

お
い

て
は

、
地

方
公

共
団

体
に

関
す

る
法

令
の

規
定

は
、

閣

と
地
方
公
共
団
体
と
の
適
切
な
役
割
分
控
を
踏
ま
え
る
べ
き
皆
を
定
め
る
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
立
法
原
則
及
び
解
釈
・

運
用
原
則
が
新
た
に
織
り
込
ま
れ
、
「
地
方
自
治
の
本
旨

j
の
意
味
内
容
を
豊
か
に
す
る
方
向
で
そ
れ
な
り
の
努
力
が

払
わ
れ
て
き
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
は
た
し
て
こ
れ
で
万
全
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
分
権
型
社
会
の
制
度
保
障
を
よ
り
一
層
確
悶
た
る

も
の
に
す
る
に
は
、
こ
の
種
の
立
法
原
知
を
更
に
一
段
と
豊
か
に
具
体
化
し
て
し
、
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
う

で
あ

れ
ば

、
そ

れ
は

ど
の

よ
う

な
立

法
形

式
に

よ
る

べ
き

な
の

で
あ

ろ
う

か
。

こ
れ

こ
そ

、
将

来
の

分
権

改
革

に
託
さ
れ
た
究
極
の
検
討
課
題
で
あ
ろ
う
。

-
6
5
5
-
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地方分権改革の成果の例

１．地方に対する規制緩和（義務付け・枠付けの見直し）
① 条例の立案の自由度が高まり、立案過程において、住民、関係団体、事業者等の意見を反映できるようになった。

② 独自の基準を定める条例の制定・運用が可能となり、地域の課題を柔軟に解決できるようになった。
・・・公営住宅の入居基準、道路の構造に関する基準、保育所の設備・運営に関する基準等で地域の実情に応じた独自基準が制定されている。

２．事務・権限の移譲
① 住居に近い窓口に一本化、処理期間の短縮、添付書類の省略など、申請等における住民の利便性が向上した。

・・・パスポートの発給について、市町村に権限移譲したことにより、戸籍謄本の入手、パスポートの申請が市町村１か所で可能となった。また、パ
スポートセンターが従来よりも大幅に増えたことで、近場での申請が可能となった。【旅券法】

② 地域に密着したきめ細やかな対応が可能になった。
・・・都道府県による立入検査は、対象となる店舗や商品が画一的になりがちだったが、各市に権限移譲したことにより、地域の実情に合った執

行が可能となった。また、立入検査の実施件数及び商品数が増加した。【家庭用用品品質表示法・消費生活用製品安全法】

③ 従来は、ある行政分野の一部の事務しか担当していなかったが、権限移譲により、基礎自治体において当該分野の事務
全体を一括して担当できるようになり、迅速で効果的な行政運営が可能になった。

・・・介護保険に係る指定居宅サービス事業者の指定権限等が中核市に移譲されたことによって、保険者である市が、介護保険の計画、要介護
認定、事業所の指定、給付管理まで全体的な制度管理を行うことが可能になった。【介護保険法】

④ 施策の対象者の情報を把握できるようになり、十分な情報に基づき施策の企画・立案・推進が可能になった。
・・・これまで都道府県が実施していた未熟児訪問指導を市町村が行うことで、支援が必要な児童・母親と直接関わりを持つことができるように

なった。【母子保健法】

⑤ 組織・人員などの観点で、国と地方、都道府県と市町村を通じた行政の効率化ができた。
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地方に対する規制緩和（例）

公営住宅の入居者の対象要件 （横浜市）

従 来 改正後 効 果

親子世帯（月収15.8万円～25.9万円）の
場合、子どもは「未就学児童」であること
が要件

条例で、子どもは「中学生以下の児童」まで拡大
（H24～）

入居可能な世帯の拡大により、子育て世
代の入居応募者数が４％増加（H24：579
世帯→H25：601世帯）し、子育て世代の
支援が充実した。

社会福祉施設の非常災害対策 （山口県）

従 来 改正後 効 果

社会福祉施設の設置者に対して、以下
の非常災害対策を義務付け

・防災計画の策定
・非常災害時の関係機関への通報体制整備
・定期的な訓練の実施

H21.7豪雨災害の教訓を踏まえ、条例で、左の
非常災害対策に加え、県独自の措置として、以
下の対策を義務付け (H24～)

・緊急時の安全確保
・市町等との協力体制づくり
・訓練を踏まえた計画の検証と見直し

社会福祉施設の設置者への非常災害対
策の義務付けの追加により、施設の防災
対策が強化された。

道路の歩道幅 （岐阜県）

従 来 改正後 効 果

歩道幅を２．０メートル以上と義務付け 条例で、１．５メートルまで縮小可能に (H24～)
道幅が狭い道路でも歩道整備が可能とな
り、歩行者の安全対策が強化された。
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県から市町村への権限移譲（例）

パスポートの発給 （佐賀県）

従 来 改正後 効 果

佐賀県が４か所の
パスポートセンターで
実施

全20市町で合わせて
21か所で実施（H18～）

○申請箇所の増加による利便性の向上
パスポートセンターが従来の４か所から、21か所に増加したため、近場での申
請が可能となった。

○申請手続のワンストップ化
従来は、市町で戸籍謄本を入手した上で県のパスポートセンターに申請してい
たが、市町１か所のみで戸籍謄本を入手の上、申請が可能となった。

○旅券発給期間の短縮
従来は、申請から発給までの期間が６日だったが、市町への権限移譲と併せて

県におけるパスポート作成事務を効率化した結果、最短４日で発給可能となった。

介護保険の居宅サービス事業者の指定・勧告・命令

従 来 改正後 効 果

都道府県が実施

指定都市・中核市が実施
（上記以外の市町村は都
道府県が実施）
（H24～）

従来は、保険者である市町村が事業者の設備や運営について問題事例を発見
しても都道府県に通報することしかできなかったが、権限移譲により、直ちに適
切な指導や是正が可能となった。

15



都市計画における地方分権改革

市
町
村

都
道
府
県

都
道
府
県
・
指
定
都
市

市
町
村

・区域区分

国 国

・都市計画区域指定

三大都市圏・県庁所在市・25万人以上の市等
の用途地域

・用途地域

・都市施設
（例）4ha以上の公園

・市街地開発事業
（例）20ha超の土地区画整理事業

・都道府県の都市計画の認可

第一次分権改革前

・都道府県の都市計画の協議・同意

・市町村の都市計画の認可

・市街地開発事業
（例）20ha以下の土地区画整理事業

・都市施設
（例）4ha未満の公園

三大都市圏・県庁所在市・25万人以上の市等
以外の用途地域

・用途地域

三大都市圏・指定都市の用途地域

・用途地域

・都市施設
（例）10ha以上の公園

・市街地開発事業
（例）50ha超の土地区画整理事業

三大都市圏・指定都市以外の用途地域

・用途地域

・都市施設
（例）10ha未満の公園

・市街地開発事業
（例）50ha以下の土地区画整理事業

・区域区分 ※指定都市を除く

・マスタープラン ※指定都市を除く

・都市計画区域指定 ※指定都市を除く

・区域区分

・マスタープラン ※指定都市に移譲予定

・都市計画区域指定 ※指定都市を除く

・市街地開発事業
（例）国・都道府県施行の50ha超の土地区画整理事業

・市街地開発事業
（例）国・都道府県施行の50ha超のものを除く全ての土
地区画整理事業

・都市施設
（例）国・都道府県が設置する10ha以上のものを除く全て
の公園

・全ての用途地域

第一次分権改革 第二次分権改革

・市町村の都市計画の協議・同意 ・市町村の都市計画の協議・同意

・都道府県の都市計画の協議・同意

○ 都市計画の決定に関する事務を「機関委任事務」から「自治事務」へ （第一次分権改革）
○ 都道府県・市町村の都市計画の決定に対する国・都道府県の「認可」が「協議」・「同意」へ （第一次分権改革）
○ 指定都市に都道府県並みの権限を移譲 （第一次及び第二次分権改革）
○ 広域にわたるものを除き、市町村に都道府県の権限の多くを移譲 （第一次及び第二次分権改革）

・都市施設
（例）国・都道府県が設置する10ha以上の公園

※指定都市は国設置のものを除く

(平成12年) (現在)
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Ｃ

市
町
村

都
道
府
県

国

第一次分権改革前（平成１０年以前） 第一次分権改革（平成１２年以降）

○ 農振制度に関する事務を「機関委任事務」から「自治事務」へ ＜平成１２年：地方分権一括法（農振法）施行＞
○ ２ｈａ以下の農地転用許可事務を「法定受託事務」から「自治事務」へ ＜平成１３年：改正農地法施行＞
○ ２ｈａ超４ｈａ以下の農地転用許可事務を国から都道府県に移譲（当分の間、農林水産大臣に協議） ＜平成１０年：改正農地法施行＞

・ ２ｈａ以下の農地転用許可
（H12：法定受託事務 ⇒ H13：自治事務）
※都道府県農業会議へ意見聴取

・ ２ｈａ超４ｈａ以下の農地転用許可
（法定受託事務：大臣協議）
※都道府県農業会議へ意見聴取

・農業振興地域整備基本方針
（自治事務：大臣協議）

（事務処理特例条例により）
・４ｈａ以下の農地転用許可
※都道府県農業会議へ意見聴取

・農業振興地域整備計画
（自治事務：知事協議）

・４ｈａ超の農地転用許可

・農用地等の確保等に関する基本指針

・２ｈａ超の農地転用許可

・農用地等の確保等に関する基本指針

・ ２ｈａ以下の農地転用許可
（機関委任事務）
※都道府県農業会議へ意見聴取

・農業振興地域整備基本方針
（機関委任事務：大臣承認）

・農業振興地域整備計画
（機関委任事務：知事認可）

【平成10年】
２ｈａ超４ｈａ以下の農地
転用許可権限を移譲

農地・農振制度における地方分権改革
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共同処理制度 制度の概要

事務の委託

機関等の共同設置

協議会

地方公共団体の委員会又は委員、行政機関、長の内部組織等を複数の地方公共団体が
共同で設置する制度。

地方公共団体が、共同して管理執行、連絡調整、計画作成を行うための制度。

地方公共団体の事務の一部の管理・執行を他の地方公共団体に委ねる制度。

法
人
の
設
立
を
要
し
な
い
簡
便
な
仕
組
み

広域連合

一部事務組合

別
法
人
の
設
立
を
要
す
る
仕
組
み

地方公共団体が、その事務の一部を共同して処理するために設ける特別地方公共団体。

地方公共団体が、広域にわたり処理することが適当であると認められる事務を処理するた
めに設ける特別地方公共団体。国又は都道府県から直接に権限や事務の移譲を受ける
ことができる。

現行の事務の共同処理の仕組み（概要）
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今後のスケジュール案

１１～１２月 地方分権改革有識者会議（月２回程度開催）
・ 地方への調査結果の報告、中間取りまとめに向けた議論
⇒ 「総括と展望」に関する中間取りまとめ（１２月）

１～３月 有識者会議地方懇談会(仮称)の開催

・ 有識者会議において、最終とりまとめに向けた議論

４～５月 有識者会議で「総括と展望」に関する取りまとめ

６月 骨太の方針に反映

６～７月 地方分権改革シンポジウム（仮称）開催

７月以降 最終取りまとめを受けた検討・整理を推進

１０月以降 地方分権改革有識者会議
・ 今後の進め方議論

（適宜、有識者会議に進捗状況を報告）

１２月 見直し方針閣議決定

３月 一括法案閣議決定、国会提出

地方分権改革の総括と展望事務・権限の移譲等
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