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　「歳入の自治」とは、地方分権の流れの中で、地方自治体が行うべきサービ
スの原資を、どこからどうやって調達するかを市民自ら決定することです。
　では、地方自治体が行うべきサービスとは何でしょうか。
　今では考えられないことですが、かつては個人の家のハチの巣除去までも
税金で行っていたことがあります。市が税金を使って果たすべき役割とはど
の範囲で、そのサービスの水準はどの程度までなのでしょう。
　シリーズの２回目は､行政の役割とサービス水準について提起します。
　ご質問、ご意見は電話７０・
７７０２、ファクス７０・７８０４、
電子メールで企画調整課へ。

事　務　の　例　示区　　分

 ・市民に対し強制的な効力を発生させる事務
 ・組織・立法・財務等非権力的な事務

 市が専ら直接事務処理を
 行うもの

行　

政　

の　

役　

割　

の　

範　

囲　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 ・公益性が高い施設の整備
 ・市民生活全般の安定・維持のための基礎的、
 かつ必需的な事務
 ・法令に基づく社会保障など所得再配分的効
 果を目的とする事務
 ・特定の状況に置かれている市民に対し供給
 する福祉的サービス
 ・民間市場が供給できない公益的なサービス
 で、公平性、公正性、中立性を強く必要とす
 るもの、 など

 市民福祉の増進のため
 に市が直接事務を行う
 もの

公　

助　

の　

領　

域

 ・上記以外の福祉的サービスや民間市場が供
 給できないサービスで、公助の範囲以外のも
 の
 ・市民の自主的活動に関するもので、便益が
 不特定多数にもたらされるもの
 ・啓発・啓もうもしくは育成に関わるもので、
その初期段階を越えたもの
 ・市民福祉の増進を目的とした事業の実施、
 施設の設置・管理に係る事務で、公助と自助
 の中間領域に位置するもの

市民福祉の増進のた め
に市民または市民団
 体と協力して事務を行
 うもの
　※市は公共性・公益
 性 の程度に応じて資
 源（資金・労力等）を
 負担

協　

働　

の　

領　

域

 ・市民の自主的活動に関するもので、便益が
 特定個人、団体にもたらされるもの
 ・特定個人、団体、機関に便益をもたらすも
 ので、選択的かつ私益性が高いもの

互 助 の 領 域

 
私 
の 
役 
割 
の 
範 
囲　
　
　

 ・特定個人の利益、資産の形成・維持のため
 のもの
 ・民間市場が提供できるサービスで、私益性
 の高いもの
 ・個人の趣味・娯楽に属するもの

自 助 の 領 域

進
む
地
方
分
権
と
三
位
一
体
改
革

進
む
地
方
分
権
と
三
位
一
体
改
革

　

経
済
成
長
の
果
実
の
分
配
を
基

と
し
た
中
央
集
権
的
統
治
は
、
右

肩
上
が
り
の
経
済
成
長
の
終
え
ん

に
よ
り
、
限
界
を
迎
え
ま
し
た
。

そ
し
て
、　

年
４
月
か
ら

１２

施
行
さ
れ
た
地
方
分
権
一

括
法
は
、
国
の
仕
事
を
地

方
に
委
ね
る
機
関
委
任
事

務
制
度
を
廃
止
し
、
国
と

地
方
の
関
係
を
大
き
く
変

え
る
動
き
を
作
り
出
し
て

い
ま
す
。

　

こ
の
動
き
は
、
本
来
あ

る
べ
き
自
治
の
姿
に
近
づ

く
こ
と
で
あ
り
、
地
方
自

治
体
に
と
っ
て
は
歓
迎
す

べ
き
こ
と
で
す
。
し
か
し
、

国
は
都
道
府
県
に
、
都
道

府
県
は
市
町
村
に
権
限
を

移
譲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
ら
の
守
備
範
囲
を
縮
小

な
い
し
維
持
し
よ
う
と
す

る
た
め
、
基
礎
的
自
治
体

で
あ
る
市
町
村
は
、
そ
の

ま
ま
で
は
守
備
範
囲
が
拡

大
し
、
従
来
の
税
収
の
仕

組
み
の
ま
ま
で
は
行
政
運
営
の
負

担
が
極
め
て
大
き
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
（
上
図
参
照
）。

　

こ
の
た
め
、
権
限
の
移
譲
に
合

わ
せ
て
税
源
も
移
譲
し
、
国
の
関

与
の
基
と
な
っ
て
き
た
補
助
金
や

負
担
金
を
削
減
す
る
動
き
が
始

ま
っ
て
い
ま
す
。　

年
度
に
お
い

１６

て
は
、
全
国
で
１
兆
円
の
税
源
移

譲
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
一

方
で
同
額
の
国
庫
補
助
等
が
削
減

さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
政
府
は

サ ー ビ ス 水 準区　　分

 国の基準に準拠
 全国共通の基準または
 東久留米市を含む区域の
 基準があるもの国の施策

 施策の目的、意図に照らして必要、
 かつ市の実力に応じた水準

 基準がないもの

 都の基準に準拠
 全都的または多摩地域の
 基準があるもの

都の施策
 施策の目的、意図に照らして必要、
 かつ市の実力に応じた水準

 基準がないもの

 施策の目的、意図に照らして必要、
 かつ市の実力に応じた水準

 国または都の施策に上乗
 せもしくは横出ししてい 
 るもの

市の
独自施策  施策の目的、意図を達成できる範囲

 の水準
 純粋な市の独自施策

 施策の目的、意図を達成できる範囲
 内で、市長が必要と認める水準

 市長が特に必要と認めて
 行う施策

見

直

し

が

求

め

ら

れ

る

見

直

し

が

求

め

ら

れ

る 

行
政
の
役
割
と
サ
ー
ビ
ス
水
準

行
政
の
役
割
と
サ
ー
ビ
ス
水
準

　

市
町
村
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、

自
前
で
自
治
体
運
営
に
必
要
な
資

金
を
調
達
で
き
る
と
こ
ろ
は
数
少

な
く
、
ほ
と
ん
ど
の
市
町
村
は
、

団
体
の
財
源
保
障
、
団
体
間
の
財

源
調
整
の
機
能
を
目
的
と
す
る
地

方
交
付
税
に
依
存
す
る
構
造
に

な
っ
て
い
ま
す
。
東
久
留
米
市
も

例
に
漏
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
今

こ
の
制
度
を
維
持
す
る
原
資
が
減

少
し
て
き
て
、
制
度
自
体
が
機
能

ま
ひ
に
陥
っ
て
い
ま
す
。

　

今
ま
で
の
国
と
地
方
の
関
係
を

原
点
に
返
っ
て
仕
切
り
直
そ
う
と

い
う
三
位
一
体
改
革
の
理
由
の
一

つ
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

　

地
方
交
付
税
に
こ
れ
ま
で
と
同

様
の
期
待
が
で
き
な
い
現
実
の
前

で
は
、
市
町
村
は
、
地
域
経
営
の

視
点
に
立
っ
て
工
夫
を
凝
ら
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま

す
。
そ
れ
は
、
東
久
留
米
市
が
市

民
福
祉
の
た
め
に
何
を
す
べ
き
か
、

そ
の
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
は
ど
う
あ

る
べ
き
か
、
そ
し
て
そ
れ
を
支
え

る
資
金
は
ど
う
や
っ
て
調
達
す
る

の
か
を
自
ら
選
択
し
、
決
定
す
る

こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

　

歳
入
が
右
肩
上
が
り
に
増
加
し

て
い
た
時
期
に
「
市
民
要
望
に
こ

た
え
る
た
め
」と
し
て
、コ
ス
ト
や

事
業
効
果
を
十
分
吟
味
せ
ず
に
増

加
さ
せ
て
き
た
施
策
は
、
歳
入
が

減
少
を
続
け
る
今
、
大
胆
に
絞
り

込
み
、
必
要
不
可
欠
な
施
策
に
縮

小
す
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

地
方
分
権
は
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治

体
が
選
択
す
る
こ
と
が
基
本
で
す

か
ら
、
他
市
と
比
較
す
る
こ
と
は

あ
ま
り
意
味
を
持
た
な
く
な
り
ま

す
。
ま
た
、
何
を
ど
れ
だ
け
造
っ

た
か
で
は
な
く
、
事
業
の
目
的
が

達
成
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
重
視
す

る
と
い
う
量
か
ら
質
へ
の
転
換
、

予
算
重
視
か
ら
決
算
重
視
の
転
換

が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
前
年
度
を
そ
の
ま
ま

踏
襲
す
る
こ
と
や
、
単
に
市
民
要

望
が
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
だ
け

で
多
額
の
事
業
費
を
つ
ぎ
込
む
こ

と
は
で
き
な
く
な
る
の
で
す
。

　

歳
出
削
減
を
行
う
と
き
重
要
な

こ
と
の
一
つ
は
、
行
政
の
役
割
や

守
備
範
囲
は
ど
こ
ま
で
な
の
か
と

い
う
こ
と
で
す
。
も
う
一
つ
は
、

市
が
税
金
を
使
っ
て
提
供
す
べ
き

サ
ー
ビ
ス
の
水
準
は
、
負
担
と
受

け
る
サ
ー
ビ
ス
と
の
バ
ラ
ン
ス
を

考
え
て
、
市
民
自
身
が
選
択
す
る

　

年
度
に
向
け
て
、
３
兆
円
規
模

１７の
国
か
ら
地
方
へ
の
税
源
移
譲
と
、

同
額
の
国
庫
補
助
負
担
金
の
削
減

を
行
う
方
針
を
決
定
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
の
国

と
地
方
の
関
係
は
、
こ
れ
ま
で
の

中
央
集
権
か
ら
地
方
分
権
へ
と
大

き
く
舵（
か
じ
）が
切
ら
れ
て
い
ま

す
。
東
久
留
米
市
も
、
い
や
応
な

く
こ
の
変
化
に
対
応
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

行
政
の
役
割
と
守
備
範
囲
の
考
え
方

行
政
の
役
割
と
守
備
範
囲
の
考
え
方

　

地
方
自
治
法
第
２
条
第
２
項
お

よ
び
第
３
項
で
は
、
自
治
事
務
と

は
「
地
域
に
お
け
る
事
務
そ
の
他

の
事
務
で
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ

く
政
令
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と

さ
れ
る
も
の
（
都
道
府
県
が
処
理

す
る
も
の
を
除
く
）」と
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
具
体
的
な
よ
う
で
、

そ
の
実
、
抽
象
的
で
す
。
つ
ま
り
、

こ
れ
と
い
う
正
解
は
な
く
、
そ
れ

ぞ
れ
の
地
方
自
治
体
が
「
地
域
に

お
け
る
事
務
」
と
は
何
か
を
自
ら

決
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

で
は
、「
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
と
負

担
」「
負
担
の
公
平
」
の
市
民
合
意

を
築
く
前
提
と
し
て
、
具
体
的
に

行
政
の
役
割
や
守
備
範
囲
を
ど
う

考
え
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

行
政
の
内
部
で
も
ま
だ
十
分
な
議

論
が
煮
詰
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
市
民
の
皆
さ
ん

に
も
考
え
て
い
た
だ
く
き
っ
か
け

と
し
て
、
荒
削
り
で
は
あ
り
ま
す

が
、
一
つ
の
考
え
方
を
提
示
し
ま

す
。

　

行
政
の
役
割
は
、
私
た
ち
が
社

会
生
活
を
営
む
上
で
必
要
な
行
為

や
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
、
個
人
あ
る

い
は
互
い
の
助
け
合
い
（
互
助
）

に
よ
る
だ
け
で
は
実
現
不
可
能
な

も
の
の
提
供
を
担
う
こ
と
と
し
ま

す
。
そ
し
て
、
民
間
市
場
で
調
達

で
き
る
も
の
、
特
定
個
人
の
利
益
、

資
産
の
形
成
・
維
持
に
関
す
る
こ

と
の
ほ
か
、
互
助
に
よ
っ
て
実
現

で
き
る
も
の
は
原
則
「
私
」
の
役

割
と
設
定
し
ま
す
。
さ
ら
に
行
政

の
役
割
の
う
ち
、
協
働
の
領
域
と

考
え
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

市
は
公
共
性
や
公
益
性
の
程
度
に

応
じ
て
資
源
（
資
金
・
労
力
等
）

を
負
担
す
る
こ
と
に
し
て
は
ど
う

で
し
ょ
う
か
（
表
１
参
照
）。

　

ま
た
、
行
政
の
役
割
と
な
る
さ

ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
の
東
久
留
米

市
に
お
け
る
水
準
は
、
国
や
東
京

都
に
東
久
留
米
市
を
含
む
基
準
が

あ
る
場
合
は
、
そ
の
基
準
を
東
久

留
米
市
の
サ
ー
ビ
ス
水
準
と
し
、

基
準
が
な
い
も
の
、
上
乗
せ
や
横

出
し
施
策
は
、
そ
の
施
策
の
目
的
、

意
図
に
照
ら
し
て
必
要
と
認
め
ら

れ
、
か
つ
市
の
実
力
に
応
じ
た
水

準
と
し
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か

（
表
２
参
照
）。

　

こ
う
し
て
限
ら
れ
た
資
源
を
効

率
的
に
活
用
し
、
市
民
の
皆
さ
ん

の
負
担
を
抑
え
な
が
ら
、
市
政
を

運
営
す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
ま

す
。

　

皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
お
寄
せ
く

だ
さ
い
。

こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

表１　行政の役割、守備範囲の考え方

　

去
る
７
月
３
日
、「
第　

回
５４

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」の

東
久
留
米
市
に
お
け
る
パ

レ
ー
ド
が
第
七
小
学
校
か
ら

滝
山
球
場
ま
で
の
間
で
実
施

さ
れ
、市
民
の
皆
様
約
１
５
０

０
名
の
参
加
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
ゴ
ー
ル
地
点
で
は
、久

留
米
中
学
校
の
ブ
ラ
ス
バ
ン

ド
の
皆
さ
ん
の
演
奏
に
迎
え

て
い
た
だ
き
、大
変
意
義
深
い

運
動
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
社
会
を
明
る
く
す
る

運
動
は
、
法
務
省
が
主
唱
し
、

犯
罪
の
防
止
や
罪
を
犯
し
た

人
の
社
会
復
帰
に
よ
り
理
解

を
深
め
、明
る
い
社
会
を
構
築

し
て
い
く
運
動
で
す
。わ
が
国

に
お
け
る
犯
罪
発
生
件
数
は

増
加
を
続
け
て
い
て
、田
無
警

察
署
管
内
に
お
い
て
も
例
外

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。地
域
か
ら

不
幸
な
事
件
や
事
故
を
な
く

す
た
め
に
は
、地
域
の
皆
様
の

ご
理
解
と
ご
支
援
が
不
可
欠

で
す
。

　

市
で
は
「
安
心
・
安
全
ま
ち

づ
く
り
」
を
目
指
し
て
、
先
日

市
民
の
皆
様
の
参
加
を
い
た

だ
き
、条
例
制
定
に
向
け
て
懇

談
会
を
設
置
し
ま
し
た
。地
域

の
安
全
の
た
め
に
、活
発
な
論

議
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

さ
て
、子
供
た
ち
は
長
い
夏

休
み
に
入
っ
て
い
ま
す
が
、こ

の
期
間
で
な
け
れ
ば
で
き
な

い
経
験
を
し
て
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
。そ
し
て
新
学
期
に
は

一
回
り
大
き
く
な
り
、心
身
と

も
に
た
く
ま
し
く
な
っ
て
登

校
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

表２　東久留米市におけるサービス水準

市 政 構 造 改 革

選ばれ続ける選ばれ続ける
まちづくりのためにまちづくりのために②②

◆企画調整課メールアドレス
kikakuchosei@city.higashikurume.lg.jp


