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生命を守る地方自治を

〈視 点〉

　
か
つ
て
中
央
集
権
国
家
だ
っ
た
日
本
で
は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
に
地
方
自
治
の

規
定
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
首
長
は
政
府
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
、
地
方
公
共
団

体
は
、
地
域
住
民
へ
の
支
配
と
戦
争
遂
行
の
た
め
の
政
府
や
軍
の
「
手
足
」
に
過

ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。市
役
所
や
町
村
役
場
に
は
兵
事
係
と
い
う
部
署
が
設
け
ら
れ
、

住
民
へ
の
召
集
令
状
は
兵
事
係
の
職
員
が
対
象
者
の
自
宅
へ
出
向
き
、「
召
集
令

状
を
持
っ
て
参
り
ま
し
た
。
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。」
と
言
っ
て
手
渡
し
ま

し
た
。
そ
し
て
、
住
民
が
戦
死
す
れ
ば
遺
族
に
戦
死
公
報
を
届
け
、「
名
誉
の
戦

死
で
す
。お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。」と
伝
え
ま
し
た
。ど
れ
ほ
ど
辛
い
仕
事
だ
っ

た
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　
戦
後
、
中
央
集
権
へ
の
反
省
の
も
と
に
、
日
本
国
憲
法
に
地
方
自
治
に
関
す
る

規
定
が
新
設
さ
れ
、地
方
自
治
・
地
方
分
権
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
冷
戦
下
に
は
、

「
自
治
体
の
使
命
は
住
民
の
生
命
と
財
産
を
守
る
こ
と
だ
。
政
府
に
す
べ
て
を
任

せ
て
お
け
な
い
。」
と
、
非
核
平
和
都
市
宣
言
を
行
う
動
き
が
全
国
に
広
が
り
ま

し
た
。
一
昨
年
、
政
府
が
核
兵
器
禁
止
条
約
へ
の
署
名
を
拒
否
し
た
際
も
、
全
国

の
地
方
議
会
で
署
名
・
批
准
を
求
め
る
意
見
書
が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
県
内
で
は

黒
部
市
と
入
善
町
の
議
会
が
採
択
し
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
ま
だ
「
手
足
」
な
の
か
と
思
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
自
衛

隊
法
で
は
、
自
衛
官
募
集
に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
自
治
体
が
担
う
と
定
め
て
い

ま
す
。
こ
の
事
務
は
当
初
、
広
報
活
動
な
ど
が
中
心
で
し
た
が
、
今
は
高
校
生
ら

の
情
報
を
「
適
齢
者
情
報
名
簿
」
と
し
て
自
衛
隊
に
提
供
し
て
い
ま
す
。
一
部
で

は
「
名
簿
に
載
せ
た
く
な
い
人
は
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。」
と
す
る
自
治
体
も
あ

り
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
は
本
人
も
保
護
者
も
知
ら
な
い
ま
ま
個
人
情
報
が
垂
れ
流

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
元
衆
議
院
議
員
の
木
間
章
さ
ん
は
、
市
役
所
勤
務
時
代
に
一
時
期
「
自
衛
官
募

集
の
事
務
」
に
当
た
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
の
部
署
に
在
籍
中
、
一
人
の
応
募

も
な
か
っ
た
そ
う
で
す
が
、
木
間
さ
ん
は
「
食
い
詰
め
な
け
れ
ば
本
人
も
親
も
危

険
な
職
業
を
望
ま
な
い
。
応
募
が
な
い
の
は
、
市
に
産
業
が
あ
り
安
全
に
就
職
で

き
る
証
し
で
あ
り
、
市
と
し
て
誇
る
べ
き
こ
と
だ
。
戦
後
、
学
校
の
先
生
は
『
教

え
子
を
再
び
戦
場
に
送
る
な
』
と
言
っ
て
が
ん
ば
っ
て
い
る
。
自
治
体
も
『
住
民

を
再
び
戦
場
に
送
る
な
』と
い
う
考
え
を
持
っ
て
も
い
い
じ
ゃ
な
い
か
。」と
語
っ

て
い
ま
し
た
。

　
政
府
は
昨
年
末
、
敵
基
地
攻
撃
能
力
の
保
有
や
防
衛
費
の
大
幅
増
加
を
盛
り
込

ん
だ
安
保
関
連
三
文
書
の
改
定
を
閣
議
決
定
し
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
か
ら
の

戦
争
突
入
に
前
の
め
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
ん
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
自
治
体

は
住
民
の
生
命
や
財
産
を
守
る
と
い
う
使
命
を
見
つ
め
直
し
、
平
和
を
求
め
る
声

を
上
げ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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コ
ロ
ナ
禍
と
地
域
衰
退

　
　 
―
地
域
経
済
の
将
来
を
考
え
る

コ
ロ
ナ
禍
と
地
域
衰
退

　
　 
―
地
域
経
済
の
将
来
を
考
え
る

２
０
２
３
年
度
の
地
方
財
政
見
通
し
と
近
年
の
動
向

―「
人
へ
の
投
資
」
を
公
務
に
携
わ
る
人
々
の
処
遇
改
善
の
追
い
風
に
―

公
益
財
団
法
人

地
方
自
治
総
合
研
究
所

副
所
長

飛
田
　
博
史
さ
ん

今
年
２
月
７
日
に
２
０
２
３
年
度
の
地
方
財
政
の
見
通
し
で
あ
る
、
地
方
財
政
計
画
（
以
下
「
地
財
計

画
」
と
い
う
）
が
閣
議
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
本
講
演
で
は
そ
の
概
要
と
特
徴
に
つ
い
て
お
話
し
ま
す
。

1 

地
財
計
画
の
財
源
保
障

　

 

と
人
件
費

　

私
が
地
方
財
政
の
研
究
を
始
め

て
20
年
以
上
経
ち
ま
す
が
、
最
近

10
年
間
の
全
国
的
な
決
算
状
況
を

み
る
と
財
政
の
硬
直
度
は
高
止
ま

り
し
て
い
る
も
の
の
、
債
務
負
担
な

ど
は
減
少
し
、
支
払
い
余
力
を
確

保
す
る
基
金
が
増
え
る
な
ど
、
財
政

状
況
は
改
善
傾
向
に
あ
る
と
い
え

ま
す
。
し
か
も
、
こ
こ
２
年
ほ
ど
は

新
型
コ
ロ
ナ
対
策
の
国
の
補
助
金
や

地
方
交
付
税
の
追
加
交
付
な
ど
に

よ
り
、
自
治
体
に
と
っ
て
は
潤
沢
な

歳
入
増
が
生
じ
、
財
政
の
硬
直
度

も
大
幅
に
低
下
し
て
い
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
、
こ
れ
に
は
一
時
的
な
要
因
が

ま
ざ
ま
な
条
件
が
整
い
つ
つ
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ

う
し
た
好
機
を
現
場
の
賃
上
げ
に

つ
な
げ
る
た
め
に
も
、
ま
ず
は
地

方
財
政
の
動
向
を
知
る
こ
と
が
必

要
で
す
。

　

今
回
は
、
３
つ
お
話
し
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
ま
ず
１
点
目
は
地
財

計
画
と
い
う
財
源
保
障
の
話
で
す
。

２
点
目
は
現
在
の
地
方
全
体
の
決

算
状
況
。
３
点
目
は
コ
ロ
ナ
地
方

創
生
臨
時
交
付
金
に
つ
い
て
で
す
。

こ
の
臨
時
交
付
金
が
自
治
体
財
政

を
う
る
お
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
の
で
、
そ
の
動
向
な
ど
も
お
話

し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、地
財
計
画
に
つ
い
て
で
す
。

地
財
計
画
は
国
が
策
定
す
る
地
方

す
る
な
ど
し
て
財
源
を
確
保
す
る

地
方
財
政
対
策
が
講
じ
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
地
財
計
画
は
自
治
体
に
交

付
す
る
地
方
交
付
税
の
総
額
を
決

定
す
る
こ
と
か
ら
、
各
自
治
体
の

財
源
保
障
に
も
重
要
な
役
割
を
果

た
し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
資
料
１

の
右
側
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に

各
自
治
体
の
予
算
編
成
に
も
影
響

す
る
た
め
、
財
政
担
当
者
は
地
財

計
画
を
注
視
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
２
月
７
日
に
閣
議
決
定

さ
れ
た
２
０
２
３
年
度
の
地
財
計

画
は
約
92
兆
円
で
前
年
度
を
１
・

４
兆
円
上
回
り
、
皆
さ
ん
の
人
件

費
な
ど
に
充
て
る
地
方
税
や
地
方

交
付
税
な
ど
の
一
般
財
源
総
額
も

65・１
兆
円
と
い
ず
れ
も
過
去
最
高

水
準
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
地
財
計
画
で
は
主
に

ど
の
よ
う
な
経
費
が
積
算
さ
れ
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
資
料
２
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。
左
側
に
書
か
れ
て
い

る
の
が
主
要
な
経
費
項
目
で
す
。

地
方
公
務
員
の
給
与
な
ど
を
計
上

す
る
給
与
関
係
経
費
、
社
会
保
障

や
保
健
衛
生
な
ど
の
ソ
フ
ト
事
業

講
演
／
２
０
２
３
年
富
山
県
地
方
財
政
セ
ミ
ナ
ー
（
2
月
16
日
・
と
や
ま
自
遊
館
）

寄
与
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
う

し
た
事
情
を
除
い
て
も
財
政
状
況
は

比
較
的
安
定
推
移
し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
な
か
で
、
今
、
地
方

財
政
に
お
け
る
人
件
費
の
位
置
づ

け
も
変
わ
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
従

来
、
地
方
財
政
に
お
け
る
人
件
費

は
も
っ
ぱ
ら
コ
ス
ト
と
し
て
削
減
の

対
象
と
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、
コ
ロ

ナ
禍
で
は
保
健
所
や
公
的
医
療
機

関
の
人
手
不
足
が
顕
在
化
し
、
公

務
労
働
の
重
要
性
に
対
す
る
社
会

の
理
解
は
深
ま
っ
た
と
い
え
ま
す
。

ま
た
、
岸
田
政
権
は
人
へ
の
投
資
を

重
視
し
、
物
価
高
を
背
景
と
す
る

賃
上
げ
に
も
言
及
し
て
い
ま
す
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
公
務
に
関

わ
る
方
々
の
処
遇
を
改
善
す
る
さ

財
政
の
新
年
度
一
般
会
計
収
支
の

見
通
し
で
、
国
会
の
新
年
度
予
算

審
議
の
参
考
資
料
と
し
て
提
出
さ

れ
ま
す
。
た
だ
し
、
同
計
画
は
収

支
の
実
態
に
あ
わ
せ
た
推
計
で
は

な
く
、
標
準
的
行
政
水
準
の
収
支

を
見
積
も
る
の
で
、
主
に
法
令
に

基
づ
く
も
の
や
全
国
的
に
行
わ
れ

て
い
る
普
遍
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス

水
準
の
範
囲
と
な
り
ま
す
。

　

例
と
し
て
資
料
１
で
２
０
１
９

年
度
の
規
模
を
見
る
と
、
地
方
全

体
の
決
算
額
は
98・８
兆
円
で
し
た

が
、
地
財
計
画
で
は
89・６
兆
円
と
、

一
回
り
小
さ
い
規
模
と
な
っ
て
お

り
、
こ
れ
が
「
標
準
的
行
政
水
準
」

と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
す
。

　

地
財
計
画
の
最
も
重
要
な
役
割

は
、
歳
出
見
通
し
に
見
合
っ
た
財

源
を
確
保
す
る
マ
ク
ロ
の
財
源
保

障
と
し
て
機
能
す
る
点
で
す
。
具

体
的
に
は
歳
出
見
通
し
に
対
し
、

地
方
税
、
地
方
交
付
税
、
国
庫
支

出
金
な
ど
の
通
常
の
歳
入
を
見
込

み
、
こ
の
結
果
財
源
不
足
が
生
じ

る
場
合
、
総
務
省
と
財
務
省
の
折

衝
を
通
じ
て
地
方
交
付
税
を
加
算

資料１　地方財政計画（地財計画）の重要性
地方の一般会計決算規模（2019年度単年度ベース）

98.8兆円

地方全体の標準的行政の
財源保障地財計画（2019年度）
89.6兆円

➡
自治体ごとの標準的行政の
財源保障
地方交付税の算定等

＊地財計画は新年度の政府予算案にあわせて概算が 
　公表され、年明け2月前後に閣議決定される

＊不交付団体 2022年度73団体

各自治体の新年度予算案
策定へ向け、重要な条件
の一つとなる

交付団体

資料２　地方財政計画（通常収支分）の歳出の分析

地方財政計画 （令和４年度）【90兆5,918億円】      （単位：億円）

給与関係
経　　費
199,644

補　　助
55,487

国　　　費　　　15,233
小中学校教職員等

地　方　費　　　40,254

地方単独
144157

地　方　費　　　49,628 地方警察官：21,381　　　消防職員：12,379
高校教職員：15,868

地　方　費　　　94,529 児童福祉司、ケースワーカー、 公立保育所保育士等の福祉関係職員 等

一般行政
経　　費
414,433

補　　助
234,578

国　　　費　　 102,648
生活保護、介護保険（老人ホーム、ホームヘルパー等)、 後期高齢者医療、
障害者自立支援

地　方　費　　 131,930

地方単独
148,667

国の事業団等への出資金等
1,436

地　方　費　　　147,231
警察・消防の運営費、ごみ処理、道路・河川・公園等の維持管理費、予
防接種、乳幼児健診、義務教育諸学校運営費、 私学助成、戸籍・住民基
本台帳　等　会計年度任用職員の人件費

国保・後期高齢者
14,988 地　方　費 国保都道府県繰入金、国保・後期高齢者保険基盤安定制度（保険料軽減

分）、国保財政安定化支援事業

まち・ひと・しごと創生
事業費　10,000 地　方　費

 国の政策等を踏まえた特別枠。交付税の行革算定は「まち・ひと・しご
と創生事業費」の枠

　2023年度は「デジタル田園都市国家構想事業費」に吸収

地域社会再生事業費
4,200 地　方　費

地域デジタル社会推進費
2,000 地　方　費

投　資　的
経　　　費
119,785

直轄・補助
(公共事業等)

56,648

直轄事業負担金　  5,594
国　　　費　　　26,531
地　方　費　　　24,523

地方単独
63,137 地　　方　　費 清掃、農林水産業、道路橋りょう、河川海岸、都市計画、 公立高校 など

（注） 小・中学校、ごみ処理施設、社会福祉施設、道路等の事業で、い
わゆる国庫補助事業の継ぎ足し単独や補助事業を補完する事業等、
国庫補助と密接に関係する事業も含まれる。

公　債　費
114,259 地　　方　　費

公営企業繰出金
24,349

企業債の元利償還に係るもの
14,398 上下水道、病院（高度医療等）等

上　記　以　外　  9,951
そ　の　他

33,448 地　方　費

（資料）総務省ホームページ

地
財
計
画
に
お
け
る
標
準
的
行
政
と
は
？

重
要
な
が
ら
も
包
括
計
上
な
の
で
内
訳
は
不
明
。
長
期
抑
制
傾
向

地方財政計画（通常収支分）の歳出の大部分は、補助・地方単独ともに、小中高教職員・警察官等の人件費や社会保障関係費など、
国の法令や制度等に基づく経費である。

法令による義務づけはなくとも普遍的な
行政サービスも含まれる
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１
兆
円
下
回
っ
て
い
ま
す
。た
だ
し
、

退
職
手
当
分
を
除
く
と
０・２
兆
円

増
え
て
お
り
、
人
件
費
の
実
質
的

な
財
源
保
障
は
近
年
微
増
傾
向
が

み
ら
れ
ま
す
。
こ
の
背
景
に
は
地

財
計
画
上
の
給
与
単
価
の
一
部
引

き
上
げ
と
と
も
に
、
計
画
上
見
積

も
る
地
方
公
務
員
の
人
員
の
拡
充

が
あ
り
ま
す
。

　

資
料
３
は
、
２
０
０
１
年
度
か

ら
２
０
２
２
年
度
ま
で
の
地
方
公

務
員
の
計
画
人
員
の
推
移
を
表
し

た
も
の
で
、
数
字
は
千
人
単
位
で

す
。
一
番
上
の
数
字
が
総
数
で
２
０

０
１
年
度
を
見
る
と
、
２
５
０・３

万
人
で
す
。
そ
の
後
の
推
移
を
見

る
と
２
０
０
０
年
代
の
小
泉
政
権

の
三
位
一
体
改
革
や
集
中
改
革
プ
ラ

ン
、
市
町
村
合
併
な
ど
で
人
員
が

減
少
の
一
途
を
た
ど
り
２
０
１
７
年

度
に
は
２
３
０・２
万
人
ま
で
減
少

し
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、

２
０
１
７
年
度
か
ら
一
般
職
員
、

２
０
１
８
年
度
か
ら
消
防
職
員
が

増
加
に
転
じ
、
総
数
で
も
２
０
１
９

年
度
か
ら
増
加
に
転
じ
ま
し
た
。
一

般
職
員
に
つ
い
て
は
国
の
方
針
で
児

童
虐
待
対
策
と
し
て
児
童
福
祉
司

や
児
童
心
理
士
、
新
型
コ
ロ
ナ
感

染
症
対
応
の
保
健
師
の
増
員
が
は

か
ら
れ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
ら
を
除
く
そ
の
他
一
般

職
員
に
つ
い
て
も
増
加
傾
向
が
み

ら
れ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
ま
す
。
ま

た
２
０
２
１
年
度
か
ら
は
小
学
校

の
学
級
編
成
標
準
の
引
き
下
げ
で

義
務
教
育
諸
学
校
教
職
員
も
増
員

傾
向
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に

地
方
公
務
員
に
関
す
る
標
準
的
行

政
水
準
は
全
般
的
に
拡
充
傾
向
に

あ
り
ま
す
。

　

最
近
ま
で
給
与
関
係
経
費
が
抑

え
ら
れ
て
き
た
の
で
、
当
局
も
「
財

源
保
障
が
減
ら
さ
れ
て
い
る
か
ら

給
与
は
増
や
せ
な
い
よ
ね
」
と
い
う

言
い
訳
が
で
き
ま
し
た
が
、
現
在
で

は
そ
う
し
た
状
況
に
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。

２ 

自
治
体
財
政
の
動
向

　

で
は
地
方
財
政
の
現
状
は
ど
う

な
の
か
と
い
う
の
が
２
点
目
の
お
話

し
で
す
。

　

資
料
４
は
、
昨
年
秋
に
公
表
さ

講演／「人への投資」を公務に携わる人々の処遇改善の追い風に

を
含
む
一
般
行
政
経
費
、
道
路
橋

り
ょ
う
や
公
共
施
設
な
ど
の
社
会

資
本
イ
ン
フ
ラ
や
施
設
整
備
費
な

ど
ハ
ー
ド
事
業
を
含
む
投
資
的
経

費
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち

人
件
費
の
財
源
保
障
は
給
与
関
係

経
費
に
な
り
ま
す
。
内
訳
を
見
る

と
義
務
教
育
の
教
職
員
給
与
費
は

国
庫
負
担
が
と
も
な
う
た
め
「
補

助
」
の
項
目
に
計
上
さ
れ
、
警
察
・

消
防
、
保
健
福
祉
専
門
職
、
そ
の

他
一
般
職
員
な
ど
は
「
単
独
」
に
計

上
さ
れ
、
い
ず
れ
も
財
源
保
障
の

対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
毎
年
度
の
地
財
計

画
で
給
与
関
係
経
費
が
い
く
ら
な

の
か
、
そ
の
う
ち
退
職
手
当
な
ど

を
除
く
と
前
年
度
に
比
べ
て
伸
び

た
の
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う

な
理
由
が
あ
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と

が
注
目
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

　

地
財
計
画
に
お
い
て
給
与
関
係

経
費
は
ど
の
よ
う
な
目
安
で
積
算

さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
例
え

ば
小
中
学
校
の
教
職
員
の
給
与
は
、

法
令
に
基
づ
く
基
準
や
標
準
が
基

本
と
な
り
、
教
職
員
数
は
い
わ
ゆ

る
標
準
法
に
も
と
づ
き
、
給
与
水

準
に
つ
い
て
は
国
庫
負
担
金
の
単

価
で
決
ま
り
ま
す
。
一
方
、
一
般
職

員
な
ど
は
こ
う
し
た
基
準
が
な
い

の
で
、
定
期
的
に
行
わ
れ
て
い
る
地

方
公
務
員
給
与
の
実
態
調
査
と
人

事
委
員
会
勧
告
を
勘
案
し
て
見
積

も
ら
れ
ま
す
。

　

地
財
計
画
は
も
っ
ぱ
ら
国
が
決

め
る
財
源
保
障
枠
で
す
が
、
そ
の

積
算
に
は
地
方
行
政
の
さ
ま
ざ
ま

な
実
態
が
反
映
さ
れ
て
い
て
、
給

与
関
係
経
費
も
そ
の
一
つ
で
す
。
し

た
が
っ
て
、
自
治
体
が
行
政
水
準

を
自
ら
引
き
下
げ
て
い
け
ば
、
財

源
保
障
枠
を
縮
小
す
る
要
因
と
な

り
、
皆
さ
ん
の
人
件
費
も
各
自
治

体
が
行
革
を
通
じ
て
削
減
を
続
け

て
い
け
ば
、
そ
れ
が
標
準
と
な
り

地
財
計
画
の
財
源
保
障
を
細
ら
せ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
人
件
費
に

限
ら
ず
地
方
行
政
の
い
わ
ば
ナ
シ
ョ

ナ
ル
ミ
ニ
マ
ム
を
上
げ
て
い
く
た
め

に
は
現
場
の
取
組
が
非
常
に
重
要

だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

２
０
２
３
年
度
の
給
与
関
係
経

費
は
19・
９
兆
円
と
前
年
度
を
０・

資料４　2021年度地方普通会計決算の動向

【減要因】
◦ 特別定額給付金事業の終了等に

よる補助費等の減少
 （8兆287億円減）
◦ 制度融資の減等による貸付金の

減少 （1兆609億円減）

【増要因】
◦ 子育て世帯等臨時特別給付金事

業等の新型コロナウイルス感染
症対策に係る事業の増等による
扶助費の増加

 （3兆1,333億円増）
◦ 基金への積立金の増による積立

金の増加 （2兆4,390億円増）

歳　出

（資料）総務省ホームページ「令和３年度地方公共団体普通会計決算の概要」より抜粋

資料３　地方公務員の計画人員の推移

2,503

1,156 1,144 1,133 1,121 1,107 1,090 1,058 1,030 1,029 1,025 998 988 978 968 967 964 964 967 972 977 983 989

2,490 2,480 2,469 2,457 2,434 2,400 2,371 2,372 2,377 2,351 2,340 2,327 2,314 2,310 2,305 2,302 2,302 2,304 2,307 2,310 2,315

143 144 144 144 144 144 147 150 153 158 158 158 158 158 158 158 158 159 160 161 161 162

228 233 237 240 243 247 248 248 249 250 251 252 252 252 253 254 255 255 255 255 254 254

270 264 261 259 257 249 243 239 238 238 238 238 237 237 237 237 234 232 230 226 221 219

706 705 705 705 705 704 703 703 703 704 706 704 702 698 695 692 690 689 688 688 689 691

（千人）

義務教育諸学校教職員 非義務教育教員 警察官 消防職員 一般職員 合計
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

500

0

1,500

1,500

2,000

2,500

3,000 三位一体改革、市町村合併、
集中改革プラン等で減少傾向加速

小
学
校
学
級
編
成
標
準
引
き
下
げ
に
よ
り
増
加

総数で増加

消防職員増加一般職員増加

（資料）総務省ホームページ

98.00 98.02 99.70
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2.09 1.81

0.971.52

（兆円）

（年度）

〈歳出の推移〉 〈性質別歳出の状況〉
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物件費
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れ
た
２
０
２
１
年
度
の
地
方
自
治

体
普
通
会
計
決
算
の
歳
出
の
状
況

で
す
。

　

ま
ず
、
歳
出
の
推
移
を
み
る
と

新
型
コ
ロ
ナ
対
策
に
と
も
な
い
２
０

２
０
年
度
、
２
０
２
１
年
度
と
２
年

連
続
で
突
出
し
て
い
ま
す
。こ
の
間
、

新
型
コ
ロ
ナ
対
応
の
地
方
創
生
臨

時
交
付
金
の
創
設
や
２
０
２
０
年

度
の
国
民
一
人
に
10
万
円
を
給
付

し
た
特
別
定
額
給
付
金
事
業
、
２

０
２
１
年
度
の
子
育
て
世
帯
等
臨

時
特
別
支
援
事
業
な
ど
、
い
ず
れ

も
国
庫
補
助
事
業
と
し
て
実
施
し

た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

内
訳
を
見
る
と
補
助
費
等
が
高

い
割
合
を
占
め
て
い
ま
す
が
、
こ
れ

は
今
お
話
し
し
た
コ
ロ
ナ
対
策
関
連

の
補
助
事
業
に
よ
る
も
の
で
、
例
年

で
あ
れ
ば
９
兆
円
台
な
の
で
著
し
い

規
模
拡
大
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
貸
付
金
も
例

年
の
４
兆
円
か
ら
２
倍
前
後
伸
び

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
コ
ロ
ナ
禍
に
お

け
る
個
人
や
企
業
支
援
の
た
め
の

貸
付
金
の
増
額
に
よ
る
も
の
で
す
。

扶
助
費
は
２
０
２
１
年
度
に
大
幅

に
伸
び
て
い
ま
す
。
一
般
的
に
は
生

活
保
護
費
な
ど
が
含
ま
れ
る
項
目

で
す
が
、
こ
の
伸
び
は
先
ほ
ど
の
子

育
て
世
帯
等
臨
時
特
別
支
援
事
業

が
主
な
要
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

次
に
歳
入
の
状
況
に
つ
い
て
資

料
５
で
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

こ
の
間
、
歳
出
の
大
幅
な
伸
び

に
と
も
な
う
財
政
負
担
は
、
国
の

補
助
金
で
多
く
が
ま
か
な
わ
れ
た

と
い
え
ま
す
。
資
料
の
う
ち
「
歳

入
の
状
況
」
を
み
る
と
国
庫
支
出

金
が
２
０
２
０
年
度
は
37・４
兆
円
、

２
０
２
１
年
度
も
32・
02
兆
円
で
こ

れ
ら
は
例
年
の
倍
近
い
金
額
で
す
。

こ
れ
だ
け
補
助
金
が
膨
ら
ん
だ
理
由

は
補
助
率
１
０
０
％
の
コ
ロ
ナ
対
策

関
連
補
助
金
が
多
く
盛
り
込
ま
れ

た
た
め
で
、
例
え
ば
先
ほ
ど
の
特
別

定
額
給
付
金
や
地
方
創
生
臨
時
交

付
金
な
ど
が
こ
れ
に
該
当
し
ま
す
。

　

こ
の
う
ち
地
方
創
生
臨
時
交
付

金
は
、
国
の
経
済
対
策
に
と
も
な

う
補
助
事
業
の
裏
負
担
や
補
助
金

を
伴
わ
な
い
単
独
事
業
に
充
当
で

き
る
も
の
で
、
例
え
ば
コ
ロ
ナ
禍
の

感
染
防
止
対
策
や
緊
急
事
態
宣
言

講演／「人への投資」を公務に携わる人々の処遇改善の追い風に

な
ど
に
と
も
な
う
飲
食
店
へ
の
休

業
・
時
短
要
請
の
協
力
金
な
ど
の

財
源
と
し
て
積
極
的
に
活
用
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
後
で
改
め
て
触
れ

ま
す
が
、
協
力
金
の
負
担
に
つ
い
て

は
追
加
的
な
負
担
が
生
じ
た
場
合

で
も
別
枠
の
追
加
交
付
が
さ
れ
る

た
め
、
自
治
体
は
ほ
ぼ
実
質
的
な

負
担
を
と
も
な
わ
ず
に
支
出
で
き

る
も
の
で
し
た
。

　

歳
入
の
う
ち
も
う
一
つ
重
要
な
の

は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
一
般
財
源
が
確
保

さ
れ
た
こ
と
で
す
。
皆
さ
ん
の
給
与

は
主
に
資
料
の
オ
レ
ン
ジ
色
の
枠
で

囲
っ
た
一
般
財
源
か
ら
支
払
わ
れ
ま

す
。
一
般
財
源
は
主
に
地
方
税
、
地

方
交
付
税
な
ど
か
ら
な
り
、
ご
覧

の
通
り
、
コ
ロ
ナ
禍
に
も
か
か
わ
ら

ず
２
０
２
０
年
度
か
ら
２
０
２
１

年
度
に
か
け
て
地
方
税
、
地
方
交

付
税
と
も
に
伸
び
て
お
り
、
特
に

地
方
交
付
税
が
２・５
兆
円
も
増
加

し
て
い
ま
す
。

　

地
方
交
付
税
の
増
加
に
は
い
わ

ゆ
る
再
算
定
に
よ
る
追
加
交
付
が

大
き
く
寄
与
し
て
い
ま
す
。
地
方

交
付
税
は
国
の
新
年
度
予
算
に
お

け
る
国
税
５
税
（
所
得
税
、法
人
税
、

酒
税
、
消
費
税
、
地
方
法
人
税
）

の
一
定
割
合
、
こ
れ
を
法
定
率
分
と

呼
ん
で
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
が
原
資

と
な
っ
て
い
ま
す
。
２
０
２
１
年
度

は
こ
の
法
定
率
分
が
当
初
の
見
込

み
よ
り
も
大
幅
に
上
回
る
見
通
し

と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
増
収
分
の
一

部
と
な
る
約
２
兆
円
が
再
算
定
と

い
う
か
た
ち
で
追
加
交
付
さ
れ
ま

し
た
。
な
お
、
こ
の
う
ち
の
４
分
の

３
は
臨
時
財
政
対
策
債
と
い
う
地

方
交
付
税
に
代
わ
る
自
治
体
の
借

金
返
済
の
基
金
に
充
て
る
分
で
す

が
、
残
り
は
真
水
の
一
般
財
源
増
収

分
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
皆
さ
ん
の
自
治
体

に
も
地
方
交
付
税
が
年
度
半
ば
に

追
加
交
付
さ
れ
て
お
り
、
程
度
の

差
は
あ
れ
、
思
わ
ぬ
ボ
ー
ナ
ス
と

な
っ
た
は
ず
で
す
。

　

な
お
、
今
（
２
０
２
２
）
年
度

も
国
税
見
通
し
が
当
初
を
上
回
っ

た
こ
と
に
よ
り
、
交
付
税
の
再
算

定
が
昨
年
12
月
に
行
わ
れ
て
お
り
、

２
年
連
続
で
一
般
財
源
が
充
実
し
た

こ
と
を
皆
さ
ん
も
覚
え
て
お
い
て
い

資料５　2021年度地方普通会計決算の動向

【減要因】
◦ 特別定額給付金給付事業費補助

金の減等による国庫支出金の減
少 （5兆3,818億円減）

◦基金からの繰入金の減少
 （1兆145億円減）

【増要因】
◦ 普通交付税の増等による地方交

付税の増加
 （2兆5,159億円増）
◦ 法人関係二税の増等による地方

税の増加 （1兆5,833億円増）

歳　入

（資料）総務省ホームページ「令和３年度地方公共団体普通会計決算の概要」より抜粋

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
直
近
の
一
般
財
源
の

伸
び
は
一
時
的
な
要
因
も
含
ま
れ
て

い
ま
す
が
、
中
長
期
的
に
み
て
も
一

般
財
源
は
微
増
傾
向
が
み
ら
れ
ま

す
。
こ
う
し
た
な
か
で
人
件
費
に

充
て
る
割
合
は
ど
の
よ
う
に
推
移

し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
資
料
６

の
下
の
図
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
の

折
れ
線
グ
ラ
フ
は
一
般
財
源
に
占
め

る
人
件
費
の
割
合
の
推
移
を

２
０
１
０
年
度
か
ら
表
し
た
も
の

で
す
。
都
道
府
県
、
市
町
村
を
合

わ
せ
た
純
計
で
み
る
と
２
０
１
年

度
か
ら
２
０
１
２
年
度
ま
で
は

30
％
台
で
あ
っ
た
も
の
が
、
そ
の
後

30
％
を
割
り
２
０
２
０
年
度
は
28
・

０
％
ま
で
低
下
し
て
い
ま
す
。
少
し

細
か
く
み
る
と
２
０
１
３
年
度
は

東
日
本
大
震
災
の
復
興
財
源
の
確

保
を
目
的
に
地
方
公
務
員
給
与
の

臨
時
削
減
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
削
減
自
体
は
年
度
限
り

で
復
元
し
た
は
ず
で
す
が
、
割
合

で
は
低
下
し
た
ま
ま
推
移
し
て
い

ま
す
。
２
０
１
７
年
度
は
都
道
府

県
と
市
町
村
で
大
き
く
変
動
し
て

い
ま
す
が
、
こ
れ
は
義
務
教
育
教

職
員
給
与
負
担
の
道
府
県
か
ら
政

令
市
へ
の
権
限
移
譲
に
よ
る
も
の

で
、
純
計
で
は
０・
１
ポ
イ
ン
ト
の

減
少
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。

２
０
２
０
年
度
は
会
計
年
度
任
用

職
員
制
度
が
導
入
さ
れ
、
従
来
、

物
件
費
に
計
上
さ
れ
て
い
た
非
正

規
職
員
の
賃
金
等
が
人
件
費
に
計

上
さ
れ
た
た
め
市
町
村
で
は
上
昇

し
て
い
ま
す
が
、
都
道
府
県
で
は
こ

れ
を
含
め
て
も
大
き
く
減
少
し
て

い
ま
す
。
こ
の
減
少
に
つ
い
て
は
、

別
の
政
府
資
料
（
令
和
２
年
度
都

道
府
県
普
通
会
計
決
算
の
概
要
）

を
参
照
す
る
と
職
員
給
や
退
職
金

の
減
等
に
よ
る
人
件
費
の
減
少
が

可
能
性
と
し
て
は
考
え
ら
れ
ま
す

が
、
正
確
な
原
因
は
不
明
で
す
。

　

こ
の
間
、
都
道
府
県
で
は
少
子

化
に
と
も
な
う
公
立
学
校
教
職
員

の
減
少
や
行
政
ニ
ー
ズ
の
低
下
に
よ

る
人
件
費
の
自
然
減
な
ど
の
要
因

が
あ
る
も
の
の
、
一
方
で
は
社
会
保

障
や
保
健
衛
生
な
ど
で
は
、
コ
ロ
ナ

禍
も
相
ま
っ
て
人
手
不
足
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
な
か
で
人
件
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20.11

12.26

37.4

（60.27）

16.99

2.23
0.23

19.71

11.75

（64.82）

32.02

19.50

2.45
0.45

2.37 2.12

1.151.86

40.83 42.41

（兆円）

（年度）

〈歳入の推移〉 〈歳入の状況〉

その他

地方債

国庫支出金

地方交付税

地方特例
交付金等

地方譲与税

地方税

一般財源

　歳入総額　歳入
　総額

平成29 30 令和元 ２ （年度）令和２ 3３

東日本
大震災分

通常
収支分

（兆円）
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講演／「人への投資」を公務に携わる人々の処遇改善の追い風に

基
礎
と
な
る
基
準
財
政
需
要
額
へ

の
全
額
算
入
）
す
る
こ
と
か
ら
、
実

質
的
な
地
方
負
担
の
な
い
借
金
と

見
な
さ
れ
ま
す
（
こ
れ
に
は
異
論

も
あ
り
ま
す
が
）。
し
た
が
っ
て
、

後
者
の
５
、１
７
０
億
円
の
減
少
が

実
質
的
な
債
務
残
高
の
減
少
と
見

る
こ
と
が
で
き
、
地
方
の
将
来
債

務
の
減
少
傾
向
は
続
い
て
い
ま
す
。

　
一
方
、
将
来
負
担
へ
備
え
る
貯
金

に
つ
い
て
は
「
積
立
金
現
在
高
Ｃ
」

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
い
わ
ゆ
る
基
金

に
は
、
当
座
の
財
源
不
足
の
補
て
ん

に
充
て
ら
れ
る
財
政
調
整
基
金
、

将
来
的
な
債
務
返
済
に
備
え
た
減

債
基
金
、
特
定
の
事
業
支
出
に
備

え
て
財
源
を
確
保
す
る
特
定
目
的

基
金
が
あ
り
、
財
政
運
営
の
健
全

性
を
見
る
上
で
重
要
な
項
目
で
す
。

２
年
間
の
推
移
を
み
る
と
３
兆
２
、

０
７
８
億
円
の
増
加
と
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
う
ち
財
政
運
営
の
余
裕

度
を
み
る
財
政
調
整
基
金
は
１
兆

６
、７
９
３
億
円
の
増
と
大
幅
に
伸

び
て
い
ま
す
。
こ
の
背
景
に
は
コ
ロ

ナ
禍
の
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
な

ど
の
潤
沢
な
国
庫
補
助
に
よ
り
、

自
治
体
の
一
般
財
源
の
持
ち
出
し
が

抑
制
さ
れ
た
こ
と
な
ど
の
特
別
な

要
因
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
中

期
的
に
み
て
も
明
確
な
減
少
傾
向

は
み
ら
れ
ま
せ
ん
。
少
な
く
と
も
全

国
的
に
見
る
と
将
来
負
担
に
充
て

る
財
源
が
一
定
程
度
確
保
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
言
え
そ
う
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
普
通
会
計
決
算
に
基

づ
く
地
方
財
政
の
全
国
的
特
徴
に

つ
い
て
お
話
し
し
て
き
ま
し
た
。
も

ち
ろ
ん
、
あ
く
ま
で
大
都
市
圏
、

地
方
圏
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
た
動

向
で
あ
り
、
皆
さ
ん
の
自
治
体
で

も
同
様
の
傾
向
に
あ
る
と
は
必
ず

し
も
言
え
ま
せ
ん
。
全
国
的
な
状

況
に
照
ら
し
て
皆
さ
ん
の
自
治
体

は
ど
う
な
の
か
、
こ
れ
を
見
極
め
る

に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
財
政
分
析
が
必

要
で
す
。

　

こ
こ
で
富
山
県
内
市
町
村
の
直

近
の
決
算
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

収
支
の
傾
向
に
つ
い
て
は
お
お
む
ね

全
国
と
同
じ
傾
向
で
、
特
に
一
般
財

源
に
つ
い
て
は
交
付
税
の
再
算
定
が

あ
っ
た
２
０
２
１
年
度
、
２
０
２
２

年
度
に
か
け
て
顕
著
に
増
加
し
て

い
ま
す
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
皆

さ
ん
の
給
与
の
元
と
な
る
財
源
は

安
定
推
移
か
ら
さ
ら
に
増
え
て
い

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

次
に
経
常
収
支
比
率
を
見
て
み

ま
し
ょ
う
。
過
去
９
年
間
の
推
移

を
み
る
と
市
町
村
平
均
90
％
未
満

で
推
移
し
て
お
り
、
直
近
２
年
間

で
は
２
０
２
０
年
度
が
87・
７
％
、

２
０
２
１
年
度
が
83・４
％
と
中
短

期
の
い
ず
れ
で
み
て
も
全
国
市
町

村
平
均
を
大
き
く
下
回
っ
て
お
り
、

県
内
市
町
村
は
お
し
な
べ
て
財
政

が
弾
力
的
で
財
政
運
営
に
余
裕
が

あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
資
料

で
は
人
件
費
の
比
率
も
示
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
こ
れ
も
お
お
む
ね
20
％

を
下
回
っ
て
お
り
、
こ
の
間
の
全
国

平
均
が
23
～
26
％
台
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
人
件
費
の
抑
制
が
財
政
の

弾
力
性
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る

こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
県
内
市
町
村
全
般

に
関
す
る
財
政
資
料
を
見
る
限
り
、

給
与
や
人
員
な
ど
に
わ
た
る
人
へ
の

支
出
を
充
実
さ
せ
る
余
地
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の

費
に
充
て
る
一
般
財
源
の
割
合
が
伸

び
て
い
な
い
と
い
う
の
は
、
人
に
対

す
る
十
分
な
投
資
が
行
わ
れ
て
い

な
い
と
い
う
見
方
も
で
き
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

も
う
一
点
、
借
金
と
貯
金
の
残

高
か
ら
自
治
体
の
財
政
状
況
を
見

て
み
ま
し
ょ
う
。

　

資
料
７
の
真
ん
中
の
表
の
「
地

方
債
残
高
Ａ
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

２
０
２
１
年
度
と
２
０
２
０
年
度

を
比
較
す
る
と
前
年
度
か
ら
２
５

２
億
円
減
少
し
て
お
り
、
こ
の
う

ち
臨
時
財
政
対
策
債
を
除
く
と
５
、

１
７
０
億
円
減
少
し
て
い
ま
す
。
そ

れ
で
も
こ
こ
２
年
間
は
コ
ロ
ナ
禍
に

お
け
る
地
方
税
の
減
収
補
て
ん
等

に
よ
り
例
年
を
上
回
る
水
準
と

な
っ
て
い
ま
す
が
、
中
期
的
に
は
減

少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
臨
時
財
政

対
策
債
は
先
ほ
ど
少
し
触
れ
ま
し

た
が
、
国
の
地
方
財
政
対
策
に
よ

る
地
方
交
付
税
の
加
算
に
代
わ
り
、

地
方
が
借
金
を
し
て
財
源
を
確
保

す
る
も
の
で
す
。
そ
の
返
済
に
つ
い

て
は
後
年
度
の
地
方
交
付
税
で

１
０
０
％
補
て
ん
（
正
確
に
は
算
定

（資料）総務省「令和４年度地方財政白書」より抜粋（資料）総務省ホームページ「令和３年度地方公共団体普通会計決算の概要」より抜粋

（１） 地方債現在高は前年度と比べて252億円減（0.0％減）の144兆5,810億円、債務負担行為額は7,550
億円増（4.3％増）の18兆1,645億円、積立金現在高は3兆2,078億円増（14.2％増）の25兆8,083
億円となった。

（２） 積立金の内訳については、財政調整基金が1兆6,793億円増（23.1％増）、減債基金が7,363億円増
（34.3％増）、その他特定目的基金が7,922億円増（6.0％増）となった。

（３） 地方債現在高に債務負担行為額を加え、積立金現在高を引いた額は、前年度と比べて2兆4,780億円
減（1.8％減）の136兆9,372億円となった。

区　　分 令和３年度 令和２年度 増減額 増減率
地 方 債 現 在 高　Ａ 144兆5,810億円 144兆6,062億円 ▲252億円 ▲0.0％

地方債現在高（臨時財政対策債除き） 90兆4,736億円 90兆9,906億円 ▲5,170億円 ▲0.6％
債務負担行為額　Ｂ 18兆1,645億円 17兆4,095億円 7,550億円 4.3％
積立金現在高　　Ｃ 25兆8,083億円 22兆6,005億円 3兆2,078億円 14.2％

内訳
財政調整基金 8兆9,630億円 7兆2,837億円 1兆6,793億円 23.1％
減 債 基 金 2兆8,843億円 2兆1,480億円 7,363億円 34.3％

その他特定目的基金 13兆9,610億円 13兆1,688億円 7,922億円 6.0％
Ａ＋Ｂ－Ｃ 136兆9,372億円 139兆4,152億円 ▲2兆4,780億円 ▲1.8％

〈（参考）積立金の増減額〉
区　　分 積立額 取崩し額 積立金増減額

積立金総額 5兆7,705億円 2兆5,627億円 3兆2,078億円

内訳
財政調整基金 2兆2,988億円 6,195億円 1兆6,793億円
減 債 基 金 9,146億円 1,783億円 7,363億円

その他特定目的基金 2兆5,572億円 1兆7,650億円 7,922億円
※積立金増減額とは、積立額（歳出決算額＋歳計剰余金処分による積立）から取崩し額を差し引いたものである。

財政基金は2018年度
以降ゆるやかに減少し
てきたが、新型コロナ
感染対策の補助金（地
方創生臨時交付金）で
財源に余裕が生じた可
能性

資料６　人件費の推移
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微
減
傾
向
が
続
く

義務教育教職員給与負担の道府県から政令市への移譲 会計年度任用職員制度導入等で上昇か

20

25

30

35

40

0

10

15

20

25

30

= 人件費
歳出総額

= 人件費充当一般財源
一般財源総額

構成比
％

一般財源充当額構成比
％

資料７　地方債残高等と積立金残高の状況

年
度
間
の
収
支
不
足
を
補
う
基
金
。
こ
の
基
金
が
枯
渇
す
る
と
赤
字
団
体
の
恐
れ
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講演／「人への投資」を公務に携わる人々の処遇改善の追い風に

で
は
約
21
兆
円
ま
で
膨
ら
ん
で
い

ま
す
。

　

交
付
金
に
よ
る
実
施
事
業
の
概

況
が
示
さ
れ
て
お
り
、
地
方
単
独

事
業
分
、
協
力
要
請
枠
な
ど
が
大

半
を
占
め
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
地

方
単
独
事
業
分
で
は
、
マ
ス
ク
や

消
毒
液
の
確
保
と
い
っ
た
感
染
拡

大
防
止
や
医
療
体
制
の
整
備
、
事

業
者
へ
の
融
資
や
生
活
困
窮
者
支

援
な
ど
の
雇
用
維
持
・
継
続
対
策
、

地
域
経
済
活
性
化
、
デ
ジ
タ
ル
化

の
推
進
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

都
道
府
県
で
は
感
染
防
止
や
医
療

体
制
の
整
備
に
加
え
て
、
飲
食
店

等
へ
の
協
力
金
が
主
要
な
支
出
と

み
ら
れ
、
こ
れ
に
協
力
要
請
推
進

枠
、
事
業
者
支
援
分
が
加
わ
っ
て
、

ほ
ぼ
自
治
体
負
担
を
ゼ
ロ
と
し
て
い

ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
新
型
コ
ロ
ナ
対
策
で

始
ま
っ
た
交
付
金
で
す
が
、

２
０
２
２
年
度
に
な
る
と
「
コ
ロ
ナ

禍
に
お
け
る
原
油
価
格
・
物
価
高

騰
対
応
分
」「
電
力
・
ガ
ス
・
食
料

品
等
価
格
高
騰
重
点
支
援
地
方
交

付
金
」と
い
っ
た
事
業
枠
が
加
わ
り
、

資
料
は
あ
く
ま
で
市
町
村
全
般
で

す
の
で
、
皆
さ
ん
の
自
治
体
の
決
算

デ
ー
タ
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
り
、

同
様
の
こ
と
が
言
え
る
か
明
ら
か
に

で
き
る
で
し
ょ
う
。
物
価
高
を
背

景
に
賃
上
げ
が
要
求
で
き
る
チ
ャ
ン

ス
で
も
あ
る
の
で
是
非
財
政
分
析

に
取
り
組
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

３ �

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

対
応
地
方
創
生
臨
時
交

付
金
の
動
向

　

最
後
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

対
応
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
の
動

向
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。

　

同
交
付
金
は
初
の
緊
急
事
態
宣

言
が
発
表
さ
れ
た
２
０
２
０
年
４

月
の
第
１
次
補
正
予
算
で
創
設
さ

れ
、
そ
の
後
の
補
正
予
算
や
予
備

費
を
財
源
に
予
算
枠
を
拡
大
し
て

き
ま
し
た
。

　

資
料
８
は
２
０
２
２
年
度
半
ば

時
点
で
の
地
方
創
生
臨
時
交
付
金

の
累
積
予
算
の
推
移
で
す
。
総
額

で
16
・
４
兆
円
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

２
０
２
２
年
12
月
の
第
２
次
補
正

予
算
で
増
額
さ
れ
た
た
め
、
直
近

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
応
」
を

掲
げ
な
が
ら
必
ず
し
も
新
型
コ
ロ

ナ
と
は
関
係
な
い
事
業
目
的
へ
と

変
容
し
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
各
自
治
体
へ
の
交
付
の

仕
組
み
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
ま

す
。
ま
ず
資
料
９
（
２
０
２
１
年

度
ま
で
の
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
）

右
下
の
所
管
及
び
ス
キ
ー
ム
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。
内
閣
府
が
予
算
を

所
管
し
、
自
治
体
は
国
か
ら
通
知

さ
れ
る
交
付
限
度
額
に
も
と
づ
き

コ
ロ
ナ
対
策
に
係
る
実
施
計
画
を

内
閣
府
に
提
出
し
ま
す
。
内
閣
府

が
こ
れ
を
確
認
し
、
事
業
内
容
に

応
じ
て
各
府
省
に
予
算
を
移
し
替

え
て
交
付
さ
れ
ま
す
。

　

各
自
治
体
に
対
す
る
主
な
交
付

限
度
額
に
つ
い
て
は
客
観
的
な
算

定
を
通
じ
て
国
か
ら
示
さ
れ
ま
す
。

資
料
の
左
側
の
「
地
方
単
独
分
」

の
内
容
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
補
正

予
算
ご
と
に
指
標
が
異
な
り
ま
す

が
、
２
０
２
０
年
度
第
３
次
補
正

以
降
で
は「
感
染
症
対
応
分
」と「
地

域
経
済
対
応
分
」
か
ら
な
り
、人
口・

事
業
所
数
、
感
染
状
況
、
年
少
者
・

高
齢
者
の
比
率
、
財
政
力
な
ど
に

も
と
づ
き
交
付
限
度
額
が
算
出
さ

れ
ま
す
。
自
治
体
は
こ
の
限
度
額

を
も
と
に
事
業
計
画
を
策
定
し
交

付
申
請
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
コ
ロ
ナ
対
策
と
い

う
使
途
の
緩
い
縛
り
は
あ
る
も
の

の
、
必
ず
し
も
特
定
の
事
業
を
実

施
す
る
た
め
の
補
助
金
で
は
な
い
た

め
、
自
治
体
か
ら
す
る
と
一
般
財
源

に
近
い
使
い
勝
手
の
よ
い
財
源
と
言

え
そ
う
で
す
。

　

全
国
的
に
は
ど
の
よ
う
な
事
業

に
交
付
金
を
充
て
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。
比
較
的
最
近
提
出
さ
れ
た

実
施
計
画
に
も
と
づ
い
て
見
て
み

ま
し
ょ
う
。
資
料
10
は
２
０
２
２

年
第
３
回
実
施
計
画
の
項
目
別
の

集
計
結
果
で
、
主
要
項
目
別
に
事

業
数
と
交
付
対
象
経
費
が
記
載
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
期
は
す
で
に

ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
を
見
据
え
た
内
容
と

な
っ
て
お
り
、
従
来
の
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
防
止
に

加
え
、「
ウ
イ
ズ
コ
ロ
ナ
」
下
で
の

社
会
経
済
活
動
の
再
開
と
次
な
る

（資料）財政制度審議会建議（2022年11月29日）資料より抜粋

資料８　地方創生臨時交付金の累積予算の状況

◦ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止とともに、感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援
し地方創生を図るため、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに必要な事業を実施できるよう、「新
型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を措置。

◦ 地方創生臨時交付金は、令和２～４年度の補正予算・予備費において、地域の実情に応じたコロナ対策に活用
できる地方単独分や、営業時間短縮要請に応じた飲食店への協力金の支払い等に充てる協力要請推進枠、コロ
ナ禍における物価高騰に対応するための電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金などを合わせ、計
16.4兆円が措置されている。

（兆円）

R２年度 R３年度 R４年度

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

◆地方創生臨時交付金の累計措置額

検査促進枠（0.3兆円）

事業者支援分（0.6兆円）

協力要請推進枠（8.6兆円）

地方単独事業分
（4.65兆円）

国庫補助事業等の地方
負担分（0.8兆円）

計：16.4兆円

R2補正①
R2年4月

R2補正②
R2年6月

R2予備費①
R2年12月

R2予備費②
R3年1月

R2補正③
R3年1月

R2予備費③
R3年2月

R2予備費④
R3年3月

R3予備費①
R3年4月

R3補正
R3年12月

R4予備費①
R4年4月

R4予備費②
R4年9月

2022年度
地方創生臨時交付金

さらに…2022年度第２次補正（2022.12.2成立）
国庫補助事業等地方負担分・検査促進分：7,500億円
新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費
：3兆7,400億円 

電力・ガス・食料品等価格
高騰重点支援地方交付金
（0.6兆円）

コロナ禍における原油価格
・物価高騰対応分
（0.8兆円）

資料９　2021年度までの地方創生臨時交付金

◦地方単独事業分
（令和２年度第１次補正）
◦人口、財政力、感染状況等に基づき算定（0.7兆円）
　※このほか、0.3兆円は国庫補助事業等の地方負担分

（令和２年度第２次補正）
①家賃支援を含む事業継続や雇用維持等への対応分（１兆円）
　人口・事業所数を基礎に、感染状況等に基づき算定
② 「新しい生活様式」を踏まえた地域経済の活性化等への対応分
（１兆円）

　人口・年少者・高齢者の比率、財政力等に基づき算定
　※500億円を今後の感染拡大に備えて留保

（令和２年度第３次補正）
①感染症対応分（0.5兆円）
　人口・事業所数を基礎に、感染状況等に基づき算定
②地域経済対応分（0.5兆円）
　人口・年少者・高齢者の比率、財政力等に基づき算定
　※このほか、 0.2兆円は飲食店への協力金等のための即時対応分

0.3兆円は国庫補助事業等の地方負担分
（令和３年度補正）
①感染症対応分（0.5兆円）
　人口・事業所数を基礎に、感染状況等に基づき算定
②地域経済対応分（0.5兆円）
　人口・年少者・高齢者の比率、財政力等に基づき算定
　※このほか、0.2兆円は今後の感染状況を踏まえて留保

0.3兆円は国庫補助事業等の地方負担分

◦国庫補助事業等の地方負担分
　 各省所管の国庫補助事業等の執行状況に応じて各地方公共団体に

配分。
◦事業者支援分
　 感染症の影響を受ける事業者の支援、感染症防止強化策・見回り支

援等に活用。計6,000億円（予備費による令和３年４月30日追加等、
都道府県分5,000億円、市町村分1,000億円）

◦協力要請推進枠等
　 時短要請に応じた飲食店等に対して、地方公共団体が協力金の

支払い等を行う場合に、地方創生臨時交付金を追加配分する。
　計8.6兆円
◦検査促進枠
　 登録事業者が無料で行うPCR等検査への支援に対して、地方創生

臨時交付金を追加配分する。計0.3兆円

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止とともに、感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援し地方創生を図るため、「新
型コロナウイルス感染症緊急経済対策（令和２年４月７日　閣議決定（４月20日変更））」及び「新型コロナウイルス感染症総合経済対策（令
和２年12月８日閣議決定）」、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策（令和３年11月19日閣議決定）」への対応として、地方公共団
体が地域の実情に応じて、きめ細やかに必要な事業を実施できるよう、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を措置。

Ｒ4.3.31時点
内閣府 地方創生推進室

（資料）内閣府地方創生推進室ホームページ
都道府県・市町村

内閣府（地方創生推進室）

①実施計画
　提出

②確認

◦所管及びスキーム　内閣府（地方創生推進室）
※ただし、各府省に移し替えて執行

各府省
③移替

④執行
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策
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

客
観
的
算
定
を
通
じ
た
交
付
限
度

額
が
示
さ
れ
る
と
は
い
え
、
あ
く

ま
で
実
施
計
画
の
目
安
で
あ
り
、

実
際
の
交
付
を
受
け
る
た
め
に
推

奨
メ
ニ
ュ
ー
に
沿
っ
た
事
業
選
択
と

な
る
傾
向
が
み
ら
れ
ま
す
。

　

資
料
11
は
同
じ
時
期
の
県
及
び

県
内
市
町
村
の
実
施
計
画
に
つ
い

て
、
項
目
別
件
数
の
構
成
比
を
集

計
し
た
も
の
で
す
。
グ
ラ
フ
の
ロ
ー

マ
数
字
と
英
数
字
か
ら
な
る
凡
例

は
資
料
10
の
項
目
の
分
類
に
該
当

す
る
も
の
で
、
例
え
ば
Ⅰ
―
１
は
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大

防
止
の
医
療
提
供
体
制
の
強
化
を

示
し
て
い
ま
す
。
図
で
具
体
的
な

項
目
を
す
べ
て
表
す
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
、
構
成
割
合
の
小
さ
い
も
の

は
こ
の
類
型
で
記
載
し
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
県
で
最
も
多
い
の
は
「
デ

ジ
タ
ル
田
園
都
市
国
家
構
想
」（
地

方
を
活
性
化
し
、
世
界
へ
と
つ
な
が

る
「
デ
ジ
タ
ル
田
園
都
市
国
家
構

想
」）
で
、
事
業
数
の
約
半
分
を
占

め
て
い
ま
す
。
事
業
内
容
は
さ
ま

ざ
ま
で
す
が
、
例
え
ば
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を

ク
購
入
の
ほ
か
、
学
校
や
公
共
施

設
の
空
調
設
備
の
更
新
が
散
見
さ

れ
、
あ
る
自
治
体
で
は
公
用
車
の

更
新
が
あ
る
な
ど
、
感
染
防
止
策

と
い
う
に
は
疑
問
が
残
る
も
の
も

あ
り
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
コ
ロ
ナ

対
策
の
体
制
拡
充
に
と
も
な
い
職

員
の
手
当
を
増
や
す
と
い
う
と
こ

ろ
も
あ
り
ま
し
た
。
地
方
創
生
臨

時
交
付
金
は
原
則
人
件
費
に
は
充

て
ら
れ
な
い
の
で
す
が
、「
体
制
の

拡
充
」
な
ど
は
認
め
ら
れ
て
お
り
、

こ
れ
に
相
当
す
る
と
見
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
県
内
で
み
て
も
さ
ま

ざ
ま
な
事
業
の
財
源
と
な
っ
て
い
る

わ
け
で
す
が
、
同
交
付
金
の
根
拠

は
法
律
で
は
な
く
予
算
に
基
づ
く

も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
継
続
性
は

不
透
明
で
す
。
し
ば
ら
く
存
置
さ

れ
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
ま
す
が
、
い

ず
れ
に
し
て
も
同
交
付
金
廃
止
後

を
見
据
え
て
こ
れ
ま
で
着
手
し
て

き
た
事
業
の
棚
卸
し
を
行
い
、
地
域

に
お
け
る
事
業
の
意
義
や
政
策
効

果
、
財
政
面
で
の
影
響
を
検
証
し
、

事
業
の
存
廃
を
含
め
た
今
後
の
展

望
を
描
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
例

え
ば
学
校
給
食
費
や
子
ど
も
医
療

費
の
負
担
軽
減
策
な
ど
は
県
内
で

も
多
く
の
自
治
体
で
取
り
組
ま
れ

て
お
り
、
そ
の
存
廃
は
住
民
生
活
に

と
っ
て
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
ま

す
。
こ
れ
ら
も
含
め
県
内
市
町
村

の
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
に
つ
い
て
、
各

実
施
計
画
の
内
容
や
執
行
状
況
、

今
後
の
事
業
選
択
な
ど
に
つ
い
て
検

証
が
必
要
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

以
上
、
か
な
り
駆
け
足
で
お
話

し
し
て
き
ま
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
に

お
け
る
国
税
、
地
方
税
の
税
収
の

上
振
れ
や
国
の
経
済
対
策
な
ど
が

あ
い
ま
っ
て
自
治
体
の
財
政
状
況
は

好
転
し
、
さ
ら
に
岸
田
政
権
で
は

人
口
減
少
社
会
に
お
け
る
人
へ
の

投
資
、
物
価
高
で
の
賃
上
げ
を
打

ち
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま

で
な
か
な
か
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た

公
務
労
働
関
係
の
賃
上
げ
の
可
能

性
が
少
し
開
け
て
き
た
と
い
え
そ

う
で
す
。
こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、

自
治
労
に
お
い
て
も
県
本
部
単
位

や
単
組
で
の
処
遇
改
善
を
要
求
し

て
い
く
好
機
で
あ
り
、
そ
の
際
の
基

本
的
情
報
と
し
て
財
政
分
析
が
不

可
欠
で
す
。「
う
ち
の
自

治
体
は
当
局
が
言
う
ほ

ど
困
っ
て
い
る
の
か
」「
財

政
状
況
の
好
転
が
言
わ

れ
る
中
で
、
う
ち
の
自

治
体
は
ど
の
程
度
そ
の

流
れ
に
沿
っ
て
い
る
の

か
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
疑
問
点
を
分
析
に
よ

り
検
証
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
結
果
を
当
局
と
の

処
遇
改
善
の
交
渉
に
役

立
て
、
皆
さ
ん
が
よ
り

前
向
き
に
業
務
に
携
わ

れ
る
よ
う
な
状
況
を
つ

く
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

と
り
わ
け
若
者
が
地
方

公
務
員
に
な
り
た
い
と

思
え
る
よ
う
な
雇
用
環

境
を
つ
く
り
、
そ
の
上

で
や
り
が
い
を
も
っ
て

地
域
に
貢
献
す
る
将
来

像
を
期
待
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

以
上
で
私
の
話
は
終

わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

危
機
へ
の
備
え
、
未
来
社
会
を
切

り
拓
く
「
新
し
い
資
本
主
義
」
の

起
動
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
原
油
価

格
・
物
価
高
騰
等
へ
の
対
応
に
分

類
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

事
業
数
で
見
る
と
、
最
も
多
い

の
は
や
は
り
感
染
防
止
対
策
関
連

の
48・３
％
で
す
が
、
こ
れ
に
次
ぐ

の
は
原
油
価
格
・
物
価
高
騰
対
策

の
37・０
％
と
「
コ
ロ
ナ
禍
」
と
は

書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
も
は
や
一
般

的
な
経
済
対
策
の
様
相
を
呈
し
て

お
り
、
交
付
金
自
体
の
政
策
目
的

が
明
ら
か
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と

が
改
め
て
う
か
が
え
ま
す
。

　

ど
の
よ
う
な
事
業
を
行
う
か
は

国
の
要
綱
を
踏
ま
え
て
自
治
体
が

実
施
計
画
に
盛
り
込
む
わ
け
で
す

が
、
実
際
に
は
国
か
ら
推
奨
メ

ニ
ュ
ー
が
示
さ
れ
て
お
り
、
電
力
・

ガ
ス
・
食
料
品
等
価
格
高
騰
重
点

支
援
地
方
交
付
金
で
は
、
生
活
者

支
援
と
し
て
学
校
給
食
等
支
援
や

プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
な
ど
、
事
業

者
支
援
と
し
て
中
小
企
業
、
地
域

公
共
交
通
、
地
域
観
光
業
等
に
対

す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
高
騰
緩
和

講演／「人への投資」を公務に携わる人々の処遇改善の追い風に

資料10　2022年第３回地方創生臨時交付金実施計画内容
経済対策の項目別集計結果

項　　目※ 事　業　数 交付対象経費
Ⅰ．新型コロナウイルス感染症の拡大防止 26,932事業（48.3％） 9,572億円（34.5％）

１．医療提供体制の強化 1,296事業 （2.3％） 2,002億円 （7.2％）
２．ワクチン接種の促進、検査の環境整備、治療薬の確保 931事業 （1.7％） 1,169億円 （4.2％）
３．感染防止策の徹底 15,389事業（27.6％） 2,128億円 （7.7％）
４．事業者への支援 5,409事業 （9.7％） 3,237億円（11.7％）
５．生活・暮らしへの支援 3,789事業 （6.8％） 1,019億円 （3.7％）
６．エネルギー価格高騰への対応 118事業 （0.2％） 19億円 （0.1％）

Ⅱ．「ウィズコロナ」下での社会経済活動の再開と次なる危機への備え 3,685事業 （6.6％） 912億円 （3.3％）
１．安全・安心を確保した社会経済活動の再開 3,648事業 （6.5％） 909億円 （3.3％）
２．ワクチン・治療薬等の国内開発 7事業 （0.0％） 2億円 （0.0％）
３．感染症の収束に向けた国際協力等 30事業 （0.1％） 1億円 （0.0％）

Ⅲ．未来社会を切り拓く「新しい資本主義」の起動 4,507事業 （8.1％） 975億円 （3.5％）
１．科学技術立国の実現 187事業 （0.3％） 40億円 （0.1％）
２．地方を活性化し、世界とつながる「デジタル田園都市国家構想」 4,049事業 （7.3％） 883億円 （3.2％）
３．経済安全保障 33事業 （0.1％） 10億円 （0.0％）
４．公的部門における分配機能の強化等 238事業 （0.4％） 43億円 （0.2％）

Ⅳ．コロナ禍における原油価格・物価高騰等への対応 20,592事業（37.0％） 16,311億円（58.7％）
１．原油価格高騰対策 6,758事業（12.1％） 5,181億円（18.7％）
２．エネルギー・原材料・食料等安定供給対策 2,652事業 （4.8％） 1,803億円 （6.5％）
３．新たな価格体系への適応の円滑化に向けた中小企業対策等 977事業 （1.8％） 1,839億円 （6.6％）
４．コロナ禍において物価高騰等に直面する生活困窮者等への支援 10,205事業（18.3％） 7,487億円（27.0％）

総　計 55,716事業（100.0％）2兆7,770億円（100.0％）
※：上記の項目は、地方公共団体の自己選択に基づき分類。

（資料）内閣官房ホームページ

活
用
し
た
観
光
振
興
、
旅
行
需
要

の
デ
ー
タ
分
析
、
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク

の
推
進
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

一
方
、
市
町
村
に
つ
い
て
は
「
感

染
防
止
策
の
徹
底
」
が
４
割
強
を

占
め
て
お
り
、
ア
ル
コ
ー
ル
や
マ
ス（資料）内閣官房ホームページデータより作成

資料11　2022年度第３回提出地方創生臨時交付金実施計画の事業内容
（県内市町村）（県）
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し
て
き
ま
し
た
が
、
今
後
は
民
間

事
業
者
に
汚
泥
処
理
か
ら
有
効
利

用
ま
で
の
一
連
の
事
業
を
委
ね
た
方

が
、
新
た
な
利
用
先
を
安
定
し
て

確
保
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
民
間
事
業
者
が
持
つ

経
営
ノ
ウ
ハ
ウ
や
最
新
バ
イ
オ
マ
ス

利
用
技
術
の
活
用
、
乾
燥
汚
泥
の

流
通
先
の
確
保
や
コ
ス
ト
縮
減
と

い
っ
た
観
点
か
ら
Ｐ
Ｆ
Ｉ
（
プ
ラ
イ

ベ
ー
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
イ
ニ
シ

ア
チ
ブ
。
民
間
資
金
等
活
用
事
業
）

を
導
入
し
、
民
間
事
業
者
に
下
水

道
バ
イ
オ
マ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
活
用

施
設
の
設
計
・
建
設
・
維
持
管
理

及
び
運
営
の
事
業
全
般
を
委
ね
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。

事
業
の
概
要

　

市
内
各
施
設
か
ら
収
集
さ
れ
て

き
た
農
業
集
落
排
水
汚
泥
と
浄
化

槽
汚
泥
を
、
黒
部
浄
化
セ
ン
タ
ー

の
外
部
汚
泥
受
入
施
設
で
受
け
入

れ
、
黒
部
浄
化
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
下

水
汚
泥
と
混
合
・
濃
縮
調
整
し
、

Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
者
が
建
設
し
た
バ
イ

オ
マ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
活
用
施
設
に

投
入
し
ま
す
。

　

一
方
、
事
業
系
食
品
残
渣
で
あ

る
コ
ー
ヒ
ー
粕
を
近
隣
企
業
か
ら

受
け
入
れ
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
者
に
搬

入
し
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
施
設
運
転
の
負
荷
変

動
低
減
と
、
バ
イ
オ
ガ
ス
量
を
確

保
す
る
た
め
に
定
量
か
つ
安
定
し

て
調
達
可
能
な
事
業
系
食
品
残
渣

を
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
者
に
供
給
す
る

も
の
で
す
。

　

ま
た
、
各
家
庭
か
ら
排
出
さ
れ

る
食
品
残
渣
に
つ
い
て
も
単
体
デ
ィ

ス
ポ
ー
ザ
を
使
用
し
、
分
流
式
の

下
水
道
管
渠
を
通
じ
て
黒
部
浄
化

セ
ン
タ
ー
に
集
約
し
、
下
水
汚
泥
と

し
て
回
収
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
は
、
収
集
運
搬
や
分
別

作
業
が
不
要
に
な
る
と
い
う
メ
リ
ッ

ト
が
あ
り
、
ゴ
ミ
出
し
や
ゴ
ミ
処
理

費
用
の
軽
減
が
図
れ
る
な
ど
の
副

次
的
効
果
も
期
待
で
き
ま
す
。

自治体報告／黒部市下水道バイオマスエネルギー利活用施設整備運営事業について

黒
部
市
下
水
道
バイ
オ
マ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
活
用
施
設

整
備
運
営
事
業
に
ついて

自
治
体
報
告
／「
我
が
ま
ち
は
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
ま
す
」

黒
部
市
の
汚
水
処
理
事
業

　

本
市
に
お
け
る
汚
水
処
理
事
業

は
、
公
共
下
水
道
事
業
、
農
業
集

落
排
水
処
理
事
業
、
合
併
処
理
浄

化
槽
設
置
補
助
事
業
に
よ
り
整
備

し
て
お
り
、
そ
の
整
備
率
は
令
和

３
年
度
末
現
在
で
96・０
％
と
概
成

に
近
づ
き
つ
つ
あ
り
、
今
後
も
公
共

下
水
道
未
普
及
地
域
に
つ
い
て
精

力
的
に
整
備
を
進
め
る
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
人
口
減
少
や
節
水
型
の

水
道
機
器
の
普
及
に
伴
い
使
用
水

量
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
処

理
施
設
の
維
持
管
理
の
効
率
化
を

図
る
た
め
、
農
業
集
落
排
水
処
理

施
設
９
箇
所
を
廃
止
し
、
公
共
下

水
道
に
統
合
す
る
計
画
と
し
て
お

り
、
順
次
統
廃
合
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

事
業
実
施
ま
で
の
背
景

　

黒
部
浄
化
セ
ン
タ
ー
か
ら
発
生
す

る
下
水
汚
泥
の
処
理
は
、
そ
の
全
量

を
埋
立
処
分
な
ど
外
部
委
託
し
て
い

ま
し
た
が
、委
託
先
の
休
止
や
閉
鎖・

処
分
費
の
高
騰
な
ど
の
リ
ス
ク
を
抱

え
て
お
り
、
こ
の
リ
ス
ク
に
対
応
で

き
る
新
た
な
処
理
シ
ス
テ
ム
の
確
立

が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
一
方
、
こ
れ
ま
で
黒
部
市
の
浄
化

槽
汚
泥
や
農
業
集
落
排
水
汚
泥
を

処
理
し
て
い
た
黒
部
市
周
辺
２
市

２
町
で
構
成
さ
れ
る
新
川
広
域
圏

事
務
組
合
の
し
尿
処
理
施
設
が
、

老
朽
化
に
よ
る
更
新
工
事
に
お
い

て
、
生
し
尿
の
み
を
処
理
す
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
浄
化

槽
汚
泥
や
農
業
集
落
排
水
汚
泥
は
、

新
た
に
各
自
治
体
で
個
別
に
処
理

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
態
と
な

り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
地
球
温
暖
化
問
題
や
、

資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
の
ひ
っ
迫

が
懸
念
さ
れ
る
中
、
持
続
可
能
で

循
環
型
社
会
に
適
応
し
た
汚
泥
有

効
利
用
方
法
が
求
め
ら
れ
て
い
ま

し
た
。

　

こ
う
し
た
諸
問
題
を
解
決
す
る

た
め
、
下
水
汚
泥
、
農
業
集
落
排

水
汚
泥
、
浄
化
槽
汚
泥
及
び
食
品

残
渣
を
バ
イ
オ
マ
ス
資
源
と
し
て
位

置
付
け
、
地
球
温
暖
化
防
止
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
利
用
も
含
め
た
新
た
な

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ロ
セ
ス
を
創
出
す
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。

Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
の
導
入

　

黒
部
市
の
よ
う
な
小
さ
な
地
方

自
治
体
が
、
バ
イ
オ
マ
ス
利
活
用
に

関
し
て
限
ら
れ
た
情
報
に
よ
り
実

施
す
る
従
来
型
の
公
共
事
業
で
は
、

新
技
術
に
適
応
し
た
事
業
が
円
滑

に
実
施
で
き
な
い
こ
と
が
懸
念
さ

れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
こ
れ
ま
で
は
黒
部
市
で

下
水
汚
泥
の
最
終
処
分
先
を
確
保

黒
部
市
都
市
創
造
部
上
下
水
道
工
務
課

表１　事業概要
バイオマス受入量
（R8年度計画値）

①下水汚泥（濃縮汚泥） 25,034㎥╱年
＊ディスポーザ由来の汚泥含む。
②農業集落排水汚泥（濃縮汚泥） 1,080㎥╱年
③浄化槽汚泥（濃縮汚泥） 134㎥╱年
④事業系食品残渣（コーヒー粕）  2,884㎥╱年
　　　　　　合　計 29,132㎥╱年

メタンガス利用法 ①ボイラーによりメタン発酵槽加温熱源及び
　汚泥乾燥機熱源として利用
②マイクロガスタービンで発電して場内利用

汚泥有効利用方法 乾燥汚泥化し、肥料及び化石燃料の代替燃料とし
て有効利用

温暖化ガス削減量 CO2削減量　約1,000 t ／年
事 業 期 間 ①設計・建設期間：H21.4.1～H23.4.30

②維持管理・運営期間：H23.5.1～R8.4.30
事 業 費 建設費16億円、維持管理運営費20億円

計 36億円

バイオマスエネルギー利活用施設　全景
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黒
部
浄
化
セ
ン
タ
ー
に
集
約
さ

れ
た
汚
泥
・
食
品
残
渣
な
ど
の
バ

イ
オ
マ
ス
を
、
メ
タ
ン
発
酵
さ
せ
、

メ
タ
ン
ガ
ス
を
取
り
出
し
ま
す
。
そ

の
メ
タ
ン
ガ
ス
は
、
ボ
イ
ラ
ー
燃
料

と
し
て
主
に
使
用
し
て
お
り
、
生

成
し
た
蒸
気
は
メ
タ
ン
発
酵
後
の

消
化
汚
泥
の
乾
燥
及
び
メ
タ
ン
発

酵
槽
の
加
温
の
た
め
の
熱
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
し
て
利
用
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
メ
タ
ン
ガ
ス
の
一
部
は
、
マ
イ

ク
ロ
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
に
発
電
用
燃
料

と
し
て
供
給
し
、
そ
の
発
電
電
力

は
、
黒
部
浄
化
セ
ン
タ
ー
内
の
動
力

源
と
し
て
使
用
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
メ
タ
ン
発
酵
と
乾
燥

に
よ
っ
て
減
量
化
し
た
乾
燥
汚
泥

は
、
全
量
を
有
効
利
用
し
て
い
ま

す
。

　

Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
の
期
間
は
、
施
設

建
設
に
２
年
１
カ
月
、
維
持
管
理
・

運
営
期
間
を
15
年
間
と
し
て
お
り
、

平
成
21
年
４
月
に
総
額
36
億
円
で

特
別
目
的
会
社
（
Ｓ
Ｐ
Ｃ
）
で
あ

る
黒
部
Ｅ
サ
ー
ビ
ス
（
株
）
と
事
業

契
約
を
締
結
し
て
い
ま
す
。

す
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
の
高
い
コ
ー

ヒ
ー
粕
を
よ
り
多
く
回
収
す
る
新

し
い
取
組
み
で
す
。

施
設
の
特
徴
そ
の
２

�

（
マ
イ
ク
ロ
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
）

　

メ
タ
ン
発
酵
設
備
で
生
産
さ
れ

た
バ
イ
オ
ガ
ス
は
、
ガ
ス
ホ
ル
ダ
に

貯
蔵
さ
れ
、
そ
の
後
バ
イ
オ
ガ
ス
ボ

イ
ラ
ー
や
マ
イ
ク
ロ
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

に
供
給
さ
れ
ま
す
。

　

マ
イ
ク
ロ
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
は
、
コ

ン
パ
ク
ト
で
低
騒
音
の
特
徴
を
持
っ

た
環
境
性
能
に
優
れ
た
発
電
機
で

あ
り
、
開
放
型
の
処
理
場
で
あ
る

黒
部
浄
化
セ
ン
タ
ー
に
適
し
た
機

施
設
の
特
徴
そ
の
１

�

（
メ
タ
ン
発
酵
設
備
）

　

原
料
で
あ
る
濃
縮
汚
泥
と
事
業

系
食
品
残
渣
を
混
合
・
粉
砕
し
て
、

生
分
解
し
や
す
い
状
態
に
調
整
し

た
う
え
で
、
メ
タ
ン
発
酵
槽
に
供

給
し
ま
す
。
メ
タ
ン
発
酵
槽
で
は
、

あ
ら
か
じ
め
馴
染
ま
せ
た
消
化
汚

泥
を
一
定
温
度
で
滞
留
さ
せ
て
お

き
、
こ
こ
に
原
料
を
投
入
す
る
こ
と

に
よ
り
消
化
汚
泥
に
含
ま
れ
る
メ

タ
ン
発
酵
菌
の
作
用
で
、
原
料
中
の

有
機
成
分
が
メ
タ
ン
ガ
ス
に
転
換

さ
れ
ま
す
。
発
酵
は
高
温
発
酵
方

式
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

種
で
す
。
発
電
出
力
は
95
ｋ
ｗ
で

あ
り
、
廃
熱
か
ら
蒸
気
の
回
収
も

行
い
、
メ
タ
ン
発
酵
槽
の
加
温
用
に

利
用
し
て
い
ま
す
。
令
和
３
年
度

年
間
発
電
量
は
約
25
万
ｋ
ｗ
ｈ
／

年
で
、
全
量
を
施
設
動
力
と
し
て

利
用
し
て
い
ま
す
が
、
夜
間
や
休

日
な
ど
の
本
施
設
が
停
止
し
て
い

る
時
間
帯
は
、
黒
部
浄
化
セ
ン
タ
ー

に
供
給
し
、
水
処
理
施
設
の
機
器

に
て
使
用
し
て
い
ま
す
。

施
設
の
特
徴
（
そ
の
他
）

　

本
事
業
で
は
、
メ
タ
ン
ガ
ス
の
約

７
割
を
バ
イ
オ
ガ
ス
ボ
イ
ラ
ー
の
燃

料
と
し
て
利
用
し
て
い
ま
す
。
バ
イ

　

事
業
系
食
品
残
渣
と
し
て
使
用

す
る
コ
ー
ヒ
ー
粕
は
、
汚
泥
と
比
較

し
て
メ
タ
ン
ガ
ス
が
大
量
に
発
生
す

る
こ
と
か
ら
、
施
設
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

収
支
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
有
効

で
す
。
回
収
し
た
メ
タ
ン
ガ
ス
に
よ

り
施
設
内
で
使
用
す
る
熱
を
賄
え

る
ほ
か
、
余
剰
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
発
電

オ
ガ
ス
ボ
イ
ラ
ー
か
ら
発
生
し
た
蒸

気
は
、
メ
タ
ン
発
酵
槽
の
加
温
用

と
し
て
、
ま
た
脱
水
汚
泥
の
乾
燥

用
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
含

水
率
40
％
ま
で
乾
燥
さ
れ
た
汚
泥

に
は
、
余
剰
汚
泥
中
に
含
ま
れ
て

い
た
窒
素
・
リ
ン
な
ど
の
肥
効
成
分

が
濃
縮
さ
れ
て
い
る
た
め
、
肥
料
と

し
て
有
効
利
用
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、

民
間
の
小
規
模
発
電
事
業
者
で
発

電
燃
料
と
し
て
も
有
効
利
用
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
乾
燥
汚
泥
は
肥
料
登
録

し
て
お
り
、「
く
ろ
べ
緑
花
王
」
の

名
称
で
市
民
に
も
無
償
配
布
し
て

い
ま
す
。

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

　

令
和
３
年
度
は
、
約
82
万
㎥
／

年
の
メ
タ
ン
ガ
ス
が
発
生
し
て
お

り
、
当
初
計
画
を
超
え
る
発
生
量

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

加
え
て
、
本
年
度
か
ら
は
、
下

水
道
を
通
し
て
一
般
家
庭
か
ら
の

コ
ー
ヒ
ー
粕
回
収
を
開
始
し
て
い
ま

　

そ
の
ほ
か
、
余
剰
メ
タ
ン
ガ
ス
を

利
用
し
て
お
湯
を
沸
か
し
、
施
設

内
に
整
備
し
た
足
湯
に
供
給
し
て

い
ま
す
。黒
部
浄
化
セ
ン
タ
ー
は「
開

か
れ
た
下
水
処
理
場
」
と
し
て
、
セ

ン
タ
ー
内
の
修
景
公
園
「
ア
ク
ア

パ
ー
ク
」
と
共
に
一
般
に
開
放
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
足
湯
も
そ
の
一
角
に

あ
り
、
市
民
の
憩
い
の
場
と
し
て
利

用
者
の
好
評
を
得
て
い
ま
す
。

終
わ
り
に

　

今
後
も
更
な
る
バ
イ
オ
マ
ス
の

確
保
の
た
め
、
下
水
道
へ
の
単
独

デ
ィ
ス
ポ
ー
ザ
設
置
の
推
進
に
努
め

る
と
と
も
に
、
本
年
度
か
ら
の
新

し
い
取
組
み
で
あ
る
、
下
水
道
を

通
し
た
コ
ー
ヒ
ー
粕
回
収
に
よ
り
、

市
民
一
人
ひ
と
り
が
バ
イ
オ
マ
ス
に

関
心
を
寄
せ
る
機
運
を
高
め
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
本
事
業
は
令
和
８
年
度

に
維
持
管
理
・
運
営
期
間
が
終
了

を
迎
え
る
こ
と
か
ら
、
さ
ら
な
る
効

率
的
な
事
業
運
営
・
展
開
を
推
進

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

自治体報告／黒部市下水道バイオマスエネルギー利活用施設整備運営事業について

メタン発酵槽

マイクロガスタービン

バイオガスボイラー

足湯「ばいお～ゆ」
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こ
と
で
あ
る
。
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

日
本
の
食
料
自
給
率
の
低
さ
は
、

極
端
で
あ
る
。
前
回
（
１
）
20
頁

で
示
し
た
よ
う
な
「
国
境
措
置
」

が
数
次
に
わ
た
り
解
除
さ
れ
て
き

た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
を
カ
バ
ー
す

る
は
ず
の
「
国
内
政
策
」
も
不
十

分
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
容
易
に

想
定
さ
れ
る
。

　

２
０
１
９
年
時
点
で
の
食
料
自

は
じ
め
に

　

前
回
（
１
）
で
は
、
我
が
国
の

食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
の
基
本

的
考
え
方
と
枠
組
み
に
つ
い
て
概

観
し
た
が
（
№
1
2
2
）、本
稿
（
２
）

で
は
戦
後
採
用
さ
れ
て
き
た
農
政

の
方
向
性
と
具
体
的
内
容
に
つ
い

て
整
理
す
る
。
そ
こ
で
は
、
E
U
と

日
本
の
戦
後
農
政
の
流
れ
を
比
較

し
な
が
ら
、
日
本
農
政
の
特
徴
を

明
ら
か
に
し
た
い
。
特
に
、

１
９
９
０
年
代
の
農
政
改
革
以
降

の
日
本
農
政
の
苦
悩
状
況
に
つ
い
て

注
目
す
る
。

戦
後
農
政
の
展
開
と

�

食
料
自
給
率

　

ま
ず
表
１
及
び
図
１
を
見
て
い

た
だ
き
た
い
。
表
１
は
、
E
U
と
日

本
の
戦
後
農
政
に
つ
い
て
比
較
し
た

も
の
で
あ
る
し
、
図
１
は
（
１
）
で

示
し
た
よ
う
に
農
政
の
最
終
目
標

で
あ
る
食
料
安
全
保
障
レ
ベ
ル
を

示
す
食
料
自
給
率
に
つ
い
て
や
は

り
Ｅ
Ｕ
と
日
本
の
そ
れ
を
比
較
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
示
す
内

容
を
一
言
で
い
え
ば
、
Ｅ
Ｕ
と
日
本

の
農
政
は
類
似
し
た
方
向
性
と
内

容
を
持
っ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

成
果
と
し
て
の
食
料
自
給
率
に
は

大
き
な
違
い
が
生
じ
て
い
る
と
い
う

給
率
（
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
）
は
、
日

本
38
％
に
対
し
、
西
欧
７
カ
国
平

均
で
84
％
で
あ
る
。
輸
出
国
と
し

て
の
フ
ラ
ン
ス
は
１
０
０
％
を
超
え

て
い
る
し
、
ド
イ
ツ
は
95
％
、
英
国

84
％
等
の
水
準
で
あ
る
。
日
本
も

１
９
６
１
年
頃
に
は
75
％
程
度
の

西
欧
水
準
の
自
給
率
が
あ
っ
た
の

で
あ
り
、
そ
の
後
高
水
準
を
維
持

あ
る
い
は
引
き
上
げ
て
き
た
欧
州

と
一
貫
し
て
引
き
下
げ
て
き
た
日
本

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
非
常
に
対

照
的
な
動
き
を
し
て
き
た
と
い
え

る
。
韓
国
も
日
本
の
後
を
追
う
よ

う
に
低
下
さ
せ
て
き
た
。

　

よ
く
「
先
進
国
の
食
料
自
給
率

は
低
く
て
当
然
」
と
考
え
る
向
き

も
あ
る
が
、
先
進
国
で
も
食
料
自

給
率
を
高
め
て
い
る
国
も
あ
る
と
い

う
事
実
を
直
視
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
む
し
ろ
先
進
国
で
あ
る
こ
と

に
よ
り
、
農
業
を
大
事
に
し
、
食

料
安
全
保
障
を
実
現
し
て
い
る
と

も
い
え
る
。

戦
後
農
政
の
共
通
点
と

�

相
違
点
I
Ｅ
Ｕ
と
日
本

　

戦
後
農
政
は
、
１
９
９
０
年
代

の
農
政
改
革
を
境
に
区
分
さ
れ
、

そ
れ
以
前
は
ケ
イ
ン
ズ
政
策
を
ベ
ー

ス
に
置
く
「
農
業
保
護
政
策
の
典

型
期
」
と
も
称
さ
れ
る
時
期
で
あ

る
。
90
年
代
以
降
は
新
自
由
主
義

政
策
ベ
ー
ス
に
基
調
が
移
り
、
市

場
重
視
型
農
政
と
し
て
保
護
の
在

り
方
も
変
化
し
て
い
っ
た
。

　

図
２
は
、
保
護
農
政
の
典
型
期

の
E
U
の
内
容
を
示
し
た
も
の
だ

が
、
日
本
も
お
お
む
ね
同
じ
よ
う

な
内
容
を
持
っ
て
い
た
。

　

戦
後
の
Ｇ
Ａ
Ｔ
T
の
時
代
は
、
90

年
代
以
降
の
W
T
O
に
比
べ
、
農
業

に
対
す
る
自
由
化
要
求
は
強
く
な

く
、
ど
の
国
も
農
業
を
重
視
し
て

い
た
こ
と
か
ら
一
種
の
妥
協
と
し
て

農
業
部
門
は
自
由
化
の
例
外
と
し

て
扱
わ
れ
て
い
た
。
西
欧
の
場
合
、

加
え
て
地
域
主
義
的
な
関
税
同
盟

（
Ｅ
Ｃ
）
を
形
成
し
、
外
に
対
し
て

は
し
っ
か
り
ガ
ー
ド
す
る
仕
組
み
が

つ
く
ら
れ
た
。
そ
の
も
と
で
、
域
内

（
国
内
）
で
は
C
A
P
共
通
農
業
政

策
の
も
と
「
安
定
的
で
効
率
的
な

農
業
」
を
め
ざ
し
て
、
価
格
政
策

や
構
造
政
策
（
１
９
６
８
年
マ
ン
ス

ホ
ル
ト
プ
ラ
ン
）
が
強
力
に
進
め
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
外
に
対

し
て
は
ガ
ー
ド
し
、
国
内
で
自
給

率
と
競
争
力
を
高
め
る
政
策
体
系
」

が
構
築
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

日
本
で
も
基
本
的
に
は
同
じ
方

戦
後
農
政
の
転
換
と

富
山
県
農
業
・
農
村
の

ゆ
く
え（
２
）

公
益
社
団
法
人

富
山
県
地
方
自
治
研
究
セ
ン
タ
ー

理
事
長

富
山
大
学
名
誉
教
授

酒
井
　
富
夫
さ
ん

報　告

年代 EU 日本 共通体系

1950s 55独・農業基本法、57EEC設立 46-50農地改革、54MSA小麦輸
入・学校給食法、55GATT加盟

1960s

62共通農業政策CAP開始、67共
通市場、68マンスホルトプラン

60貿易為替自由化計画大綱、政
府米価開始、61農業基本法（選
択的拡大政策、農業構造改善政
策）、64IMF8条国へ移行

GATT関税＋（価格政策
＋構造政策）
◎効率性追求

1970s
70独「バイエルンの道」（兼業農
家容認）

70生産調整開始（コメ過剰）、農
地法改正（借地容認）、70s生産
者組織

1980s

農産物過剰、84牛乳割当制導入、
対米貿易摩擦、86-94ウルグアイ・
ラウンド、（独）選別政策から中
小経営保護へ・環境と農村の重
視、農業専業主義ら多就業路線
の転回

80農用地利用増進法（農地流動
化促進）、80s「個と集団」論争

1990s

92CAPマクシャリー改革（市場
経済化＋環境保全・農村開発導
入）、93EU設立

92新政策（農業経営体育成＋地
域・環境視点の提起）、93農業経
営基盤強化法、99新農業基本法

（新政策路線の法制化）、99持続
農業法、有機JAS法

WTO農政改革＋（所得
政策＋地域政策＋環境
政策）
◎効率性＋持続性追求

2000s

00中山間地等直接支払制度、03
「半農半Ｘ」、03食品安全基本法、
06有機農業推進法、07農地・水・
環境保全向上対策、08生物多様
性基本法、09農地法改正（農業
への企業参入）

2010s

19欧州グリーン・ディール戦略、
20Farm TO Fork戦略

13農地中間管理機構（農地集積
の加速）、15・20基本計画（農
業政策と地域政策）、「多様な担
い手」、18TPP11締結、10sアベ
ノミクス構造改革

2020s
21みどりの食料システム戦略（22
法制化）、22農村RMO推進、農
業基本法見直し着手

表１　戦後食料自給率の推移－EUと日本の比較－ 　資料：筆者作成

図１　諸外国の食料自給率（カロリーベース）の推移（試算）
 資料：農林水産省「食料需給表」、社会実情データ図録（https://honkawa2.sakura.ne.jp/0310.html、2023.2.23閲覧）

（注）農林水産省「食料需給表」、FAO“Food Balance Sheets”等を基に農林水産省で試算。
韓国については韓国農村経済研究院「食品需給表」、スイスについてはスイス農業庁「農業
年次報告書」による。供給熱量総合食料自給率は、総供給熱量に占める国産供給熱量の割
合である。なお、畜産物については、飼料自給率を考慮している。また、アルコール類は
含まない。ドイツについては、統合前の東西ドイツを合わせた形で遡及している。西欧７
はフランス、ドイツ、イタリア、オランダ、スペイン、スウェーデン、英国の単純平均。

図２　EUの農業保護政策（典型期）　 資料：筆者作成

例
外
分
野

　　 1947GATT ＝ 自由貿易 ➡➡ 例外 ＝ 妥協
　  ①農業 → 国内農業の保護（特に米国）
　　　 ②関税同盟 →1962EC－CAP（共通農業政策）→ 農業重視
　　　　例：＜英国＞1947農業法
　　　　＝国内で「安定的で効率的な農業」をめざす
　　　　　　　　      ↓　　　↓
　　　　        農業者の生活　低価格供給 ＝ 生産性向上
　　　　　　　　　　↓
自由貿易の例外＋
関税（可変課徴金） ＋ 価格政策 ＋ 構造政策（マンスホルトプラン）

◎外に対してはガードし、国内で自給率と競争力を高める
　政策体系
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小
括
（
第
２
回
）

　

１
９
９
０
年
代
、
日
本
で
も
農

村
政
策
と
環
境
政
策
を
意
識
し
た

「
農
政
改
革
」
に
取
り
組
ん
だ
。
が
、

そ
の
後
の
実
際
の
運
用
は
、
経
営

体
育
成
に
力
点
が
置
か
れ
て
き
た
。

特
に
、
成
長
戦
略
を
め
ざ
す
２
０

１
０
年
代
の
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
構
造
改

革
期
は
そ
こ
が
重
点
課
題
と
さ
れ

た
が
、
問
題
も
生
じ
て
い
た
。

　

今
日
の
世
界
的
な
食
料
危
機
の

現
実
を
認
識
し
な
が
ら
も
、
直
接

支
払
い
の
実
施
に
対
し
て
は
、
い
ま

だ
に
「
需
要
者
の
ニ
ー
ズ
を
考
慮
し

な
い
生
産
を
助
長
す
る
の
で
は
な
い

か
」「
農
業
の
体
質
強
化
に
は
つ
な

が
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
岸
田

首
相
は
答
弁
し
て
い
る
（
日
本
農

業
新
聞
２
０
２
３・
２・
９
）。
日
本

農
政
の
根
本
的
転
換
は
、
ま
だ
道

遠
し
の
感
が
あ
る
（「
新
し
い
資
本

主
義
」
と
は
言
う
が
）。

報告／戦後農政の転換と富山県農業・農村のゆくえ（２）

政
権
時
代
の
農
政
は
、
ま
さ
し
く

成
長
戦
略
を
基
調
に
し
た
「
ア
ベ
ノ

ミ
ク
ス
構
造
改
革
」
が
主
導
し
た
と

い
え
る
。
構
造
改
革
と
は
、
規
制

緩
和
＝
市
場
化
政
策
で
あ
る
。
そ
の

影
響
は
、次
の
よ
う
に
「
食
料
」「
農

業
」「
流
通
」
の
広
範
囲
に
及
ん
だ
。

【
食
料
】

（
１
）
輸
入
自
由
化

（
２
） 

安
全
基
準
、
表
示
制
度
（
非

関
税
障
壁
）
の
緩
和

【
農
業
】

（
３
） 

農
地
集
積
に
よ
る
規
模
拡
大・

生
産
性
向
上
：
農
地
中
間
管

理
機
構

（
４
） 

農
業
へ
の
企
業
参
入
：
農
業

経
営
（
農
地
所
有
）
へ
の
参

入
自
由
化
＝
農
地
法
・
国
家

戦
略
特
区
、
農
業
法
人
要
件

緩
和
、
農
業
委
員
会
改
革

（
５
） 

農
業
労
働
力
の
補
填
＝
外
国

人
労
働
力
受
入

（
６
） 

農
業
資
材
へ
の
企
業
参
入
＝

種
子
法
・
競
争
力
強
化
法
・

種
苗
法

【
流
通
】

（
７
） 

流
通
へ
の
企
業
参
入
＝
農
協

改
革

（
８
） 

卸
売
市
場
へ
の
民
間
企
業
参

入
＝
卸
売
市
場
法
改
正

　

以
上
に
対
し
て
、
農
政
サ
イ
ド

で
も
意
見
が
分
断
さ
れ
、
苦
悩
し

て
い
た
農
林
官
僚
も
存
在
し
た
よ

う
で
あ
る
。「
残
念
な
が
ら
、
近
年
、

（
過
去
の
）
こ
れ
ら
の
努
力
を
台
無

し
に
し
て
し
ま
う
よ
う
な
各
種
貿

易
協
定
が
立
て
続
け
に
締
結
さ
れ
、

そ
ん
な
政
権
に
迎
合
す
る
か
の
よ

う
に
一
方
的
で
偏
っ
た『
農
政
改
革
』

が
推
し
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、

慚
愧
に
堪
え
ま
せ
ん
。」注
１

と
の
回

顧
が
あ
る
。
効
率
性
と
持
続
性
の

追
求
や
「
産
業
政
策
と
地
域
政
策

の
バ
ラ
ン
ス
」
の
な
か
で
、
日
本
農

政
は
ま
だ
ま
だ
揺
れ
て
い
る
。
22

年
か
ら
着
手
し
た
食
料
・
農
業
・

農
村
基
本
法
の
見
直
し
に
、
大
い

に
期
待
し
た
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。

向
性
を
持
っ
た
が
、
１
９
５
４
年
Ｍ

Ｓ
Ａ
小
麦
輸
入
や
１
９
６
１
年
農

業
基
本
法
で
は
選
択
的
拡
大
政
策

が
と
ら
れ
た
こ
と
で
、
ト
ウ
モ
ロ
コ

シ
や
大
豆
等
は
一
挙
に
輸
入
が
増
大

し
た
。
米
国
の
余
剰
農
産
物
の
処

理
を
目
的
と
し
た
側
面
が
強
く
、

対
米
依
存
型
体
質
の
日
本
経
済
の

状
況
が
反
映
し
て
い
る
。
日
本
の
場

合
、
コ
メ
に
つ
い
て
は
輸
入
規
制
や

価
格
政
策
（
60
年
政
府
米
価
開
始
）

が
明
確
で
あ
り
、
農
業
構
造
改
善

も
進
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
農
業

基
本
法
が
め
ざ
し
た
農
地
流
動
化
・

規
模
拡
大
が
進
め
ら
れ
る
も
、
思
っ

た
ほ
ど
は
進
展
せ
ず
、
80
年
代
は

農
業
基
本
法
の
見
直
し
機
運
が
高

ま
り
、
政
策
上
で
は
生
産
者
組
織

が
課
題
と
な
り
、
研
究
上
は
農
業

の
企
業
形
態
に
関
す
る
「
個
と
集

団
」
論
争
が
行
わ
れ
た
り
し
た
。

農
政
改
革

　

他
方
、
Ｅ
Ｕ
で
は
70
年
代
か
ら

規
模
拡
大
路
線
へ
の
懐
疑
が
あ
り

（
70
年
独
「
バ
イ
エ
ル
ン
の
道
」（
兼

業
農
家
容
認
））、
80
年
代
に
は
選

別
政
策
的
な
構
造
政
策
か
ら
は
離

れ
て
い
く
。
80
年
代
は
、
米
国
と

の
輸
出
競
争
（
貿
易
摩
擦
）
が
激

し
く
な
り
、
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン

ド
の
結
果
、
市
場
刺
激
的
な
価
格

政
策
の
廃
止
を
要
請
さ
れ
る
。
こ

れ
ら
を
受
け
て
、
Ｅ
Ｕ
は
新
た
な

農
政
の
体
系
を
模
索
し
た
が
、
そ

の
結
果
打
ち
出
さ
れ
た
の
が
マ
ク

シ
ャ
リ
ー
改
革
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で

は
価
格
に
よ
る
保
護
で
な
い
新
た

な
市
場
の
在
り
方
が
追
求
さ
れ
、

価
格
政
策
に
代
わ
る
直
接
支
払
い

方
式
（
所
得
政
策
、
そ
の
後
所
得

補
て
ん
部
分
は
縮
小
）
を
取
り
入

れ
、
環
境
と
農
村
領
域
の
貢
献
に

対
す
る
対
価
と
し
て
の
所
得
政
策

に
重
点
を
移
行
し
た
。

　

日
本
で
は
、同
様
に
ウ
ル
グ
ア
イ・

ラ
ウ
ン
ド
へ
の
対
応
の
必
要
性
が
あ

り
、
先
述
し
た
と
お
り
農
業
基
本

法
の
見
直
し
（
新
た
な
農
政
路
線

の
提
示
）
も
求
め
ら
れ
て
お
り
、
西

欧
の
動
向
を
加
味
し
な
が
ら

１
９
９
２
年
に
「
新
政
策
」（
新
し

い
食
料
・
農
業
・
農
村
の
方
向
、

農
林
水
産
省
）
が
発
表
さ
れ
た
。

99
年
に
は
、
そ
の
路
線
を
法
制
化

し
新
農
業
基
本
法
（
食
料
・
農
業
・

農
村
基
本
法
）
を
制
定
す
る
。

　

こ
れ
に
は
経
営
体
育
成
の
強
化

と
と
も
に
、
地
域
・
環
境
視
点
が

提
起
さ
れ
た
。
従
来
の
「
効
率
性
」

追
求
だ
け
で
な
く
、「
持
続
性
」
を

追
求
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ

る
。
が
、そ
の
後
の
実
際
の
運
用
は
、

「
経
営
感
覚
に
優
れ
た
」（
効
率
性

を
追
求
す
る
）
経
営
体
育
成
に
力

点
が
置
か
れ
て
き
た
（
93
年
農
業

経
営
基
盤
強
化
法
、
09
年
農
地
法

改
正
（
農
業
へ
の
企
業
参
入
））。
特

に
、
10
年
代
の
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
構
造

改
革
の
時
期
は
そ
こ
が
重
点
課
題

と
さ
れ
た
（
後
述
）。
そ
う
し
た
な

か
で
も
15
年
・
20
年
の
食
料
・
農
業
・

農
村
基
本
計
画
で
は
、
地
域
・
環

境
視
点
の
重
要
性
が
再
確
認
さ
れ

て
い
る
。
新
農
業
基
本
法
制
定
以

降
、
環
境
領
域
で
は
99
年
持
続
農

業
法
、
有
機
Ｊ
Ａ
Ｓ
法
、
06
年
有

機
農
業
推
進
法
、
21
年
「
み
ど
り

の
食
料
シ
ス
テ
ム
戦
略
」
が
発
表

さ
れ
、
地
域
領
域
で
は
00
年
中
山

間
地
等
直
接
支
払
制
度
が
創
設
さ

れ
、
22
年
か
ら
農
村
R
Ｍ
Ｏ
（
地

域
運
営
組
織
）
が
推
進
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
日
本
で
は
２
０
０
０
年

代
に
入
っ
て
よ
う
や
く
半
農
半
Ｘ

等
の
「
多
様
な
担
い
手
」
が
議
論

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
10
年
代
後

半
に
政
策
対
象
と
な
っ
て
き
た
。

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
構
造
改
革
と

�

日
本
農
政
の
苦
悩

　

90
年
代
、
日
本
で
も
一
応
「
農

政
改
革
」は
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
後
の
運
用
は
自
由
貿
易
を
さ

ら
に
深
化
さ
せ
、
そ
れ
に
対
応
し

た
新
自
由
主
義
型
の
構
造
改
革
が

農
政
の
基
軸
に
な
っ
て
い
る
点
が
日

本
農
政
の
特
徴
で
あ
る
。
経
営
体

育
成
も
、
貿
易
自
由
化
へ
の
対
応

と
い
う
側
面
が
強
い
。

　

２
０
１
０
年
代
、
第
二
次
安
倍

◦
注
釈
：

（
１
）
荒
川
隆
（
２
０
２
０
）『
農
業
・

農
村
政
策
の
光
と
影
―
戸
別
所
得

補
償
か
ら
農
協
改
革
・
生
乳
改
革

ま
で　

真
の
改
革
を
求
め
て
―
』

（
一
）
全
国
酪
農
協
会
ｐ
・91
。
同
氏

は
他
の
箇
所
で
も
、
次
の
よ
う
に

表
現
し
て
い
る
。（
両
輪
政
策
を
打

ち
出
し
た
２
０
１
５
基
本
計
画
の

後
）「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
、日・Ｅ
Ｕ
／
Ｅ
Ｐ
Ａ
、

中
間
管
理
機
構
法
、
競
争
力
強
化

法
、
農
協
改
革
な
ど
、
産
業
政
策

ば
か
り
に
注
力
さ
れ
、
農
村
現
場

に
不
信
感
が
醸
成
」、
荒
川
ｐ
・
54
、

ま
た
、
２
０
２
０
基
本
計
画
は
「
平

成
末
期
の
行
き
過
ぎ
た
『
農
政
改

革
』
か
ら
、
中
小
家
族
経
営
の
再

評
価
、
地
域
政
策
の
総
合
化
な
ど

『
産
業
政
策
と
地
域
政
策
の
車
の
両

輪
』
の
２
０
１
５
基
本
計
画
を
継

続
・
深
化
」、
荒
川
ｐ
・
54
と
、

２
０
１
０
年
代
の
葛
藤
を
振
り
返

る
。

　
　

ま
た
、
当
時
の
霞
が
関
の
実
情

に
つ
い
て
は
、
鈴
木
宣
弘
（
２
０

２
２
）『
世
界
で
最
初
に
飢
え
る
の

は
日
本
―
食
の
安
全
保
障
を
ど
う

守
る
か
―
』（
講
談
社
+
α
新
書
）

ｐ
ｐ
・56
―
65
も
参
照
の
こ
と
。


