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地方公会計制度のはじまり 
これまでの地方自治体の会計は、「現金主義」が採用されていました。 
「現金主義」とは、単年における現金の収入や支出を経理する会計です。しかし、「現金主義」

は、これまでに整備した資産状況や地方債等のストック情報が把握しにくいという側面がありま
す。そのため、全ての資産、負債情報等も把握する必要があることから「発生主義」の考え方が
導入されました。それが「地方公会計制度」のはじまりです。 

 
きっかけは現実に起こった自治体の財政破綻による、住民の負担の増加と行政サービスの低下

でした。 
これを受け国は、住民への行政サービスの低下を防ぐため、これまでに地方自治体の資産・債

務管理に関する公会計整備推進の法律や方針を示し、平成18年8月31日付で通知された「地方公
共団体における行政改革の推進のための新たな指針の策定について」では、財務書類の作成・活
用を通じ、未利用財産の売却促進や資産の有効活用等の改革の方向性と具体的な施策を３年以内
に策定すること、さらに平成19年10月17日の「公会計の整備推進について」とともに公表された
「新地方公会計制度実務研究会報告書」では、発生主義・複式簿記の考え方を導入し、地方公共
団体及び関連団体の連結ベースでの財務書類を整備することが明記されました。 

 
財務書類の作成方式には、これまで資産台帳をもとに作成する「基準モデル」と決算統計をも

とに作成する「総務省方式改訂モデル」の２種類があり、本市は平成26年度決算まで「総務省方
式改訂モデル」を採用し、財務書類を作成してきました。 

平成27年１月に「統一的な基準による地方公会計マニュアル」が公表され、国において「統一
的な基準に基づく財務書類」について、原則として平成27年度から平成29年度までの３年間で全
ての地方公共団体において作成するように要請されている(平成27年１月23日付総務大臣通知
「統一的な基準による地方公会計の整備促進について」)ことから、本市では、平成28年度決算よ
り統一的な基準に基づく財務書類※の作成へ移行しています。 

 
※仕訳にかかる作業性や正確性を考慮し、期末一括仕訳を採用 
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財務書類とは 
①  貸借対照表 

貸借対照表（バランスシート）は、会計年度末に本市が保有している資産と、その資産を
取得するために使ったお金の調達方法を表しています。 現金の収支に注目するこれまでの
決算書では表示することができなかった財産や負債等、これまでの資産形成の結果を知るこ
とができます。 
② 行政コスト計算書 

行政サービスを提供する際に発生する支出のうち、資産の取得（土地や建物の購入等）に
かからない経常的な支出と、行政サービスの対価として得られた収入を計上しています。 
③ 純資産変動計算書 

貸借対照表の純資産の部の増加要因と減少要因を計上し、純資産が１年間でどのように変
動したのかを示しています。主な増加要因は、行政サービスの対価として支払われる以外の
収入等（税収や国・県からの補助金等）であり、減少要因は、行政コスト計算書で算出され
る純経常行政コストや災害復旧等で臨時的に必要となった支出等です。 
④ 資金収支計算書 

貸借対照表の現金預金が１年間でどのように変動したのかを表しています。現金の使いみ
ちによって「業務活動収支」「投資活動収支」「財務活動収支」の３区分に分け、どのよう
な行政活動にいくら使ったのかを示しています。 

財務書類の関係とは 
右図のように、財務書類では矢印

で結ばれている金額が一致します。 
統一的な基準に基づく財務書類

では、「発生主義」を採用しており、
現金だけではなく資産の動きがわ
かるようになっています。 

さらに「複式簿記」という収入の
相手先を把握して、使いみちを同時
に管理する方法も採用しています。 

このように財務書類は支出とそ
の財源の対応関係を重視し、行政活
動や公共資産整備等に対するお金
の充て方を明らかにします。 

 

資産の部 

 

 

現金預金 

 

負債の部 

 

純資産の部 

 

純資産合計 

経常収益 
経常費用 

臨時損失 
臨時利益 
純行政コスト 

業務活動収支 
投資活動収支 
財務活動収支 
前年度末残高 
本年度末残高 

固定資産等の変動 

純行政コスト 
財源 

本年度末残高 

④資金収支計算書 

①貸借対照表 ②行政コスト計算書 

③純資産変動計算書 

前年度末残高 
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貸借対照表は、会計年度末に保有している資産とその資産を取得するために使ったお金の
調達方法を表しています。現金の収支に注目するこれまでの決算書では表示することができ
なかった市の財産や負債等、これまでの資産形成の結果を知ることができます。 

 
令和 3 年 3 月 31 日時点 

  
（単位：千円） 

借  方 貸  方 

資産の部 負債の部 

①有形固定資産 67,981,549 ⑥固定負債 18,729,326 

②無形固定資産 71,303  地方債 16,623,610 

③投資その他の資産 4,823,113  退職手当引当金 2,085,808 

 投資及び出資金 743,457  その他 19,908 

 基金 3,888,363 ⑦流動負債 2,546,009 

 長期延滞債権 97,110  １年内償還予定地方債 2,230,315 

 その他 94,183  賞与等引当金 173,938 

④流動資産 8,142,736  その他 141,756 

 現金預金 1,140,908 ⑧負債合計 21,275,335 

 未収金 50,761 純資産の部 

 その他 6,951,067 ⑨純資産合計 59,743,366 

⑤資産合計 81,018,701 ⑩負債＋純資産合計 81,018,701 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
※一般会計等：一般会計及び地方公営事業会計以外の特別会計 
（本市においては、一般会計等＝一般会計） 
※本資料は、基本的に千円単位で金額を表示しているため、各項目で端数調整を行ってい

ます。 
 

一般会計等※財務書類 

①貸借対照表 

有形固定資産  ： 道路や学校等、市が保有する公共施設の総額 
無形固定資産  ： ソフトウェアや地上権など形のない資産の総額 
投資その他の資産 ： 特定の目的で積み立てた基金や出資金等の総額 
流動資産  ： 現金・預金と現金化しやすい地方税等の未収金の総額 
負債  ： 地方債の残高や退職手当引当金等の総額（将来世代が負担する金額） 
純資産  ： 学校等の整備の財源として受けた国や県からの補助金や地方税等の総額 

（これまでの世代が負担してきた金額） 
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ここでは、資産の残高に着目し、将来世代に残る資産がどのくらいあるのか、自治体の規

模（財政や人口等）に対して資産が多いのか少ないのかを分析します。 
 

① 住民１人当たり資産額 
決算時点で保有している資産を、その時点での住民基本台帳人口で割ったものです。住民

１人当たりの資産額を用いることで、人口規模に対する資産の割合が多いか少ないかを判断
する数値となるほか、類似団体との比較を容易にします。 

 
住民１人当たり資産額＝資産総額／住民基本台帳人口 

   
（単位：千円） 

  令和２年度 令和元年度 増 減 

住民１人当たり資産額 2,753 2,698 55 

資産総額 81,018,701 81,069,828 △ 51,127 

住民基本台帳人口（３月31日時点） 29,４28 人 30,048 人 △ 620 人 

令和２年度決算では、前年度に比べ住民１人当たり資産額が増加しました。これは大川ふ
るさと市町村圏基金出資金の減少等により資産総額が減少したものの、資産総額の減少率よ
りも人口の減少率が大きくなったことが理由として挙げられます。 

 

② 歳入額対資産比率 
その年度の歳入額と資産残高を比較し、現在の規模の資産を整備しようとした場合に何年

分の歳入が必要かを表します。これにより、自治体の歳入規模に対する資産の形成の度合い
を測ることができます。歳入総額は資金収支計算書の各部の収入合計の総額より算出します。 

 
歳入額対資産比率＝資産総額／歳入総額 

   
（単位：千円） 

  令和２年度 令和元年度 増 減 

歳入額対資産比率 3.5 年 4.1 年 △0.6 年 

資産総額 81,018,701 81,069,828 △ 51,127 

歳入総額 22,918,793 19,794,503 2,277,899 

令和２年度決算では、これまでに歳入の 3.5 年分の資産を形成していることが分かります。
経年比較を行うと、前年度より 0.6 年分減少しました。これは令和 2 年度において、新型コ
ロナウイルス感染症対策事業等の実施により、国庫支出金等の歳入が増加したことが理由と
して挙げられます。  

資産形成度 
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③ 資産老朽化比率 
償却対象資産の残高に対する減価償却累計額の割合を求めることで、減価償却がどのくら

い進んでいるのかを表します。老朽化比率が高いほど建替えや改修等のコストが必要になる
ことが予想されます。 

 
資産老朽化比率＝減価償却累計額／償却対象資産の取得価額合計 

   
（単位：千円） 

  令和２年度 令和元年度 増 減 

資産老朽化比率 54.1% 56.0% △1.9% 

償却対象資産の取得価額合計 97,171,967 92,183,538 4,988,429 

減価償却累計額 52,554,695 51,619,771 934,924 

 令和２年度決算では、資産老朽化比率が 54.1％となっており、資産台帳上価値があると
認められる期間の半分が過ぎたということになります。老朽化が進む施設に対して、長寿命
化や更新等を引き続き進めていきます。 

 
 
 
 
現在保有している資産を形成するにあたって、現世代以前の負担額、将来世代の負担額を

分析します。ここでいう将来世代の負担とは、貸借対照表の負債をベースとした指標で示し
ますが、公共施設の維持・更新といった負担もあります。 

 

① 純資産比率 
資産総額に占める純資産の割合を指し、企業会計でいう「自己資本比率」に相当します。

この比率が高いほど財政状況が健全であるといえます。 
 

純資産比率＝純資産総額／資産総額 

   
（単位：千円） 

  令和２年度 令和元年度 増 減 

純資産比率 73.7% 73.1% 0.6% 

純資産総額 59,743,365 59,231,143 512,222 

資産総額 81,018,701 81,069,828 △ 51,127 

令和２年度決算では、純資産比率が 73.7％となっており、前年度に比べて 0.6％純資産比
率が増加し、負債の割合が減少しました。これは地方債の繰上償還の実施により、地方債残
高が減少したことが理由として挙げられます。 

世代間公平性・持続可能性 
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② 住民１人当たり負債額 
負債総額を住民１人当たりにした額です。将来の負担を現時点の住民が全て背負うわけで

はありませんが、これまでの行政活動によって生じた負債が住民１人当たりどのくらいある
のかを算定することによって、類似団体との比較や人口規模に対する負担額の水準を判断す
る材料として用いることができます。 

 
住民１人当たり負債額＝負債総額／住民基本台帳人口 

   
（単位：千円） 

  令和２年度 令和元年度 増 減 

住民１人当たり負債額 723 727 △ 4 

負債総額 21,275,335 21,838,685 △ 563,350 

住民基本台帳人口（3 月 31 日時点） 29,428 人 30,048 人 △ 620 人 

令和２年度決算では、前年度に比べ住民１人当たり負債額が減ったことが分かります。こ
れは地方債の繰上償還の実施により、地方債残高が減少したことが理由として挙げられます。 

 

③ 債務償還可能年数 
決算年度末時点の負債残高に対して、基本的な行政サービスを維持した状態で、全ての負

債を償還した場合にかかる年数を示します。 
 
債務償還可能年数＝（負債合計－負債の減少に充てることができる資産）／業務活動収支 

   
（単位：千円） 

  令和 2 年度 令和元年度 増 減 

債務償還可能年数 4.5 年 7.2 年 △2.7 年 

負債合計 21,275,335 21,838,685 △ 563,350 

減債基金（固定資産）残高 0 0 0 

その他基金残高 3,888,363 3,157,657 730,706 

財政調整基金 5,503,052 5,266,877 236,175 

減債基金（流動資産）残高 1,438,178 1,439,894 △ 1,716 

業務活動収支 2,344,190 1,665,855 678,335 

令和２年度決算では、債務償還可能年数が 2.7 年減少しました。これは地方債の繰上償還
の実施により負債が減少したことに加え、財政調整基金等の基金の積立により基金が増加し
ているため債務償還可能年数が減少しています。また、普通交付税及びふるさと納税寄付金
等の増加により、業務活動収支が増加したことも要因として挙げられます。 
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行政コスト計算書は、人的サービスや給付サービスなどの支出と、行政サービスの対価と

して得られた収入を計上しています。 

 
（単位：千円） 

  金 額 

①経常費用 17,521,933 

②業務費用 8,794,296 

③人件費 2,780,653 

④物件費等 5,885,759 

⑤その他の業務費用 127,884 

⑥移転費用 8,727,637 

⑦経常収益 692,666 

⑧純経常行政コスト 16,829,267 

⑨臨時損失 353,205 

⑩臨時利益 0 

⑪純行政コスト 17,182,472 

 
①経常費用＝②業務費用＋⑥移転費用 
②業務費用＝③人件費＋④物件費等＋⑤その他の業務費用 
⑧純経常行政コスト＝①経常費用－⑦経常収益 
⑪純行政コスト＝⑧純経常行政コスト＋⑨臨時損失－⑩臨時利益 
 

 
 

経常費用 
業務費用 
人件費 
物件費等 
その他の業務費用 
移転費用 
経常収益 
純経常行政コスト 
臨時損失 
臨時利益 
純行政コスト 

： 行政サービスを提供する上で見込まれる費用の総額 
： 業務を行う上でかかる費用の総額 
： 職員給与費、賞与引当金、退職手当引当金の繰入額等
： 物件費、維持補修費、減価償却費等 
： 支払利息、徴収不能引当金繰入額等 
： 補助金等、社会保障給付、他会計への繰出金等 
： 使用料及び手数料等 
： 経常費用から経常収益を引いた額 
： 災害復旧事業費、資産除売却損等 
： 資産売却益等 
： 純経常行政コストに臨時損益を加味した額 

②行政コスト計算書 
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行政サービスが効率的に提供されているかを、行政コスト計算書の指標を用いて検証しま

す。 
 

① 住民１人当たり行政コスト 
行政コストを住民１人当たりにすることで、類似団体と行政コストの多さを比較すること

が可能になります。少ない方がより効率的であるといえますが、行政サービスと比較して妥
当かどうかの判断が必要になります。 

 
住民１人当たり行政コスト＝純行政コスト／住民基本台帳人口 

  
（単位：千円） 

  令和２年度 令和元年度 差 額 

住民１人当たり行政コスト 584 449 135 

純行政コスト 17,182,472 13,491,687 3,690,785 

住民基本台帳人口（3 月 3１日時点） 29,428 人 30,048 人 △ 620 人 

令和２年度は、前年度に比べて住民 1 人当たり行政コストが増加となりました。これは新
型コロナウイルス感染症対策事業等の実施により移転費用である補助金等が増加したこと
及び旧白鳥中学校の解体により資産除売却損等が増加したことが理由として挙げられます。 

 
 
 

② 受益者負担比率 
行政コスト計算書の経常費用に対して、経常収益が占める割合を指します。経常収益の占

める割合が大きいほど、行政サービスに対して直接対価を支払う割合が多いといえます。 
 

受益者負担比率 ＝ 経常収益／経常費用 

   
（単位：千円） 

  令和２年度 令和元年度 差 額 

受益者負担比率（％） 4.0% 5.3% △1.3% 

経常収益 692,666 747,152 △54,486 

経常費用 17,521,933 14,176,182 3,345,751 

令和２年度は、前年度に比べて受益者負担比率が減少しました。これは新型コロナウイル
ス感染症対策事業等の実施により、経常費用が増加したことが理由として挙げられます。 

 

効率性 

自律性 
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貸借対照表にある純資産の部の増加要因と減少要因を計上し、純資産が１年間でどのよう

に変動したのかを示しています。 

 
（単位：千円） 

  金 額 

①前年度末の残高 59,231,143 

②純行政コスト △ 17,182,472 

③財源 17,606,842 

④上記以外の変動要因 87,853 

⑤本年度末の残高 59,743,366 

⑤本年度末の残高＝①前年度末の残高＋②純行政コスト＋③財源 
＋④上記以外の変動要因 

 
 
 

① 行政コスト対税収等比率 
行政コスト対税収等比率では、税収などに対するコストの占める割合を示しています。こ

の数値が高いほど、コストの占める割合が多いということになり、比率が 100%を上回って
いる場合は、過去から蓄積した資産が取り崩されたか、あるいは翌年度以降へ引き継ぐ負担
が増加したこと（もしくはその両方）を表します。 

行政コスト対税収等比率＝純行政コスト／財源 

   
（単位：千円） 

  令和２年度 令和元年度 差 額 

行政コスト対税収等比率 97.6% 96.4% 1.2% 

純行政コスト 17,182,472 13,491,687 3,690,785 

財源 17,606,842 13,991,140 3,615,702 

令和２年度決算では前年度に引き続き 100％を下回っており、純行政コストが財源を下回
っています。新型コロナウイルス感染症対策事業等の実施により、純行政コストが増加した
ものの、国庫支出金等の財源で賄われたことから上昇が抑制されました。 

前年度末の残高 ： 前年度末の純資産の残高 

純行政コスト ： 行政コスト計算書の最終的なコストの総額 

財源 ： 地方税や地方交付税等の収入の総額 

上記以外の変動要因： 資産評価替え等による増減等の総額 

本年度末の残高 ： 本年度末の純資産の残高 

③純資産変動計算書 

弾力性 
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資金収支計算書は、１会計期間における行政活動に伴う現金等の資金の流れを性質の異な

る３つの分類（下表①～③）に分けて示したものです。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
（単位：千円） 

  金 額 

①業務活動収支 2,344,189 

②投資活動収支 △ 1,728,225 

③財務活動収支 △ 454,412 

④本年度資金収支額 161,552 

⑤前年度末の資金残高 846,391 

⑥本年度末の資金残高 1,007,943 

⑦前年度末の歳計外現金残高 109,612 

⑧本年度歳計外現金増減額 23,353 

⑨本年度末の歳計外現金残高 132,965 

⑩本年度末の現金預金残高 1,140,908 

④資金収支計算書 

業務活動収支 ： 行政サービスの提供にかかる人件費等の支出と税収等の収入 

の総額 

投資活動収支   ： 施設等の取得に要した支出とその財源の総額 

財務活動収支   ： 地方債償還額等の支出と貸付金の回収額等の収入の総額 

本年度資金収支額  ： 本年度の収支合計 

前年度末の資金残高  ： 前年度末の資金の残高 

本年度末の資金残高  ： 本年度末の資金の残高 

前年度の歳計外現金残高 ： 前年度末の歳計外現金の残高 

本年度歳計外現金増減額 ： 本年度中に変動した歳計外現金額 

本年度末の歳計外現金残高 ： 本年度末の歳計外現金の残高 

本年度末の現金預金残高 ： 本年度末の現金預金の残高 
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自治体の基礎的な財政力を示します。具体的には、基本的な地方税や使用料などの収入及

び建設事業に充てられる国や県の支出金の合計と、行政サービスを提供するために必要な費
用及び公共施設などを整備するためにかかる費用を差引し、合計から利息の支払いを除いた
ものを指します。プラスだと黒字、マイナスなら赤字です。 

 
基礎的財政収支 ＝ 業務活動収支（支払利息支出を除く） ＋ 投資活動収支 

  
（単位：千円） 

  令和２年度 令和元度 差額 

①基礎的財政収支 

（プライマリーバランス） 
1,628,350 △ 2,173,142 3,801,492 

②業務活動収支 2,344,190 1,665,855 678,335 

③支払利息支出 47,222 57,717 △ 10,495 

④投資活動収支 △ 1,728,225 △ 4,610,644 2,882,419 

⑤基金積立金支出 2,199,378 1,311,674 887,704 

⑥基金取崩収入 1,234,215 597,744 636,471 

令和２年度決算ではプライマリーバランスがプラスとなりました。これは白鳥小・中学校
の校舎建設が完了したことにより、公共施設等整備費支出が減少し、投資活動収支が減少し
たことが理由として挙げられます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

基礎的財政収支（プライマリーバランス） 
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公社・第三セクター等 
 東かがわ市土地開発公社 
 一般財団法人東かがわ市スポーツ財団 
 株式会社ソルトレイクひけた 
 東かがわ市社会福祉協議会 

一部事務組合・広域連合 
香川県市町総合事務組合 

大川広域行政組合 

香川県東部清掃施設組合 

香川県後期高齢者医療広域連合 

東かがわ市外一市一町組合 

香川県広域水道企業団 

一般会計等 

一般会計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

連結財務書類 

連  結 

東かがわ市全体  
国民健康保険事業特別会計 
介護保険事業特別会計 
後期高齢者医療事業特別会計 
介護サービス事業特別会計 
下水道事業会計 

連結財務書類とは 

連結財務書類とは、一般会計のほか、その他の特別会計や本市と連携協力して行政サービスを実施している関
係団体を一つの行政サービスの実施主体とみなして作成する財務書類のことです。一般会計が担っている庁舎の
窓口業務や市道の整備などの行政サービスのほか、上下水道、国民健康保険などの行政サービスも対象となるた
め、収入も支出も基本的に大きくなります。 

連結対象は、一般会計・特別会計・法適用会計・一部事務組合・広域連合・地方三公社・第三セクター等であ
り、本市における令和２年度決算の連結対象範囲は次のとおりです。 

連結対象範囲 
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貸借対照表は、会計年度末に保有している資産とその資産を取得するために使ったお金の

調達方法を表しています。現金の収支に注目するこれまでの決算書では表示することができ
なかった市の財産や負債等、これまでの資産形成の結果を知ることができます。 

令和 3 年 3 月 31 日時点 
  

（単位：千円） 

借  方 貸  方 

資産の部 負債の部 

①有形固定資産 86,647,472 ⑥固定負債 30,376,144 

②無形固定資産 559,433  地方債 22,518,497 

③投資その他の資産 4,953,238  退職手当引当金 2,204,524 

 投資及び出資金 183,481  その他 5,653,123 

 基金 4,395,356 ⑦流動負債 3,554,811 

 長期延滞債権 194,698  １年内償還予定地方債 2,713,750 

 その他 179,703  賞与等引当金 229,709 

④流動資産 12,172,453  その他 611,352 

 現金預金 2,898,140 ⑧負債合計 33,930,955 

 未収金 262,655 純資産の部 

 その他 9,011,658 ⑨純資産合計 70,401,641 

⑤資産合計 104,332,596 ⑩負債＋純資産合計 104,332,596 

 
 
 
連結財務書類における本指標の見方は、一般会計と同様です。資産総額が連結することに

よってどう変化するのかに着目します。 
 

① 住民１人当たり資産額 
決算時点で保有している資産を、その時点での住民基本台帳人口で割ったものです。住民

１人当たりの資産額を用いることで、人口規模に対する資産の割合が多いか少ないかを判断
する数値となるほか、類似団体との比較を容易にします。 

 
住民１人当たり資産額＝資産総額／住民基本台帳人口 

   
（単位：千円） 

  令和２年度 令和元年度 増 減 

住民１人当たり資産額 3,545 3,494 51 

資産総額 104,332,596 104,994,473 △ 661,877 

住民基本台帳人口（３月 31 日時点） 29,428 人 30,048 人 △ 620 人 

①貸借対照表 

資産形成度 
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② 歳入額対資産比率 
その年度の歳入額と資産残高を比較し、現在の規模の資産を整備しようとした場合に何年

分の歳入が必要かを表します。これにより、自治体の歳入規模に対する資産の形成の度合い
を測ることができます。なお、歳入総額は資金収支計算書の各部の収入合計の総額より算出
します。 

 
歳入額対資産比率＝資産総額／歳入総額 

   
（単位：千円） 

  令和２年度 令和元年度 増 減 

歳入額対資産比率 2.6 年 3.0 年 △0.4 年 

資産総額 104,332,596 104,994,473 △ 661,877 

歳入総額 40,039,114 34,501,325 5,537,789 

 
 

③ 資産老朽化比率 
償却対象資産の残高に対する減価償却累計額の割合を求めることで、減価償却がどのくら

い進んでいるのかを表します。老朽化比率が高いほど建替えや改修等のコストが必要になる
ことが予想されます。 

 
資産老朽化比率＝減価償却累計額／償却対象資産の取得価額合計 

   
（単位：千円） 

  令和２年度 令和元年度 増 減 

資産老朽化比率 53.4% 54.5% △1.1% 

償却対象資産の取得価額合計 132,789,783 127,042,470 5,747,313 

減価償却累計額 70,924,670 69,270,002 1,654,668 
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資産に対する負債と純資産の割合、言い換えれば、将来世代と現世代の負担の割合が、連

結することによってどう変化するのかに着目します。 
 

① 純資産比率 
資産総額に占める純資産の割合を指し、企業会計でいう「自己資本比率」に相当します。

この比率が高いほど財政状況が健全であるといえます。 
 

純資産比率＝純資産総額／資産総額 

   
（単位：千円） 

  令和２年度 令和元年度 増 減 

純資産比率 67.5% 66.7% 0.8% 

純資産総額 70,401,641 70,051,111 350,530 

資産総額 104,332,596 104,994,473 △ 661,877 

 
 

② 住民１人当たり負債額 
負債総額を住民１人当たりにした額です。将来の負担を現時点の住民が全て背負うわけで

はありませんが、これまでの行政活動によって生じた負債が住民１人当たりどのくらいある
のかを算定することによって、類似団体との比較や人口規模に対する負担額の水準を判断す
る材料として用いることができます。 

 
住民１人当たり負債額＝負債総額／住民基本台帳人口 

   
（単位：千円） 

  令和２年度 令和元年度 増 減 

住民１人当たり負債額 1,153 1,163 △ 10 

負債総額 33,930,955 34,943,362 △ 1,012,407 

住民基本台帳人口（3 月 31 日時点） 29,428 人 30,048 人 △ 620 人 

 
 
 
 

  

世代間公平性・持続可能性 
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③ 債務償還可能年数 
決算年度末時点の負債残高に対して、基本的な行政サービスを維持した状態で、全ての負

債を償還した場合にかかる年数を示します。 
 
債務償還可能年数＝（負債合計－負債の減少に充てることができる資産）／業務活動収支 
 

   
（単位：千円） 

  令和２年度 令和元年度 増 減 

債務償還可能年数 7.5 年 11.7 年 △4.2 年 

負債合計 33,930,955 34,943,362 △ 1,012,407 

減債基金（固定資産）残高 0 0 0 

その他基金残高 4,395,356 4,016,876 378,480 

財政調整基金 6,539,434 6,222,394 317,040 

減債基金（流動資産）残高 1,438,178 1,439,894 △ 1,716 

業務活動収支 2,858,853 1,984,894 873,959 
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行政コスト計算書は、人的サービスや給付サービスなどの支出と、行政サービスの対価と

して得られた収入を計上しています。 

 
（単位：千円） 

  金 額 

①経常費用 32,105,720 

②業務費用 12,590,354 

③人件費 3,618,134 

④物件費等 8,214,972 

⑤その他の業務費用 757,248 

⑥移転費用 19,515,366 

⑦経常収益 2,402,659 

⑧純経常行政コスト 29,703,061 

⑨臨時損失 394,330 

⑩臨時利益 51,003 

⑪純行政コスト 30,046,388 

①経常費用＝②業務費用＋⑥移転費用 
②業務費用＝③人件費＋④物件費等＋⑤その他の業務費用 
⑧純経常行政コスト＝①経常費用－⑦経常収益 
⑪純行政コスト＝⑧純経常行政コスト＋⑨臨時損失－⑩臨時利益 
 
 
 
行政サービスが効率的に提供されているかを、行政コスト計算書の指標を用いて検証しま

す。 

① 住民１人当たり行政コスト 
行政コストを住民１人当たりにすることで、類似団体と行政コストの多さを比較すること

が可能になります。少ない方がより効率的であるといえますが、行政サービスと比較して妥
当かどうかの判断が必要になります。 

住民１人当たり行政コスト＝純行政コスト／住民基本台帳人口 

  （単位：千円） 

  令和２年度 令和元年度 差 額 

住民１人当たり行政コスト 1,021 866 155 

純行政コスト 30,046,388 26,028,697 4,017,691 

住民基本台帳人口（3 月 31 日時点） 29,428 人 30,048 人 △ 620 人 

②行政コスト計算書 

効率性 



 

―18― 

 
 
 

② 受益者負担比率 
行政コスト計算書の経常費用に対して、経常収益が占める割合を指します。経常収益の占

める割合が大きいほど、行政サービスに対して直接対価を支払う割合が多いといえます。 
税収などが主たる収入である一般会計は低く、使用料や負担金による独立採算が求められ

る法適用企業会計では高くなる傾向があります。 
 

受益者負担比率 ＝ 経常収益／経常費用 

   
（単位：千円） 

  令和２年度 令和元年度 差 額 

受益者負担比率（％） 7.5% 8.6% △1.1% 

経常収益 2,402,659 2,424,976 △22,317 

経常費用 32,105,720 28,302,574 3,803,146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

自律性 
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貸借対照表にある純資産の部の増加要因と減少要因を計上し、純資産が１年間でどのよう

に変動したのかを示しています。 

 
（単位：千円） 

  金 額 

①前年度末の残高 70,051,111 

②純行政コスト △ 30,046,388 

③財源 30,190,676 

④その他 206,242 

⑤本年度末の残高 70,401,641 

 
 
⑤本年度末の残高＝①前年度末の残高＋②純行政コスト＋③財源 

＋④上記以外の変動要因 
 
 
 
連結をすることによって、インフラ資産の形成や公共施設の建設などの資産形成を行う財

源的余裕度がどう変化するのかに着目します。 
 

① 行政コスト対税収等比率 
行政コスト対税収等比率では、税収などに対するコストの占める割合を示しています。こ

の数値が高いほど、コストの占める割合が多いということになり、比率が 100%を上回って
いる場合は、過去から蓄積した資産が取り崩されたか、あるいは翌年度以降へ引き継ぐ負担
が増加したこと（もしくはその両方）を表します。 

 
行政コスト対税収等比率＝純行政コスト／財源 

   
（単位：千円） 

  令和２年度 令和元年度 差 額 

行政コスト対税収等比率 99.5% 97.9% 1.6% 

純行政コスト 30,046,388 26,028,697 4,017,691 

財源 30,190,676 26,574,474 3,616,202 

 
  

③純資産変動計算書 

弾力性 
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資金収支計算書は、１会計期間における行政活動に伴う現金等の資金の流れを性質の異な
る３つの分類（下表①～③）に分けて示したものです。 

 

 
（単位：千円） 

  金 額 

①業務活動収支 2,858,853 

②投資活動収支 △ 1,623,637 

③財務活動収支 △ 971,234 

④本年度資金収支額 263,982 

⑤前年度末の資金残高 2,458,093 

⑥比例連結割合変更に伴う差額 40,189 

⑦本年度末の資金残高 2,762,264 

⑧前年度末の歳計外現金残高 112,265 

⑨本年度歳計外現金増減額 23,611 

⑩本年度末の歳計外現金残高 135,876 

⑪本年度末の現金預金残高 2,898,140 

 
 
 
 
自治体の基礎的な財政力を示します。具体的には、基本的な地方税や使用料などの収入及

び建設事業に充てられる国や県の支出金の合計と、行政サービスを提供するために必要な費
用及び公共施設などを整備するためにかかる費用を差引し、合計から利息の支払いを除いた
ものを指します。プラスだと黒字、マイナスなら赤字です。 

 
基礎的財政収支 ＝ 業務活動収支（支払利息支出を除く） ＋ 投資活動収支 

   
（単位：千円） 

  令和２年度 令和元年度 差 額 

①基礎的財政収支 

（プライマリーバランス） 
2,043,304 △ 2,194,338 4,237,642 

②業務活動収支 2,858,853 1,984,894 873,959 

③支払利息支出 124,003 140,034 △ 16,031 

④投資活動収支 △ 1,623,637 △ 5,205,418 3,581,781 

⑤基金積立金支出 2,412,169 1,659,298 752,871 

⑥基金取崩収入 1,728,084 773,146 954,938 

④資金収支計算書 

基礎的財政収支（プライマリーバランス） 
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総    括 

一般会計 

①資産形成度 

   
（単位：千円） 

  令和２年度 令和元年度 増 減 

住民１人当たり資産額 2,753 2,698 55 

歳入額対資産比率 3.5 年 4.1 年 △0.6 年 

資産老朽化比率 54.1% 56.0% △1.9% 

令和２年度決算において、住民１人当たり資産額は前年度よりも増加となりました。
歳入額対資産比率が減少している理由としては、令和２年度において新型コロナウイル
ス感染症対策事業等の実施による国庫支出金等の歳入が増加したことが挙げられます。 

年々減価償却累計額は増えているものの、白鳥小・中学校建設事業により償却対象資
産の取得価額合計が増加したことにより、資産老朽化比率は前年度に比べて低くなりま
した。 

 
 
②世代間公平性・持続可能性 

   
（単位：千円） 

  令和２年度 令和元年度 増 減 

純資産比率 73.7% 73.1% 0.6% 

住民１人当たり負債額 723 727 △ 4 

債務償還可能年数 4.5 年 7.2 年 △2.7 年 

令和２年度決算では、前年度よりも純資産比率が増加し、73.7％となりました。 
これは地方債の繰上償還の実施により、地方債残高が減少したことが理由として挙げ

られます。 
また、住民 1 人当たり負債額は前年度よりも減少しており、①資産形成度の住民 1 人

当たり資産額も増加しているため、資産及び負債が増えた年となりました。 
債務償還可能年数については、令和２年度と前年度を比べると 2.7 年分減少しており、

現時点の負債の償還に充てる基金の増加等が理由として挙げられます。 
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③効率性 

   
（単位：千円） 

  令和２年度 令和元年度 差 額 

住民１人当たり行政コスト 584 449 135 

住民１人当たり行政コストは、前年度に比べ増加する結果となりました。 
 
 
④自律性 

   
（単位：千円） 

  令和２年度 令和元年度 差 額 

受益者負担比率（％） 4.0% 5.3% △1.3% 

令和２年度決算では、受益者負担比率が減少しています。 
これは、行政サービスに係る経常費用を、行政サービスを行って得た経常収益に

よって賄っている割合が減少したこととなります。 
 
 
⑤弾力性 

   
（単位：千円） 

  令和２年度 令和元年度 差 額 

行政コスト対税収等比率 97.6% 96.4% 1.2% 

令和２年度決算では前年度に引き続き 100％を下回っており、純行政コストが財源
を下回っています。この数値が高いほど、コストの占める割合が高いということに
なり、収入を主体的な事業に振り分ける余裕がないことを示します。 
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連結 

① 資産形成度 

   
（単位：千円） 

  令和２年度 令和元年度 増 減 

住民１人当たり資産額 3,545 3,494 51 

歳入額対資産比率 2.6 年 3.0 年 △0.4 年 

資産老朽化比率 53.4% 54.5% △1.1% 

連結することにより、住民１人当たり資産額は3,545千円となり、一般会計より792
千円増加、前年度より51千円の増加となりました。 

また、歳入額対資産比率は連結することにより、2.6年になりました。 
資産老朽化比率については、連結においては前年度より減少するという結果となっ

ています。 
 
 
② 世代間公平性・持続可能性 

   
（単位：千円） 

  令和２年度 令和元年度 増 減 

純資産比率 67.5% 66.7% 0.8% 

住民１人当たり負債額 1,153 1,163 △ 10 

債務償還可能年数 7.5 年 11.7 年 △4.2 年 

純資産比率は、前年度より0.8％増加、一般会計より6.2％減少という結果となりまし
た。 

一般会計の動きと同様、住民１人当たり負債額は前年度より減少し、債務償還可能
年数も減少となりました。 

 
 
③効率性 

  
（単位：千円） 

  令和２年度 令和元年度 差 額 

住民１人当たり行政コスト 1,021 866 155 

連結することにより、住民１人当たり行政コストは約1.7倍になり、前年度より155
千円の増加になりました。 
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④自律性 

   
（単位：千円） 

  令和２年度 令和元年度 差 額 

受益者負担比率（％） 7.5% 8.6% △1.1% 

令和２年度の受益者負担比率は前年度に比べて1.1％減少となりました。 
これは、行政サービスに係る経常費用を、行政サービスを行って得た経常収益によっ

て賄っている割合が減少したこととなります。 
 

 
⑤弾力性 

   
（単位：千円） 

  令和２年度 令和元年度 差 額 

行政コスト対税収等比率 99.5% 97.9% 1.6% 

連結を行っても、100％を下回っており、当年度の財源よりもコストが下回ったこと
が分かります。また、令和２年度は前年度に比べて比率増加しています。今後も引き
続きコストの削減に努めていきます。 

 

 


