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Ⅰ 合併の必要性

歴史、自然と文化に恵まれ観光資源が豊富な笠間市、ＪＲ常磐線を中心として交通網に恵まれた

友部町、農業を中心とした発展から工業団地建設により産業的な発展が著しい岩間町、それぞれが

地域の特徴を活かし発展を遂げてきました。

新市（３市町）の地域にはＪＲ常磐線・水戸線の２線が走り、また常磐自動車道や北関東自動車

道をはじめとして道路網が発達していることから、商圏や通勤・通学が盛んな生活圏を形成してい

ます。

また、笠間市、友部町及び岩間町で共有する事務組合も多く、生活環境も同一圏を構成している

なか、住民生活を支える行政サ－ビスを構築するとともに、拡大していく住民ニ－ズに対応するた

めのまちづくりが必要になっています。

○新たな行政需要への対応

地方分権の進展により、住民に最も身近な自治体である市町村には、行政需要を的確かつ自立

的に判断し、サービスの内容や水準を高めていくことが求められています。

特に、地方分権による権限移譲に伴い、さらに新しい分野での専門的な技術や事務事業の増加

に伴った行政の対応能力が必要になっています。

また、少子高齢化や情報化の進展、男女共同参画の高まりなどの社会情勢の変化に伴い、行政

に対する住民ニーズは複雑・多様化しており、これらの行政需要に的確に対応していくことが求

められています。

さらに、政策の企画立案能力を高め、行政課題に対して横断的・総合的に対処していくととも

に、専門職員の確保・育成などの行政能力全般の強化が必要になっています。

このため、市町村合併によるスケールメリットを組織体制に反映するとともに、十分な政策執

行体制を確保していく必要があります。

○財政基盤の強化

少子高齢化社会の到来により、高齢者の医療や福祉面での行政需要の変容・増大は避けられな

いものとなっており、対応すべくマンパワーの確保、救急医療体制の拡充、充実した介護サービ

スの提供が求められています。

また、子育て支援に対する行政支援も質・量の面で緊急の課題となっています。

このように、医療、福祉面での行政需要と支出が増大する中で、新市の財政基盤を強化すると

いう課題を克服するためには、経費節減を始め、行財政改革に取り組んで行かなければなりませ

ん。

○地域間競争への対応

今後の自治体のあり方は、住民サービスの質の向上を目指していくばかりでなく、地域内の資

源を最大限に活用して地域アイデンティティの確立にも努めていかなければなりません。

また、茨城県の中央部に位置し、ＪＲ鉄道や高速道路などの交通網が整備されている優位性を

活かし、国や県などが地域内で実施している重点プロジェクトを推進するとともに、新たなプロ

ジェクト事業の誘致に力を入れ、合併効果をまちづくりや行政サービスに反映し、競争力のある

自治体の構築を図る必要があります。



【表１】 広域行政の現況

資料：市町村概況

◎ 笠間地方広域事務組合（現在：斎場業務のみ）

○ 笠間地方介護認定審査会（現在：廃止）

● 友部町岩間町介護認定審査会（現在：廃止）

▲ 友部地方広域環境組合（現在：笠間・水戸環境組合廃止）

△ 友部・笠間広域下水道組合（現在：廃止）

■ 筑北環境衛生組合

□ 茨城地方広域環境事務組合

市町名 消防 火葬 介護 ごみ 下水道 し尿

笠間市 ◎ ◎ ○ 単独 △ ■

友部町 ◎ ◎ ● ▲ △ □

岩間町 ◎ ◎ ● ▲ 単独 □



Ⅱ 新市の概要

１．位置と地勢

新市は、茨城県の中央部に位置し、首都圏から約１００ｋｍ、県都水戸市に隣接し、総面積は、

２４０．２５ｋ㎡（笠間市１３１．６１ｋ㎡、友部町５８．７１ｋ㎡、岩間町４９．９３ｋ㎡）

となります。（現在：２４０．４０ｋ㎡）

区域は、東西約２０ｋｍ、南北約２５ｋｍで構成され、北部は栃木県、西部は岩瀬町（現在：

桜川市）に、東部は水戸市、茨城町、南部は八郷町（現在：石岡市）、美野里町（現在：小美玉

市）に隣接しています。

地勢は、新市の北西部に八溝山系が穏やかに連なる丘陵地帯で、南西部には愛宕山が位置し、

北西部から東南部にかけ、概ね平坦な台地が広がり、本地域の中央を涸沼川が北西部から東部に

かけ貫流しています。

気候は、夏は気温も湿度も高く、冬は乾燥した晴天の日が多い、太平洋型の気候となっていま

す。

（仮）笠間 I.C



２．人口と世帯

〔平成１７年度当初計画時点〕

平成１２年の国勢調査による新市（３市町）の総人口は８２，３５８人（笠間市３０，０７６人、

友部町３５，５５７人、岩間町１６，７２５人）で、昭和５５年の国勢調査と比較すると９，２８

８人増加しています。

しかし、今後の人口推移は、全国的にも平成１９年をピークに減少傾向に転じるものと推測され

ており、本地域においても伸び率は鈍くなるものと予測されます。

総世帯数は２５，９１１世帯（笠間市９，２５７世帯、友部町１１，５３４世帯、岩間町５，１

２０世帯）で、昭和５５年の国勢調査時と比較すると７，１５４世帯増加しています。１世帯あた

りの人口の推移は、昭和５５年の国勢調査時と比較すると３．９０人から平成１２年には３．１８

人に減少しています。今後もこの傾向は続き年々核家族化が進展していくものと予測されます。

階層別人口では、平成１２年の年少人口が１５．１５％、生産年齢人口が６６．４９％、老年人

口が１８．３６％となっており、昭和５５年の国勢調査時と比較すると年少人口が減少し老年人口

が増加しています。

就業人口は、平成１２年は第１次産業就業者が８．７４％、第２次産業就業者が３２．９９％、

第３次産業就業者が５８．００％となっており、昭和５５年の国勢調査時と比較すると、第１次産

業就業者が減少し、第３次産業就業者が増加しています。

〔平成２６年度第一回変更時点〕

直近の国勢調査結果としては、総人口は平成１７年では、８１，４９７人、平成２２年では、７

９，４０９人に減少しています。階層別人口の構成比は、平成２２年では、年少人口が１２．９３％、

生産年齢人口が６２．８４％、老年人口が２３．９５％となっています。就業人口は平成２２年で

は、第１次産業就業者が５．４％、第２次産業就業者が２６．４％、第３次産業就業者が６２．８％

となっています。

〔令和６年度第二回変更時点〕

直近の国勢調査結果としては、総人口は平成２７年では、７６，７３９人、令和２年では、

７３，１７３人に減少しています。年齢３区分人口の令和２年の構成比は、年少人口が１１．３９％、

生産年齢人口が５６．２１％、老年人口が３２．４０％となっており、年少人口、生産年齢人口の

減少、老年人口の増加が続いています。就業人口の令和２年の構成比は、第１次産業就業者が５．

７％、第２次産業就業者が２５．０％、第３次産業就業者が６５．３％となっており、第１次産業、

第２次産業就業者が減少し、第３次産業就業者が増加しています。

【表２】人口と世帯の推移 （総人口：人 、世帯数：世帯 ）

区 分 昭和５５年 昭和６０年 平成２年 平成７年 平成１２年

総人口 ７３，０７０ ７５，９６３ ７７，７８２ ８０，９０３ ８２，３５８

世帯数 １８，７５７ １９，９４５ ２１，３５８ ２３，６９６ ２５，９１１

１世帯当たりの人員 ３．９０ ３．８１ ３．６４ ３．４１ ３．１８



（総人口：人 、世帯数：世帯 ）

資料：国勢調査

【表３】 年齢３区分別人口の推移 （上段：人 、下段：％）

区 分 平成１７年 平成２２年 平成２７年 令和２年

総人口 ８１，４９７ ７９，４０９ ７６，７３９ ７３，１７３

世帯数 ２６，９６０ ２７，９４６ ２８，２０２ ２８，９１８

１世帯当たりの人員 ３．０２ ２．８４ ２．７２ ２．５３

区 分 昭和５５年 昭和６０年 平成 ２年 平成 ７年 平成１２年

人 口 ７３，０７０ ７５，９６３ ７７，７８２ ８０，９０３ ８２，３５８

構成比 １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０

年少人口

０～１４歳
１７，１０３ １６，７９６ １５，０３６ １３，９０４ １２，４８１

構成比 ２３．４１ ２２．１１ １９．３３ １７．１９ １５．１５

生産年齢人口

１５～６４歳
４８，１７６ ５０，４４５ ５２，２３０ ５４，０７３ ５４，７５７

構成比 ６５．９３ ６６．４１ ６７．１５ ６６．８３ ６６．４９

老年人口

６５歳以上
７，７４０ ８，７０７ １０，４７５ １２，９２６ １５，１１７

構成比 １０．５９ １１．４６ １３．４７ １５．９８ １８．３６

年齢不詳 ５１ １５ ４１ ０ ３

構成比 ０．０７ ０．０２ ０．０５ ０．００ ０．００
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（上段：人 、下段：％）

資料：国勢調査

【表４】 産業別就業者人口の推移 （上段：人、 下段：％）

資料：国勢調査

区 分 平成１７年 平成２２年 平成２７年 令和２年

人 口 ８１，４９７ ７９，４０９ ７６，７３９ ７３，１７３

構成比 １００．０ １００．０ １００．０ １００．０

年少人口

０～１４歳
１１，３６８ １０，２６８ ９，２５１ ８，２３５

構成比 １３．９５ １２．９３ １２．０６ １１．２５

生産年齢人口

１５～６４歳
５３，０７７ ４９，９０１ ４５，４６６ ４０，６３９

構成比 ６５．１３ ６２．８４ ５９．２５ ５５．５４

老年人口

６５歳以上
１７，０２８ １９，０１５ ２１，７１３ ２３，４２０

構成比 ２０．８９ ２３．９５ ２８．２９ ３２．０１

年齢不詳 ２４ ２２５ ３０９ ８７９

構成比 ０．０３ ０．２８ ０．４０ １．２０

区 分 昭和５５年 昭和６０年 平成 ２年 平成 ７年 平成１２年

就 業 者 ３６，１７６ ３７，９３１ ３９，３２２ ４１，４６７ ４２，１７７

（％） １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０

第１次産業 ８，２１７ ７，０９０ ５，２２４ ４，２３８ ３，６８５

（％） ２２．７１ １８．６９ １３．２９ １０．２２ ８．７４

第２次産業 １１，２７７ １２，３３９ １３，６４０ １４，４０９ １３，９１０

（％） ３１．１８ ３２．５３ ３４．６８ ３４．７５ ３２．９９

第３次産業 １６，６７７ １８，４７１ ２０，４１８ ２２，７７０ ２４，４６２

（％） ４６．１０ ４８．７０ ５１．９３ ５４．９１ ５８．００

分類不能 ５ ３１ ４０ ５０ １２０

（％） ０．０１ ０．０８ ０．１０ ０．１２ ０．２８

区 分 平成１７年 平成２２年 平成２７年 令和２年

就 業 者 ４０，６２３ ３８，１７２ ３７，５６３ ３５，１９１

（％） １００．０ １００．０ １００．０ １００．０

第１次産業 ３，３３４ ２，０５３ ２，２２３ ２，０１６

（％） ８．２ ５．４ ５．９ ５．７

第２次産業 １２，０６７ １０，０６１ ９，７６３ ８，８０８

（％） ２９．７ ２６．４ ２６．０ ２５．０

第３次産業 ２４，８９２ ２３，９６９ ２３，９７７ ２２，９９０

（％） ６１．３ ６２．８ ６３．８ ６５．４

分類不能 ３３０ ２，０８９ １，６００ １，３７７

（％） ０．８ ５．４ ４．３ ３．９



Ⅲ 新市建設計画の基本方針

１．計画策定方針

（１）趣旨

本計画は、笠間市、友部町及び岩間町が合併して新たに誕生する新市のまちづくりを進めて

いくための計画とし、新市の発展と住民福祉の向上を図るものとします。また、この計画は、

合併特例法に基づく様々な財政措置を受けるための前提となるものです。

（２）構成

本計画は、新市建設の基本構想とそれを具体化するための分野別計画、公共施設の統合整備

及び財政計画で構成します。

（３）期間

本計画の期間は、平成１７年度から令和１２年度までの２６カ年計画とします。

（４）区域

本計画の区域は、新市（３市町）の全区域とします。

２．新市まちづくりの課題

笠間市は歴史、自然、文化芸術に特徴をおき、笠間焼や石材工業の地場産業を加えて観光都市

として発展してきました。

友部町は、交通の要衝として地理的にも恵まれおり、通勤・通学のための住宅地として発展し

てきました。

岩間町は、農業の近代化と付加価値のある農産物推奨により、農業経営基盤を拡充するととも

に、近年は、工業団地の企業活動を中心に工業生産額が著しく伸びています。

茨城県の中央部に位置し、首都圏にも近く、恵まれた地理的条件をもつ新市が、産業と生活環

境のバランスを保ち、また、観光面にも優れた機能を有する都市として、さらに充実、発展して

いくためには次のような課題解決が必要になります。

（１）地域内の幹線道路網の拡充

本地域は平坦地が多く、可住地面積が１３９．９３ｋ㎡（令和２年１０月現在県内第６位）

と広いことから、地域内の移動は主に自動車に依存している状況ですが、本地域の中心を流れ

る涸沼川やＪＲ各線などにより、市街地間の交流が分断されているという課題がみられていま

す。

そこで、新市の一体感を醸成する意味でも、各地区の市街地を結ぶ幹線道路を早急に整備す

る必要があります。

（２）恵まれた交通網の活用

本地域は、ＪＲ常磐線と水戸線、常磐自動車道と北関東自動車道が走り、６駅、４つのイン

ターチェンジを有し、交通の利便性が高い地域であることから「ひと」・「もの」の交流を活発

化させることが、新市の発展を象徴するうえで重要な課題となります。



（３）福祉環境の充実

本地域は、茨城県立の中央病院・地域がんセンター、こころの医療センター及び市立病院の

公立医療機関が設置され、また、民間の一次医療機関が立地し、県内・地域内の開業医と連携

した医療分野が拡充されています。

さらに、地域医療センターかさまに設置されている保健センターは、拠点施設として積極的

に予防医療の提供に努めているところです。

これらの福祉施設や福祉資源を有機的に結びつけ、安心して子育てができる環境、高齢者

が生活しやすい環境を充実し、住民が元気で生活できるまちづくりを進めていく必要があり

ます。

（４）自然、歴史と文化を活かした交流拠点づくり

本地域においては、吾国愛宕県立自然公園の吾国山や愛宕山、笠間県立自然公園の佐白山、

北山など豊かな自然環境が保たれています。

また、多くの国指定の文化財や史跡を有しており、自然、歴史と文化いずれの面でも恵まれ

ている地域といえます。これら、育まれてきた地域独自の文化は、観光資源としても活用され

てきました。

今後とも、これらの地域の特徴は、住民にとって潤いのある生活空間を形成するだけでなく、

交流拠点づくりにおいても重要な要素となります。

このようなことから、地域の特徴を活かし、自然と調和したまちづくりを進める必要があり

ます。

（５）バランスのとれた産業の活性化

本地域は、水戸市を中心とする圏域及びつくば市・土浦市を中心とする圏域に近接していな

がら、地域資源の有効活用が不十分で、このため農業や商工業など産業全般のバランスを保ち、

観光資源を活用して発展していくまちづくりが求められています。

農業については、特産品の創出や地産地消を推進するとともに、近代化や付加価値の高い経

営を促進するなど、経営基盤の強化と競争力のある農産物を生産していく必要があります。

商業については、既存の商店街、商業者にとって厳しい環境となっていることから、特徴を

活かして差別化を図るなど、地域や商品流通の商業形態に柔軟に対応していく必要があります。

工業については、地理的優位性や恵まれた交通網を活用して、企業の経営拡大や新規の企業

が立地しやすい環境を整えるなど、産業基盤を強化するとともに、地場産業を育成していくこ

とが必要になります。

（６）住民参画のまちづくりの推進

新市のまちづくりを進めていくため、新市（３市町）の住民の一体感を早期に醸成しながら、

施策を積極的に展開していくことが最も重要になります。

このため、住民意向を反映した施策の展開を図るとともに、地域のボランティア団体など

様々な団体と連携・協力しながら住民参加型のまちづくりを進めていくことが必要になります。



（７）行財政運営の確立

社会環境の変化により、住民ニーズは多様化の一途をたどるなか、きめ細かな施策の提供は

難しい状況になっています。

新市では、早期に効率的な組織体制を確立し、職員の政策能力や専門性を高めるなど、行政

サービスの向上を図るとともに、効率的な財政運営を行い、併せて合併効果を反映させ、安定

する財政基盤の確立を図る必要があります。

３．新市まちづくりの基本理念

○ 茨城県の中央部に位置し、鉄道や高速道路など高速交通網が発達している地理的優位性を十分

に発揮し、新市が２１世紀にふさわしい陸・海・空を結ぶ地域となるまちづくりを進めます。

地理的・交通優位性を活かしたまちづくり

○ 少子高齢化社会に対応した、保健・医療、福祉の充実に努めるとともに、防犯・防災体制を充

実し、住民が安心して暮らせるまちづくりを進めます。

住民が安心して暮らせるまちづくり

○ 自然に恵まれ育んできた歴史や文化を活かし、交流拠点となるまちづくりを進めます。

環境に恵まれた交流拠点づくり

○ 住民の一体感が早期に醸成され、住民が主体となって取り組むまちづくりを進めます。

住民協働のまちづくり

○ 広域化・複雑多様化する行政需要に対応できる行財政の基盤強化に努めます。

行財政の基盤強化



この将来像は、茨城県の中央部に位置する地理的優位性を最大限に発揮し「陸」（恵まれた鉄道、

高速道路網）・「海」（茨城港常陸那珂港区を結ぶ北関東自動車道）・「空」（茨城空港を結ぶ道路）を

結ぶ地域として、これまで育んだ文化や伝統を活かし、住みよい環境づくりに努め、情報発信に力

を入れたまちづくりを目指すものです。

５．土地利用構想

新市は平坦な地形が広がる地域となっていることから、ＪＲ鉄道網や高速自動車道、国道及び

県道など広域幹線道路を中心として道路網が整備されてきました。

友部地区では宅地開発が進み、笠間地区では商業の集積化が図られ、岩間地区では工業団地が

整備されるなど、地域の特長を活かした土地利用が行われてきました。

このような経過を踏まえ、今後の土地利用についても、新市（３市町）がすでに策定している

都市計画マスタ－プラン等を活用し、開発及び保全のバランスを十分考慮して、民間活力と連携

しながら進めて行きます。

（１）将来人口・世帯

〔平成１７年度当初計画時点〕

新市の将来人口については、少子高齢化や過去の人口構成等の変化を踏まえ、１０年後は約８

４，０００人と想定しています。

年齢階層区分については、今後も高齢化がこの地域においても進むことから、年少人口（０～

１４歳）約１２．９％、生産年齢人口（１５～６４歳）約６１．２％、老年人口（６５歳以上）

約２５．９％と見込みます。

世帯の構成についても核家族化が進むものと想定します。

【新市まちづくりの重点ビジョン】

・恵まれた交通基盤を活かしたまちづくり

【新市の将来像】

・住みよいまち 訪れてよいまち 笠間市

４．新市の将来像

新市を建設していくため、まちづくりの基本理念をもとに、いままで以上に行政と住民のパート

ナーシップを強め、相互理解のもと、地理的優位性を活かした「笠間市」を築いていくことが必要

になります。

新市の重点ビジョン及び将来像を次のとおり定めるものとします。



〔平成２６年度第一回変更時点〕

直近の将来人口については、平成２４年に、平成２２年の国勢調査を基にした「日本の将来推

計人口」が国立社会保障・人口問題研究所より発表されています。これによると、平成３２年に

７３，８９０人に、平成３７年には７０，５８５人に減少すると推計されています。

また、階層別人口の構成比は、平成３２年に年少人口（０～１４歳）約１０．８％、生産年齢

人口（１５～６４歳）約５７．２％、老年人口（６５歳以上）約３２．０％、平成３７年には年

少人口（０～１４歳）約１０．１％、生産年齢人口（１５～６４歳）約５５．９％、老年人口（６

５歳以上）約３４．０％と推計されています。

〔令和６年度第二回変更時点〕

将来人口については、令和５年４月に、令和２年の国勢調査の確定数を基に推計した「日本の

将来推計人口」が国立社会保障・人口問題研究所より発表されています。これによると、笠間市

の人口は、令和１２年に６６，１４０人に、令和１７年には６２，２２８人に減少すると推計さ

れています。

また、階層別人口の構成比は、令和１２に年少人口（０～１４歳）９．３％、生産年齢人口（１

５～６４歳）５４．０％、老年人口（６５歳以上）３６．７％、令和１７年には年少人口（０～

１４歳）８．６％、生産年齢人口（１５～６４歳）４９．６％、老年人口（６５歳以上）４１．

８％と、より一層、少子高齢化が進むものと推計されています。

（２）整備・開発の方針

新市では、友部地区北川根地内の茨城中央工業団地（笠間地区）、岩間地区安居地内の安居工

業地域整備事業など、整備・開発地域が存在しており、これからも環境保全に注意し、民間活力

等を活かして整備を進めます。

都市施設については、新市の一体感を早期に醸成する広域交通網を整備するとともに、観光資

源のアクセスを強化するなど、地域が安定して発展できるよう配慮するものとします。

（３）保全の方針

本地域は、吾国愛宕県立自然公園、笠間県立自然公園、野口池自然環境保全地域に代表される

ように、自然環境に恵まれた地域となっており、また、全域的に農地が保全されるなど豊かな自

然環境が残されています。これらは観光レクリエーション面でも優位な要素となっていることか

ら、今後とも自然環境の保全に努めるものとします。

【表５】 地目別土地利用 （面積：ｋ㎡、 構成比：%）

田 畑 宅地 山林・原野 その他 計

面 積 27.7 33.1 23.8 83.6 72.2 240.4

構成比 11.5 13.8 9.9 34.8 30.0 100.0



土地利用構想図



Ⅳ 分野別計画

新市のまちづくりを効果的に進め「住みよいまち 訪れてよいまち 笠間市」実現のため、分

野別の施策を次のように展開していくものとします。

１．都市基盤の整備

【基本方向】

新市のもつ地理的優位性を活かしたまちづくりを進めるため、広域幹線道路と地域内の幹線道路

を整備し、地域の一体化を容易にするなど、合併効果を高めるものとします。

また、駅橋上化や自由通路、駅前広場などの基盤が整備された駅周辺において、引き続き拠点と

しての機能強化を進めるとともに、地域の特色を生かした均衡ある発展に資する市街地整備を推進

し、その際にユニバーサルデザインの理念を反映し、人にやさしいまちづくりに努めます。

（１）幹線道路の整備

○ 新市発展の基盤となる、国道５０号や（仮称）笠間ＰＡスマートＩＣや（仮称）鯉淵南友部

線等の都市施設の早期整備を促進します。

○ 国道、主要地方道及び一般県道については、新市内外の連携強化や一体的なコミュニティ形

成を図る重要な広域幹線道路として整備を促進します。

○ 新市の一体感を醸成し合併効果を高めるために、各地区の市街地を結ぶ幹線道路を整備しま

す。

（２）景観の整備

○ 地域の特性を活かした総合的な景観形成を図るため、笠間市景観形成計画に基づく景観施策

を推進します。

○ 新市の一体化を図り、来訪者への安らぎを提供するため、公共施設等のサイン計画を推進し

ます。

（３）市街地・住環境の整備

○ 拠点としての機能をさらに高めるため、駅周辺及び笠間稲荷周辺の整備を推進します。

○ 地域の特色を生かした均衡ある発展のため、市街地整備等を推進します。

（４）土地利用

○ 国土利用計画に基づき、整備、開発及び保全のバランスに配慮した土地利用を進めます。

○ 市街地に隣接する畜産試験場跡地など、大規模公有地（県有地）について、新市のまちづく

りに活用すべく、基盤整備を進めるとともに利活用について茨城県とともに検討します。

（５）公共交通の充実

○ 公共交通の利便性向上のため、地域や公共交通事業者と連携を図り、公共交通ネットワー

クを構築します。



【主な事業】

【国・県事業】

項 目 事 業

幹線道路の整備

● 幹線市道の整備

● 都市計画道路の整備

● 橋梁整備・架け替え事業

景観の整備
● 笠間市景観計画の推進

● サイン計画の推進

市街地・住環境の整備 ● 駅周辺及び笠間稲荷周辺等市街地の整備

土地利用

● 都市計画マスタープランの推進

● 笠間市立地適正化計画の推進

● 都市計画図の更新

● 大規模公有地活用のための協議

公共交通の充実
● デマンドタクシーかさまの運行

● 公共交通のネットワークの構築

項 目 事 業

幹線道路の整備

● 主要地方道大洗友部線のバイパス整備

● 国道５０号の４車線化整備

● 主要地方道石岡城里線の整備

● 一般県道平友部停車場線の整備

● 一般県道杉崎友部線の整備

● 一般県道稲田友部線の整備

● 一般県道上吉影岩間線の整備

土地利用 ● 畜産試験場跡地雨水排水処理施設整備事業



２．保健・医療と福祉の充実

【基本方向】

少子高齢化社会が進展していくなかで、次世代育成支援施策や高齢者の生きがい対策を強化する

とともに、多様化している住民ニーズに対応する施策展開を図り、地域の特性を活かして、活力あ

る地域を育んでいくものとします。

特に、友部地区では医療、福祉施設が整備されており、これらの施設の活用と連携を図ります。

（１）保健予防・健康づくりの推進

○ 地域医療センターかさまを核として、住民が健康で生活できる健康増進策を強化します。

また、「笠間市健康づくり計画」に基づき、健康づくりの施策を計画的に推進します。

○ 医療ニーズの多様化、高度化に対応した総合的な地域医療提供体制確立のため、医療機関相互

の機能分担、連携強化や医療環境の整備を推進するとともに、救急医療体制の充実を図ります。

○ 在宅医療支援体制の構築と不足する地域リハビリテーション機能の充実を図ります。

（２）地域福祉の充実

○ 「地域福祉計画」に基づき地域福祉の推進を図ります。

○ 地域福祉活動の中心的役割を担う、社会福祉協議会の活動を支援・強化します。

（３）高齢者福祉の充実

○ 高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づく、介護サービス事業所の適切な設置など、介護サ

ービス提供体制の充実やサービス内容の向上を図り、介護保険制度の円滑な運営に努めます。

○ 高齢者が要介護にならず自立した生活が送れるよう、介護予防や生活支援の提供を行います。

○ 高齢者がいつまでも健康で、生きがいをもって生活が送れるよう、シルバー人材センターや高

齢者クラブ等への支援を行います。

○ 高齢者が地域で安心して暮らせる地域包括ケアシステムを構築するため、認知症支援策の充実、

医療との連携、高齢者の居住に係る施策との連携、生活支援サービスの充実などを推進します。

（４）児童福祉・子育て支援の充実

○ 「子ども・子育て支援事業計画」に基づき、計画的かつ総合的な子育て支援施策を推進します。

○ 保育所と幼稚園及び認定こども園の連携を図り、教育・保育内容の充実を図ります。

○ 地域における子育て支援ネットワークづくりを進め、共働き世帯への支援となる、放課後児童

クラブや子育てサポート事業を充実します。

（５）障害者（児）福祉の充実

○ 障害者（児）の社会参加を促進するため、障害者（児）の就労・就学支援と在宅サービスの充

実を図ります。

○ 障害者総合支援法に基づくサービスの充実や利用促進を図ります。

○ 障害者福祉施設や相談体制の充実を図るとともに、障害者（児）福祉団体の支援を進めます。



（６）ひとり親家庭等の福祉の充実

○ ひとり親家庭や父母のいない児童などが安心して生活できるよう、生活や子育てに対する不安

を解消するとともに相談・指導体制の充実に努めるなど、生活安定と自立を促します。

（７）低所得者福祉の充実

○ 就労支援相談員による生活保護世帯の自立支援を進めるとともに、生活困窮者自立支援法に基

づく相談支援体制の充実を図ります。

【主な事業】

項 目 事 業

保健予防・健康づくりの推進

● 笠間市健康づくり計画の推進

● 健康推進事業の実施

● 医療福祉費支給制度の充実（未就学児童）

● 母子保健事業の推進

地域福祉の充実

● 地域福祉計画の推進

● 社会福祉協議会の支援

● 地域ケアシステムの推進

高齢者福祉の充実
● 在宅支援センターの充実強化

● 介護予防・日常生活支援総合事業の推進

児童福祉・子育て

支援の充実

● 子ども・子育て支援事業計画の推進

障害者（児）福祉の

充実

● 障害者基本計画の推進

● 障害者総合支援法の推進

ひとり親家庭等の福祉の充実 ● 相談・指導体制の充実

低所得者福祉の充実 ● 支援・相談体制の充実



○ 近年頻発するゲリラ豪雨対策として、浸水区域の排水を整備し、被害の軽減に努めます。

（６）上水道の整備

３．生活環境の整備

【基本方向】

生活の快適性を実現し、住み良いまちを目指していくため、生活道路の整備、防犯・防災対策、

交通安全対策及び生活排水対策等を推進し、自然と調和する環境を維持するものとします。

また、生活環境づくりには一人ひとりの住民が重要な役割を担うことから、自然環境等につい

て住民の意識高揚を図ります。

さらに、消費者トラブルが増加していることから、消費者啓発、相談の実施に努めます。

（１）生活道路の整備

○ 市内の生活道路は、幹線道路の整備に併せて計画的に整備を進めます。

○ 歩行者・自転車が安全に通行できる歩車道を分離した道路の整備を進めます。

（２）防犯体制の強化

○ 防犯灯等の整備に努めるほか、犯罪の起こりにくい環境整備を推進します。

○ 警察・防犯団体・地域と連携して、日頃からの防犯対策の推進、防犯意識の啓発を図ります。

○ 安心で安全な教育環境・子育て環境を築くため、幼稚園や保育所及び小中学校等の警備体制

の安心できる通学環境の整備に努めます。

（３）交通安全体制の充実

○ 交通安全施設等の整備に努めるほか、安全な交通環境を整備します。

○ 警察、交通関係団体、地域と連携して、日頃からの交通安全対策の推進、交通安全意識のＰ

Ｒを図ります。

（４）消防・防災体制の充実

○ 防災計画等に基づき、防災設備や防災活動拠点を確保し、防災体制の強化・消防器具の充実

を図り、併せて避難所を確保し、災害に強いまちづくりを進めます。

○ 消防本部と消防団の連携を強化するとともに、消防施設、車両及び装備等の整備を進め、消

防体制の充実を図ります。

○ 消防救急無線及び消防指令センターの共同整備・共同運用の推進及び消防広域化に向けた取

組を推進します。

（５）公園・緑地・河川の整備

○ 生活を豊かにするため、公園等の適正配置を推進し、また都市公園施設長寿命化計画に基づ

き、計画的な公園施設の維持管理に努めます。

○ 吾国愛宕県立自然公園、笠間県立自然公園や野口池自然環境保全地域など、新市の自然環境

の保全に努めます。

○ 新市の中心部を、北部から南東部に貫流する涸沼川について、安全性と快適性を確保した治



○ 「安全でおいしい水」を安定的に供給するため、水道施設の適正な維持管理に努めるととも

に、水道施設整備計画に基づき、施設の一元的管理を図るものとします。

○ 老朽施設の改修・更新及び老朽管の更新工事を進めるとともに、水道加入促進を図ります。

（７）生活排水対策

○ 快適で住みよい環境づくりと公共用水域の水質の保全を図るため「生活排水ベストプラン」

に基づき、公共下水道事業、農業集落排水事業及び合併処理浄化槽設置事業により効率的な生

活排水対策を行ないます。

○ 下水道ストックマネジメント計画に基づき、公共下水道施設の適正な維持管理に努めます。

○ し尿・浄化槽汚泥について、筑北環境衛生組合及び茨城地方広域環境事務組合での適正な処

理を継続するとともに、今後「茨城県央環境衛生組合」が整備する新たなし尿・浄化槽汚泥処

理施設での処理を目指し、整備推進に向けて組合及び茨城町と連携・協力していきます。

（８）廃棄物対策

○ 市のごみ処理体制は、現在、市環境センターで適正に処理されており、将来にわたり安心・安

全かつ安定稼働のもと、適正なごみ処理体制を確保するため、地域生活環境の保全、公衆衛生の

向上を前提に、循環型社会の形成や脱炭素社会の実現に貢献する「新環境センター」の整備を推

進します。

○ ごみ減量化および資源化は、循環型社会を形成するうえで重要な取り組みとなるため、これま

でも民間事業者等の連携も含め、減量化・資源化に資する様々な取り組みを進めてきたが、更な

る施策の推進として、市民及び事業者の理解と協力（市民意識向上及び行動変容を促しながら）

のもと、新環境センターの処理体制と連動した分別区分の細分化に取り組むなど、新たな分別収

集体制の構築を目指します。

【主な事業】

【国・県事業】

項 目 事 業

生活道路の整備 ● 生活道路の整備

防犯体制の強化
● 防犯灯設置事業

● 学校、幼稚園、保育所の安全警備事業

交通安全体制の充実
● 交通安全啓発事業

● 交通安全施設整備事業

消防・防災体制の充実
● 消防庁舎及び消防車両等整備・更新

● 消防水利（消火栓・耐震性貯水槽）の整備

公園・緑地・河川の整備
● 公園等の整備

● 公園等の適正配置の推進

上水道の整備
● 上水道事業

● 施設の維持管理及び一元化

生活排水対策

● 公共下水道事業

● 農業集落排水事業

● 合併処理浄化槽設置の推進

● 新たなし尿・浄化槽汚泥処理施設整備に係る「茨城環境衛生組合」

との連携・協力

廃棄物対策

● 新環境センターの整備推進

● ごみ減量化及び資源化の更なる推進

● ごみ分別収集体制の構築に向けた見直し



４．教育文化の充実

【基本方向】

地域社会づくりのためには、次世代を担う人材の育成は重要であり、学習の場となる幼稚園・小

中学校の教育環境を整えるものとします。

また、住民の学習意欲を満たし、文化やスポーツ振興を図るため、各種施設の機能を高め有効活

用を図ります。

（１）幼児教育の充実

○ 少子化現象を考慮し、幼稚園と保育所及び認定こども園の連携をさらに強化します。

（２）学校教育の充実

○ 小学校と中学校の一貫性を図るため、継続性のある教育環境の整備を推進します。

○ 義務教育施設について、建築経過等を踏まえ、新築又は改築を計画的に実施します。

○ 学校敷地内や登下校時の防犯対策及び安全対策を強化します。

（３）生涯学習の推進

○ ３地区に設置されている公民館の連携を図り、開設講座等の充実と施設利用の促進を図ります。

○ ３地区に設置されている図書館の連携を強化し、図書館サービスの充実を図ります。

（４）文化の振興

○ 有形・無形の文化財をはじめ、伝統ある行事・祭事・遊び・工芸・伝承など身近な生活文化、

地域文化を積極的に保護し広く内外に発信します。

○ 茨城県陶芸美術館、笠間日動美術館など優れた芸術文化施設が設置されており、これらの施設

から広域的視点で、新たな芸術文化創造の芽を育てるとともに、芸術文化を振興し、地域のブラ

ンド力を高めるものとします。

（５）スポーツの振興

○ 総合公園や市民体育館をはじめ、スポーツ施設や、学校施設などを活用したスポーツの振興を

図ります。

○ 気軽に親しめる機会の拡大のため、スポーツイベントの充実や関係団体の育成、支援を図りま

す。

項 目 事 業

公園・緑地・河川の整備 ● 笠間芸術の森公園整備事業

● 涸沼川河川改修事業



（６）国際交流

○ 国際交流協会などの組織を軸に、市民や企業と連携し、交流事業を活発化します。

○ 国際理解の意識高揚のための環境づくりを、学校教育や高度情報利用（インターネットなど）

を通じて進めます。

【主な事業】

項 目 事 業

幼児教育の充実 ● 幼保一元化の推進

学校教育の充実

● 小・中学校施設の耐震化及び改修事業

● 給食施設の充実

● 情報教育（コンピュータ）の充実

● 地域の特色を生かした教材の作成

● 学力向上支援の推進

生涯学習の推進
● 公民館事業の充実

● 図書館サービスの充実

文化の振興

● 市民文化祭の充実

● 全国規模の陶芸展の開催

● 笠間城跡の保護・活用の推進

スポーツ振興
● 各種イベントの開催

● スポーツ施設の利用促進

国際交流 ● 国際交流事業の推進



５．産業の振興

【基本方向】

新市は、新規の企業を誘致するとともに地域内での既存産業を育成するなど、企業集積の拡大を

図り、地域の活性化と雇用の促進を図るものとします。また地域ブランドを活用して農産物振興に

結び付けるものとします。

（１）農林業の振興

○ 友部・岩間地区の栗を中心とした果樹栽培、菊をはじめ付加価値のついた花卉栽培については、

観光業との連携により新たな産業の視点での展開を図ります。

○ クラインガルテン（笠間地区・本戸）を中心として、農村と都市住民の交流を推進します。

○ 地場農産物の消費拡大に向け、学校給食や飲食店等と連携し、地産地消の推進を図ります。

○ 土地改良事業の推進により生産基盤を確立します。

○ 農業集落排水事業の適正な維持管理に努めるとともに、農村の生活環境改善の更なる向上に努

めます。

○ 畜産糞尿の処理施設の整備に努め、堆肥の農地への還元を図り循環型農業を進めます。

○ 林業振興のために支援を行います。

○ 市内で生産される優れた農産物や加工品の、ブランド化を推進します。

（２）商業の振興

○ 自治金融・振興金融制度の活用を推進する等、中小企業の経営を支援します。

○ 地域経済活性化を目的として、新規開店や事業承継に対して支援します。

○ 地域商業拠点と連携したまちづくりを進めます。

（３）工業の振興

○ 恵まれた道路網や地理的な好条件を活かして、企業誘致を積極的に推進します。

○ 物流機能の高度化を図るため、立地条件を活かせる茨城中央工業団地（笠間地区）の整備及び

企業誘致を推進します。

○ 多様な産業の立地誘導を図るため、安居工業地域の整備を推進します。

○ 石材工業、窯業を中心に、特徴ある地場産業の育成、支援を行ないます。

（４）観光の振興

○ 地域内の観光のネットワーク化を図ります。

○ 吾国愛宕県立自然公園、笠間県立自然公園など、恵まれた自然環境を観光レクリェーション面

での活用を図ります。

○ クラインガルテンを核として、グリーンツーリズムに取り組み、新たな視点からの観光振興を

進めます。

○ 既存の観光イベントを継続・発展させていきます。

○ ブランド力のある域内の果樹や花卉を観光に活用します。

○ 交流人口の拡充、商業振興や地域の活性化を図るため、自然・歴史・芸術・食など笠間の魅力

を感じる体験事業や交流事業を実施し、「笠間ファン倶楽部」会員増加を図ります。



○ 外国人旅行者の受入を促進します。

○ 道の駅かさまのゲートウェイ機能強化を図り、道の駅を起点とする市内周遊を促進します。

【主な事業】

項 目 事 業

農林業の振興

● 観光業との異業種交流推進

● グリーンツーリズムの推進

● 土地改良事業の推進

● 地産地消の推進

● 循環型農業の推進

● 農産加工品のブランド化

商業の振興
● 振興金融、自治金融制度活用の促進

● 中小企業・小規模事業者の事業活性化への支援

工業の振興

● 企業誘致の推進

● 茨城中央工業団地（笠間地区）の整備及び企業誘致の推進

● 地場産材の活用

● 安居工業地域の整備推進

観光の振興

● 観光のネットワーク化

● グリーンツーリズムの推進

● イベントの推進、支援

● 笠間ファン倶楽部の推進

● 外国人旅行者の受入の促進



６．住民参画の推進

【基本方向】

活力ある新市を構築していくため、行政運営に住民の意向を反映し、魅力的な地域社会の醸成に

努めるものとします。

特に、実践されている「住民との協働」をさらに発展させます。

（１）住民参画の強化

○ 協働のまちづくり推進指針に基づき、地域交流センターの有効利用を図るとともに、各種市民

活動支援事業を推進し、市民参加機会の充実を図ります。

○ 地域の絆・連帯感の意識の醸成を図るため、地域コミュニティに対する活動支援を推進します。

（２）地域間交流の支援

○ 新市の一体感を醸成するため、スポーツや文化面でのイベントを積極的に開催します。

（３）ダイバーシティの推進

○ 一人ひとりの違いを認め、互いの人権を尊重しながら家庭、地域、学校等で、男女共同参画意

識を普及させます。

○ 男女共同参画によるまちづくり推進のため、あらゆる分野での女性の参加を積極的に推進しま

す。

（４）広報・広聴活動の推進

○ 住民参画を進めるうえで、行政と住民が情報を共有することは重要な要件となっていることか

ら、積極的に情報を公開します。

○ 行政や生活情報などのさまざまな情報が、迅速かつ正確に多くの市民に伝わるように、複数の

媒体を活用した広報体制の充実を図るとともに、今後の情報社会の進展に対応した情報伝達手段

を整備活用していきます。

○さまざまな場面を通して市民の声を把握し、市政に反映できる広聴体制の充実に努めます。

【主な施策】

項 目 事 業

住民参画の強化

● 協働のまちづくり活動の推進

● ＮＰＯ団体、市民活動団体活動の支援

● 地域コミュニティ活動の支援

● 地域交流センターの有効利用

地域間交流の支援 ● 新市が一体となって行うイベントの開催

ダイバーシティの推進 ● 男女共同参画基本計画の推進

広報・広聴活動の推進

● 広報活動の充実

● 広聴活動の充実

● パブリックコメントの充実

● 情報公開の推進



７．行財政の効率化

【基本方向】

地方分権社会や多様化する行政ニーズに対応し、潤いのある市民生活をサポートできる行政サー

ビスを提供していくとともに、合併の効果を組織や財政基盤に反映させ、県央地域の拠点となる自

治体を構築していくものとします。

（１）安定した財政運営の確立

○ 経済状況が厳しさを増すなか、各施策や事業の緊急性、必要性を評価し、合併特例債を新市の

一体感醸成と地域間の格差解消に活用します。

○ コスト意識の徹底、重複投資等の回避など、支出の抑制、経費節減を徹底します。

○ 公共施設等の統廃合などにより、重複施設の維持管理経費を抑制するなど、効率的な財政運営

を行います。

（２）行財政改革の推進

○ これまで進めてきた行財政改革を、さらに推進し、職員の給与及び職員数の適正化、事務事業

の見直し（事務事業評価制度等）民間委託や民間資金の活用（PFI）等に取り組み、得られた効

果を専門職の配置や組織づくりに活かします。

○ 住民サービスの向上を図るため、本庁舎、支所ともワンストップサービスに努めます。

（３）情報化の推進

○ ICT 活用による行政サービスの利便性向上，行政運営の効率化，情報危機管理対策の強化に取

り組み，安全・安心で便利さを実感できるまちづくりを目指します。

（４）公共施設等の計画的な管理による老朽化対策等の推進

○ 長期的な視点をもって，更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより，財政負担の

軽減・平準化や公共施設等の最適な配置の実現を目指します。

【主な事業】

項 目 事 業

安定した財政運営の確立 ● 補助金の見直し

● 公共工事のコスト削減

行財政改革の推進

● 行財政改革大綱の推進

● 職員給与の適正化

● 庁舎（本庁及び支所等）の改修

● 総合計画の進行管理

● ワンストップサービスの導入

情報化の推進 ● ICT の活用

● セキュリティ、情報管理の徹底

公共施設等の計画的な管理による

老朽化対策等の推進

● 公共施設等総合管理計画及び公共施設等適正配置計画に基

づく公共施設等の計画的な管理



Ⅴ 公共的施設の統合整備

公共施設の統廃合については、既存施設が住民生活に直結していることから、住民に与える影響

を十分考慮したうえで、維持・管理面での経費節減、地域間の格差を解消することを念頭において

の運営とします。

１．庁舎の位置付け

庁舎については、現在の友部町庁舎を本庁とし、笠間市庁舎、岩間町庁舎は総合的な機能を持つ

支所とします。

行政改革の推進を視野に、庁舎の増改築については最小限とします。

２．既存施設の活用

既存施設については、効率的な行政運営を推進していくなかで、複合施設など施設のあり方につ

いて検討するとともに、住民ニーズを取り入れながら改築または施設機能の充実に努めます。

また、重複する施設については、それぞれの機能分担を明確にし、住民の利便性の確保を図って

いきます。

３．新たな施設の整備

快適な住民生活に寄与し、新市の均衡ある発展を図るため、地域の特性に応じて格差解消を図る

ため、必要に応じて新たな公共施設整備を進めていきます。



Ⅵ 財政計画

新市における財政計画は、平成１７年度から令和１２年度までの２６カ年について、歳入・歳出

の項目ごとに普通会計について作成したものです。（令和５年度までは決算額、令和６年度以降は

推計額）

【歳入】

（１）地方税

過去の推移や経済動向、固定資産税における評価替等を考慮して推計しています。

（２）地方交付税

普通交付税については、現行制度を基本として算出するとともに、市税等の推計や合併特例

債などの元利償還金に係る交付税措置を見込んでいます。

特別交付税については、平年を基準に新市に対する包括的な特別交付税措置を見込んでいま

す。

（３）国庫支出金・県支出金

過去の実績の推移と今後の事業の見込みを個別に算出し、推計しています。

（４）繰入金

計画的に繰入を予定している特定目的基金や財政を調整するための財政調整基金等を見込

むものです。

（５）地方債

新市建設計画に基づく普通建設事業等に伴う合併特例債や現行の地方債制度による地方債

充当を見込むものです。

【歳出】

（１）人件費

今後の採用予定者数や退職者数、定年延長者数等を見込み推計しています。

（２）扶助費

令和５年度決算額を基本としながら、過去の伸び率や、新市における福祉制度の拡充に伴う

経費や生活保護費の増加及び少子高齢化の影響を勘案し推計しています。

（３）公債費

既発行の地方債に係る償還予定額に、新市建設計画に基づく事業に伴う地方債（合併特例債

等）等の発行額から算出される償還予定額を加え推計しています。

（４）物件費

令和５年度決算額を基本としながら、新市建設計画に基づく事業を勘案し推計しています。

（５）積立金

平成２３年度からの合併後の市町村振興のための基金への積立を計上するとともに、その他

については過去の実績を踏まえて推計しています。

（６）普通建設事業費

新市建設計画に基づく今後の主な事業費及びその他の経常的な事業費を見込み推計してい

ます。



【歳入】 （単位：百万円）

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R１ R２ R３ R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２

8,400 8,528 9,439 9,595 9,283 9,121 9,219 8,850 9,046 9,080 8,951 9,147 9,411 9,449 9,552 9,554 9,448 9,839 10,203 10,158 10,612 10,690 10,644 10,726 10,815 10,741

765 1,071 466 449 421 416 409 387 369 352 371 367 367 370 379 387 392 393 399 399 414 414 414 414 414 414

1,544 1,513 1,368 1,298 1,251 1,242 1,138 1,103 1,138 1,233 1,745 1,543 1,678 1,758 1,766 2,015 2,359 2,305 2,361 2,687 2,357 2,357 2,357 2,357 2,357 2,357

5,690 6,048 5,280 5,308 5,678 6,705 8,464 7,245 7,041 6,880 7,019 6,893 6,821 6,719 6,862 6,904 7,846 7,724 7,602 6,948 7,169 7,170 7,168 7,032 6,955 7,053

173 192 248 222 211 228 233 255 236 298 254 270 281 351 184 158 168 163 155 165 144 144 144 144 144 144

423 418 390 340 328 333 339 346 349 287 282 269 264 270 273 314 319 350 349 353 351 351 351 351 351 351

2,011 3,080 2,802 3,063 5,036 4,126 4,226 4,110 4,551 3,746 4,061 4,459 4,342 3,934 4,623 14,170 8,063 6,989 6,673 6,835 5,930 5,850 8,246 8,298 8,396 8,498

1,229 1,248 1,636 1,484 1,613 1,730 2,063 1,790 1,783 1,889 2,080 2,171 2,940 2,073 2,400 2,437 3,146 2,977 2,386 2,689 2,683 2,729 2,782 2,822 2,864 2,909

39 28 86 120 57 84 87 86 85 329 113 73 69 134 61 123 174 122 108 111 118 118 118 118 118 118

152 0 5 19 4 20 21 16 16 219 22 25 25 63 125 205 172 186 200 339 426 526 626 726 826 926

2,313 555 570 684 209 170 217 436 209 1,086 376 917 2,029 415 729 1,771 908 734 1,385 961 697 1,228 1,167 1,526 1,666 1,876

780 1,573 745 680 567 857 844 1,143 761 841 957 931 812 927 864 1,037 1,487 1,301 1,360 1,998 0 0 0 0 0 0

934 730 685 598 798 749 1,029 818 890 991 985 830 867 977 726 786 756 805 1,073 907 900 900 900 900 900 900

2,439 2,414 2,679 3,035 3,096 2,829 2,714 4,223 3,263 2,716 3,187 3,706 3,647 2,273 3,013 4,264 4,155 1,774 1,769 2,256 2,986 1,337 4,651 4,615 4,606 4,641

26,892 27,398 26,399 26,895 28,552 28,610 31,003 30,808 29,737 29,947 30,403 31,601 33,553 29,713 31,557 44,125 39,393 35,662 36,023 36,806 34,787 33,814 39,568 40,029 40,412 40,928

【歳出】 （単位：百万円）

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R１ R２ R３ R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２

5,258 6,198 6,092 5,985 5,893 5,820 5,680 5,593 5,466 5,359 5,416 5,301 5,189 5,186 5,116 5,676 5,716 5,701 5,995 6,306 6,380 6,444 6,411 6,499 6,375 6,541

3,637 3,282 3,440 3,335 3,583 3,865 4,027 3,790 4,415 4,266 4,384 4,413 4,457 4,773 4,877 5,112 5,343 5,233 4,872 5,367 5,331 5,105 5,186 5,243 5,580 5,857

186 159 167 127 68 100 105 103 214 160 230 209 202 204 187 246 260 313 244 255 266 266 266 266 266 186

2,363 3,111 3,477 3,493 3,700 4,689 4,904 4,882 4,929 5,311 5,226 5,972 6,326 6,353 6,858 7,155 8,957 8,007 8,449 9,240 8,678 8,872 9,092 9,258 9,434 9,617

4,128 2,658 2,415 2,303 3,648 2,060 2,047 2,117 1,850 2,107 2,727 2,344 2,934 2,851 2,898 11,016 3,222 3,288 3,316 3,027 2,637 2,869 2,589 2,848 2,741 2,579

2,173 2,331 2,528 2,642 2,682 2,639 2,759 2,810 3,186 3,050 2,958 3,314 3,109 3,193 3,197 3,353 3,597 3,771 3,658 3,404 3,234 3,304 3,236 3,127 3,109 3,091

225 1,422 109 263 152 2,053 3,054 1,625 1,372 1,789 1,263 598 1,323 543 352 1,441 1,818 908 1,043 1,687 1,452 891 676 726 826 926

126 185 70 90 143 65 71 70 67 78 83 180 261 302 368 375 299 388 302 200 174 166 162 151 137 112

2,925 2,769 2,799 2,837 2,946 3,037 3,520 3,436 3,362 3,390 3,507 3,576 3,692 2,850 2,947 3,027 3,109 3,070 2,794 2,857 2,897 2,931 2,967 3,008 3,050 3,090

4,292 4,538 4,622 5,252 4,868 3,436 2,520 4,969 3,997 3,396 3,607 4,882 5,119 2,538 3,705 5,159 5,757 3,604 3,353 4,463 3,738 2,966 8,983 8,903 8,894 8,929

6 0 0 0 12 1 1,183 653 38 83 71 0 14 56 16 78 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0

25,319 26,653 25,719 26,327 27,695 27,765 29,870 30,048 28,896 28,989 29,472 30,789 32,626 28,849 30,521 42,638 38,093 34,301 34,026 36,806 34,787 33,814 39,568 40,029 40,412 40,928

（単位：百万円）

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R１ R２ R３ R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２

繰入額 0 0 0 0 0 0 0 0 658 0 0 674 0 0 224 0 0 517 0 0 0 233 393 532 642

積立金 813 41 87 24 1,908 2,023 855 153 98 546 425 4 2 2 1 752 17 1 0 0 0 0 0 0 0

残高 1,255 2,068 2,109 2,196 2,220 4,128 6,151 7,006 7,159 6,599 7,145 7,570 6,900 6,902 6,904 6,681 7,433 7,450 6,934 6,934 6,934 6,934 6,701 6,308 5,776 5,134

繰入額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346 109 0 223 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

積立金 542 2 3 1 3 1 1 493 2 463 2 1 1 0 1 357 0 96 1,193 38 267 0 0 0 0

残高 834 1,376 1,378 1,381 1,382 1,385 1,386 1,387 1,880 1,882 2,345 2,001 1,893 1,894 1,671 1,266 1,623 1,623 1,719 2,912 2,950 3,217 3,217 3,217 3,217 3,217

区 分

地 方 税

地 方 譲 与 税

交 付 金

地 方 交 付 税

分 担 金 ・ 負 担 金

使 用 料 ・ 手 数 料

国 庫 支 出 金

県 支 出 金

財 産 収 入

寄 附 金

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

地 方 債

合 計

区 分

人 件 費

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

公 債 費

積 立 金

投 資 ・ 出 資 ・ 貸 付 金

繰 出 金

普 通 建 設 事 業 費

災 害 復 旧 事 業 費

合 計

財政調整基金

減債基金


