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第１章 決算の状況 

１ 各会計の決算状況 

決算は、市の運営に必要な経費について、市に入ったお金（歳入）と、使ったお金（歳出）を

明らかにするものです。人吉市には、下表のような会計区分があり、これらはその目的ごとに分

けられています。このなかでも一番大きな会計は「普通会計」で、市の本体を担う会計です。市

税や地方交付税を主な財源として、市の運営や福祉・教育の充実、農林水産業の活性化、道路や

河川の整備などの経費に用いられます。 

人吉市の場合は、「一般会計」・「人吉球磨地域交通体系整備特別会計」の２会計を「普通会

計」としています。この章では、令和３年度普通会計決算状況についてみていきます。 

 

※この報告書は、現行官庁会計の仕組みである「現金主義」により作成しています。よって、普通会

計における１年間のお金の流れ（フロー）や使途を確認されたい方は当報告書を、普通会計以外や

人吉市が関係するすべての財政活動主体におけるこれまでの財政活動の結果（ストック）や、「発

生主義」的なコストの状況などを確認されたい方は、別掲載の「人吉市の財務書類」をご覧くださ

い。 

 

令和３年度 各会計の決算額                              単位：円 

会計区分 会計名 歳入 歳出 差引額 

普通会計 

一般会計 32,444,667,972 31,984,111,904 460,556,068 

人吉球磨地域交通体系整備特別会計 3,604 3,604 0 

特別会計 

国民健康保険事業特別会計 4,259,662,128 4,015,686,734 243,975,394 

藍田財産区特別会計 50,238,625 38,835,240 11,403,385 

工業用地造成事業特別会計 48,540,664 44,747,826 3,792,838 

介護保険特別会計 4,590,231,198 4,283,036,691 307,194,507 

後期高齢者医療特別会計 521,803,624 509,885,987 11,917,637 

公営企業 

会計 

水道事業 

特別会計 

収益的収入及び支出 591,095,396 480,572,656 110,522,740 

資本的収入及び支出 49,590,224 349,794,441 ▲300,204,217 

下水道事業 

特別会計 

収益的収入及び支出 1,163,054,126 1,267,046,062 ▲103,991,936 

資本的収入及び支出 3,644,290,386 4,083,539,758 ▲439,249,372 

※水道事業及び下水道事業会計における資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、当年度分消費税及び地方

消費税資本的収支調整額で補填しています。 
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２ 普通会計の決算分析 

（単位：千円・％） 

区   分 令和３年度 令和２年度 
対前年度増減 

増減額 伸率 

(1)歳入総額 32,444,672 30,092,853 2,351,815 7.8％ 

(2)歳出総額 31,984,116 28,708,009 3,276,103  11.4％ 

(3)歳入歳出差引き(1)-(2) 460,556 1,384,844 ▲924,288 ▲66.7％ 

(4)翌年度繰越財源 147,521 188,199 ▲40,678 ▲21.6％ 

(5)実質収支 313,035 1,196,645 ▲883,610 ▲73.8％ 

※普通会計の歳入歳出決算額は「地方財政状況調査表」（決算統計）による合計額（純計処理後の額）のため、

「１ 各会計の決算状況」に示した普通会計の合計額とは異なります。 

 

令和３年度の普通会計決算収支は、歳入総額・歳出総額ともに前年度に比べ増加しています。

歳入においては、前年度繰越金の増加や、令和２年７月豪雨関連事業や新市庁舎がしゅん工した

こと等による地方債の増加が主な要因です。 

歳出においても、令和２年７月豪雨に伴う災害廃棄物処理事業等により物件費が大幅に増加し、

投資的経費である普通建設事業費及び災害復旧事業費も令和２年７月豪雨により大幅に増加して

います。 

 

１）歳入の決算状況 

令和３年度の歳入総額は約３２４億４千万円で昨年度より約２３億５千万円の増となりました。

増の主なものとして、令和２年７月豪雨関連事業や新市庁舎しゅん工により、地方債が前年度よ

り約４４億２千万円増加したことが挙げられます。 

国県支出金や地方交付税などは国等から交付されるお金（「依存財源」と言います。）であり、

地方税は市独自の財源（「自主財源」と言います。）であることから、地方税収の低下は財政自

主体力の低下を意味しますが、令和３年度の地方税は約１億４千万円の増となっており、令和２

年７月豪雨からの復旧・復興事業（公共事業）の増よる法人市民税の増や太陽光発電施設の固定

資産税（償却資産）の増が主な要因です。 

 

 

各歳入の状況は次のとおりです。 

 

地方税  ３５億６，４４９万２千円（前年度比約１億３，８２９万円の増）  

公共事業の増による法人市民税の増が約６，４８７万円、固定資産税（償却資産）が

約７，８１２万円の増となっております。 

地方税の歳入全体に占める構成比は前年度比０．３％減の１１．０％となっています。 
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地方交付税 ６４億９８１万円（前年度比約２億４，６８０万円の減）  

普通交付税は、基準財政収入額と基準財政需要額の差額を算定の基礎としますが、令

和３年度は、国の補正予算により追加交付があったため、交付額が約４億２，６００

万円増加しました。 

一方で、特別交付税は、前年度が令和２年７月豪雨の影響により大幅な増があってい

た影響で、令和３年度は約６億７，３００万円の減となっており、地方交付税全体で

は前年度比３．７％の減となっています。 

（※令和２年度地財計画では地方交付税は前年度比５．１％の増）     

 

地方消費税交付金 ８億２，２０５万４千円（前年度比約５，５６０万円の増） 

社会保障の安定財源確保として平成２６年４月に消費税が５％から８％へ、令和元年

１０月に８％から１０％へ引き上げられました。昨年度より約５，５６０万円の増と

なっています。 

 

国庫支出金 ７９億６，８０７万円（前年度比約１５憶７，１１５万円の減）  

災害等廃棄物処理事業費補助金等の災害復旧事業国庫支出金の増や、子育て世帯等臨

時特別支援事業費補助金等の給付金事業の増はあったものの、特別定額給付金給付事業

費補助金の減により、国庫支出金全体では減となりました。 

（増減の主なもの） 

      特別定額給付金給付事業費補助金・・・・・・・・３１億９，０３０万円の減 

災害等廃棄物処理事業費補助金・・・・・・・・・・３億２，１９６万円の増 

      子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金・・・・・・８億７，０７９万円の増 

      新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金・１億７，４２２万円の増 

 

  県支出金 ２５億４，７６４万５千円（前年度比約６億４，３２２万円の減）  

球磨川流域復興基金や強い農業・担い手づくり総合交付金の増はあったものの、令和

２年７月豪雨による災害救助費負担金の減により、県支出金全体では減となりました。 

     （増減の主なもの） 

      災害救助費負担金・・・・・・・・・・・・・・・１６億６，７０６万円の減 

      強い農業・担い手づくり総合交付金・・・・・・・・４億９，６５７万円の増 

      球磨川流域復興基金・・・・・・・・・・・・・・・・・７，７９７万円の増 

       

地方債  ７６億４，６６８万４千円（前年度比約４４億２，８３７万円の増）  

昨年度に引き続き、令和２年７月豪雨による災害廃棄物処理事業債や災害復旧事業債

を借り入れたこと、また、新市庁舎しゅん工により地方債を借り入れたことで、大幅

な増となりました。 

     （増減の主なもの） 

市庁舎建設事業債・・・・・・・・・・・・・・・２５億８，３７０万円の増 

災害廃棄物処理事業債 ・・・・・・・・・・・・・９億２，９３０万円の増 
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≪歳入の状況≫

決算額 構成比 決算額 構成比 増減額

地方税 ① 3,564,492 11.0% 3,426,198 11.4% 138,294 4.0 %

うち住民税（個人分） 1,162,823 3.6% 1,173,119 3.9% ▲ 10,296 ▲ 0.9 %

うち住民税（法人分） 329,835 1.0% 264,956 0.9% 64,879 24.5 %

うち固定資産税 1,499,636 4.6% 1,437,170 4.8% 62,466 4.3 %

地方譲与税 ② 166,465 0.5% 164,531 0.5% 1,934 1.2 %

地方特例交付金 ③ 90,076 0.3% 16,765 0.1% 73,311 437.3 %

うち減税補てん特例交付金 9,023 0.0% 10,883 0.0% ▲ 1,860 ▲ 17.1 %

地方交付税 ④ 6,409,810 19.8% 6,656,615 22.1% ▲ 246,805 ▲ 3.7 %

うち普通交付税 4,661,185 14.4% 4,234,898 14.1% 426,287 10.1 %

うち特別交付税 1,748,625 5.4% 2,421,717 8.0% ▲ 673,092 ▲ 27.8 %

地方消費税交付金等各種交付金 ⑤ 904,380 2.8% 816,947 2.7% 87,433 10.7 %

（一般財源）①＋②＋③＋④＋⑤ 11,135,223 34.3% 11,081,056 36.8% 54,167 0.5 %

【参考】  ①＋②＋③＋④＋⑤＋臨時財政対策債 11,587,107 35.7% 11,424,243 38.0% 162,864 1.4 %

交通安全特別交付金 3,543 0.0% 3,853 0.0% ▲ 310 ▲ 8.0 %

国庫支出金 7,968,070 24.6% 9,539,224 31.7% ▲ 1,571,154 ▲ 16.5 %

県支出金 2,547,645 7.9% 3,190,874 10.6% ▲ 643,229 ▲ 20.2 %

地方債 7,646,684 23.6% 3,218,312 10.7% 4,428,372 137.6 %

うち臨時財政対策債 451,884 1.4% 343,187 1.1% 108,697 31.7 %

うち退職手当債 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0 %

その他 3,143,507 9.7% 3,059,534 10.2% 83,973 2.7 %

うち繰入金 656,719 2.0% 703,740 2.3% ▲ 47,021 ▲ 6.7 %

歳入合計 32,444,672 100.0% 30,092,853 100.0% 2,351,819 7.8 %

区　　分

（単位：千円）

増減率

比較令和２年度令和３年度

21.9% 21.3% 19.9%
11.3% 11.0%

0.7% 0.7% 0.8%

0.9% 0.5%
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0.1% 0.3%
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25.4%

22.1% 19.8%

4.2% 4.2%
3.6%

2.7%
2.8%

17.1% 18.0%
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24.6%

7.7% 7.1%

6.9%
10.6%
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２）歳出の決算状況 

令和３年度の歳出総額は約３１９億８，４１１万円で、昨年度より約３２億７，６１０万円の増と

なりました。内容については、①「行政分野ごとに見る歳出の状況（目的別経費）」と、②「経費の

性質から見る歳出の状況（性質別経費）」の２つの視点から説明します。 

 

①  行政分野ごとに見る歳出の状況（目的別経費） 

行政分野ごとに見ていくと、一番多いものが民生費で、構成比で全体の２６．２％を占めており、

次いで総務費２１．９％、衛生費２０．６％と続いています。前年度との比較では、令和２年７月豪

雨災害に伴う農業者支援事業（強い農業・担い手づくり総合支援事業）より農林水産業費が大幅な増

となり、さらに防災ラジオ整備事業により消防費が大幅な増となっています。 

 

 

※以下の主な理由は昨年度と比較して増減の大きい分野のみを抜粋しています。 

 

総務費 ６９億９，９６４万４円（前年度比 約１３億４，２５９万円の減）  

（増減の主な理由） 

  特別定額給付金給付事業・・・・・・・・・・・・・約３２億２２０万円の減 

   庁舎建設事業・・・・・・・・・・・・・・・・約２５億８，６３９万円の増 

 

民生費 ８３億６，８９６万円（前年度比 約４億５９７万円の増）  

（増減の主な理由） 

  災害救助費・・・・・・・・・・・・・・・・・・約４憶９，４５４万円の減 

  非課税世帯給付金事業・・・・・・・・・・・・・約４億３，７１０万円の増 

  子育て世帯等への給付金事業・・・・・・・・・・約３億９，９９８万円の増 

 

衛生費 ６６億２６９万円（前年度比 約１５億１，０８９万円の増）  

（増の主な理由） 

  災害廃棄物処理事業・・・・・・・・・・・・・約１３憶６，０９８万円の増 

  新型コロナウイルスワクチン接種事業・・・・・・・・約２億８７３万円の増 

 

農林水産業費 １１億２，５７９万２千円（前年度比 約７億３，６６６万円の増）  

  （増減の主な理由） 

   強い農業・担い手づくり総合支援事業の増・・・・約６億４，５４６万円の増 

   素材生産販売委託事業の増・・・・・・・・・・・・・約１，４９９万円の減 

 

商工費 ９億８，６５６万３千円（前年度比 約２億８，９０１万円の増）  

（増減の主な理由） 

  ふるさと納税事業・・・・・・・・・・・・・・・約３億１，６３１万円の増 

  令和２年７月豪雨対応支援仮設施設整備事業・・・約２億１，７００万円の減 
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土木費 １３億３，２７０万５千円（前年度比 約２億５，６７１万円の増）  

（増の主な理由） 

 道路メンテナンス事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・約４，５７８万円の増 

  社会資本整備総合交付金事業（公園）・・・・・・・・・・・約５，３０６万円の増 

  公営住宅ストック総合改善事業・・・・・・・・・・・・・・・８，１６８万円の増 

 

消防費 １１億２，１４７万円（前年度比 約５億２，３４２万円の増）  

（増の主な理由） 

防災行政無線整備事業（デジタル同報無線システム）・・約４億７，１３２万円の増 

防災ポータルサイト構築事業・・・・・・・・・・・・・・・約２，１７８万円の増 

 

教育費 １３億４，０６５万円（前年度比 約２億２，１５６万円の増）  

（増減の主な要因） 

人吉スポーツパレス改修事業・・・・・・・・・・・・・約２億１，３３８万円の増 

学校ＩＣＴ整備事業（小中学校）・・・・・・・・・・・約１憶１，１７４万円の減 

小中学校施設改修事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・約３，６８７万円の増 

給食センター管理費（調理機器更新等）・・・・・・・・・・・・約１，２０２の増 

 

※ 行政分野ごとの歳出状況の詳細は、別掲載の「令和３年度決算に係る主要な施策の成果報

告」をご覧ください。 

 

  *各目的別の用語説明* 

○議会費 

議会運営に要する経費 

○総務費 

市庁舎運営費など総務的な経費 

○民生費 

児童福祉など社会保障関係経費 

○衛生費 

保健衛生や環境対策などの経費 

○労働費 

雇用対策等に要する経費 

○農林水産業費 

農林水産業振興に要する経費 

○商工費 

商工業・観光業の振興経費 

○土木費 

道路、河川、公園などの整備費 

○消防費 

消防に要する経費 

○教育費 

小中学校や公民館運営費など 

○災害復旧費 

災害被害の復旧に要する経費 

○公債費 

地方債等の元利返済金 

○諸支出金 

普通財産取得などに要する経費 

 

○予備費 

予算外の支出等にあてるため使途を特定しないで計上する経費 
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≪目的別歳出決算の状況≫

決算額 構成比 決算額 構成比 増減額

議会費 170,359 0.5% 169,742 0.6% 617 0.4 % ▲ 8.0 %

総務費 6,999,644 21.9% 8,342,241 29.1% ▲ 1,342,597 ▲ 16.1 % 100.0 %

民生費 8,368,960 26.2% 7,962,985 27.7% 405,975 5.1 % 17.0 %

衛生費 6,602,690 20.6% 5,091,794 17.7% 1,510,896 29.7 % 332.1 %

労働費 15,632 0.0% 15,632 0.1% 0 0.0 % ▲ 1.4 %

農林水産業費 1,125,792 3.5% 389,126 1.4% 736,666 189.3 % 2.3 %

商工費 986,563 3.1% 697,551 2.4% 289,012 41.4 % ▲ 1.3 %

土木費 1,332,705 4.2% 1,075,986 3.7% 256,719 23.9 % ▲ 33.6 %

消防費 1,121,470 3.5% 598,045 2.1% 523,425 87.5 % ▲ 0.6 %

教育費 1,340,650 4.2% 1,119,087 3.9% 221,563 19.8 % ▲ 3.7 %

災害復旧費 2,395,312 7.5% 1,835,084 6.4% 560,228 30.5 % 1410.2 %

公債費 1,524,339 4.8% 1,410,736 4.9% 113,603 8.1 % ▲ 0.1 %

諸支出金 0 0.0% 0 0.0% 0 - % - %

31,984,116 100.0% 28,708,009 100.0% 3,276,107 11.4 % 56.4 %

（単位：千円）

歳出合計

前年度

増減率 増減率
区　　　　分

令和３年度 令和２年度 比　　較
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②  経費の性質から見る歳出の状況（性質別経費） 

 人件費、借入金の返済額、建設事業に要した経費などその支出を性質別に見た歳出の状況です。性

質別経費のうち、支出が義務付けられ任意に削減しにくい固定的な経費を「義務的経費」、道路や学

校の建設事業経費、災害復旧に要した経費などのように、支出の効果が資本形成に向けられ、施設等

が資産として将来に残るものに支出される経費のことを「投資的経費」と言います。 

 令和３年度の場合、令和２年７月豪雨に伴う災害廃棄物処理事業の影響により物件費の占める割合

が大きく、次いで投資的経費、扶助費の順となっています。一方、義務的経費は例年約５０％近くを

占めていましたが、全体の金額が増加し、またその多くが物件費、投資的経費であったことから全体

の約３０％の割合となりました。 

 

 

義務的経費 ９６億８，６５４万円（前年度比 約９億７，５７７万円の増）  

全ての義務的経費で増となっています。 

◆人件費  ２８億８，８７７万３千円（前年度比 約３億４，１７８万円の増） 

（増の主な理由） 

 退職金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約２億１，６７２万円の増 

 職員給（任期付き職員）・・・・・・・・・・・・・約６，７９７万円の増 

  

◆扶助費  ５２億７，４４２万８千円（前年度比 約５億２，０３８万円の増） 

（増の主な理由） 

 非課税世帯給付金・・・・・・・・・・・・・・約４億３，７１０万円の増 

子育て世帯等への給付金・・・・・・・・・・・約３億９，９９８万円の増 

 

◆公債費  １５億２，４３３万９千円（前年度比 約１億１，３６０万円の増） 

（増の主な理由） 

 災害復旧事業債・・・・・・・・・・・・・・・・・約４，３０３万円の増 

臨時財政対策債・・・・・・・・・・・・・・・・・約３，７７０万円の増 

 

投資的経費 ６７億６，４７２万９千円（前年度比 約４２億１，１９２万円の増）  

◆普通建設事業費 ４３億６，９４１万７千円（前年度比 ３６億５，１６９万円の増） 

  うち単独事業 ３５億６，１１３万８千円（前年度比 ３２億  ３７６万円の増） 

（増の主な理由） 

市庁舎建設関連事業・・・・・・・・・・・・約２５憶８，６３９万円の増 

防災行政無線（防災ラジオ）整備事業・・・・・約４憶７，１３２万円の増 

スポーツパレス大アリーナ改修事業・・・・・・約２憶１，３３８万円の増 

 

◆災害復旧事業費  ２３億９，５３１万２千円（前年度比 ５億６，０２２万円の増） 

（増減の主な理由） 

公共土木施設災害復旧事業・・・・・・・・・・約４憶  ８８８万円の減 

農地・農業用施設災害復旧事業・・・・・・・・約８億９，４１１万円の増 

文教施設災害復旧事業・・・・・・ ・・・・・約１億８，４３３万円の増 
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その他経費 １５５億３，２８４万７千円（前年度比 約１９億１，１５８万円の減）  

◆物件費  ７７億８，３９８万３千円（前年度比 約１２億   ４９１万円の増） 

  （増減の主な理由） 

災害廃棄物処理事業・・・・・・・・・・・・・約１３億６，０９８万円の増 

新型コロナウイルスワクチン接種事業 ・・・・・約２億  ８７３万円の増 

ＧＩＧＡスクール構想事業・・・・・・・・・・・約１億１，１７４万円の減 

    

◆補助費等 ３５億４，７２０万７千円（前年度比 約２５億５，８７１万円の減） 

（増減の主な理由） 

特別定額給付金給付事業・・・・・・・・・・・約３１億９，０３０万円の減 

中長期派遣職員負担金・・・・・・・・・・・・・約１億   ６１万円の増 

災害救助費負担金返還金・・・・・・・・・・・・約６億５，３２６万円の増 

 

◆積立金 １９億６，８７３万８千円（前年度比 約１０億 ８４万円の減） 

（増の主な理由） 

減債基金積立金・・・・・・・・・・・・・・・・約５億２，６１７万円の減 

人吉応援団基金積立金・・・・・・・・・・・・・約６億４，３３０万円の減 

財政調整基金・・・・・・・・・・・・・・・・・約１億９，９９９万円の増 

 

   

 

 

 

 

 

 

≪性質別歳出決算の状況≫

決算額 構成比 決算額 構成比 増減額

義務的経費 9,686,540 30.3% 8,710,770 30.3% 975,770 11.2 % ▲ 0.6 %

人件費 2,887,773 9.0% 2,545,990 8.9% 341,783 13.4 % ▲ 6.6 %

扶助費 5,274,428 16.5% 4,754,044 16.6% 520,384 10.9 % 2.7 %

公債費 1,524,339 4.8% 1,410,736 4.9% 113,603 8.1 % ▲ 0.1 %

投資的経費 6,764,729 21.1% 2,552,803 8.9% 4,211,926 165.0 % ▲ 29.7 %

普通建設事業費 4,369,417 13.6% 717,719 2.5% 3,651,698 508.8 % ▲ 79.6 %

うち補助事業費 779,182 2.5% 350,906 1.2% 428,276 122.0 % ▲ 69.0 %

うち単独事業費 3,561,138 11.1% 357,378 1.2% 3,203,760 896.5 % ▲ 84.8 %

災害復旧事業費 2,395,312 7.5% 1,835,084 6.4% 560,228 30.5 % 1410.2 %

うち補助事業費 2,065,683 6.5% 1,495,438 5.2% 570,245 38.1 % 2708.8 %

うち単独事業費 329,629 1.0% 339,646 1.2% ▲ 10,017 ▲ 2.9 % 397.5 %

失業対策事業費 0 0.0% 0 0.0% 0 - % - %

その他の経費 15,532,847 48.6% 17,444,436 60.8% ▲ 1,911,589 ▲ 11.0 % 192.6 %

うち物件費 7,783,983 24.3% 6,579,070 22.9% 1,204,913 18.3 % 244.2 %

うち補助費等 3,547,207 11.1% 6,105,925 21.3% ▲ 2,558,718 ▲ 41.9 % 223.3 %

31,984,116 100.0% 28,708,009 100.0% 3,276,107 11.4 % 56.4 %

（単位：千円）

前年度

増減率

内
訳

内
訳

増減率

比　　較令和３年度 令和２年度

歳出合計

区　　　　分



10 

 

 

 
 

 

＊各性質別の用語説明＊ 

○義務的経費 

歳出経費のうち、その支出が義務付けられ、任意に削減できない経費。人件費、扶助費、公債費

が該当します。 

◆人件費・・・職員の給料や退職手当、議員の報酬など 

◆扶助費・・・児童や高齢者福祉、生活保護など社会福祉に要する経費 

◆公債費・・・地方債（借金）の元利返済金 

 

○投資的経費 

道路、公園、学校の建設など社会資本整備に要する経費。普通建設事業費、災害復旧事業費、失

業対策事業費が該当します。 

◆普通建設事業費・・・道路や公園、学校の建設改良経費など建設事業のための経費 

◆災害復旧事業費・・・災害被害の復旧に要する経費 

 

○その他の経費 

上記以外に「積立金」・「貸付金」・「投資及び出資金」・「繰出金（他会計へ支出する経費な

ど）」・「前年度繰上充用金（前年度会計で歳入が不足する場合に次年度の歳入を繰り上げて不足

額に充てるために要した経費）」があります。 

◆物件費・・・旅費や臨時職員等の賃金、交際費、需用費、役務費、備品購入費、委託料など 

◆補助費等・・一部事務組合等への負担金やさまざまな団体等への補助金、報償費、賠償金、寄

付金など 

 

人件費, 9.0%

扶助費, 16.5%

公債費, 4.8%

物件費, 24.3%

維持補修費, 0.2%

補助費等, 11.1%

積立金, 6.2%

投資・出資・貸付金, 

1.2%

繰出金, 5.6%

投資的経費, 21.2%

普通会計性質別構成

歳出総額

319億841万6千円
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３）歳入歳出差引 

「歳入－歳出」の額です。令和３年度決算では約４億６，０５５万円の黒字です。 

 

４）翌年度繰越財源 

令和３年度中に完了ができなかったため令和４年度へ繰り越した事業のための財源のことで、その

額は約１億４，７５２万円です。令和４年度へ繰り越した事業は、防災集団移転促進事業など計４１

本となりました。 

 

５）実質収支 

「歳入歳出差引額」から「翌年度繰越財源」を差し引いた額です。令和３年度決算は、約３億１，

３０３万円の黒字となりました。前年度より約８億８，３６１万円の減となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪決算収支の状況≫ （単位：千円）

形式収支 実質収支 単年度収支 実質単年度収支

 令和３年度(A) 460,556 313,031 ▲ 883,614 ▲ 483,610

 令和２年度(B) 1,384,844 1,196,645 876,799 929,808

 令和元年度 341,743 319,846 ▲ 123,818 ▲ 253,788

▲ 924,288 ▲ 883,614 ▲ 1,760,413 ▲ 1,413,418

区分

決算額

増減額（A－B）
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３ 市民１人当たりに置き換えて 

 歳入歳出決算を人吉市民１人当たりの額に換算してみました。また、１０年前（平成２３年度）・ 

２０年前（平成１３年度）と比べて決算内訳がどのように変化しているかについても掲載しています。 

 

１）市民１人当たりの決算額  

歳入歳出決算額を人吉市の人口（令和４年３月３１日現在３０，７６３人）で割り、市民一人当た

りの額を算出しますと次のとおりとなります。 

（単位：円） 

歳入の状況 市民一人当たりの額 

人吉市の税収（地方税） １１５，８６９ 

国、県から入るもの（交付税・国県支出金・各種交付金） ５８８，０４３ 

施設の使用料など 

（使用料・手数料・財産収入・分担金及び負担金） 
１２，０３６ 

借入金（地方債） ２４８，５６８ 

その他（寄付金・繰入金・繰越金・諸収入） ９０，１４９ 

合  計 １，０５４，６６５ 

 

（単位：円） 

歳出（目的別）の状況 市民一人当たりの額 

総務・税務徴税・議会など （議会費・総務費） ２３３，０７２ 

高齢者・子ども・障がい者など （民生費） ２７２，０４６ 

健康など （保健衛生費） ２１，７８１ 

ごみ処理など （衛生費・清掃費） １９２，８５０ 

農業費・商工観光費 （農林水産費・商工費） ６８，６６６ 

道路河川・公園・住宅 （土木費） ４３，３２２ 

消防・防災など （消防費） ３６，４５５ 

教育・文化・スポーツなど （教育費） ４３，５８０ 

借入金の返済 （公債費） ４９，５５１ 

その他 （労働費・災害復旧費・諸支出金） ７８，３７１ 

合  計 １，０３９，６９４ 

 

１人当たりの歳入額は１，０５４，６６５円、歳出額は１，０３９，６９４円となりました。 

歳出を見ると、民生関係に使われる額が約２７万２千円と一番大きくなっており、昨年度より約１

６万６千円も伸びています。これは、新型コロナウイルス感染症対策による非課税世帯及び子育て世

帯等への給付事業を行ったことが要因です。 

一方、歳入を見ると、市民が市税として納税する額が約１１万５千円、国県から交付される額が約

５８万８千円となっており、新型コロナウイルス感染症や令和２年７月豪雨により、多くを国や県か

らのお金に頼りながら運営をしていることがわかります。 
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２）決算構成の変化 ～２０年前の決算と比較する～ 

ここでは、過去と現在の決算構成を比較しています。２０年前と比べると歳入歳出構成はどのよう

に変化しているのでしょうか。 

〈歳入構成の推移〉 

 令和３年度の歳入合計は２０年前と比較して約１５２億４，９２５万円の増となっております。地

方税の約６億２，８４２万円の減、また、令和２年７月豪雨等の影響による国・県支出金や地方債の

増があっていることから、歳入の構成比を見ても、地方交付税、国・県支出金、各種交付金などの依

存財源が大きな割合を占めています。  

 

                                （単位：千円） 

 
Ｈ１３年度 Ｈ２３年度 Ｒ３年度 

地方交付税 5,259,411 4,986,088 6,409,810 

地方譲与税 175,498 142,890 166,465 

地方特例交付金 148,607 62,231 90,076 

各種交付金 663,384 411,247 904,380 

交通安全特別交付金 6,301 5,377 3,543 

国庫支出金 1,757,157 3,431,483 7,968,070 

県支出金 724,352 1,381,700 2,547,645 

地方債 1,222,800 966,198 7,646,684 

地方税 4,192,920 3,731,212 3,564,492 

その他 3,044,990 1,600,120 3,143,507 

合 計 17,195,420 16,718,546 32,444,672 

    ＊着色  の部分が自主財源となります。 
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〈歳出構成の推移〉 

歳出の目的別構成比は、民生費、衛生費の割合が増え、土木費が減少しています。令和２年７月豪

雨や新型コロナウイルス感染症対策への支出に加え、社会福祉への需要が高くなったことによるもの

です。それに対し土木費は２０年前に比べ大幅に減少していますが、今後は老朽化した施設などの修

繕のための支出が増えていくことが考えられます。 

 

 

（単位：千円） 

  １３年度 ２３年度 Ｒ３年度 

議会費 207,787 232,254 170,359 

総務費 2,018,708 1,743,112 6,999,644 

民生費 4,177,805 5,911,461 8,368,960 

衛生費 1,092,564 1,715,265 6,602,690 

労働費 71,429 168,137 15,632 

農林水産業費 603,161 501,579 1,125,792 

商工費 555,213 428,073 986,563 

土木費 2,720,129 1,010,989 1,332,705 

消防費 454,443 509,329 1,121,470 

教育費 2,540,959 1,378,395 1,340,650 

災害復旧費 95,110 25,403 2,395,312 

公債費 1,770,015 1,469,232 1,524,339 

諸支出金 0 0 0 

合 計 16,307,323 15,093,229 31,984,116 
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４ 目的税の使途状況 

 目的税とは、その使途を特定した上で徴収する税のことです。人吉市の場合は、都市計画税及び入

湯税がこれに該当します。 

 

１）都市計画税の使途状況 

都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てることを目的としています。

令和３年度は、下水道事業、公園整備事業、街路整備事業などの都市計画事業などに充てるとともに、

これらのために借り入れた地方債の償還（返済）に充てられています。令和３年度は事業費の約２９．

１％を都市計画税収で賄っています。 

 

令和３年度 都市計画税の使途及び財源内訳          （単位：千円） 

事業名 事業費 
財源内訳 

都市計画税 国県支出金 その他 一般財源 

街路 139,071 14,567 68,272 38,199 18,033 

公園 105,938 7,540 53,177 35,886 9,335 

下水道 59,706 26,679 0 0 33,027 

区画整理 0 0 0 0 0 

公債費 255,823 114,312 0  0 141,511 

計 560,538 163,098 121,449 74,085 201,906 

【主な事業】 

     ・都市計画道路下林願成寺線改良事業、西間公園施設設備改築事業 など 

 

２）入湯税の使途状況 

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備

並びに観光の振興（観光施設の整備を含む。）に要する費用に充てることを目的としています。令和

３年度は消防施設の整備、観光振興に要する費用に充てています。 

 

令和３年度 入湯税の使途及び財源内訳             （単位：千円） 

使途 事業費 
財源内訳 

入湯税 その他 一般財源 

消防施設等の整備 8,122 1,134 5,900 1,088 

観光振興 11,556 5,899 0 5,657 

計 19,678 7,033 5,900 6,745 

【主な事業】 

     ・消防団積載車購入、消火栓新設・修繕、防火水槽修繕 

・観光パンフレット・広告料、観光協会等補助金 ほか 
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５ 地方消費税引き上げ分の使途状況 

令和元年１０月１日から消費税率（国・地方）が８％から１０％に引き上げられました。これは、

今後も増加が見込まれる社会保障経費の財源確保のためとされており、その増収分については社会保

障施策に要する経費（事務費や人件費等を除く）に充てることとなっています。 

令和３年度決算における使途状況は次のとおりとなっています。 

 

地方消費税引き上げ分の使途状況                        （単位：千円） 

事業区分 事業費 国県支出金 その他 一般財源 

 

うち地方消費税

交付金（社会保

障財源化分） 

社会福祉 計 4,436,426 2,917,560 71,275 1,447,591 208,149 

障がい者福祉 1,013,217 743,849 11,427 257,941 37,089 

高齢者福祉 157,905 5,328 20,812 131,765 18,946 

児童福祉 2,322,787 1,636,678 32,042 654,067 94,049 

母子福祉 223,538 79,347 0 144,191 20,733 

生活保護扶助 559,057 448,428 3,842 106,787 15,355 

その他 159,922 3,930 3,152 152,840 21,977 

社会保険 計 1,014,893 197,644 0 817,249 117,512 

国民健康保険 327,149 181,851 0 145,298 20,892 

介護保険 687,744 15,793 0 671,951 96,620 

保健衛生 計 840,718 113,685 14,059 712,974 102,519 

感染症予防 89,172 0 14,059 75,113 10,801 

高齢者医療 651,416 110,266 0 541,150 77,812 

成人保健 68,575 2,731 0 65,844 9,468 

母子保健 22,325 688 0 21,637 3,111 

医療施策 9,230 0 0 9,230 1,327 

総 計 6,292,037 3,228,889 85,334 2,977,814 428,180 

＊各事業の一般財源の割合に応じて充当しています。 



 

 

 

 

 

第２章 財政分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

（余白頁） 
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第２章 財政分析 

 第１章では、普通会計の決算の概要についてふれました。ここからは、全国の自治体で用いられて

いる財政指標等によって市の財政状況の分析を行います。 

 

１ 主要財政指標から見た財政分析 

１）財政力指数 ０．４４１ 

～市の財政体力はどれくらいか？～ 

 

自治体が活動するうえで必要となる財源。その財源を自主的に調達できている割合はどれくらいか

を示すのが「財政力指数」です。この数値が「１」に近ければ（あるいは１を超える場合もある）財

政基盤が強いと言えます。自治体が自ら調達できる財源を「自主財源」といい、国や県などからのお

金を「依存財源」といいます。前者の代表的なものは「地方税」、後者の代表的なものは「地方交付税」

や「国県支出金」になります。本市は「依存財源」の割合が高く、市の財政基盤は強いとは言えませ

ん。 

 

 

 

 

 《財政力指数》 

「基準財政収入額」を「基準財政需要額」で除した数値の過去３年間の平均で、この指数が「１」に近い団体ほ

ど留保財源（自主財源）が大きいということになり、それだけ財源に余裕があるということになります。なお、

「１」を超える場合は普通交付税の不交付団体となります。 

  

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度
標準財政規模 9,178,819 9,080,282 9,014,247 9,015,517 8,947,808 9,105,703

２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度 ２年度 ３年度
標準財政規模 9,056,381 9,009,682 8,827,225 8,841,662 9,063,570 9,383,209
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２）経常収支比率 ９２．３％  

～経常的な支出は経常的な収入で賄うことがベスト～ 

 

経常収支比率とは、自治体の財政構造の弾力性（柔軟性）を判断する指標です。毎年経常的に支出

される経費のために、市税や地方交付税などの「経常一般財源」と呼ばれる経常的な収入がどれだけ

充てられたかを示す比率で、この比率が低いほど自由に使える資金が多く、臨時的な財政需要にも対

応できる余力があることになります。 

７０％～８０％が望ましい値、８０％超がやや不適、９０％以上はかなり不適という基準であるな

か、本市は、平成３０年度に１００％を下回ったものの、依然として高い数値であり、好ましい状況

ではありません。令和３年度は、地方税や地方交付税が増加し、さらに新型コロナウイルス感染症に

より経常的な支出が減少したことで４．６ポイントの減少となりました。１００％を超えているとい

うことは、経常的な支出を経常的な収入で賄えていないということです。賄えない分は、臨時的な収

入とされるもの（主な臨時的収入：特別交付税、都市計画税など）で補うことになり、１００％を超

えることが即財政破綻を意味するものではありませんが、ゆとりある財政運営を確保するためには、

経常的な支出削減や自主財源を確保するなどして改善することが必要となります。 
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 ※経常収支比率は、経常一般財源に減税補てん債及び臨時財政対策債を追加し、試算したものを計上。 

 

本市の経常収支比率は人吉市と同規模の自治体（類似団体）と比較しても、高い状況にありますの

で、引き続き行財政改革等を行い改善していく努力が必要です。 

 

《経常収支比率》 

算定方法は、まず歳出経費を経常的経費と臨時的経費に分けます。その上で、以下の算定式により算出 

します。 

経常収支比率＝（①経常経費充当一般財源等）÷（②経常一般財源等総額） × 100（％） 

① 経常経費充当一般財源等・・支出のうち人件費、扶助費、公債費等の経常経費を指します 

② 経常一般財源等総額・・地方税、地方交付税、地方譲与税等の収入 

 

３）実質公債費比率 ５．６％   ～ローンの返済が財政を圧迫していないか？～ 

 

実質公債費比率は、平成１８年４月に地方債制度が「許可制度」から「協議制度」に移行したこと

に伴い導入された財政指標です。それまで反映されていなかった公営企業の公債費への一般会計繰出

金、一部事務組合の公債費に対する負担金、債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの等

公債費類似経費を算入しています。実質公債比率は低いほど健全とされ、この比率が１８％以上の団

体は引き続き地方債の発行に国の許可が必要となり、２５％以上の団体にあっては、一般事業等の起

債が制限されることになっており、後年度の財政負担となる市債依存度の目安となる数値として活用

されています。 

実質公債費比率は当該年度を含む過去３か年平均で算出します。本市の令和３年度決算における実

質公債費比率は５．６％です。熊本県下の市の平均は８．８％で、県下の市平均を下回る低い値とな

っています。 

 

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度
経常一般財源（A) 9,392,955 9,158,430 9,089,676 8,949,356 9,124,322 9,317,558
経常経費充当一般財源（B) 9,267,526 9,046,777 9,071,422 8,748,860 9,226,639 9,297,201
差引額（A)－（B)＝（C) 125,429 111,653 18,254 200,496 △ 102,317 20,357
経常収支比率（B)÷（A)×100 98.7 98.8 99.8 97.8 101.1 99.8

２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度 ２年度 ３年度
経常一般財源（A) 9,169,525 9,128,117 8,988,724 8,969,065 8,886,347 9,686,260
経常経費充当一般財源（B) 9,424,044 9,197,923 8,884,103 8,955,899 8,614,568 8,939,718
差引額（A)－（B)＝（C) △ 254,519 △ 69,806 104,621 13,166 271,779 746,542
経常収支比率（B)÷（A)×100 102.8 100.8 98.8 99.9 96.9 92.3
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４）地方債（借入金）の残高 約２４２億円 

～借金の残高はどれくらい？市民１人当たりに換算したら？～ 

 

自治体は、学校建設や道路整備など多くのお金を要する事業においては、借入金を活用しながら財

政運営を行います。自治体が借り入れるお金を「地方債」と呼びます。多くの自治体では毎年度、こ

の地方債を活用しながら財政運営を行っているところですが、無計画な地方債の使用は財政の硬直化

へつながるため、将来の償還計画を常に考えておくことが必要です。本市では、元利償還金に交付税

措置（国が交付する地方交付税の中に返済に要する経費が含まれて交付されること。）がある有利な地

方債を中心に、極力後年度負担が増えないような借り入れを行っています。地方債の残高は、平成２

６年度をピークに減少傾向にあり、借入額も減少していたものの、平成２９年度から市庁舎建設事業

が始まったことにより、再び借入額が大きく増加し、さらに令和２年７月豪雨に伴う災害復旧事業に

より地方債が増加することが見込まれます。一方でこれまで増加を続けていた臨時財政対策債（国か

らの地方交付税交付で不足する分を自治体が借り入れを行うもので、返済に係る分は後年の地方交付

税で措置されます。）は減少傾向にあります。今後、平常時は返済額以下の借入に抑え、市債の平準化

に努めて行くことが必要です。 

 

 

つぎに、地方債残高を市民１人当たりにするといくらになるかを試算します。 

令和３年度末現在で１人あたり約７８万５千円となりました。昨年度末に比べ約２０万８千円増え

ています。類似団体（人口規模や産業構造で３５のグループの同じグループに属する自治体）と比較

すると令和２年度末で約２千円多い状況にあります。
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５）積立金（財政調整基金・減債基金）現在高の状況 約３２億２千万円 

～市の貯金算高は？市民１人あたりに換算すると？～ 

 

 市の貯金にあたるものが「基金」です。市が持つ基金には、まちづくりに使う基金、庁舎建設のた

めの基金などその使用目的ごとに複数の基金がありますが、その中でも、ここでは財源不足などの際

に充てることのできる基金とされる「財政調整基金」と「減債基金」という２つの基金残高を掲載し

ております。 

本市の財政調整基金と減債基金の現在高は、次のページのグラフのとおりですが、財政調整基金に

限っては標準財政規模の３％から５％程度が保有分の目安とされています。本市の場合は毎年のよう

に基金を取り崩して財政運営を行ってきたため、令和元年度決算で約１．７％となっていましたが、   

令和３年度は、令和２年７月豪雨に伴う地方交付税等の増や経常的な支出の減により剰余金を財政調

整基金や減債基金に積み立てることができ、大きく増加しました。結果、財政調整基金は保有目安を

上回ることとなりましたが、今後増加が見込まれる令和２年７月豪雨からの復興事業や市債の償還に

備えておく必要があるため、今後も引き続き基金に頼らない財政運営を行っていかなければなりませ

ん。 

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度
人吉市（A) 398,934 379,917 405,404 411,793 416,567 427,434
類似団体（B) 515,108 531,464 567,848 573,225 556,457 556,208
（A)-（B) △ 116,174 △ 151,547 △ 162,444 △ 161,432 △ 139,890 △ 128,774

28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度
人吉市（A) 421,548 430,222 447,852 505,576 577,038 785,772
類似団体（B) 570,552 585,294 581,347 569,856 574,927
（A)-（B) △ 149,004 △ 155,072 △ 133,495 △ 64,280 2,111
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６）職員給の状況  約１６億９，３３７万円 

～職員給の状況はどうなっている？～ 

 

 ここでは、職員給の状況についてお知らせします。本市では平成１７年から平成２１年までの５年

間で市職員の定員適正化計画を策定し、人件費の見直しを行ってまいりました。その結果、平成２１

年度時点では平成１６年度と比較すると職員給、職員数ともに約１割の削減を行っております。さら

に平成２４年度に新たな定員適正化計画を策定し、引き続き職員給、職員数の適正化に努めていると

ころです。 

 平成２５年度については、国家公務員の給与減額支給措置に準じた給与の減額支給を行ったことに

より減少していますが、その措置期間が平成２６年３月末までとなっており、平成２６年度は減額支

給が終了したことで増額となっています。平成２７年度から平成２８年度は、平成２８年度の大量退

職者を見込んで新規採用職員を増やしたことにより増額となっておりますが、平成２９年度において

も大量の退職があったため減額に転じています。平成３０年度は、平成２９年度の退職の影響により

職員給は減額となったものの、退職分を任期付き職員や再任用職員を採用しており、職員数は増加し

ています。令和２年度は、職員数は横ばいであるものの、令和２年７月豪雨に伴う時間外等勤務手当

や災害派遣手当が増となったことにより職員給は増加しました。令和３年度は、令和２年度に実施し

た給与カットが元に戻ったこと、復興に係る任期付き職員数の増が影響し、増となっています。 

 

 

 

年度決算額（職員給） 

 

 

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度
職員給（千円） 1,566,870 1,572,174 1,552,976 1,472,493 1,554,192 1,561,913
職員数（人） 291 290 290 284 282 285

28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度
職員給（千円） 1,585,363 1,571,351 1,548,339 1,584,793 1,625,400 1,693,370
職員数（人） 286 282 287 285 293 292
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２ 財政用語集 

用語 見方 算式 

形式収支 

 普通会計の決算収支を表示する一形式

であり、歳入決算総額から歳出総額を単純

に差し引いた「歳入歳出差引額」のことで

す。 

 これは、出納閉鎖期日現在における当該

年度中に収入された現金と支出された現

金の差額すなわち現金尻を表示するもの

になります。 

歳入－歳出 

実質収支 

 形式収支から翌年度へ繰越すべき財源

を控除した決算額をいい、形式収支に発生

主義的要素を加味した指標です。また前年

度以前からの収支の累積でもあり、一般的

に標準財政規模の３～５％程度が望まし

いとされています。 

（歳入－歳出）－翌年度へ繰り越すべき

財源 

単年度収支 

 当該年度の実質収支から前年度の実質

収支を差し引いた額であり、当該年度に新

たに生じた剰余額またはその逆を把握す

るための指標です。 

当該年度実質収支－前年度実質収支 

実質単年度 

収   支 

 単年度収支の中には実質的な黒字要素

（財政調整基金積立、地方債繰上償還）や

赤字要素（財政調整基金取崩）が含まれて

いるため、これらを控除した指標です。 

単年度収支＋財政調整基金積立額＋地

方債繰上償還額－財政調整基金取崩額 

標準財政 

規  模 

 当該団体が合理的かつ妥当な水準にお

いて行政を行うための標準的な一般財源

の規模を示した額です。 

｛（基準財政収入額－各種譲与税－児童

手当特例交付金－交通安全対策特別交

付金）×100／75＋各種譲与税＋児童手

当特例交付金＋交通安全対策特別交付

金｝＋普通交付税＋臨時財政対策債発行

可能額 

財政力指数 

 当該年度の財政力を表す指標。基準財政

収入額を基準財政需要額で除して得た数

値の当該年度を含む過去３ヶ年の平均値

をいいます。財政力指数が「１」に近くあ

るいは「１」を超えるほど財源に余裕があ

るものとされています。 

基準財政収入額／基準財政需要額 

の３ヶ年平均 
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経常収支 

比  率 

 財政構造の弾力性を表す比率。 

 人件費、扶助費、公債費等の経常経費に

地方税、地方交付税、地方譲与税を中心と

した経常一般財源がどの程度充当された

かを見る指標で、この比率が低いほど、普

通建設事業等の臨時的経費に充当できる

経常一般財源に余裕があり、財政構造が弾

力性に富んでいることを示します。 

経常経費充当一般財源の額／経常一般

財源×100（％） 

 

〈経常一般財源には、平成 13 年度から

減収補てん債及び臨時財政対策債の発

行額を含む〉 

起債制限 

比  率 

 地方債の発行を制限するための指標。 

 財政の健全性を確保するため公債費負

担が著しく高い団体については、地方債の

発行が制限されます。現在、制限ラインは

２０％とされています。 

〔元利償還金のうち特財充当分、繰上償

還分及び公営企業債償還分を除いた一

般財源等－災害復旧費等として基準財

政需要額に算入された公債費－事業費

補正により基準財政需要額に算入され

た公債費〕／〔標準財政規模－災害復旧

費等として基準財政需要額に算入され

た公債費－事業費補正により基準財政

需要額に算入された公債費〕×100（％）

の３ヶ年平均値 

実質公債費 

比   率 

 地方税や普通交付税のように使途が特

定されておらず、自治体に毎年度経常的に

収入される財源のうち、公債費や公営企業

債に対する繰出金などの公債費に準ずる

ものに充当されたものの割合。 

 この比率が１８％以上の団体は、地方債

の発行に際し知事の許可が必要となり、２

５％以上の団体（早期健全化基準以上の団

体）は一部の単独事業に係る地方債が制限

され、３５％以上の団体（財政再生基準以

上の団体）は災害関係を除く一般公共事業

債などの補助事業に関する起債も制限さ

れます。 

（A ＋B）－（C＋D）／E－D×100（％）

の３ヶ年平均値 

A：地方債の元利償還金（繰上償還等を

除く） 

B：地方債の元利償還金に準ずるもの 

C：元利償還金等に充てられる特定財源 

D：普通交付税の額の基準財政需要額に

算入された地方債の元利償還金等 

E：標準財政規模 

 



 

 

 

 

 

（余白頁） 
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第３章 財政健全化法から見た財政状況 

 

１ 財政健全化法とは 

第１章、第２章では、市の普通会計決算状況の概要と全国的に用いられている財政指標による分析

をみていただきました。しかしながら、市には普通会計だけでなく国民健康保険事業会計や公共下水

道事業会計など、その他複数の会計が存在します。それらを含めた市全体の決算状況はどうであった

のか、また、単年度の収支から見える財政状況分析だけでなく、ストック（負債等）を含めた財政状

況が健全な状態であるかということは重要でありながらも、これまで使われてきた財政指標からは見

えない状況でした。そこで、これらの問題点を改善するため、平成１９年度に「地方公共団体の財政

の健全化に関する法律」（通称：財政健全化法）が制定され、財政の健全性を判断するための指標「健

全化判断比率」と公営企業の経営状況を明らかにする指標「資金不足比率」という２つの指標が設け

られました。これらは平成１９年度決算から公表が義務付けられています。 

第３章では、この財政健全化法に基づく指標を用いて分析を行います。 

 

 

 現行の地方財政制度が抱えていた課題  

○ 分かりやすい財政情報の開示が不十分 

○ 再建団体の基準しかなく、早期是正機能がない 

○ 普通会計を中心にした単年度の収支の指標のみで、ストック（負債等）の財政状況に課題があ

っても問題とならない（見えない） 

○ 公営企業に早期是正機能がない 

 

 課題の改善  

○ 指標の整備 

   →フロー指標： 「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」「実質公債費比率」 

→ストック指標：「将来負担比率」 

国の算定基準に基づき全国の自治体が算定を行う。財政状況に応じて「健全段階」「早期健全

化段階」「財政再生段階」の３つの段階に区分される。４つの指標のうち１つでも基準を超えた

場合、「財政健全化計画」や「財政再生計画」を定め、財政の健全化を図っていく。 

○ 情報開示の徹底 

 監査委員の審査に付し、議会に報告、公表を行うことを義務付け 
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 健全化判断比率と資金不足比率の対象とする範囲  

 

それぞれの指標が算定する範囲は、次の表のとおりです。 

 

健全化判断比率・資金不足比率の対象図 

 

 

２ 健全化判断比率 

 

 健全化判断比率とは、地方自治体における財政状況がどの水準にあるのかを示すものです。健全化

判断比率は「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」「実質公債費比率」「将来負担比率」の４つの指標

から構成されます。これらの数値が１つでも一定値（早期健全化基準（黄信号！）や財政再生基準（赤

信号!!））を上回ると、「健全な状態ではない」と判断され、健全化へ向けた計画の作成と実施状況の

報告などが義務付けられます。 

 人吉市の令和３年度決算に基づく健全化判断比率は次の表のとおりです。 

 

令和３年度決算に基づく人吉市の健全化判断比率 

 

人吉球磨交通体系整備事業

国民健康保険事業

介護保険事業

後期高齢者医療

うち地方公営企業会計

水道事業

公共下水道事業

工業用地造成事業

【一部事務組合・広域連合】

人吉球磨広域行政組合

人吉下球磨消防組合

熊本県後期高齢者医療広域連合

地方公社・第三セクター

人

吉

市

　一般会計

　特別会計
普通会計

公営事業会計

①
実
質
赤
字

②
連
結
実
質
赤
字

③
実
質
公
債
費
比
率

④
将
来
負
担
比
率

資

金

不

足

比
率

（単位：％）

令和３年度 令和２年度

①　実質赤字比率 － － － 13.44 20.0

②　連結実質赤字比率 － － － 18.44 30.0

③　実質公債費比率 5.6 4.9 0.7 25.0 35.0

④　将来負担比率 24.8 37.4 △ 12.6 350.0

※表中の『－』は実質赤字比率及び連結実質赤字比率がないことを表します。

区分
健全化判断比率

対前年比 早期健全化判断比率 財政再生基準
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１）『実質赤字比率』 

一般会計等（※）に赤字額がある場合の赤字の程度を表すものです。実質収支比率と同じ捉え方を

した指標ですが、赤字部分を対象とするので、実質収支額が黒字ならば「－」で表示し、赤字であれ

ば、その額を標準財政規模で除して比率を算出します。 

令和３年度決算では、一般会計等は黒字であったため、この数値は出ておりません。 

※一般会計等・・・人吉市では一般会計・人吉球磨地域交通体系特別会計の２つ。 

 

２）『連結実質赤字比率』 

一般会計等に特別会計と公営企業会計を合わせて赤字額がある場合の赤字の程度を表すものです。

実質赤字比率と同じく、実質収支額が黒字ならば「－」で表示し、赤字であればその額を標準財政規

模で除して比率を算出します。 

令和３年度決算では、全会計とも黒字決算であったため、この数値は出ておりません。「実質赤字

比率」「連結実質赤字比率」は、比率の高さ以前に、その値が算出されること自体が憂慮されること

を意味します。本市は問題ない状況と言えます。 

 

３）『実質公債費比率』 

借入金の返済額やこれに準じるものの額が財政規模に対してどれくらいかを表したものです。本市

の令和３年度決算では５．６％でした。昨年度からすると。庁舎建設の元金償還が始まったこと等に

より０.７％上昇しましたが、早期健全化基準の２５．０％を下回っていることから、健全な状況に

あると言えます。 

 

４）『将来負担比率』 

借入金の返済額など、本市の一般会計等が将来負担する負債が財政規模に対してどれくらいかを指

標化したものです。これまで、地方公共団体が背負っている将来負担は、地方債残高、債務負担行為

支出予定額などそれぞれ個別に、また会計ごとに表されてきました。しかし、これらは金額だけ示さ

れても、その金額が適度なものなのか、あるいは過大なものなのかを判断することができませんでし

た。また、地方公共団体の負担については、一部事務組合や第３セクターに及ぶ場合もありますが、

その分の将来負担がどの位になるのかなどを表す手法もありませんでした。この将来負担比率はそれ

らの問題点を改善する指標として新しく盛り込まれたものです。 

本市の状況は、令和３年度決算では２４．８％でした。昨年度よりも１２．６％減少しており、早

期健全化基準３５０％を大きく下回っています。 

現状は健全な状態と言えますが、今後、借入金に頼った事業拡大や基金に頼った財政運営を続ける

と、この比率を悪化させることになります。そのような意味で、将来負担比率は現状を単純に計るの

ではなく、将来を見据えた財政運営の指針として捉える必要があります。 
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ＣＨＥＣＫ！ 昨年度との比較 
 

『実質公債費比率』・・・対前年度比 ０．７％ 

この比率は３ヶ年の平均（令和元年度～令和３年度）で算出されます。単年度ごとの実質公債費比

率は、令和元年度 ５．０％、令和２年度 ５．５％、令和３年度 ６．５％となっています。庁舎建設の元金

償還が始まったことなどで、単年度では前年度より１．０％増となりました。（算定方法は３０ペー

ジにあります。） 

 

『将来負担比率』・・・・対前年度比 △１２．６％ 

この比率は地方債の残高やそれに準じるものの額（債務負担行為額や公営企業、一部事務組合等へ

地方債の償還分として一般会計から繰出しを行う額など）、職員の退職手当負担見込額などを将来の

負担予定額として分子に計上し、標準的な将来の収入予定額（標準財政規模等）を分母に計上して算

出します。前年度に比べ１２．６％減となりました。これは、剰余金を財源として将来の起債償還に

備えた減債基金への積立や災害復旧事業債や災害対策債の発行による基準財政需要額算入見込額の

増加により、充当可能基金が増加したことで分子の割合が小さくなり減少となりました。（算定方法

は３１ページにあります。） 

 

 

昨年度に引き続き、本市の健全化判断比率の状況は「黄信号」である早期健全化基準などを下回り

おおむね健全な状態と言えます。しかし、先にも述べたように借入金や基金に頼った財政運営は財政

を悪化させることになるので、将来の税収等の収入財源を見据え、本市の財政規模に見合った事業を

行うなど、今後も財政状況が悪化しないように注意しなければなりません。 
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３ 資金不足比率 

 資金不足比率とは、公営企業の資金不足がある場合、その資金不足が事業規模に対してどれくらい

かを指標化したものです。この比率が高くなるほど、その公営企業の経営状態に問題があることにな

ります。人吉市には４つの公営企業があります。いずれも、令和３年度決算における資金不足額はあ

りませんでした（表中は『－』表示）。 

 

令和３年度決算に基づく人吉市の資金不足比率 

 

 

４ 用語解説 

 

各用語の意味、算定方法については下記を参考にしてください。 

 

１）実質赤字比率 

一般会計等の実質収支が赤字となった場合に、その赤字額が標準財政規模に対してどれくらいの割

合かを測る指標です。家計に例えて言えば、年収に占める年間の赤字額の割合になります。 

  

 算定式  

実質赤字比率 ＝ 
一般会計等の実質赤字額 

標準財政規模 

 

※標準財政規模…地方公共団体の標準的な状態で通常収入されると見込まれる経常的

一般財源の規模を示すもの 

 

 

  

令和３年度 令和２年度

　水道事業特別会計 － － －

　公共下水道事業特別会計 － － －

　工業用地造成事業特別会計 － － －

※表中の『－』は資金不足がないことを表します。

特別会計の名称
資金不足比率

対前年比
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２）連結実質赤字比率 

一般会計等と国民健康保険や下水道などの特別会計すべての実質収支総額が赤字となった場合に、

その赤字額が標準財政規模に対してどれくらいの割合かを測る指標です。 

 

 算定式  

連結実質赤字比率 ＝ 
連結実質赤字額 

標準財政規模 

 

 

 

 

３）実質公債費比率 

 決算年度において、一般会計等が負担した地方債の償還額など債務返済に支出された額の標準財政

規模に対する割合です。家計に例えて言えば、年収に占める年間の借金返済額の割合になります。 

 

 算定式  

実質公債費比率＝ 

（元利償還金＋準元利償還金）－ 

（特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

標準財政規模－ 

（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

 

＊この算定式で３ヶ年分を算出し、その平均値が実質公債費比率となります。 

 

  ※元利償還金・・・地方債（市の借金）の返済金。上記算定式では、特に一般会計等における返済金の

ことを指しています。 

  ※準元利償還金・・上記算定式では、一般会計等以外の公営企業会計（公共下水道事業特別会計など）

で発行した地方債や人吉市が加入している一部事務組合が発行した地方債の返済の

ために、一般会計が負担したと認められるお金。 

  ※特定財源・・・元利償還金、準元利償還金返済のために特定して歳入されたお金のこと。           

地方債の償還に充てる公営住宅の使用料や都市計画税など。 

  ※基準財政需要額算入額・・交付税算入のある地方債を起こした場合には、後年度の地方交付税の中に

当該年度の地方債元利償還金分が含まれて交付されます。特定財源と同様、実質公

債費比率を算定する際には、その額を地方債残高等から控除します。 
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４）将来負担比率 

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債額の標準財政規模に対する割合です。 

  

 算定式  

 

将来負担比率＝ 

将来負担額－ 

（充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債現在高に係る基準財政需要額算入額） 

標準財政規模－ 

（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

 

※将来負担額・・○一般会計等の当該年度の前年度における地方債の現在高 

○債務負担行為に基づく支出予定額 

○一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの負担等見込額 

○当該団体が加入する一部事務組合等の地方債元金償還に充てる当該団体からの負担行 

 為等見込額 

○退職手当支給予定額のうち、一般会計等の負担見込額 

○地方公共団体が設立した一定の法人の負債額、その者のために債務を負担している 

場合の当該債務の額のうち、当該法人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等の 

負担見込額 

          ○連結実質赤字額 

○一部事務組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計負担見込額 

※特定財源・・国や県等からの利子補給・貸付金の財源として発行した地方債に係る貸付金の元利償還金、 

公営住宅使用料、都市計画事業の財源として発行された地方債償還額に充当した都市計画税 

など 
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５）資金不足比率 

公営企業ごとの資金の不足額の事業規模（事業収入のこと）に対する比率です。 

 

 算定式  

資金不足比率 ＝ 
資金不足額 

事業の規模 

  ※資金不足額 

○「法適用企業」の資金不足額 

  ★人吉市では「水道事業特別会計」・「公共下水道事業特別会計」の２つ 

資金不足額＝（流動負債充用額＋建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方

債の現在高）－流動資産 

 

○「法非適用企業」の資金不足額  

★人吉市では「工業用地造成事業特別会計」・「国民宿舎特別会計」の２つ 

資金不足額＝（繰上充用額＋支払繰延・事業繰越＋建設改良費等以外の経費の財源に充てる

ために起こした地方債の現在高）－（解消可能資金不足額（計画赤字額） 

  ※事業の規模 

   ○「法適用企業」の事業規模＝営業収益の額－受託工事収益の額 

   ○「法適用企業・宅地造成事業」の事業規模＝資本＋負債 

   ○「法非適用企業」の事業規模＝一時借入金＋地方債残高＋他会計借入金 

 

 

 

６）早期健全化基準 

国が定めた財政状況に対する「黄信号」とも言える基準の数値です。健全化判断比率の４指標のう

ち、１つでもその基準を超えた場合は「早期健全化団体」となります。 

 

～早期健全化団体になると～ 

○財政健全化計画の策定（議会の議決を要します） 

○財政健全化計画の実施状況を毎年議会に報告し、公表する必要があります 

○早期健全化が著しく困難と認められるときには、総務大臣又は知事が必要な勧告を行います 
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７）財政再生基準 

国が定めた財政状況に対する「赤信号」とも言える基準の数値です。この数値は、自主的な財政の

健全化を図ることが困難と判断されるラインになります。４指標のうち１つでもその基準を超えた場

合は「財政再生団体」となります。 

 

～財政再生団体になると～ 

○財政再生計画の策定（議会の議決を要します）、外部監査要求の義務付け 

○財政再生計画は、総務大臣に協議し、同意を求めることができます 

○財政運営が計画に適合しないと認められる場合、総務大臣が予算変更等の勧告を行います 

 

 

８）経営健全化基準 

公営企業の財政状況に対する「黄信号」とも言える基準の数値です。公営企業の資金不足比率がこ

の基準を超えた場合は、公営企業ごとに「経営健全化計画」を定め、自主的かつ計画的に経営の健全

化を図らなければなりません。 



 

 

 

 

 

（余白頁） 
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（余白頁） 
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附属資料説明 

 

■決算カード 

決算カードとは、年度ごとに国が実施している「地方財政状況調査」（通称：決算統計）の集計結果

に基づき、各都道府県、市町村ごとの「普通会計（※）」歳入・歳出決算額、各種財政指標等の状況に

ついてまとめたものです。 

 

※普通会計とは 

地方公共団体ごとに各会計の範囲が異なり、団体間の財政比較などが難しいため、地方財政の統計上、

統一的に用いられる会計区分です。 

 

 

■健全化判断比率算定表（総括表①～④） 

 財政健全化法に基づく「健全化判断比率」を算定する際の算定総括表です。 

 

           総括表①・・・「健全化判断比率の状況」 

           総括表②・・・「連結実質赤字比率等の状況」 

           総括表③・・・「実質公債費比率の状況」 

           総括表④・・・「将来負担比率の状況」 

 

 













 


