
 

岡山県行財政経営指針【令和７年３月版】 

～変化に対応し県民の要請に応える県庁～ 

 

１ 県行財政の現状と課題 

本県は、県政の基本目標であるすべての県民が明るい笑顔で暮らす「生き活

き岡山」の実現に向け、「第４次晴れの国おかやま生き活きプラン」を策定し、

現在生まれた世代が 20代を迎える 2040 年代半ばを展望した長期構想により、

将来目指すべき岡山の姿を明らかにするとともに、長期構想の実現に向けた令

和７(2025)年度から令和 10 (2028)年度までの４年間の行動計画において、「結

婚・子育ての希望がかなう社会の実現」、「夢を育む教育県岡山の推進」、「地域

を支える産業の振興」、「安心で豊かさが実感できる地域の創造」の４つの重点

戦略を掲げ、施策を効率的、効果的に実施することとしている。 

こうした中、県政推進の前提となる財政状況は、近年の好調な企業業績を受

け、税収が増加傾向にあるものの、社会保障関係費の累増、公共施設の老朽化

への対応等に加え、物価高騰による行政運営コストの増加などにより厳しい状

況が続いている。さらに、今後は、金利上昇による公債費への影響が見込まれ

るほか、激甚化・頻発化する自然災害や新興感染症への対応なども想定する必

要があり、予断を許さない状況にある。 

また、人口減少の進行に伴い、様々な分野での行政需要が増大する一方で職

員不足により必要なサービスの提供が困難になることも想定される。 

 こうした状況においても、県政の課題を解決する重要な施策に取り組むため、

行政のＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進や市町村をはじめと

した様々な主体との連携と適切な役割分担を図るなど、限られた資源で質の高

い行政サービスを安定的、持続的に提供するための効率的、効果的な体制の構

築が一層求められている。 

 

２ 行財政経営指針策定の趣旨 

 県政推進の羅針盤である「第４次晴れの国おかやま生き活きプラン」に掲げ

る政策目標の達成を支え、また、長期的な社会の変化、感染症や大規模自然災

害などの課題に機動的かつ戦略的に対応するため、これまでの行財政改革の取

組の成果を維持するとともに、不断の改革・改善に取り組み、将来を見据え、

限られた資源を最大限に有効活用し、より効率的、効果的で持続可能な行財政

経営を行うことを目的として「岡山県行財政経営指針【令和７年３月版】」を策

定する。 

 

３ 行財政経営の基本理念 

 「顧客重視」､「コスト意識」､「スピード感」の３つの視点を持ち、不断の

改革・改善に取り組み、「生き活き岡山」を実現するため、県民の要請に応える

ことのできる行財政経営を目指す。 

顧 客 重 視…… 職員一人ひとりがアンテナを高くして幅広く顧客のニー

ズを把握し、現場の実情を十分に踏まえ、満足度を高める、

相手に響く経営を行う。 
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コスト意識…… 同じコストであればより大きな成果を、同じ成果であれ

ばより少ないコストでの実施に努めるなど、コスト意識を

持った経営を行う。 

スピード感…… 時代の変化に機敏に対応し、適切なタイミングで行政サ

ービスを提供するとともに、施策の検証及び見直しを速や

かに行うなど、スピード感のある経営を行う。 

 
※顧客… 県民はもとより、本県への移住希望者や進出意欲を持った企業、国内外か

らの観光客などを含む。 

 

４ 行財政経営の基本方針 

（１）変化に対応し、効率的、効果的で活力のある行政運営 

 多様化・専門化する行政需要に機敏に対応しつつ、将来予想される変化を

見据え、効率的、効果的な執行体制の整備や仕事のやり方の見直しを行うと

ともに、慣例や前例にとらわれず自由な着想で積極果敢にチャレンジする組

織風土を醸成し、職員一人ひとりが気持ちよく個々の能力を十分に発揮して

働くことができる職場環境づくりを行うことにより、活力のある行政運営を

行う。 

 

（２）将来を見据えた持続可能な財政構造の確立 

ア 持続可能な財政構造の確立 

 長期的な社会の変化、感染症や大規模自然災害など前例のない課題に機

動的かつ戦略的に対応できる持続可能な財政構造を確立する。 

 

イ 不断の改革の推進 

 厳しい財政状況の中においても、課題に真正面から取り組み、県政の重

要課題や県民のニーズに対応していくためには、引き続き財政の健全化に

取り組みつつ、財政基盤を強固にする必要があることから、これまでの改

革の成果を維持しながら、不断の改革に取り組む。 

 

ウ 本県の現状や将来を見据えた全体最適化 

 幅広い県民の意見・ニーズを踏まえつつ、本県の現状や将来を見据えな

がら、更なる事業の選択と集中の徹底により限りある財源の効果的な配分

を行うとともに、効果的、効率的な執行や、県税の徴収強化などの歳入歳

出の両面にわたる取組による全体最適化を図る。 

 
※全体最適化… 広い視野を持って、本県の現状や将来を見据えながら、限りある

財源の効果的な配分等により、県勢全体の発展を目指す。 

 

５ 取組期間 

  令和７(2025)年４月から令和 11(2029)年３月までの４年間 
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６ 県財政の現状と今後の目標等 

（１）財政状況分析 

ア 今後の財政調整基金の取崩しの見通し【参考資料１】 

 税収は引き続き増加が見込まれるものの、高齢化の進展等に伴う社会保

障関係費の累増に加え、給与改定に伴う人件費の増や金利上昇を受けた公

債費の増などにより、今後も 80～90 億円程度の財政調整基金の取崩しが

見込まれることから、引き続き予断を許さない状況が続く見込みである。 

 

イ 財政調整基金の積立状況【参考資料２】 

 収支不足等に備えるための財政調整基金の残高について、標準財政規模

に占める割合を比較すると、対全国比、対類似５団体比とも備えの少ない

状況にある。 

■財政調整基金残高 

 令和６(2024)年度２月補正後 159 億円 

■標準財政規模に対する割合 

 令和５(2023)年度 4.4％（全国平均 8.6％、類似５団体平均 10.8％） 
 
※類似５団体… 栃木、群馬、長野、岐阜、三重 

 

ウ 財政健全化判断比率等の状況【参考資料３】 

 令和５(2023)年度決算時点では、令和２(2020)年度決算時点に比べ、実

質公債費比率及び将来負担比率は改善しているが、全国平均値には達して

いない。 

経常収支比率も改善しているが、全国平均値を上回っており、財政が硬

直化している。 

■実質公債費比率 

 令和２(2020)年度 11.3％（全国平均 10.2％、全国 26位） 

 →令和５(2023)年度 10.9％（全国平均 10.1％、全国 24位） 

■将来負担比率 

 令和２(2020)年度 192.9％（全国平均 171.3％、全国 25位） 

 →令和５(2023)年度 164.6％（全国平均 148.7％、全国 23位） 

■経常収支比率 

 令和２(2020)年度 97.2％（全国平均 94.4％、全国 41位） 

 →令和５(2023)年度 96.2％（全国平均 92.5％、全国 37位） 

 

エ 県債残高の推移と将来推計【参考資料４】 

 臨時財政対策債を除いた県債残高は、これまでの行財政改革の取組の成

果により緩やかな減少が見込まれる。また、臨時財政対策債についても、

近年の発行が抑制されていることから減少が見込まれるが、今後の経済情

勢等によっては、現在の見込みから変動することも考えられる。 

■県民１人あたりの県債残高（臨時財政対策債を除く）全国順位（県民

１人あたりの県債残高が少ない順） 
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 令和２(2020)年度 13位（434 千円／人） 

 →令和５(2023)年度 12位（434 千円／人） 

 

オ 県税収入率の推移【参考資料５】 

 県税の収入率は、徴収対策の取組の強化により、上昇している。 

■県税収入率 

 令和元(2019)年度 99.0％（全国平均 98.8％、全国同率９位） 

 →令和５(2023)年度 99.2％（全国平均 99.1％、全国同率 10位） 

 

カ 社会保障関係費の状況分析【参考資料６】 

 高齢化の進展等により、今後も年 20～30 億円程度増加していく見通し

である。 

■社会保障関係費の将来推計（一般財源ベース） 

 令和７(2025)年度 1,127 億円 

 →令和 12(2030)年度 1,264 億円 

 

（２）今後の目標 

 社会保障関係費の累増、公共施設の老朽化への対応等により、年々財政の

硬直化が進んでいく状況下においても、大規模自然災害に備えつつ、人口減

少問題への対応など、社会経済情勢の変化を捉えた施策を積極的に展開して

いくため、次のような目標を掲げ、持続可能な財政運営を行う。 

ア 機動的かつ戦略的な執行を可能とする財政調整基金の確保 

 過去の大規模自然災害への対応を念頭に、前年度末を上回る残高を確保

しつつ、また、地方財政健全化法における実質赤字比率の財政再生基準を

踏まえ、標準財政規模の５％に相当する額を積立目標とし、それ以降も、

着実な積立を行う。 

■標準財政規模の５％に相当する額 

 約 220 億円（令和５(2023)年度標準財政規模 約 4,325 億円） 

 

イ 実質的な公債費負担の抑制 

 県民の安全・安心に直結する防災・減災対策を推進するための投資的経

費を確保しつつ、将来を見据えた実質的な公債費の抑制及び平準化を図る

ためのマネジメントを実施。 

・臨時財政対策債を除く実質プライマリーバランスの改善に努める。 

・元利償還金に対して交付税措置のある県債を活用する。 

・退職手当債について、原則として発行しない。 

・財政健全化判断比率（実質公債費比率・将来負担比率）について、全国

平均値を下回ることを目指していく。 

 

ウ 公共施設の老朽化等への対応のための基金の確保 

  高度経済成長期や平成初期に大量に整備された公共施設の老朽化が進行

しており、今後、多くの施設で大規模改修や更新の時期を迎えることから、

公共施設長寿命化等推進基金へ着実に積立を行う。 
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エ 県税の収入率 

 過去最高の収入率である令和４(2022)年度の収入率 99.2％を維持する。 

 

７ 具体的な取組 

（１）変化に対応し、効率的、効果的で活力のある行政運営 

  ア 執行体制 

    「第４次晴れの国おかやま生き活きプラン」を積極的かつ着実に推進す

るとともに、社会経済情勢等の変化により多様化、専門化する行政需要に

迅速に対応するための執行体制を整備する。 

①組織の整備及び職員数の最適化 

 効率的で効果的な組織の整備を行うとともに、職員数については、ス

クラップ・アンド・ビルドやＤＸの推進による業務の効率化を行った上

で、職員の働き方改革やワーク・ライフ・バランスの推進、年齢構成の

適正化等を考慮しながら、最適化を図る。 

   ②人員配置 

 職員の能力、資質、適性を踏まえた適材適所の人事配置や年齢、性別

にとらわれない能力重視の職員登用に取り組む。 

   ③公の施設及び外郭団体 

 公の施設については、施設の設置意義の検証など不断の見直しに取り

組むとともに、引き続き、民間能力の活用方策を検討し、質の高いサー

ビスの提供に努める。 

 また、外郭団体についても、「岡山県外郭団体の設立及び運営指導に関

する指針」及び「岡山県外郭団体の見直し基準」に基づき、設立意義や

事業の必要性、県の関与の在り方等の観点から不断の見直しに取り組む。 

 

  イ 人材マネジメント及び組織風土の改革 

   ①職員の能力開発、民間企業との人材の交流 

 データや根拠に基づいて顧客の満足度を最大化するための効果的な

政策を企画立案し、実行する能力や、自主的に考え行動することができ

るリーダーシップを持った人材を育成するため、自治研修所における研

修や職場研修（ＯＪＴ）等を通じて職員の能力開発に積極的に取り組む。 

 併せて、民間企業との人材の交流を図り、職員の能力開発のみならず、

組織として民間企業の発想や経営感覚等を取り入れ、施策への反映に努

める。 

   ②人事評価制度 

 組織の目標を職員一人ひとりが共有し、自らの行動目標にブレイクダ

ウンすることにより、目標の達成に向けて積極的に取り組む姿勢を育む

とともに、職員の能力や業務実績を的確に評価し、評価結果を給与や人

事に活用することによって職員の士気を高め、意識改革や能力開発を図

り、より質の高い行政組織への転換を目指す。 

   ③職員が能力を発揮できる職場づくり 

 勤務間インターバルの確保等の勤務時間の適切な管理や各種休暇の

取得促進、職場でのハラスメント防止などに努め、職員一人ひとりが気
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持ち良く、個々の能力を十分に発揮して働くことができる職場環境づく

りに取り組む。併せて、テレワークや時差出勤など、社会の変化に対応

した効率的で多様な働き方の実現に取り組む。 

④「ひとり１改善運動」 

 「ひとり１改善運動」の実施など、職員一人ひとりの「気づき」「発想」

を改善につなげる取組の一層の浸透を図るとともに、コスト意識の醸成、

慣例や前例にとらわれない自由な着想で積極果敢にチャレンジする組

織風土づくりに取り組む。 

 

  ウ 行政のＤＸの推進 

 社会全体のＤＸの取組が進展する中、県民の利便性向上及び県行政の効

率化を図るため、業務の実施方法等を継続的に見直し、ＤＸの取組を加速

する。 

   ①県民の利便性向上 

 県民や事業者等が必要な行政手続等を時間と場所を問わず行えるよ

う、オンライン化を進めるとともに、公金収納等のキャッシュレス化を

推進する。また、県民がデジタル社会の恩恵を一層実感できるよう、ア

ナログ規制の見直しに取り組む。 

   ②業務プロセスの見直し及び業務の効率化等 

 ＲＰＡやＡＩなどのＩＣＴの活用や、ＢＰＲの取組により、事務処理

の迅速化や質の向上を図るとともに、施策の企画・立案や県民とのコミ

ュニケーションなど、より良い行政サービスを行うための業務に職員が

一層注力できるよう努める。 

 また、政策の実現や事業の課題を解決するための手段として、戦略的

に各種データやデジタル技術を活用するとともに、行政のＤＸ推進の担

い手となる人材の育成に取り組む。 

   ③デジタルデバイドの解消 

 誰もがデジタル化の恩恵を享受できるよう、市町村等と連携しながら

デジタルデバイドの解消に向けて取り組む。 

 
※アナログ規制… アナログ的な手法（人の目による確認、現地・対面での講習へ

の参加、公的証明書等の書面での掲示など）を前提としているルール（規
制）のこと。 

※ＲＰＡ… Robotic Process Automation の略。これまで人間が行ってきた定型
的なパソコン操作をソフトウエアのロボットにより自動化するもの。 

※ＩＣＴ… Information and Communication Technology の略。情報や通信に関
する技術の総称。 

※ＢＰＲ… Business Process Re-engineering の略。既存の業務プロセスを詳細
に分析して課題を把握し、ゼロベースで全体的な解決策を導き出すこと
により、県民・事業者及び職員の双方の負担を軽減するとともに、業務
処理の迅速化・正確性の向上を通じた利便性の向上を図る取組。 

※デジタルデバイド… インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用でき
る者と利用できない者との間に生じる格差のこと。 

 

  エ 事務の適正な執行の確保 

 法令遵守及び事務の適正な執行を効率的、効果的に確保するため、これ

までの取組と併せ、「岡山県内部統制基本方針」等に基づき、組織的に取り
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組む。 

 

  オ 様々な主体との連携・協働 

   ①地方分権改革 

    地方分権改革は、住民に身近な行政は住民に身近な地方公共団体が担

うという補完性の原則に基づく事務・権限、財源の大胆な移譲等を通じ

て、国全体の行政システムの最適化を図る取組であり、国と地方が協力

し、税財源の在り方を見直しつつ、義務付け・枠付けの見直し、地方税

財源の充実などの改革を進める。 

 また、住民サービスの向上、効率的な行政運営や行政コストの縮減な

どの観点から、常に問題意識を持って現行制度を検証し、その見直しに

取り組むとともに、国に対しても積極的に提案する。 

   ②市町村との連携 

 住民に身近な行政サービスを担い、地域の実情を熟知し、地域の特性

を生かした自立型の地域づくりに取り組む市町村との一層の連携強化

を図る。具体的な施策実施に当たっては、必要に応じて直接市町村に訪

問して説明や協議を行うなど、施策の目的や内容を丁寧に伝えていく。

お互いに課題や目的を共有しながら、市町村の補完・支援を行う広域自

治体としての役割を発揮し、質の高い行政サービスの提供と活力ある地

域づくりを推進する。また、市町村の希望に応じた柔軟な事務・権限移

譲にも取り組む。 

   ③広域連携 

 限られた資源の有効活用や行政コストの縮減を進めつつ、県域を越え

る広域的な課題に対応するため、近隣県や中四国各県と互いにメリット

のある関係を保ちながら、防災や医療、産業振興、観光振興、中山間地

域振興、地球温暖化対策など、様々な分野での広域連携を積極的に推進

する。 

   ④県民、ボランティア・ＮＰＯ、企業、大学等との連携 

 多様化する行政ニーズに適切に対応するため、県民、ボランティア・

ＮＰＯ、企業、大学など、様々な主体との連携・協働を積極的に進めて

いく。 

 

  カ 実効性の高い施策の着実な実施 

   ①ＥＢＰＭ（根拠に基づく政策立案）の推進 

 施策・事業の検討段階から、より科学的な根拠に基づいた政策立案を

進めるため、根拠に基づく事業効果を重視して課題解決手段の検討を行

うＥＢＰＭを段階的に推進する。 

   ②ナッジ（行動経済学の知見を活用し、より良い選択を行うよう促す手法）

の活用 

行動経済学の知見の一つであるナッジを活用し、行政サービスの受け

手である県民の考えや行動を意識した情報発信や選択肢の提示方法の

工夫・改善に取り組む。 
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※ＥＢＰＭ… Evidence-Based Policy Making（根拠に基づく政策立案）の略。政
策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明
確化したうえで合理的根拠（エビデンス）に基づくものとすること。 

※ナッジ … 「そっと後押しする」の意味で、行動経済学の理論の一つ。個人の
選択の自由を阻害することなく各自がより良い選択を行うよう、情報
発信や選択肢の提示の方法を工夫するもの。 

 

（２）将来を見据えた持続可能な財政構造の確立 

  ア 歳出適正化 

   ①義務的経費 

    ○人件費 

 職員数の最適化を図るとともに、国や他の地方公共団体、民間との

均衡原則等に基づき給与を適切に決定する。 

    ○公債費 

 臨時財政対策債を除く実質プライマリーバランスの改善に努める。

また、元利償還金に対して交付税措置のある県債を活用するなど、実

質的な公債費負担を抑制する。さらに、調達年限の多様化や県債管理

基金の確保等により、金利変動リスクへの対応や公債費負担の平準化

に取り組む。 

  なお、退職手当債については、原則として発行しない。 

    ○社会保障関係費 

 健康寿命の延伸や効率的な医療の提供などにより、医療費等の適正

化を図り、社会保障関係費の適切な水準を維持する。 

   ②一般行政経費 

    ○運営費 

 これまでの行財政改革による施設の維持管理経費などの見直し内容

を維持するとともに、契約方法の見直し、経費削減の徹底を図る。 

 また、維持管理経費の縮減や資産の有効活用、遊休資産の売却を促

進するため、ファシリティマネジメントを推進していく。 

    ○事業費 

 「第４次晴れの国おかやま生き活きプラン」に掲げる生き活き指標

や、「第３期おかやま創生総合戦略」に掲げる基本目標と重要業績評価

指標（ＫＰＩ）の達成状況等を常に意識し、その達成に向けた、より

実効性の高い施策・事業を展開するため、優先順位を付け、積極的な

スクラップ・アンド・ビルドを行う。また、適正な受益者負担の在り

方の検討や事業終期の設定を徹底するとともに、進行管理の徹底や事

業効果の検証等により、柔軟な予算編成と、計画的な執行を図る。 

 特に、新規事業の実施に当たっては、必要性や熟度、費用対効果を

重視し事業選択を行う。また、費用対効果を測ることが困難である、

又は費用対効果という概念になじまないものを実施する際には、説明

責任を適切に果たしつつ、県に求められる役割から真に必要とされる

ものや県の戦略において特に重要なものに重点化する。 

   ③投資的経費 

 大型公共事業を行う際に行われる費用便益分析（Ｂ／Ｃ）について、
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便益が費用を上回ることは当然であり、必要性や熟度、費用対効果を重

視し事業選択を行う。その際には、得られる便益等について適切に情報

開示を行い、県民の理解を得た上で事業を進める。また、その他の大型

事業についても、真に必要かつ急を要する事業を計画するに当たっては、

その所要額を見極めつつ、経費の平準化も考慮しながら、事業選択を行

う。 

 さらに、今後も増加する公共施設の維持修繕費・更新費の最小化・平

準化を図るため、アセットマネジメントの活用など、計画的な維持修繕、

大規模施設の長寿命化等将来にわたって適切な管理を行う。 

 

 イ 歳入確保 

   ①県税収入の確保、税外滞納債権整理の推進 

 県税収入を確保するため、キャッシュレス納付等による効率的な納付

方法の啓発活動を行うとともに、納税機会の拡大を図るなど、自主納税

の促進に努める。県税（個人県民税を除く。）の徴収対策としては、財産

調査の徹底、迅速・厳正な差押え並びに公売及び取立の実施、徴収体制

の充実に努めるとともに、個人県民税については、引き続き市町村と連

携し、収入率の向上及び滞納額の縮減を図る。 

 また、税外滞納債権については、公平性の観点からも、資力があるに

もかかわらず払わない債務者に対しては、法的手段を前提として弁護士

を活用した対策を講じるとともに、生活が困窮しているなど払いたくて

も払えない債務者については、財産調査等を適切に行った上で、履行期

限の延期や債権の放棄等を行う。 

   ②ふるさと岡山応援寄附金等の推進、宝くじの売上増加 

 ふるさと岡山応援寄附金（ふるさと納税）を推進するとともに、地方

創生応援税制（企業版ふるさと納税）の積極的活用を図る。 

また、宝くじの売上額の向上のため、様々な媒体での広報活動をはじ

めとした各種取組による販路拡大など積極的に販売促進を図る。 

   ③使用料の適正化及び遊休資産の売却等 

 使用料の適正化及び適切な受益者負担の検討を行うとともに、未利

用・低利用の県有資産については、その在り方を検討し、県として保有

する意義の少ない資産について速やかに売却するほか、貸付等の手続に

より活用を図る。 

 また、資産の有効活用、遊休資産の売却を促進するため、ファシリテ

ィマネジメントを推進していく。 

   ④国庫支出金の活用 

    全ての事業について、活用可能な国庫支出金の情報収集を行うなど、

財源の確保を図る。また、その配分額等が十分でない場合は、国に対す

る要望を積極的に行い、必要額の確保に努める。 

   ⑤国に対する提案 

 少子化対策・子育て支援、地域経済の活性化・雇用対策、防災・減災

対策など様々な行政サービスに対応するための十分な財政措置などに

ついて、国に対し強力に働きかけを行う。 
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 また、臨時財政対策債の縮減・解消や元利償還の財源の確実な措置、

地方の安定的な財政運営に必要な地方一般財源総額の確保などに向け

た積極的な働きかけを行う。 

   ⑥産業振興等による税源の涵養 

本県の充実した広域交通網や自然災害の少なさなど、国内有数の安全

で安定性の高い操業環境という強みを生かし、市町村と連携しながら積

極的な企業誘致や投資促進の取組を行う。 

 また、中小企業に対するきめ細かな支援策を一層強化していくととも

に、引き続き、県内企業の技術力強化などにより新産業の育成や起業・

創業の推進に結びつけていく。 

 さらに、儲かる産業としての農林水産業の確立を図るため、力強い担

い手の確保育成や市場ニーズに対応した供給力の強化等を進める。 

 これらの税源涵養に繋がる施策を推進することで産業全体の底上げ

を図り、教育や福祉などに積極的に投資できる自立的な財政基盤を確立

していく。 

 

  ウ 将来の財政負担への備え 

 大規模自然災害等の不測の事態や今後も発生が見込まれている収支不

足に備えるための財政調整基金と、金利の急激な変動に備えるなど県債の

償還を安定的に行うための県債管理基金をはじめ、今後も増加する公共施

設の維持修繕・更新や大規模事業案件への対応など、将来的に見込まれる

財政負担に対応するために、着実に基金への積立を行う。 

 

  エ 年度途中の歳入不足への対応 

 大規模自然災害等の不測の事態により、年度途中の歳入不足が生じる見

込みである場合には、経費の節減等による収支改善を図るとともに、減収

補塡債や、緊急避難的に行政改革推進債を発行することにより財源の確保

を行う。 

 

  オ 各種評価制度の活用 

 包括外部監査、行政評価、公共事業評価、大規模施設建設事業評価、試

験研究機関の外部評価など各種評価結果に基づき、施策及び事務事業の徹

底した見直しを行い、その結果を予算へ反映させるなど、ＰＤＣＡサイク

ルを確実に実施する。 

 

  カ 公共施設マネジメントの推進 

 「岡山県公共施設マネジメント方針」に基づき、公共施設の長寿命化、

耐震化、更新、統廃合などに計画的に取り組む。 

   ①ファシリティマネジメント（公共建築物の戦略的な管理・活用） 

 保有する公共建築物を経営資源と捉え、総合的かつ中長期的観点から

コストと便益の最適化を図りながら、戦略的に管理・活用していくため、

行政需要に応じた施設配置の適正化、既存施設の十分な活用・長寿命化

及び予防保全等に取り組む。 
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   ②アセットマネジメント（インフラ施設の効率的な管理） 

 今後も増加する修繕費・更新費の最少化・平準化を図るため、計画的

な点検、施設の特性に応じた長寿命化及び予防保全型維持管理への転換

を進め、長期的な視点からインフラ施設の適切な管理に取り組む。 

 

８ 取組のフォローアップ 

 指針に基づく取組内容については、毎年度、検証を行いながら次年度の取組

につなげるとともに、分かりやすく整理し公表する。 
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岡山県

（参考資料１）今後の財政見通し

県財政の現状と今後の見通し等

財政調整基金（通常分）の取崩しの見通し
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116
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県財政の現状と今後の見通し等

（参考資料２）財政調整基金の積立状況

栃木 群馬 長野 岐阜 三重 岡山
（Ｒ５末残高） （Ｒ５末残高） (Ｒ６末見込)

Ｒ５年度
標準財政規模
に対する割合

8.2% 20.0% 7.7% 7.4% 11.4%
(7.0%)
4.4%

(8.0%)
3.7%

［全国順位］ ［13位］ ［1位］ ［17位］ ［21位］ ［4位］ ［36位］

類似5団体平均 10.8％ ・全国平均 8.6％

189

188

159

※本県の割合及び全国順位は、基金残高を通常分のみで計算した

ものであり、（ ）は、基金残高を全体で見た場合の割合。

-12-



岡山県

（参考資料３）財政健全化判断比率等の状況

県財政の現状と今後の見通し等

実質公債費比率

将来負担比率

財政健全化判断比率等

Ｒ５年度

全国順位 都道府県名 比率

1位 東 京 1.3%

2位 福 島 6.4%

3位 島 根 6.5%

・ ・ ・

23位 埼 玉 10.8%

24位 岡 山 10.9%

25位 山梨・愛媛 11.2%

・ ・ ・

全 国 平 均 10.1%

R２年度

全国順位 都道府県名 比率

1位 東 京 1.4%

2位 島 根 5.5%

3位 岐 阜 5.9%

・ ・ ・

25位 埼 玉 10.9%

26位 岡山・徳島 11.3%

28位 徳島・鹿児島 11.5%

・ ・ ・

全 国 平 均 10.2%

Ｒ５年度

全国順位 都道府県名 比率

1位 東 京 9.7%

2位 沖 縄 24.9%

3位 神奈川 64.0%

・ ・ ・

22位 三 重 164.5%

23位 岡 山・大分 164.6%

25位 香 川 165.1%

・ ・ ・

全 国 平 均 148.7%

R２年度

全国順位 都道府県名 比率

1位 東 京 24.2%

2位 沖 縄 41.5%

3位 青 森 95.8%

・ ・ ・

24位 高 知 187.9%

25位 岡 山 192.9%

26位 長 崎 193.2%

・ ・ ・

全 国 平 均 171.3%

実質赤字比率、連結実質赤字比率、公営企業会計の資金不足比率については、いずれも該当なし

その他の財政指標

経常収支比率 R２年度 97.2％（全国平均 94.4％、全国41位） → R５年度 96.2％（全国平均 92.5％、全国37位）

財政力指数 R２年度 0.532  （全国平均 0.520、 全国20位） → R５年度 0.506  （全国平均 0.491、 全国19位）

※早期健全化基準 25％

財政再生基準 35％

一般会計等が負担す
る実質的な公債費（地
方債の元利償還金）の
標準財政規模に対す
る比率

※早期健全化基準 400％

一般会計等が将来負担
すべき実質的な負債の
標準財政規模に対する
比率

岡山県 県財政の現状と今後の見通し等

（参考資料４）県債残高の推移と将来推計

H2８までは決算額、H2９以降は年度末見込

県債残高の推移と今後の推計（一般会計ベース）

8,632 
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（億円）

(年度)

臨時財政対策債

豪雨災害分

通常分（臨財債・豪雨分除き）

＜R２までは決算額、R７以降は年度末見込＞
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岡山県 県財政の現状と今後の見通し等

（参考資料５）県税収入率の推移

県税収入率の推移（決算ベース）

（年度）

Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

県税（個人県民税を除く） 99.6 99.0 99.6 99.6 99.7

個人県民税 96.6 96.9 97.2 97.3 97.4

県税全体 98.8 98.5 99.0 99.1 99.1

区分／年度

全国平均

（％）

99.6

99.0

99.6 99.7
99.6

96.8
97.0

97.2 97.1
97.3

99.0

98.6

99.1
99.2 99.2

93.0

94.0

95.0

96.0

97.0

98.0

99.0

100.0

R元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

県税（個人県民税を除く）

個人県民税

県税全体

（28位）
（18位）

（10位）

（14位）
（25位）

（9位） （16位）

（28位）

（8位） （10位）

（20位）
（24位）

（24位） （31位）
（26位）

岡山県 県財政の現状と今後の見通し等

社会保障関係費の推移と今後の推計（一般財源ベース）

医 療：後期高齢者医療費、国民健康保険費、難病医療費、母子医療対策費、結核健康診断・医療費、後期高齢者医療財政安定化基金積立金

介 護：介護給付費負担金、介護保険財政安定化基金積立金

子ども：子ども・子育て支援新制度給付費、 児童保護費、児童手当費、児童扶養手当費、特別支援学校就学奨励費

その他：自立支援給付費、精神障害者自立支援給付費、生活保護費、特別障害者手当等給付費、精神保健措置費、生活困窮者自立支援費
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※（ ）は事業費ベース

（参考資料６）社会保障関係費の状況分析
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