
１．社会資本の整備
（１）陸上輸送体系の整備　
①高規格幹線道路の整備等
　高速道路ネットワークがつながっておらず、観光振興や医療等の地域サービスへのアクセス
もままならない地域や災害に脆弱な地域等において、国土のミッシングリンクの早期解消に取
り組むとともに、定時性等ネットワークの質を高めるため、大都市周辺におけるボトルネック
箇所への集中的対策や通過交通の排除による都心部の慢性的な渋滞の解消に資する首都圏３環
状の整備を推進している。また、環状道路の整備等による道路ネットワークの強化により、拠
点的な空港・港湾・鉄道駅へのアクセスの向上を図っている。
　首都圏においては、首都圏中央連絡自動車道（圏央道）は、約９割が開通済であり、未開通
区間についても整備を推進している。特に大栄JCT～松尾横芝IC間の整備や、久喜白岡JCT～
大栄JCT間の４車線化について、現下の低金利状況を活かし、財政投融資を活用して、整備の
加速化を図ることとしている。
　東京外かく環状道路（外環）は、平成30（2018）年６月に三郷南ICから高谷JCTまでの区間が
開通し、大泉JCTから高谷JCTまでの区間約50kmが開通済であり、関越から東名までの区間
も事業に着手している。
　また、東関東自動車道水戸線は、平成30（2018）年２月に鉾田ICから茨城空港北IC間約９km
が開通し、未開通区間についても整備を推進している（図表2-3-1）。

②都市高速道路の整備
　平成30（2018）年３月に首都高速道路晴海線（晴海～豊洲）が開通した。これにより、晴海地
区全体の混雑緩和や臨海部の防災機能の強化、湾岸線と都心をつなぐルートの更なる強化が期
待される（図表2-3-2）。横浜環状北西線、新大宮上尾道路（与野～上尾南）については、開通
に向けて整備を推進している。

第 節3 面的な対流を創出する
社会システムの質の向上
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図表2-3-1 高規格幹線道路の整備状況

資料：国土交通省

三郷南 IC-高谷 JCT 間

平成 30 年６月開通

鉾田 IC-茨城空港北 IC 間

平成 30 年２月開通
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図表2-3-2 都市高速道路（首都高速道路）の整備状況

資料：国土交通省

晴海-豊洲間

平成 30 年３月開通
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③ITS（高度道路交通システム）の活用による交通の円滑化
　交通事故の減少や渋滞解消に向けた取組は、道路交通の円滑化を図る上で重要であり、最先
端の情報通信技術によるITSの活用が注目されている。
　国では、ETC（自動料金支払システム）、VICS（道路交通情報通信システム）等のITSの開
発・実用化・普及を推進しており、道路利用者の利便性向上のみならず、渋滞の解消や環境負
荷の軽減に寄与している。平成27（2015）年８月より、全国の高速道路上に設置された約1,700ヶ
所の路側機と走行車両が双方向で情報通信を行うことにより、これまでのETCと比べて、大
量の情報の送受信が可能となるとともに、ICの出入り情報だけでなく、経路情報の把握が可
能となる等、格段に進化した機能を有し、ITSの推進に大きく寄与するシステムであるETC2.0
の本格導入を開始した。ETC2.0により収集した、速度データや利用経路・時間データ等、多
種多様できめ細かいビッグデータを活用して、渋滞と事故を減らす料金設定や、生産性の高い
物流管理等、道路を賢く使う取組を推進している（図表2-3-3）。

④鉄道の混雑緩和や利便性向上
　首都圏における鉄道の通勤・通学の混雑は輸送力の増強等によって改善傾向がみられ、平成
28（2016）年度における主要31区間の平均混雑率は165％となっているが、このうち８区間及び
その他区間の４区間において、当面の目標である混雑率180％を上回っている（図表2-3-4）。
このため、これらの路線を始めとして、更なる混雑緩和を図るため、新線の建設や既存ストッ
クの機能向上等による鉄道ネットワークの一層の充実を図ることが必要となっている（図表
2-3-5）。平成30（2018）年３月には小田急小田原線で進められてきた複々線化工事が完了し、代々
木上原～登戸間で新しいダイヤでの運行を開始しており、輸送力の増強により、平成28（2016）
年度に192％であった朝の通勤ラッシュ時の混雑率が平成29（2017）年度には151％へと低下して
いる。
　また、「都市鉄道等利便増進法」（平成17年法律第41号）に基づき、既存ストックを有効活用
し、都市鉄道の利便増進を図るため、平成19（2007）年度より相鉄・東急直通線（横浜羽沢付近

図表2-3-3 ETC2.0による広域的な渋滞情報の提供等

双
方
向
通
信

双
方
向
通
信

道路

クルマ

ETC2.0
車載器

ETC2.0
対応カーナビ

広域的な渋滞情報の提供

事故多発箇所ではカーブ先の見えない渋滞など危険な状況を注意喚起

この先、渋滞して
います。
注意して走行して
下さい。

○km先の現在の
路面状況です。
雪のため注意して
走行して下さい。

この先渋滞、追突注意。

資料：国土交通省
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～日吉）の事業に着手した。この連絡線は平成18（2006）年度から着手した相鉄・JR直通線（西
谷～横浜羽沢付近）と接続することで相鉄線と東急線との相互直通運転を可能とし、横浜市西
部及び神奈川県央部と東京都心部とを直結することにより、両地域間の速達性が向上するほか、
新幹線へのアクセスの向上が期待される。平成30（2018）年度は、羽沢～新横浜間のトンネルの
掘削を順次進める等、工事の進捗を図っている。

⑤安全対策の推進
　踏切道における事故防止と交通の円滑化を図るため、踏切道の立体交差化等の対策が総合的
に進められているところであるが、大都市圏を中心とした「開かずの踏切」等は、踏切事故や
慢性的な交通渋滞等の原因となり、早急な対策が求められている。
　このため、道路管理者及び鉄道事業者が連携し、踏切を除却する連続立体交差事業等と踏切
の安全性向上を図る歩道拡幅等が緊急かつ重点的に推進されている。平成30（2018）年度には踏
切道改良促進法に基づき、改良すべき踏切道として、首都圏で新たに53箇所の指定を行うとと
もに、東京都内で西武新宿線、京王線等５路線７箇所で事業が実施されている。

図表2-3-4 首都圏の混雑率180％を超える区間（平成29（2017）年度）

資料：�国土交通省

事業者 路線名 区　　間 混雑率（％）

東日本旅客鉄道（株）

東海道線 川崎→品川 187

横須賀線 武蔵小杉→西大井 196

中央線快速 中野→新宿 184

総武線快速 新小岩→錦糸町 181

総武線緩行 錦糸町→両国 197

東京地下鉄（株） 東西線 木場→門前仲町 199

東京急行電鉄（株） 田園都市線 池尻大橋→渋谷 185

図表2-3-5 首都圏の主な新線の建設及び既存ストックの機能向上（平成31（2019）年３月末現在）

資料：各鉄道事業者公表資料を基に国土交通省都市局作成

整備主体 路線名、駅名 区分 開業予定年度

東武鉄道（株） 東武アーバンパークライン（六実～逆井） 複線化 平成31年度

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構 相鉄・ＪＲ直通線（西谷～横浜羽沢付近） 新線建設 平成31年度

宇都宮ライトレール（株） JR宇都宮駅東口（宇都宮市）～本田技研北門（芳賀町） 新線建設 平成33年度

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構 相鉄・東急直通線（横浜羽沢付近～日吉） 新線建設 平成34年度
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　また、鉄道駅のホームにおける安全対策については、平成28（2016）年８月に「駅ホームにお
ける安全性向上のための検討会」が国土交通省に設置され、同年12月に中間とりまとめが公表
された。ハード面では、１日当たりの利用者数が10万人以上の駅について、車両の扉位置が一
定している等ホームドアの整備条件を満たしている場合、原則として令和２（2020）年度までに
整備するとともに、扉位置の不一致等の課題に対応可能な新型ホームドアの普及を促進するこ
と等により、交通政策基本計画の目標（令和２（2020）年度にホームドア約800駅）について、
できる限りの前倒しを図るよう求められている。また、内方線付き点状ブロックについては、
１日当たりの利用者１万人以上の駅について、平成30（2018）年度までに整備することとしてい
る。ソフト面では、申出があった視覚障害者に対して駅員等が乗車及び降車の誘導案内を実施
することとしたほか、危険時に視覚障害者が明確に気付くような声かけの強化や、旅客による
声かけの促進等を図ることとしている。平成30（2018）年度末現在で首都圏の375駅にホームド
アが設置されている。

⑥空港へのアクセス強化　
　首都圏空港への鉄道によるアクセスの改善については、東京圏における今後の都市鉄道のあ
り方について検討を行っている交通政策審議会において審議が行われ、平成28（2016）年４月に
答申がとりまとめられた。答申では、具体的な空港アクセスの向上に資するプロジェクトの検
討結果として、以下の事業が示されている。
　①都心直結線の新設（押上～新東京～泉岳寺）
　②�羽田空港アクセス線の新設（田町駅付近・大井町駅付近・東京テレポート～東京貨物ター
ミナル付近～羽田空港）及び京葉線・りんかい線相互直通運転化（新木場）

　③新空港線の新設（矢口渡～蒲田～京急蒲田～大鳥居）
　④京急空港線羽田空港国内線ターミナル駅引上線の新設

（２）情報通信体系の整備　
（Ｌアラートの普及）
　Ｌアラートとは、安心・安全に関わる公的情報等、住民が必要とする情報が迅速かつ正確に
住民に伝えられることを目的とした情報基盤である。地方公共団体、ライフライン関連事業者
など公的な情報を発信する「情報発信者」と、放送事業者、新聞社、通信事業者等その情報を
住民に伝える「情報伝達者」とが、この情報基盤を共通に利用することによって、効率的な情
報伝達が実現できることから、普及に向けた取組が進められている（図表2-3-6）。
　首都圏の全ての都県が平成31（2019）年３月時点で情報発信者として運用を開始しており、
156団体が情報伝達者として登録している。なお、平成29（2017）年10月から、東京電力パワー
グリット株式会社により、初めて停電発生状況の配信が開始されている。
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（テレワークの推進）
　ICT（情報通信技術）を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方である「テレワー
ク」は、ワークライフバランスの実現のほか、人口減少時代における労働力人口の確保や地域
の活性化等へも寄与する働き方改革実現の切り札となる働き方で、その推進が求められている。
　また、平成30（2018）年６月15日に閣議決定された「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民
データ活用推進基本計画」や「未来投資戦略2018」において、テレワークの推進が位置付けら
れる等、これまで以上にテレワークの推進に向けた機運が高まってきている。
　関係府省は、各府省の副大臣を構成員に含めたテレワーク関係府省連絡会議を開催し、テレ
ワーク推進に向けた取組の共有や連携施策の検討・推進を行う等、テレワークの一層の普及拡
大に向けた環境整備、啓発等を連携して推進している。
　平成29（2017）年７月には、東京都と厚生労働省により、テレワーク導入に係る情報提供や相
談サービス等をワンストップで実施する「東京テレワーク推進センター」が飯田橋に設置され
ており、東京における働き方改革の発信源となることが期待されている。
　平成30（2018）年７月23日から同月27日には、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技
大会開催の前々年として、複数日のテレワークの実施を呼びかける「テレワーク・デイズ」が
実施され、1,682団体から約30万人が参加してテレワークに取り組んだ。同年のテレワーク・
デイズ期間中、東京23区への通勤者が延べ41万人減少し、エリア別での通勤者減少量は、丸ノ
内、豊洲、品川の順であった。また、東京メトロ豊洲駅では、朝の通勤ピーク時間帯（８時台）
の通勤量が１年前と比べて7.7％の減少となったほか、オフィス費用削減の観点からは事務用
紙等の使用量が約14%減少、残業時間が約45%減少（テレワーク・デイズ実施後の効果測定ア

図表2-3-6 Ｌアラートの概要

情報発信 情報伝達

テレビ事業者　　　

ラジオ事業者

ネット事業者

携帯電話事業者

新たなサービス事業者
（サイネージ、カーナビ等）

市町村

都道府県

中央省庁等

ライフライン等

災害時の避難勧告・指示、
お知らせ等

防災情報・
お知らせ等

防災情報システム

・Jアラート情報（消防庁）
・気象情報（気象庁）

・通信（平成27年４月より順次情報提供開始）
・ガス（平成28年５月より順次情報提供開始）
・交通（平成27年４月より一部地域で情報提供開始）
・電気（平成28年７月より停電情報実用化試験開始）

標準
フォーマット
※インターネット等での
データ交換に用いられ
る標準言語（XML）
を使用

収集
・
配信

メインサーバ バックアップ
サーバ

地域住民
ケーブル
地上波

情報閲覧・入力

システム接続

システム接続

システム接続

情報閲覧 読み上げ

※一般財団法人マルチメディア振興センターが平成23年６月より運営
※総合防災情報システム（内閣府）とも接続予定

デジタルTV
データ放送など
（テキストで表示）

ラジオ
緊急放送
（音声で伝達）

ウェブ配信
（テキスト
で表示）

インターネット等

携帯電話・
スマートフォン
緊急速報メール
（エリア内全員にプッシュ配信）

サイネージ
駅構内など

カーナビ等

防災アプリの活用
（アプリ利用者にプッシュ配信）
防災アプリの活用

（アプリ利用者にプッシュ配信）

資料：総務省
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ンケートに回答があった団体の平均値）する等、交通混雑の緩和や業務効率化に大きな効果が
見られた。

（３）水供給体系の整備
（水資源開発の状況）
　首都圏の利根川水系及び荒川水系においては、水資源の総合的な開発及び利用の合理化の基
本となる計画である、「利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画」を策定（現行
の計画は、平成20年７月に閣議決定）し、安定的な水利用を可能とするための施策が進められ
ている。
　また、平成30（2018）年度においても、用水の安定供給を確保するため､ 一級河川利根川水系
八ッ場ダムを始めとするダム等の水資源開発施設の建設や既存施設の耐震対策、老朽化対策を
目的とする事業等が実施されている。なお、八ッ場ダムは、令和元（2019）年度中に完成予定で
ある。

（普及状況）
 ①生活用水
　水道の普及率は増加傾向にあり、平成28（2016）年度には全国では97.9%、首都圏は98.7%となっ
ている（図表2-3-7）。

 ②工業用水
　首都圏の工業用水の１日当たり用水使用量は減少しており、平成28（2016）年には、420万㎥（回
収水及び海水を除く。）であった（図表2-3-8）。

図表2-3-7 全国・首都圏の水道普及率の推移

資料：「水道統計」（日本水道協会）を基に国土交通省都市局作成
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（４）下水道・廃棄物処理体系の整備
①下水道
　首都圏の下水道処理人口普及率は、全国と比較して高い状況であり、平成29（2017）年度末は
85.5%であった（図表2-3-9）。
　下水道、農業集落排水施設、合併処理浄化槽も含めた汚水処理人口普及率を見ると、首都圏
の普及率は、全国に比べ高く、特に東京都は非常に高い水準にあるが、周辺４県は全国よりも
低い状況にある。処理施設別の普及率を見ると、東京都及び近隣３県は全国に比べ、特に下水
道の普及率が高い一方、周辺４県は、全国に比べ下水道の普及率は低いものの、農業集落排水
施設や合併処理浄化槽の普及率が高い状況となっている（図表2-3-10）。

図表2-3-8 全国・首都圏の工業用水量の推移

注１：�従業者30人以上の製造事業所における工業用水の１日当たり用水使用量（回収水及び海水を除く。）
注２：�平成23（2011）年については「平成24年経済センサス-活動調査」、平成27（2015）年については「平成28年経済センサス-活動調査」による。
資料：�「工業統計調査」（経済産業省）、「平成24年経済センサス―活動調査」、「平成28年経済センサス-活動調査」（総務省・経済産業省）を基

に国土交通省都市局作成
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図表2-3-9 全国・首都圏の下水道処理人口普及率の推移

注１：�東日本大震災の影響で、下記の地方公共団体は調査対象外と
なっている。

　　　平成22年度：岩手県、宮城県、福島県
　　　平成23年度：岩手県、福島県
　　　平成24年度：福島県
　　　平成25年度：福島県
　　　平成26年度：福島県
　　　平成27年度：�福島県相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富

岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、
飯舘村

　　　平成28年度：�福島県相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、
大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村

　　　平成29年度：�楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪
江町、葛尾村、飯舘村

資料：�「汚水処理人口普及状況について」（農林水産省、国土交通省、
環境省）を基に国土交通省都市局作成
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②産業廃棄物の状況
　首都圏では、産業廃棄物の中間処理又は最終処分のため、産業廃棄物は都県域を越え、他の
地方公共団体に移動させて処理・処分している。平成29（2017）年度におけるその移動量は、東
京都が10,536千トン（首都圏内の他県へ9,840千トン、首都圏外へ696千トン）、神奈川県が3,268
千トン（首都圏内の他都県へ2,429千トン、首都圏外へ840千トン）等となっており、産業廃棄
物を広域に移動し処理・処分する構造となっている（図表2-3-11）。

（５）インフラ老朽化対策
　我が国の社会資本ストックは、高度経済成長期等に集中的に整備され、今後急速に老朽化す
ることが懸念される。高速道路における天井落下事故や鉄道の線路施設におけるトラブルの発
生を始めとして、社会資本の維持管理・更新に係る問題が各方面で顕在化しており、国民が社
会資本の安全性に不安を抱く事態が生じている。また、今般国土交通省が所管する社会資本に
ついて実態把握を行った結果では、例えば、道路橋梁（橋長２ｍ以上）については９割以上が
地方公共団体の管理である等、大部分が地方公共団体が管理している施設であり、社会資本の
維持管理・更新は国のみならず、地方公共団体等も含めた我が国全体の大きな課題である。真
に必要な社会資本整備とのバランスを取りながら、いかに戦略的に維持管理・更新を行ってい
くかが問われている（図表2-3-12）。

図表2-3-11 首都圏の圏内外への産業廃棄物の搬出量（平成29（2017）年度）

資料：�「平成30年度廃棄物の広域移動対策検討調査及び廃棄物等循環利用量実態調査報告書（広域移動状況編　平成29年度実績）」（環境省）
を基に国土交通省都市局作成
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図表2-3-10 汚水処理人口普及率（平成29（2017）年度末現在）

人口（千人）
汚水処理人口（千人）

下水道 農業集落排水 合併処理浄化槽

全国
127,323 115,712 100,306 3,440 11,754 

（100.0%） （90.9%） （78.8%） （2.7%） （9.2%）

首都圏
44,242 41,381 37,844 540 2,946 

（100.0%） （93.5%） （85.5%） （1.2%） （6.7%）

東京都
13,668 13,636 13,605 2 27 

（100.0%） （99.8%） （99.5%） （0.0%） （0.2%）

近隣３県
22,834 21,286 19,492 149 1,636 

（100.0%） （93.2%） （85.4%） （0.7%） （7.2%）

周辺４県
7,740 6,459 4,747 389 1,283 

（100.0%） （83.4%） （61.3%） （5.0%） （16.6%）
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　首都高速道路については、老朽化に対して長期の安全・安心を確保するため、大規模更新・
大規模修繕を実施しているところである。

　政府、地方公共団体等における、あらゆるインフラを対象にした今後の取組の全体像を示す
ものとして、平成25（2013）年11月に決定された「インフラ長寿命化基本計画」の中では、全国
のあらゆるインフラについて、着実に老朽化対策を実施するため、各インフラの管理者等がイ
ンフラ長寿命化計画（行動計画）を作成することが規定されている。
　これを受け、インフラの維持管理・更新等を着実に推進するための中長期的な取組の方向性
を明らかにする計画として、これまでに全13府省庁においてインフラ長寿命化計画（行動計画）
が策定された。また、地方公共団体では、国における行動計画に当たる「公共施設等総合管理
計画」の策定が進められており、首都圏においては平成30（2018）年９月末時点で全ての都県、
指定都市及び99%の市区町村で策定済みである。
　現在、行動計画及び公共施設等総合管理計画に基づき、各施設の管理者が点検や修繕等を行
うとともに、個別施設ごとの具体の対応方針を定める長寿命化計画（個別施設計画）を策定し
ている。さらに、インフラの損傷が軽微な段階で補修を行い、施設の機能を保つことでインフ
ラを長寿命化させる「予防保全」の取組や、新技術の開発・導入によるトータルコストの縮減・
平準化を図りつつ、計画的な維持管理・更新に取り組んでいる。平成28（2016）年11月には、「イ
ンフラメンテナンス国民会議」が設立され、産官学民の多様な主体の技術や知恵を総動員し、
オープンイノベーションによる革新的技術の開発と実装の加速や、施設管理者における民間企
業のノウハウの活用の横展開等を推進している。
　平成29（2017）年から国土交通省、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省及び防衛省
が、インフラメンテナンスに係る優れた取組や技術開発を表彰し、ベストプラクティスとして
広く紹介することにより、メンテナンス産業の活性化を図るとともに、インフラメンテナンス
の理念の普及を図ることを目的とする「インフラメンテナンス大賞」を決定している。

図表2-3-12 首都圏の橋梁点検結果（平成29（2017）年度単年度：地方公共団体管理分）

資料：「平成29年度道路メンテナンス年報データ集（集計表）」（国土交通省道路局）を基に国土交通省都市局作成

区　　分 状　　　　　態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。

Ⅳ 緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。
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　また、平成30（2018）年は、平成30年７月豪雨や台風21号、北海道胆振東部地震等の大規模な
自然災害が頻発し、重要インフラの機能に支障を来すなど国民生活・国民経済に多大な影響を
及ぼす事態が発生した。これらの自然災害により明らかとなった重要インフラの機能確保の課
題を踏まえ、同年９月、「重要インフラの緊急点検に関する関係閣僚会議」において、電力や
空港を始めとする「重要インフラに関する緊急点検」を実施することを決定し、その点検結果
を踏まえ、同年11月、同会議において「重要インフラの緊急点検の結果及びその対応方策」が
とりまとめられた。さらに、本とりまとめ等を踏まえ、「防災のための重要インフラ等の機能
維持」、「国民経済・生活を支える重要インフラ等の機能維持」の観点から、国土強靱化基本計
画に位置付けられたプログラムのうち、特に緊急に実施すべきハード・ソフト両面の対策につ
いて、平成30（2018）年度から令和２（2020）年度までの３年間で集中的に実施する「防災、減災、
国土強靱化のための３か年緊急対策」を閣議決定したところである。

２．農山漁村の活性化
（集落機能の低下に対する取組）
　首都圏の農山村地域は、過疎化・高齢化の進行に伴う集落機能の低下により、農地、水路、
農道等の地域資源の保全管理が困難になってきている。そのような状況の中、｢多面的機能支
払交付金｣ を通じて、地域共同による地域資源の基礎的な保全管理活動や、施設の長寿命化の
ための活動等を行っている（図表2-3-13）。

（二地域居住の取組）
　近年、価値観の多様化や社会情勢の変化に伴い多様なライフスタイル・ワークスタイルの選
択が可能になってきており、大都市居住者の地方圏・農山漁村への居住など住み方の多様化、
テレワークなど働き方の多様化等の動き等がみられる。
　なかでも、例えば、都市住民が農山漁村等の他の地域にも同時に生活拠点を持つ等のライフ
スタイルである「二地域居住」については、地域社会や個人のライフスタイルにおいて多様な

図表2-3-13 首都圏における多面的機能支払交付金の取組状況（平成29（2017）年度）

注　：本取組状況は、平成30（2018）年３月末現在で取りまとめた値
資料：「平成29年度多面的機能支払交付金の取組状況」（農林水産省）を基に国土交通省都市局作成

農地維持支払交付金 資源向上支払交付金
（地域資源の質的向上を図る共同活動）

資源向上支払交付金
（施設の長寿命化のための活動）

対象組織数 取組面積（ha） 対象組織数 取組面積（ha） 対象組織数 取組面積（ha）

茨城県 618 33,195 456 26,093 216 11,728 

栃木県 480 42,588 306 31,565 9 747 

群馬県 243 16,790 201 14,403 127 10,969 

埼玉県 319 15,005 206 8,477 71 3,055 

千葉県 493 29,833 374 23,947 209 13,922 

東京都 4 21 1 5 1 5 

神奈川県 28 1,082 11 366 5 150 

山梨県 191 7,355 170 7,021 109 4,155 

首都圏 2,376 145,869 1,725 111,877 747 44,731 

全国 28,290 2,265,742 22,299 2,001,220 11,586 689,393 
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選択、働き方、住まい方、学び方等を実現することを通し、地域の活性化につながると期待さ
れることから、その促進を図ることは重要な課題である。このため、民間事業者や地域が主体
的に取り組む環境を整えることを目的として、二地域居住等に関する国や地方公共団体の支援
策や取組について情報発信を行っている。

３．�中枢中核都市の機能強化・わくわく地方生活の実現を通じた�
地方創生の動向

（中枢中核都市の機能強化）
　政令指定都市や県庁所在地等の地方の中枢中核都市1）は、相当の人口規模を有し、産業活動、
住民生活の基盤や、国際的な投資の受入れ環境等の機能を備え、活力ある地域社会を維持する
ための拠点として、近隣市町村を含めた地域全体の経済、生活を支え、東京圏への人口流出を
抑制する機能が期待される。
　一方で、東京圏の人口転入の状況を見ると、中枢中核都市からの人口移動が多くなっている。
　このような状況の打開に向け、中枢中核都市が抱えている課題を解決し、その都市力を向上
するため、平成30（2018）年12月に策定した「まち・ひと・しごと創生総合戦略（2018�改訂版）」
に基づき、政策テーマに応じて、関係省庁連携によるハンズオン支援を行うとともに、地方創
生推進交付金を始めとする各種支援策を活用した支援を行うこととしている。

（わくわく地方生活の実現）
　東京圏への過度な一極集中が継続する中、地方の担い手不足が指摘されている。一方で、若
い世代を中心に、地方移住への関心の高まりが見られる。
　このような状況を踏まえ、平成30（2018）年６月に策定した「わくわく地方生活実現政策パッ
ケージ」に基づき、UIJ�ターンによる起業・就業者創出、女性・高齢者等の活躍による新規就
業者の掘り起こし、地方における外国人材の受入れ等に取り組んでいる。

1）�東京圏以外の、政令指定都市、中核市、施行時特例市、県庁所在市、連携中枢都市に該当する市のうち、昼夜間人
口比率が概ね1.0未満の都市を除いたもの。
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