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「中核市とともに地方分権を推進する国会議員の会」活動状況について 

１ 活動趣旨 中核市市長会に対する理解を深め、その事業活動等に対する支援を通じて真

の地方分権型社会の実現に取り組むとともに、中核市を核とした地域の活力を

高めることにより、日本経済の活性化、住民福祉の向上などを推進する。 

２ 会 員 本会の趣旨に賛同する党派を超えた国会議員により構成する。 

① 中核市の区域を含む小選挙区選出の衆議院議員

② 中核市の区域を含む選挙区選出の参議院議員

③ 中核市にゆかりのある国会議員

３ そ の 他 事務担当：令和５年度担当市 （旭川市） 

会    費：なし 

４ 会員加入状況 

（令和５年１１月１０日現在） 

政党名 衆議院議員 参議院議員 合 計 

自由民主党 ６８ ６２ １３０ 

公明党 １１ １４ ２５ 

立憲民主党 ２１ １７ ３８ 

日本維新の会 １４ ４ １８ 

国民民主党 ３ ３ ６ 

日本共産党 ２ ０ ２ 

無所属 ４ ４ ８ 

合 計 １２３ １０４ ２２７ 

５ 世話役議員 

（敬称略） 

政党名 役職 議員名 

自由民主党 

会 長 衛 藤 征士郎 ＜衆 大分２区＞ 

幹 事 
衆議院 加 藤 勝 信 ＜衆 岡山５区＞ 

参議院 山 本 順 三 ＜参 愛媛県＞ 

副幹事 
江 島 潔 ＜参 山口県＞ 

古 賀 友一郎 ＜参 長崎県＞ 

公明党 
幹 事 

衆議院 古 屋 範 子 ＜衆 比例南関東＞ 

参議院 西 田 実 仁 ＜参 埼玉県＞ 

副幹事 谷 合 正 明 ＜参 比例＞ 

立憲民主党 幹 事 逢 坂 誠 二 ＜衆 北海道８区＞ 

日本維新の会 幹 事 馬 場 伸 幸 ＜衆 大阪１７区＞ 

国民民主党 幹 事 玉 木 雄一郎 ＜衆 香川２区＞ 

【資料１】
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６ 活動内容 

（１） 国政の場において、中核市市長会の活動に対する随時の支援

（２） 中核市市長会からの情報提供活動の実施

・メールマガジンの配信（毎月１回定期配信）

・中核市市長会パンフレットの配付

・提言書等の配付（提言・要請ごと実施）

・各市による継続的な加入依頼

（３） 世話役と役員市長との懇談会の開催

・会の運営等に関する助言を得ることなどを目的とした懇談会を開催

日 時 ： 令和５年８月１７日（木）１３時３０分～１４時３０分

会 場 ： 都市センターホテル ５階オリオン 

出席者 ： 国会議員の会世話役議員、中核市市長会役員市長 

内 容 ： 中核市市長会の活動報告、意見交換 

（４） 会員勉強会の開催（本日）

・中核市市長会に対する理解の深化、協力促進などを目的とした勉強会を開催
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中核市市長会の活動状況について 

１ 会の概要 中核市の市長で構成する団体であり、全中核市の６２市が加入している。 

（人口総計：約２，２７５万人） 

（令和５年４月１日現在） 

地  区 会  員  市 

北海道・東北 
（１０市） 

北海道 函館市、旭川市 

青森県 青森市、八戸市 

岩手県 盛岡市 

秋田県 秋田市 

山形県 山形市 

福島県 福島市、郡山市、いわき市 

関 東 
（１１市） 

茨城県 水戸市 

栃木県 宇都宮市 

群馬県 前橋市、高崎市 

埼玉県 川越市、川口市、越谷市 

千葉県 船橋市、柏市 

東京都 八王子市 

神奈川県 横須賀市 

北信越・東海 
（１１市） 

富山県 富山市 

石川県 金沢市 

福井県 福井市 

山梨県 甲府市

長野県 長野市、松本市 

岐阜県 岐阜市 

愛知県 豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市 

近 畿 
（１４市） 

滋賀県 大津市 

大阪府 
豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、 

八尾市、寝屋川市、東大阪市 

兵庫県 姫路市、尼崎市、明石市、西宮市 

奈良県 奈良市 

和歌山県 和歌山市 

中国・四国 
（９市） 

鳥取県 鳥取市 

島根県 松江市 

岡山県 倉敷市 

広島県 呉市、福山市 

山口県 下関市 

香川県 高松市 

愛媛県 松山市 

高知県 高知市 

九 州 

（７市） 

福岡県 久留米市 

長崎県 長崎市、佐世保市 

大分県 大分市 

宮崎県 宮崎市 

鹿児島県 鹿児島市 

沖縄県 那覇市 

【資料２】 
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２ 令和5年度の活動内容 

（１） 協議・調査研究

◆中核市市長会総会、市長会議

◆「中核市サミット２０２３ ｉｎ 宇都宮の開催（Ｒ5.11.1）

（テーマ）未来世代への責任と実践～夢や希望がかなう 中核市を目指して～

◆３つのプロジェクトを設置

公民連携の在り方検討プロジェクト 

子育て支援施策の検討プロジェクト 

デジタル田園都市国家構想の実現に向けた取組検討プロジェクト 

（２） 政策提案・意見表明

◆総務大臣との懇談会（Ｒ５.8.17）

◆定例の提言

・令和５年度国の施策及び予算に関する提言（Ｒ5.6.1）

・プロジェクト会議で取りまとめた提言等（Ｒ5.11.15～16実施予定）

公民連携の在り方にかかる提言  

こども・子育て支援施策に関する提言 

デジタル田園都市国家構想の実現に向けた提言 

令和６年度税制改正に関する要請 

◆緊急要望等

・地方公共団体情報システム標準化に係る緊急要望（Ｒ5.10.5）

（３） 関係団体との連携

◆指定都市市長会との連携

◆「中核市とともに地方分権を推進する国会議員の会」勉強会

◆世話役議員と中核市市長会役員市長との懇談会

（４） その他の活動

◆広報活動等

◆パンフレットの作成

◆メールマガジンの配信

◆都市要覧の作成
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公民連携の在り方にかかる提言 

人口減少、少子高齢化、インフラの老朽化をはじめとする地域社会の情勢や、新型

コロナウイルス感染症をきっかけとするリモートワークの普及、デジタル化の進展など

に伴う暮らし方の変化により、地域住民のニーズは多様化しており、地方自治体は時

代の流れを的確に捉え、柔軟かつ機動的に応じることが求められている。 

先行きが不透明な現代社会において、地方自治体が従来提供してきた行政サービ

スに固執することなく、専門知識・人材を有する民間事業者と積極的に連携・協働す

ることで、新たな政策を立案し実行に移すことが肝要である。 

ついては、中核市が、それぞれの実情を踏まえた創意工夫を凝らし、先導的で実

効的な施策を展開することができるよう、下記のとおり積極的な措置を講じられたい。 

記 

１ 社会情勢の変化や住民ニーズの多様化に応じた公民連携の促進 

（１）地域資源・産業を生かした経済の活性化

中核市では、公民連携による新ビジネス創出や、民間事業者と地域住民の協働

を通じた地域課題解決のための取組が進められている。ユニークな地域資源や

産業特性を生かし、地域経済の活性化を図るため、次のとおり要望する。

① 公民連携による新ビジネス創出に向けた支援制度の充実化を図ること。

（A 【久留米市】）

② 「地域活性化起業人制度」について、地域活性化の取組を推進するため、多

様な働き方を踏まえて、勤務地要件を緩和し、派遣期間の延長を認めること。

（B 【金沢市】）
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 A 【久留米市】福岡バイオコミュニティ推進事業 
連携先：福岡バイオコミュニティ推進会議 

（事務局：久留米リサーチ・パーク） 

B 【金沢市】民間デジタル人材受入活用事業 
(小規模事業者向けセミナー) 

連携先：NTT ビジネスソリューションズ 

※（  ）内および写真・ポンチ絵は、中核市市長会構成市における取組事例 

（取組事例） 

公民連携の在り方検討について【資料３】
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（２）公民連携による健康なまちづくりの推進

少子高齢化の進展や医療技術の進歩により、保健・医療を取り巻く環境が大きく

変化する中、誰もが健康に暮らすためのまちづくりは今後ますます重要となる。

特に、ヘルスケア分野を軸に導入が進む「成果連動型民間委託契約方式

（PFS/SIB）」は、他分野への展開も可能な公民連携の手法であり、中核市とし

て注目している。ついては、ＰＦＳ/ＳＩＢを始め、公民連携による健康なまちづくり

の推進に向けて、次のとおり要望する。

① ヘルスケア分野をはじめ、地方自治体で抱える多様な課題に応じた

PFS/SIB の制度構築ツールや情報共有のためのポータルサイトの構築、成

果指標設定にかかる根拠や考え方、プロセスなど、導入の手法について発信

すること。

(C 【八王子市】、D 【横須賀市】、E 【東大阪市】）

② PFS/SIBを導入した実績のある地方自治体や民間事業者によるセミナーの

開催や、各地方自治体への継続的なアドバイザー派遣制度の新設などにより、

PFS/SIB の導入を支援すること。 

（F 【松山市】） 

C 【八王子市】乳がん検診受診率向上事業 

（乳がん受診勧奨のお知らせはがき） 

連携先：キャンサースキャン 

E 【東大阪市】トルクひがしおおさか 

連携先：阪急阪神ホールディングス、ウェルビーイング阪急阪神 

D 【横須賀市】ヘルスケアデータ連結・分析システムの 

構築、運用 
連携先：NTT 東日本、九州大学、神奈川県立保健福祉大学 

F 【松山市】PFS を活用した特定保健指導事業 

連携先：日本政策投資銀行、日本経済研究所 

（取組事例） 
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（3）地域特性に応じたこども・子育て施策の充実・強化

「こどもまんなか社会の実現」に向けて、中核市では、こどもや子育て世代のニー

ズの把握に努め、民間事業者と連携して切れ目のないこども・子育て支援に取り

組んでいる。国が全国一律で行う施策に加えて、地域特性を踏まえた地方単独

事業の充実・強化を図るとともに、地方自治体と民間事業者による連携施策を推

進するため、次のとおり要望する。

① こども・子育て施策にかかる事例共有の場の提供、地方自治体向け研修の

実施など、公民連携を促進するために支援を行うこと。

(G 【松山市】)

② 全国の地方自治体が、安心してこども・子育て支援に取り組めるよう、安定的

な財源の確保を行うこと。

(H 【江崎グリコ】)

 

（４）脱炭素社会の実現をめざす取組の促進

「2050 年カーボンニュートラル」の実現に向けて、地方自治体や民間事業者が

それぞれ取り組む施策はもとより、公民連携による取組を推進するため、次のと

おり要望する。

① 既存施設の省エネルギー化のための改修に活用できる「脱炭素化推進事業債」

や、「地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型

エネルギー設備等導入推進事業」などについて、継続して財政措置を手当て

するとともに、申請要件の緩和・申請手続きの簡素化を図ること。 

（I 【船橋市】、J 【松山市】） 

② 市民や民間事業者などが主体的に脱炭素化へ取り組めるよう、インセンティブ

の付与や補助などの支援制度を創設・拡充すること。

（K、L 【松江市】）

H 【江崎グリコ】「Co 育て PROJECT」 
例：ひらかた de オンライン産前産後クラス（枚方市との連携） 

G 【松山市】子育て支援情報の発信に関する連携協定 
連携先：えひめリビング新聞社、 

サンサンファミリー、メディカグループ

（取組事例） 
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I 【船橋市】避難所施設等への再生可能エネルギー設備導入等事業 
連携先：TN クロス 

K 【松江市】市民参加によるプラスチックゴミリサイクル 

の推進 
連携先：HOYA アイケアカンパニー、パイロットコーポレーション、 

バンダイ・スピリッツ 

L 【松江市】小型船舶向け電動推進機プロトタイプ 
実証事業 

連携先：本田技研工業 

J 【松山市】松山市庁舎本館設備更新型 ESCO 事業 
連携先：ダイキンエアテクノ 四国支店 

（取組事例） 

使い捨てコンタクト

レンズケースの回収
使用済みペンリサイクル 

ガンプラリサイクル 

プロジェクト 
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（5）持続可能なまちづくりと公共施設整備の推進

都市の価値を維持・向上し、持続可能なまちづくりを行うため、公共施設整備の

推進が求められている。近年、行政と民間事業者・地域住民が連携した「エリア

マネジメント」による社会資本整備の動きがあるものの、地方都市は大都市に比

べて市場規模が小さく採算が取りにくいため、民間事業者の経済活動による設

備投資は限定的である。以上を踏まえ、公民連携による公共施設整備やまちづく

りの促進を図るため、次のとおり要望する。 

① 既存公共施設の再整備に対する補助を拡充するとともに、公民連携による

施設整備とその利用を促進するための補助制度を創設すること。

（M 【青森市】、N 【秋田市】、O 【船橋市】）

② 市場規模の小さな地方都市であっても、民間事業者が積極的に Park－ＰＦ

Ｉ事業（※）に参入できるよう、「賑わい増進事業資金」の貸付要件の緩和など、

公的融資制度の充実化を図ること。

（P 【盛岡市】、Q 【岡崎市】、R 【和歌山市】、S 【高松市】）
（※）飲食店、売店等の公募対象公園施設の設置または管理と、その周辺の園路、広場等の特定公園施設の整備改

修等を一体的に行う者を、公募により選定する制度 

M 【青森市】（仮称）青森市アリーナ及び青い森セントラル

パーク等整備運営事業 
連携先：青森ひと創りサポート（SPC） 

N 【秋田市】下水道管路・施設維持管理包括業務委託 

連携先：（管路）山岡工業・豊興産・日水コン共同企業体 

（施設）東総・山岡工業協同企業体 

※写真・キャプションの

提供をお願いします。 

O 【船橋市】船橋市シェアサイクル事業 
連携先：OpenStreet 

（取組事例） 
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（６）多様な公民連携を促進する体制の構築

多様な公民連携を促すためには、行政と民間事業者とのマッチングが不可欠で

あり、地方が抱える課題と民間事業者のソリューションを共有する仕組みが求めら

れることから、次のとおり要望する。 

① 地方自治体において先進的な取組事例を共有し、情報交換を図る場を設け

るとともに、ハード事業・ソフト事業を問わず広く地方自治体のニーズと民間

事業者のシーズとのマッチングを図るため、官民一体で運用するプラットフォ

ームを構築すること。

（T 【青森市】、U 【岡崎市】、V 【高松市】、W 【宮崎市】）

② 民間事業者の提案から新たな公民連携を創出するにあたり、提案者へのイ

ンセンティブ付与と事業者の選定手法（入札、プロポーザル、随意契約等）を

決定するための考え方について、先進事例を踏まえてガイドライン等で示す

こと。  

（V 【高松市】、W 【宮崎市】、X 【船橋市】、Y 【松山市】） 

Q 【岡崎市】QURUWA 戦略によるまちづくり 
連携先：７町・広域連合会、都市再生推進法人、民間事業者（複数） 

S 【高松市】民間活力の導入による中央公園再整備事業 
連携先：ルーヴ 

R 【和歌山市】つつじが丘総合公園整備事業 
連携先：つづじが丘未来創造パートナーズ 

P 【盛岡市】中央公園整備事業～BeBA TERRACE 
プロジェクト～ 
連携先：みんなのみらい計画、MDS、タヤマスタジオ 

   PUBLIQ、M ファーム 
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T 【青森市】青森市公民連携デスク 

U 【岡崎市】岡崎市 SDGs 公民連携プラットフォーム運営事業 

V 【高松市】スマートシティたかまつ推進事業 

（取組事例） 

11



W 【宮崎市】宮崎市公民連携総合窓口（みやざき CITY PORT） 

Y 【松山市】官民連携プラットフォームと連携した公民連携窓口の設置 

X 【船橋市】船橋市民間提案制度（公民 CONNECT の設置） 
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２ 公民連携による地方創生の推進 

（１）公民連携による地方自治体の自立的な取組の支援

地方創生の実現に向けて、地方自治体による主体的かつ自立的な取組が求めら

れることから、次のとおり要望する。

① 公民連携による事業の推進にあたって、「社会資本整備総合交付金」や「デジ

タル田園都市国家構想交付金」などの財源措置を、十分な規模を維持・継続

して行うこと。 

（a 【青森市】、ｂ、ｃ 【和歌山市】、ｄ 【長崎市】） 

a 【青森市】ヘルステックを核とした健康まちづくりプロ

ジェクト 
主な連携先：フィリップス・ジャパン、青森県立保健大学ほか 

❶東京医療保健大学 ❷和歌山信愛大学 ❸宝塚医療大学 ❹和歌山リハビリテーション 

専門職大学 

❺和歌山県立医科大学薬学部

c 【和歌山市】廃校舎等を活用した大学誘致 
連携先：東京医療保健大学、和歌山信愛大学、宝塚医療大学、和歌山リハビリテーション専門職大学、 

 和歌山県立医科大学薬学部 

（取組事例） 

ｂ 【和歌山市】つつじが丘総合公園整備事業（再掲） 
連携先：つづじが丘未来創造パートナーズ 
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（２）地方への「新たな人の流れ」の創出

公民連携を契機とする民間事業者の地方移転やサテライトオフィスの誘致など、

「新たな人の流れ」を創出するため、リモートワークなど場所や時間の制約を受け

ない多様な働き方を促進する必要があることから、次のとおり要望する。

① 民間事業者における地方への拠点移転・新規立地、ひいては地方移住の促

進及び地方自治体における関係人口の創出に向けて、多様な働き方が可能

となる職場づくりを推進することを経済界に対して働きかけること。

（e 【高松市】）

② 「二地域居住」の促進に向けて、生活の本拠が置かれない地方自治体におけ

る個人住民税の課税に関する課題解決に取り組むこと。

（e 【高松市】、f 【松江市】）

d 【長崎市】長崎スタジアムシティプロジェクト 
連携先：ジャパネットグループ 

f 【松江市】「地域活性化起業人制度」を活用した外部人材

の登用 
(「テイクアウトしじみ汁」発案 市産品のブランディングを実施) 

連携先：ぐるなび 

e 【高松市】「アグリ・スマートシティ」実証実験プロジェクト 
連携先：ANA 総合研究所、NTT コミュニケーションズ、羽田みら

い開発 

※イメージは施工段階のため今後デザイン含め変更の可能性があります。  提供：ジャパネットホールディングス 

（取組事例） 

６０ 

ホテル：約２４０室 
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（３）地方における民間事業者間連携の促進

公民連携による地域課題解決を促しその効果を高めるため、複数の民間事業者

間の連携が求められることから、次のとおり要望する。

① 地方自治体と都市部に本拠を置く民間事業者との連携の効果を、地元民間

事業者にも波及させるため、税制優遇などの仕組みを構築すること。

（g 【宮崎市】）

② 少子高齢化に伴う急激な人口減少がみられる山間部などにおいて、民間事

業者間のサービスシェアリングを加速させることなどにより、効果的・効率的

できめ細やかなサービスの提供を図ること。

（h 【奈良市】）

令和５年１１月２日 

中 核 市 市 長 会 

（取組事例） 

g 【宮崎市】宮崎市公民連携総合窓口 
（みやざき CITY PORT）（再掲） 

h 【奈良市】新たな買物サービス 
（（仮称）共助型買物サービス）の実証実験 

連携先：日本郵便、日本郵政、Next Commons Lab、 

Sustainable Innovation Lab、イオンリテール 

【和歌山市】廃校舎等を活用した大学誘致▲

商品提供 

地域ごとに 
まとめて
商品配達

受取先（地域拠点） 

イオンネットスーパー

サービス利用者

商品注文 
商品代金支払い

商品受取 

日本郵便 

・月ヶ瀬ワーケーション 

ルーム ONOONO 

・旧柳生中学校 

・須川郵便局 
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 先行きが不透明な現代社会において、地方自治体が従来提供してきた行政サービスに固執することなく、専門知
識・人材を有する民間事業者と積極的に連携・協働することで、新たな政策を立案し実行に移すことが肝要である。 
ついては、中核市が、それぞれの実情を踏まえた創意工夫を凝らし、先導的で実効的な施策を展開することができる
よう、下記のとおり積極的な措置を講じられたい。（大項目2、中項目9、小項目1７） 

公民連携の在り方にかかる提言【概要版】 

１ 社会情勢の変化や住民ニーズの多様化に応じた公民連携の促進 

（４）脱炭素社会の実現をめざす取組の促進

①「脱炭素化推進事業債」などの継続した財政措置、申請要件の緩和及び申請手続きの簡素化
②民間事業者による主体的な脱炭素化の取組に対するインセンティブの付与や補助制度等の創設・拡充

▲【久留米市】福岡バイオコミュニティ推進事業

▲【東大阪市】トルクひがしおおさか▲【横須賀市】ヘルスケアデータ連結・分析システムの構築、運用

【重点項目】 

▲【江崎グリコ】「Co育てPROJECT」

▲【金沢市】民間デジタル人材受入活用事業

▲【八王子市】乳がん検診受診率向上事業 
（乳がん受信勧奨のお知らせはがき） 

▲【松山市】子育て支援情報の発信に関する連携協定

▲【船橋市】避難所施設等への再生可能エネルギー設備導入等事業 ▲【松江市】小型船舶向け電動推進機プロトタイプ実証事業

使い捨てコンタクト
レンズケースの回収

使用済みペン
リサイクル

ガンプラリサイクル 
プロジェクト 

▲【松江市】市民参加によるプラスチックゴミリサイクルの推進

（２）公民連携による健康なまちづくりの推進

①ヘルスケア分野をはじめ、PFS/SIBのポータルサイトの構築、成果指標設定の考え方や導入手法の発信

②PFS/SIBの導入支援のための継続的なアドバイザー派遣制度の新設

（１）地域資源・産業を生かした経済の活性化

①公民連携による新ビジネス創出に向けた支援
制度の充実化

②「地域活性化起業人制度」の勤務地要件の緩
和及び派遣期間の延長

（３）地域特性に応じたこども・子育て施策の充実・強化

①公民連携によるこども・子育て施策の
事例共有や研修の実施等

②こども・子育て支援にかかる安定的な
財源の確保
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（２）地方への「新たな人の流れ」の創出

①多様な働き方が可能となる職場づくりを
経済界に働きかけること

②二地域居住の促進に向けた、個人住民税
の課税に関する課題解決

▲【盛岡市】中央公園整備事業～BeBA TERRACEプロジェクト～ ▲【岡崎市】QURUWA戦略によるまちづくり

（６）多様な公民連携を促進する体制の構築
①官民一体で運用するプラットフォームの構築
②公民連携事業提案者へのインセンティブ付与及び事業者の選定手法の考え方をガイドライン等により提示

【重点項目】 

▲【青森市】青森市公民連携デスク ▲【松山市】官民連携プラットフォームと連携した公民連携窓口の設置▲【宮崎市】宮崎市公民連携総合窓口(みやざき CITY PORT) 

▲【秋田市】下水道管路・施設維持管理包括業務委託

（３）地方における民間事業者間連携の促進

①都市部に本拠を置く民間事業者との公
民連携の効果を地元事業者に派生する
ための仕組みの構築（税制優遇措置など）

②民間事業者間のサービスシェアリングの
加速

▲【高松市】「アグリ・スマートシティ」実証実験プロジェクト ▲【奈良市】新たな買物サービス

 ((仮称)共助型買物サービス)の実証実験 

2 公民連携による地方創生の推進 

【重点項目】 （１）公民連携による地方自治体の自立的な取組の支援

①「社会資本整備総合交付金」「デジタル田園都市国家構想交付金」など財源措置の継続

【重点項目】 （５）持続可能なまちづくりと公共施設整備の推進

①既存公共施設の再整備に対する補助拡充、公民連携による施設整備とその利用促進にかかる補助制度の創設
②「賑わい増進事業資金」の貸付要件緩和など公的融資制度の充実化

▲【長崎市】長崎スタジアムシティプロジェクト

  ６０ 

ホテル：約２４０室

※イメージは施工段階のため今後デザイン含め変更の可能性があります。  提供：ジャパネットホールディングス 

東京医療保健大学↓ 和歌山信愛大学↓ 宝塚医療大学↓ 

和歌山リハビリテーション 専門職大学↓ 和歌山県立医科大学薬学部↓ 

▲【和歌山市】廃校舎等を活用した大学誘致

17



こども・子育て支援施策に関する提言 

こどもたちの笑顔と溢れんばかりの元気は、国の持続的な成長と繁栄の源泉であ

る。未来を担うこどもたちの可能性を切り拓き、子育てに夢と希望がもてる社会を実

現することは、現役世代に課せられた使命である。それを遂行するための取組みは、

豊かな未来に向けた健全な投資である。 

2022年の出生数は、統計開始以降初めて80万人を割り込んだ。事態は大変深

刻である。少子化対策は、重要な局面を迎えており、今こそ国の総力をあげて対応し

なければならない。 

国においては、次元の異なる少子化対策の実現に向けて6月に「こども未来戦略方

針」をとりまとめ、将来的なこども・子育て予算倍増の大枠も示された。その後、さらに

議論を深化させ、年内に予定されている「こども大綱」の策定に向け、具体的な詰め

の段階を迎えている。こうした動きには大いに共感し、期待を寄せている。 

こども・子育て政策は、社会経済、雇用・所得、子育て支援をはじめ、関係する政策

を総動員し、国、自治体、企業など様々なステークホルダーの協力・連携のもと総合

的な取組みが必要となる。 

そのなかでも、若者・子育て世代における所得向上・経済的支援と、きめ細やかで

切れ目のない子育て支援の２つが取組みの軸となる。前者は全国一律に主に国が担

うべきもの、後者は基礎自治体が地域の実情を踏まえ担うべきものであり、こうした

国と自治体との適切な役割分担のもと、それぞれの施策がうまく相互作用することで

より大きな効果を得られる。また、こども・子育て政策に対する国民の共感を得られる

かどうかは、住民に最も身近なところで行政を担う基礎自治体での取組みに大きく左

右される。 

とりわけ中核市は、国の総人口の約２０％が居住しており、経済面、社会面におい

てそれぞれの圏域を先導し、中心的な役割を担っている。 

中核市での取組みは圏域・国全体の成果に大きなインパクトを与える。 

こうした矜持をもって我々６２の中核市は、深刻な状況に真正面から向き合い、国

とともに未来への道を切り拓くべく、これまで積み上げてきた取組みをさらに深化さ

せ、こども・子育て政策をより強力に進めていく決意である。 

国におかれては、こども・子育て予算についてOECD加盟国のトップ水準を目途に

予算の確実な確保を図られるとともに、特に次の事項について中核市に対する法制

面・財政面で積極的な措置を講じられるよう提言する。 

子育て支援施策の検討について【資料４】
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１ 子育てに関する経済的支援の充実について 

子育て支援施策について、各自治体で独自支援を行っているものが多く、自治体

の財政力に応じて、各種子育てサービスにかかる自治体間の格差が広がっている。

そのため、次の経済的支援の充実について、国の責任と財源によって、全国一律と

なる措置を講じること。 

（１）幼児教育・保育料無償化の拡充について

幼児教育・保育料無償化について、０～２歳児における保育料の第２子以降無

償化を実施する自治体が多くあり、今後、自治体間で格差が生じる可能性が考

えられる。全てのこども・子育て施策を切れ目なく支援する観点からも、国にお

いて０～２歳児の保育料無償化を実施し、そのための財源措置を早急に講じる

こと。

（２）学校給食費の無償化について

近年の物価高騰などの社会情勢を踏まえ、義務教育段階における保護者の経

済的負担の一定割合を占める学校給食費について、自治体間で格差が生じて

いる。このことから、学校給食に関する地域の実態等を考慮した上で、国の制度

として無償化し、全ての自治体が無償化を実施できるよう、財源措置を講じるこ

と。

（３）出産・子育て応援交付金の補助率について

出産・子育て応援交付金について、制度導入当初の補助率及び補助単価を維

持し、丁寧な支援を継続できるよう、恒久的な制度として、財源措置を講じるこ

と。

（４）こどもの医療費を無償化する制度の創設について

こどもにかかる医療費の助成について、大半の自治体が中学生以上まで助成

を行っている状況であり、もはや安心して子育てをするための社会的なインフラ

となっている。このことから、全ての国民が安心してこどもを産み育てられる環

境の実現のため、国において、こどもの医療費を18歳まで無償化する制度を創

設すること。
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（５）妊娠・出産にかかる助成制度等の拡充について

経済状況や居住地に関係なく、誰もが等しく安心して出産できる環境を整える

ことが必要である。そのため、妊産婦健診について、里帰り等により委託医療機

関以外で受診した場合も円滑な連携が行えるよう、保険適用の対象範囲とする

こと。また、不妊・不育症治療についても、保険適用範囲のさらなる拡大を図る

とともに、独自支援を行う自治体への財政支援を講じること。

（６）児童手当について

児童手当について、所得制限の撤廃や、支給期間の高校生年代までの延長、

また第３子以降への一律30,000円の支給等、制度を大幅に拡充するとしてい

るが、現状の財源スキームでは、地方財政にも相当な財政負担を強いられるこ

とになるため、地方の負担増加分については、国の責任において十分な財源措

置を講じること。

２ 全てのこどもが健やかに育つ環境整備について 

  各自治体において、全てのこども・子育て世帯に寄り添った十分な支援が確実に

図られるよう、その環境整備に向けた必要な措置を講じること。 

（１）児童虐待への対応の強化について

全国的に児童虐待相談対応件数は一貫して増加しており、より迅速かつ的確

に児童虐待の早期発見・早期対応を行う必要がある。このことから、虐待対応

専門員や子ども家庭支援員、児童福祉司、児童心理司をはじめとした職員の育

成・増員等、必要な体制整備や支援強化に対する抜本的な財源措置を講じるこ

と。あわせて、児童相談所開設に向けた人材を確保するにあたり、開設準備期

間においても、職員の人件費等について財源措置を講じること。また、国におい

て推奨している一時保護所におけるユニット制を採用するにあたり職員を増員

する必要があるため、増員が必要な職員の人件費等について財源措置を講じ

ること。

（２）いじめ・不登校等への対応の強化について

近年、いじめ、不登校児童生徒が急増しており、その対策として、いじめ未然

防止、早期発見・早期対応への支援と不登校期間が長期化する前に対応を行う

ことがよりいっそう重要となっている。このことから、教育支援センター設置自治
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体へ財政支援を行うとともに、いじめ・不登校児童生徒を対象とした事業への

新たな財政支援制度を創設すること。また、学びの多様化学校（いわゆる不登

校特例校）の設置について、通常の学校とは異なるものという前提に立ち、新た

な人員配置基準に基づいた財源措置を講じること。さらに、国のいじめ対策・不

登校児童生徒支援におけるスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、

弁護士及び臨床心理士といった専門職の学校への配置について、中核市が実

情に応じた体制が整備できるよう、学びの多様化学校（いわゆる不登校特例校）

の設置促進にかかる制度の拡充及び、国全体として人材の質・量両面における

充実を図るとともに、人材を確保できるだけの十分な財源措置を講じること。ま

た、いじめ・不登校支援を担当する教員の充実を図るため、教員定数の改善を

図ること。あわせて、ひきこもり支援についても、国全体として人材の充実・確保

を図るとともに、相談対応・居場所づくりなどの支援に対する財源措置を講じる

こと。 

（３）こどもの居場所整備への支援について

全てのこどもが健やかに成長するためには、安全で安心して過ごせる多くの居

場所を確保することが重要である。このことから、地域子供の未来応援交付金

について、コロナ禍による緊急対策として補助率が時限的に引き上げられてい

るが、居場所事業の安定的な運営支援を継続するため、今後も、補助率を据え

置きすること。あわせて、当交付金においては、多様な運営主体が参画すること

から、申請や実績報告に係る手続きの簡素化を行うこと。また、今後、こどもの

居場所に係る様々な交付金等の再編にあたっては、地域における見守り・支援

を効果的に行うため、対象事業等の充実を図り、自由度を高めること。さらに、

放課後児童クラブについて、人材確保及び質の向上のため、地域の実情に応じ、

基準以上の職員配置を行う場合や、障害のある児童の受入れにかかる職員の

加配配置を行う場合には、それに応じた補助を行うとともに、更なる処遇改善を

確実に実施すること。また、子育て世帯の経済的負担の軽減のため、認定こども

園等の入所施設と同様に、国において利用料減免の制度化を図り、そのための

財源措置を講じること。あわせて、コロナ禍での児童虐待防止対策として始まっ

た支援対象児童等見守り強化事業について、ポストコロナにおいてもアウトリー

チ型の支援は重要であるため、財源措置を継続すること。

（４）こども家庭センターの設置・運営への支援について

改正児童福祉法により、こども家庭センターの設置が努力義務となる中、全て
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の自治体において家庭支援事業の利用が認められる者についてその利用を勧

奨することとされている。そのため、利用勧奨等の障壁となる利用者負担の軽

減措置を継続すること。また、地域子ども・子育て支援事業については、その種

類や量が十分ではないことは改正児童福祉法での議論でなされたものであり、

要支援・要保護児童に確実に利用勧奨を行うため、事業量を大幅に増やす必要

がある。地域子ども・子育て支援事業に関する補助制度を充実させること。さら

に、こども家庭センターの業務を遂行するために必要な体制整備を行えるよう、

設置・運営にかかる専門職人材の確保・育成について、人口やサポートプランの

作成件数等に応じ、準備期間も含めて、国の財源措置を講じること。 

（５）ひとり親家庭への支援の充実について

ひとり親家庭は子育てと生計の維持を一人で担っていることから、その経済

的・精神的負担を軽減するため、協議離婚時における養育費確保にかかる弁護

士費用及び公証人手数料等の補助や、資格取得等にかかる就労支援、住居の

確保支援等について、財源措置を拡充すること。

（６）ヤングケアラーへの支援強化について

ヤングケアラーの実態調査や相談支援、専門人材の確保などの取組みに対し、

自治体が地域の実情に応じた取組みができるよう、継続的な財源措置を講じる

こと。また、民間が実施するインフォーマルサービスの活用も含めた効果的な支

援方法の検討や、全国の好事例を発信するとともに、相談しやすい環境整備を

行うなど、ヤングケアラーの社会的認知度向上に資する環境づくりを推進するこ

と。 

（７）医療的ケア児及び特別な配慮が必要なこどもへの支援体制の確保について

近年増加している医療的ケア児への教育・保育について、教育・保育施設にお

ける適切な支援体制を確保するため、看護師等の人員体制の確保にかかる十

分な財政支援を行うこと。また、発達障害児が増加する中で、各地域の実情に

合わせた独自取組みの需要も増大している。このことから、発達障害児をはじ

めとした特別な配慮が必要なこどもを支援する体制を整備するため、交付税措

置に加え、職員加配基準を明示し、職員配置に対する加算制度を創設する等、

地域の実情に応じた十分な財源措置と補助制度の拡充を図ること。
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（８）産後ケア事業にかかる補助制度の拡充について

産後ケア事業にかかる利用者負担の軽減措置を継続することとあわせて、支

援が必要な全ての人が利用できるよう、施設整備補助や乳児を見守るスタッフ

の加算等、産後ケア提供体制への支援を講じること。

（９）全てのこども・子育て世帯を対象とするサービスの拡充にかかる財政支援に

ついて 

 全てのこども・子育て世帯を対象とするサービスの拡充や、地域の実情に応じ

たきめ細かなサービス提供など自治体の創意工夫が活かせるよう自治体の実

情に応じた財政措置を行うこと。例えば、自由度の高い交付金制度の創設や、

地域少子化対策重点推進交付金を拡充し、交付対象事業や交付条件の緩和を

行う等、自由度を高めること。 

（１０）GIGAスクール構想の推進への支援について

ICTを活用した教育を推進する中、全ての児童生徒にとって等しく教育環境を

提供するため、機器購入のみならず、ＬＴＥモデルを含めたインターネット回線使

用料等のランニングコスト及び機器更新費についても財源措置の対象とする等、

一層の補助制度の拡充を講じること。 

３ 保育環境の改善について 

  保育現場における雇用環境が厳しく、保育人材の不足が全国的に深刻な問題と

なっている。このことから、自治体の保育人材確保及び、保育現場に対する財政支

援を講じること。 

（１）保育人材の育成・確保への支援について

保育人材の確保は、安心・安全な保育の実施にあたって最も優先すべき課題

であるにもかかわらず、保育人材の不足が全国的に深刻な問題となっている。

保育現場の雇用環境の改善を図るため、公定価格を引き上げること。あわせて、

新たな保育士等の育成と潜在保育士等の就労を促進し、離職防止を図るなど、

保育人材の確保に必要な措置のほか、食物アレルギー対応に係る栄養士等の

専門職や、障害児保育の充実に係る人材確保に対する財源措置を講じること。

さらに、保育士等の負担軽減を図るため、ICTの活用等による業務の効率化に

かかる財政支援を拡充すること。
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（２）幼児教育・保育の質の向上について

こども未来戦略方針において、保育現場の職員配置基準と処遇の改善が示さ

れたところであるが、保育人材の質の向上を図りながら、量を確保する必要が

あることから、詳細な制度設計や運営にあたっては、各自治体の実情を見極め

ながら検討すること。

（３）保育施設整備への支援について

中核市のように、地域において相当の規模と中核性を備える圏域の中枢都市

では、こども・子育て家庭も多く、現状においても待機児童の解消等に向けた保

育環境整備の必要性があり、その負担が非常に大きなものとなっている。加え

て、「こども誰でも通園制度（仮称）」等への対応のため、今後も新たな保育の受

け皿整備が見込まれる。このことから、令和７年度以降も継続して保育施設の

整備に関する補助率の嵩上げを継続する等、財源措置を講じること。

令和５年１１月２日 

中 核 市 市 長 会 
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デジタル田園都市国家構想の実現に向けた提言 

人口減少・少子高齢化、地域産業の空洞化などの様々な社会課題に直面する地方

が、地域の個性を活かしながらこれらの課題を解決し、地方の活性化を加速するた

め、デジタル田園都市国家構想の実現に向けた取組を進めることは急務となってい

る。 

国においては、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」の改定を行い、その基本

的考え方に、デジタル化による地域の活性化に向け、同構想の取組を強化することな

どを掲げている。地方の経済・社会に密接に関係する様々な分野におけるデジタルの

力を活用した社会課題の解決や魅力向上、構想を支えるハード・ソフト両面からのデ

ジタル基盤の整備や人材の育成・確保、地理的な制約、年齢、性別、障害の有無等に

かかわらず、誰もがデジタル化の恩恵を享受できる「誰一人取り残されない」社会の

実現を図っていくことが求められている。 

また、同構想を支える主要な基盤であるマイナンバー制度については、マイナンバ

ーカードの利用範囲の拡大や円滑な情報連携など、普及・利用促進に向けた法改正

がなされたところであり、今後、個人情報の登録などにおいて顕在化した課題等の早

期解決を図りながら、制度本来のメリットを最大限に享受できるよう、利活用の拡大

を図っていく必要がある。 

ついては、中核市をはじめとする自治体がこれらの取組を安定的かつ確実に遂行

することができるよう、デジタル庁を中心とした国の各省庁において、一層の連携や

支援策を講じていただくよう、以下の事項について提言する。 

１ マイナンバーカードの普及促進・利活用拡大 

（1）安全性と利便性の向上

①マイナンバーカードの取得により享受されるメリットが国民に伝わりきっていな

いことに加え、健康保険証紐づけや公金受取口座登録等に係るトラブルの発

生により、国民の不安が増大している。マイナンバーカードの利活用により実

現する未来、解決されうる社会課題を国民へ十分に周知するとともに、早期に

信頼の回復に向けた対処を図ること。

②国が推進するマイナンバーカードに関連する各種手続について、国主導で専

用の拠点・機関を設置するなど、国民の利便性向上と不安等の解消に向けた

環境整備を検討すること。

③令和６年秋に控える健康保険証の廃止をはじめ、マイナンバーカードの運転

免許証等との一体化など、多方面に展開されるマイナンバーカード関係事務に

デジタル田園都市国家構想の実現に向けた取組について【資料５】 
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ついて、地方自治体において対応が必要な範囲の明確化と国民に対する支援

の充実を図ること。 

④マイナンバーカードのスマートフォン搭載について、早期に iOS 端末への搭載

を実現し、提供サービスの充実を図ること。

⑤デジタル庁が主導で進めているマイナンバーカードを活用した個人向け認証

アプリの導入に当たっては、民間サービスで広く活用が進むよう技術面、制度

面、経費面における負担軽減を図るとともに、既に認証アプリを導入または検

討している自治体の取組との効果的な連携を図れるよう取り組むこと。 

（2）マイナポータルの改善

①マイナポータルの見直しに当たっては、ＵＩ、ＵＸの改善及び機能充実を図ると

ともに、ぴったりサービスの入力フォームを作成しやすいシステムとなるよう現

場実態を踏まえた改善を行うこと。

②ぴったりサービスの導入及び国民の活用促進に向けた周知広報に係る財政

的支援を行うこと。

③他団体への情報照会において本人同意が必要な事務について、マイナポータ

ル等から本人同意を選択できるような機能を搭載すること。

（3）財政的支援

①公的個人認証サービス（JPKI）の電子証明書手数料について、令和８年１月

以降も継続的に無償化すること。

②自治体マイナポイント事業への財政的支援の充実を図ること。

（4）制度見直し

①認定認証事業者による電子証明書の発行プロセスにおける本人確認等の 手

続きのデジタル化を実現するため、条件等を関係法令で明確化すること。

２ データ連携基盤の構築 

（1）データ連携基盤の構築・連携に係る技術的、財政的支援・調整と広域連携の

推進

①データ連携基盤の構築について、効率的かつ効果的にデータ連携基盤を構築

できるよう、スーパーシティ、スマートシティ等の先行整備地域や広域連携の優

良事例の仕様、運用コスト、便益等の情報共有を図るとともに、導入段階にお

ける支援を継続するほか、運用段階における財政措置を拡充すること。

②データ連携基盤の構築は、個人情報の取り扱いやマネタイズ、サービスモデル

の構築など、極めて専門性が高いことから、国が主導でデータ連携基盤の

SaaS 提供や県単位以上の広域での共同利用の推進を図ること。
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③既に一部の自治体では、基盤の構築や検討を進めている段階にあることから、

将来的な都市間連携を見据え、各主体の構築環境によって連携に支障が出な

いよう予め調整すること。

（2）データの利用、プライバシー侵害等に係るデータ連携基盤の利用規約等のル

ールの整備

①データ連携基盤を通じたデータの連携・共有にあたっては、個人情報保護、プ

ライバシーへの配慮をしつつも、過度な保護による利活用の阻害につながらな

いよう、データ利用に関するルール等を整備すること。 

（3）【重点】地方公共団体情報システムの統一・標準化

①令和 7 年度までのシステム標準化及びガバメントクラウド移行は、標準仕様の

途中改版、ベンダーの開発期間、安全に配慮した段階的な移行等を考慮すると

期間が非常に短いことから、移行完了時期については、自治体の状況に応じた

柔軟な対応を可能とするとともに、技術的支援を行うこと。

②システム標準化に要する経費は、デジタル基盤改革支援補助金による財源措

置が講じられているが、補助額に人口規模による上限が設定されていることか

ら、自治体の財政負担が生じないよう、全額国費負担による財源措置を行うこ

と。

③システム標準化及びガバメントクラウド移行後の運用経費等については、平成

30 年度（2018 年度）比で３割の削減目標の実現に向けて、環境整備やコスト

の適正化を図るとともに、自治体の負担とならないよう必要な措置を行うこと。

３ デジタル人材の育成・確保 

（1）【重点】人材育成に向けた支援

①自治体職員のリテラシー向上等を図るため、育成指針作成の参考となる自治

体向けデジタルスキル項目等の提示や人材派遣等の技術的支援を行うととも

に、財政的支援の充実を図ること。

②国の主導により、幼少期から成人に至るまでの一貫したデジタルスキル向上に

関する方針を示すこと。

③企業等に対してデジタルスキル標準が広く浸透していくよう取り組むこと。

（2）外部人材確保に向けた支援

①デジタル人材の確保や人材派遣に対する制度の充実、財政的支援の拡充及び
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期限延長を行うこと。 

②都市部と地方の人材の流動性を促すため、デジタル人材の地方移住や二拠点

居住など、新たなワークスタイルを推進し、地方のＤＸ環境が継続的に発展して

いくよう推進すること。

４ 誰一人取り残されないための取組 

（１）財政的支援等の充実

①高齢者等のデジタルデバイドの解消には、一時的な取組ではなく、一人ひとり

の実情に合わせて寄り添ったケアが必要であることから、デジタル推進委員な

ど、支える人材のさらなる活動の場や高齢者等が気軽に相談できる場を増や

すとともに、これらの人材や環境整備に対する財政的支援を充実すること。

②文部科学省の「国民のデジタルリテラシー向上事業」（情報通信技術講習事業

費補助金）の継続・拡充を行うこと。

③高齢者等のデジタル活用の不安解消に向け、総務省の「デジタル活用支援推

進事業」の継続・拡充を図るとともに、事務作業を圧迫する報告作業について

内容の簡略化を図ること。

④地域住民の福祉・社会教育の拠点である公民館等におけるWi-Fi整備につい

て、イニシャル及びランニングコスト等に対する財政的支援の拡充を行うこと。

５ デジタルインフラの整備 

（１）財政的支援及び衛星を利用したデータ通信システムの推進

①国が主導でデジタルインフラ整備を推進し、５Ｇの対象エリア拡大に向けたキャ

リアへの働きかけや財政的支援を行うこと。

②広範な地域において高速かつ安定した通信を提供するため、衛星を利用した

携帯電話及びデータ通信システムを推進すること。

③民間事業者がサービス提供を行わない条件不利地域におけるインフラ整備

を推進するため、財政的支援を充実すること。

④既存インフラの維持管理費及び設備更新に係る財政的支援を継続・拡充する

とともに、通信事業者への設備譲渡の手順を提示すること。

⑤地デジの共聴組合の運営や改修に対する財政的支援を行うこと。

６ その他 

（1）【重点】デジタル田園都市国家構想交付金の拡充

①デジタル田園都市国家構想交付金に係る予算を十分に確保し、補助率の引き

上げを行うこと。
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②同交付金（デジタル実装タイプ）について、実装期間を単年度とすること等の

条件により、取組が限定されることから、複数年計画の事業にも活用できるよ

う拡充すること。

③同交付金（デジタル実装タイプ）について、以下の要件緩和を行うこと。

・ＴＹＰＥ２、３の採択団体における「データ連携基盤との接続」の要件緩和

・マイナンバーカードを活用しない取組に係る「マイナンバーカード交付率」の

要件撤廃

・自治体内で一部実装が完了したデジタルサービスの横展開を図るために必

要となる改修費等への交付金活用

④同交付金（デジタル実装タイプ）ＴＹＰＥ２、３の申請上限数における「一定の地

域間連携事業」の枠外措置について、条件や具体例、注意点等を明示すると

ともに、連携規模が大きい場合など、事業効果の高い取組について枠外措置

を拡充すること。

（2）地方と国相互の情報共有

①１～５で述べた事項において、総務省が公開した「自治体ＤＸ推進参考事例集」

のような各市の先進事例等について適切なタイミングで情報提供すること。

②地方の実態に即したデジタル化を推進するため、適宜、各地域の実情の把握

や現場の意見徴収の機会を設けること。

令和５年１１月２日 

中 核 市 市 長 会 
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令和６年度税制改正に関する要請 

中核市については、地方自治法その他の法令に基づき事務配分の特例が設けら

れ、権限移譲がなされた多くの事務を都道府県に代わり行っているにもかかわらず、

地方税制は画一的であり受益と負担の関係に不均衡が生じている。 

中核市が真の地方分権に向けてその機能や役割を十分果たしていくためには、自

主的かつ安定的な都市財政運営に必要な財源の確保が不可欠であるが、前述した

理由等により現状は極めて厳しい財政状況にある。 

よって令和６年度税制改正に関し、特に以下の事項について十分配慮するよう強く

要請する。 

１ 固定資産税の安定的確保 

固定資産税は、市町村税収の大宗を占める基幹税目として、安定的な行政サービ

スの提供に欠くことのできないものであり、その税収の動向は、中核市を含めた基礎

自治体の行財政運営を大きく左右するものであることから、制度の根幹を揺るがす

見直しは行うべきではなく現行制度を堅持すること。 

経済対策などに伴う政策的な減税措置は、本来、市町村の基幹税目である固定資

産税を用いて行うべきではなく、国税や国庫補助金など国の財源により実施すべき

性質のものであり、地方に減収を生じさせるような制度の見直しは行わないこと。 

２ 地方法人課税の偏在是正における地方への配慮 

「地方間における税源の偏在是正」及び「財政力格差の縮小」を進めるに当たって

は、企業誘致や地域の産業・経済活性化のための様々な施策を通じて税源涵養を図

っている中核市の努力が損なわれることがないよう配慮することが望ましい。  

また、法人住民税法人税割の交付税原資化は、地方消費税率の引上げに合わせ、

地方団体間の財政力格差を是正するために創設されたものであることを踏まえ、こ

の措置による財源については、引き続き必要な歳出を地方財政計画に確実に計上す

ること。 

さらに、国・地方を通じた法人関係税収は中核市の行政サービスを支える上で重

要な財源となっていることから、恒久減税による減収は恒久財源で補填することを基

本とし、中核市の行財政運営に支障が生じないよう必要な財源措置を講ずること。 

３ 法人市民税の中間申告納付制度の見直し 

法人市民税の中間申告納付による還付加算金は、自治体への財政的な負担が非

常に大きいため、還付加算金の適用を除外するなど、法人市民税の中間申告納付制

令和６年度税制改正に関する要請について【資料６】
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度を見直すこと。 

 少なくとも、確定申告の申告期限を延長した法人に係る還付加算金の算定におい

ては、平成29年度税制改正における申告期限延長月数の増による地方団体への影

響増大を踏まえ、当該延長期間を除外すること。 

４ ゴルフ場利用税の現行制度の堅持 

ゴルフ場利用税については、その税収の７割がゴルフ場所在市町村に交付されて

おり、ゴルフ場関連の財政需要に対する貴重な財源であることから、現行制度を堅持

すること。 

５ ふるさと納税における地方自治体の負担の縮小 

（１）ワンストップ特例制度に係る所得税控除相当額の補填

ふるさと納税ワンストップ特例制度に係る所得税控除相当額について、個人住民

税の減収分を全額国費で補填するなど、制度の改善を図ること。

（２）ふるさと納税制度の更なる適正化

ふるさと納税制度については、高額所得者ほど控除と返礼品による経済的利益

を得られるなど公平性の観点からの問題も指摘されている。

また、過度の返礼品競争により平成３１年度に税制が改正され適正化が図られた

ところではあるが、都市部においては寄附額より個人市民税における減収額が

大きく上回っているところであり、財政をひっ迫する要因の一つとなっている。

一方で、地方では重要な財源となっている自治体もあることから、さらなる制度

の適正化を図ること。

６ 地方税における税負担軽減措置等整理合理化 

地方税における非課税措置、課税標準特例措置等については、税負担の公平確

保の見地から、真に地域経済や住民生活に寄与するものに限られるよう慎重に検討

するとともに、効果が明らかでないものについては、速やかに整理合理化を図ること。 

また、地方税収に影響を及ぼす国税における租税特別措置についても見直しを行

うこと。 

７ 国民健康保険制度の見直し及び財政支援 

（１）所得税青色申告による純損失の繰越控除が行われた該当者等の軽減判定所

得の算出方法の見直し

国民健康保険税の軽減判定所得を捉える際に、所得税青色申告による純損失

の繰越控除が行われた該当者等については、軽減判定所得の算出方法が専門

31



的かつ非常に複雑であり、間違いを生じやすい現状である。国において、平成  

３０年度に改正案の検討が行われたままとなっていることから、市区町村の事務

負担が大きくならず、間違いが生じにくい算出方法へ抜本的に制度の見直しを

行うこと。 

（２）子どもに係る均等割保険税の軽減制度の拡充

令和４年度から未就学児に係る国民健康保険税の被保険者均等割の軽減措置

の導入がされたところだが、子育て世帯のさらなる負担軽減を図るため、対象年

齢の拡大や軽減割合の引き上げなど、国の責任において財源を含めた子どもに

係る均等割保険税の軽減制度の拡充を行うこと。

（３）世帯主以外の被保険者の納税義務の見直し

国民健康保険税は、世帯主が納税義務者であるから、国民健康保険制度を利用

している被保険者であっても世帯主でなければ、納税義務が発生せず、滞納処

分もできない。国民健康保険制度の円滑な執行のため、世帯主以外の被保険者

に連帯納税義務を課すなど、制度の見直しを行うこと。

（４）外国人の在留期間更新の際における国民健康保険税の納付証明書提出の義

務化

外国人被保険者が増加する中、国民健康保険に係る外国人収納率の向上は全

国的な課題であることから、外国人の在留期間更新の際における国民健康保険

税の納付証明書提出の義務化を「特定技能」に限定されている取扱いから、一

般税の納税額証明書と同様の在留資格申請まで拡大すること。 

８ 電子化による事務効率化の推進 

（１）税務システムの標準化への対応

税務システムの標準化については、情報を早期に提供するとともに、令和５年９

月８日に閣議決定した基本方針の変更により移行困難なシステムに関しては延

期が認められたものの、データ要件の標準に関する標準化基準には適合させる

こととする旨の記載もあることから、全自治体が安全かつ確実に移行できるよう

令和7年度中とされている目標とは別に移行期間を設けるなど、必要に応じて柔

軟な対応を検討すること。また、その改修経費や地方税共同機構に対する負担

金、その他改修に伴う所要の事務経費等を含め、国の責任において確実に財政

措置を講じること。

（２）国から地方自治体への情報照会のオンライン化の実施

国（国税局、税務署）から地方自治体への資産状況や滞納状況に関する情報照

会のオンライン化に当たっては、都道府県、市町村間の照会回答においても利用

できるシステムを構築すること。
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（３）処分通知のオンライン化の実施

納税通知などの処分通知のオンライン化手法については、住民の利便性や制度

の利用促進の観点から早期に検討を行い、各省庁の連携のもと法整備を行い、

実施すること。

（４）ｅＬＴＡＸを活用した税以外の公金収納への対応

地方税統一ＱＲコード等を利用したｅＬＴＡＸ経由の納付方法について、遅くとも

令和8年9月までに、税以外の地方公金に対象を拡大する予定となっている。令

和5年4月に対象を地方税の全税目に拡大した際には、決済能力や処理容量に

不足があり、二重納付や入金・収納データの遅延が発生した。対象を拡大するに

あたっては、地方税をはじめ公金収納に影響を及ぼすことのないよう関係省庁

の連携のもと十分な準備を行う旨を税制改正大綱に盛り込むとともに、地方公

共団体への情報提供を迅速に行うこと。

９ 地方税法の改正時期等 

地方自治の根幹である税条例の改正について地方議会での議論の時間や住民へ

の周知期間が十分確保されるよう、地方税法等の改正の時期について配慮するこ

と。 

また、その改正内容について、各自治体に対して詳細な情報提供を行うこと。 

１０ 住民税制度の合理化、事務の円滑化 

（１）給与支払報告書への同一生計配偶者の項目追加

合計所得金額が１，０００万円を超える納税者の配偶者は、以前は配偶者控除の

対象者として所得の把握等が行えていたが、令和元年度の住民税から、配偶者

控除が認められなくなり、全ての住民の所得状況を把握する住民税においては、

収入のない配偶者は未申告者となるため、給与支払報告書（個人別明細書）の

様式に、同一生計配偶者の項目を追加すること。

（２）国税連携に係る所得税確定申告書データの早期提供

所得税の確定申告書は、住民税を課税する上で重要かつ不可欠なものである。

そのため、個人住民税の当初課税事務及び個人住民税を基礎として算定する国

民健康保険税や介護保険料等の事務を適正かつ確実に行うためには、期限内

申告分の所得税の確定申告書データについては、遅くとも３月末までに市町村に

送信すること。また、期限後申告分の確定申告書データについては、６月以降、

月１回の送信となっているが、速やかに適正な課税を行えるよう、月１回に留まら

ないデータ送信を行うこと。

（３）特別徴収対象年金所得者が死亡した際の個人住民税徴収方法
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特別徴収対象年金所得者が死亡した際、相続人代表者の特定に時間を要し、賦

課が滞る問題が生じている。よって、特別徴収対象年金所得者が死亡した際、相

続人を特定せずとも徴収を行える制度を構築すること。 

１１ 固定資産税制度の合理化、事務の円滑化 

（１）不動産登記名義人住所が国外の場合の、固定資産税及び都市計画税賦課徴

収事務の円滑化

土地・建物の不動産登記名義人の住所が国外の場合（以下「国外名義人」とい

う。）について、民法等の一部を改正する法律及び相続等により取得した土地所

有権の国庫への帰属に関する法律が成立し、国外名義人の国内連絡先が所有

権登記の登記事項に追加された。不動産登記手続きを行う際に、課税庁に対す

る納税管理人の申告を義務付けるなど、国外名義人に対する賦課・徴収事務が

円滑に遂行できるよう規定を整備すること。 

（２）相続財産清算人等の選任

相続人不存在や所有者居所不明の場合における、相続財産清算人及び不在者

財産管理人の選任制度を柔軟に活用できるよう法整備をすること。

（３）税の返還に関する明確な法の整備

地方税法に定める期間を超えて還付する場合の根拠規定につき、多数の自治体

で地方自治法第２３２条の２を適用して対応している状況であるため、全国的に

統一された根拠となるよう法を整備すること。

（４）固定資産評価基準（土地・家屋）の整備

固定資産評価基準の土地評価、特に宅地の画地計算に用いる補正率、家屋評

価の補正項目及び補正係数について、その判定方式の明示や解釈の統一化な

ど見直しを図ること。

（５）非課税となる固定資産の明確化

①地方税法第３４８条第４項の規定によって非課税とされる事務所及び倉庫の範

囲について、現行の取扱いを政省令において規定すること。

②地方税法第３４８条第２項９号及び１０号の１０の規定によって非課税とされる直

接保育又は教育の用に供する固定資産及び保護施設の用に供する固定資産

の範囲について、政省令で明確にすること。

（６）不動産登記情報へのマイナンバー記載

所有者不明の土地や家屋の発生予防のほか、地方団体の固定資産税課税事務

の効率化のため、登記申請時には、申請物件所有者のマイナンバー（個人番号）

の提出を義務付けるとともに、マイナンバーを記載した登記情報について、地方

税法第３８２条に基づき登記所から市町村長へ通知するよう、法務省に働きかけ
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ること。 

（７）相続放棄時の固定資産税課税に係る法解釈

民法第９３９条の相続放棄を行った者が、地方税法第３４３条第２項後段の「当該

土地又は家屋を現に所有している」場合の、課税の取り扱いを明確にすること。

１２ 固定資産税・都市計画税に係る被災住宅用地等に対する課税標準の特例措

置等の延長 

災害により滅失又は損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地については、市

町村長が認めた場合、原則として被災後２年度分に限り、当該土地を住宅用地とみ

なして固定資産税及び都市計画税の課税標準額を軽減する特例措置が設けられて

いるが、甚大な被害があった被災地については、人手・資材不足等により被災住宅の

撤去や新たな住宅の建設が遅れ、住居の再生が２年内に困難な場合も少なくないこ

とから、当該特例措置の適用期間を実情に合わせて延長すること。 

また、災害により滅失等した償却資産又は家屋の所有者が、代替資産を取得等し

た場合における特例措置等について、被災住宅用地の特例と同様に取得期間を延長

すること。 

１３ 軽自動車税制度の合理化、事務の円滑化 

（１）申告等情報の電子での提供の法制度化

二輪の軽自動車等（１２５㏄超）の運輸支局で登録・廃車手続を行ったものについ

て、その登録廃車情報を申告情報と併せて該当の市区町村へ電子データにて提

供するよう法制度化し、事務の円滑化を図ること。

また、令和７年中にオンライン化する二輪の軽自動車等に係る軽自動車税申告手

続きのシステム改修等に要する経費については、充分な財政措置を講じること。

（２）種別割の標準税率

軽自動車税種別割の標準税率に、特種用途自動車等の税率を規定すること。又

は、特種用途自動車等の課税の明確な基準を設けること。

１４ 徴収事務の改善・円滑化 

（１）国外転出者への課税・徴収体制等の改善

外国人住民の増加とともに、市税が未納のまま国外へ転出する事例が増えてい

ることから、出国前の納税管理人の設定の制度化など、納税漏れのないよう必要

な制度を構築すること。

（２）給与の差押え金額の計算範囲の変更

生計を一にする親族に一定額以上の収入がある場合は、差押禁止額の算定基
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礎とする生活扶助対象者から除外できるようにすること。 

（３）租税債権者による自動車（軽自動車・二輪車含む）の所有権代位移転登録制

度の創設

滞納処分の差押えに当たり、所有権留保付き自動車の割賦代金が完済されてい

る場合において、租税債権者の代位や監督官庁の職権による所有権移転登録が

可能となるよう制度を見直すこと。 

（４）代表相続人に係る指定範囲の拡大

地方団体の長による代表相続人の指定ができる場合を拡大するよう法令や手続

きの見直しを図ること。

（５）公売手続き前の立入調査権の拡充

国税徴収法に基づく公売手続きにおいて、第三者に使用させている不動産への

強制的な立入調査権を認める等、民事執行法と同様の措置を講じること。

（６）固定資産税等の滞納に係る無剰余公売制度の創設

民事執行法第６３条第２項と同様に、租税の執行機関に配当がなくとも手続き費

用を超えるなら、優先債権者の同意がある場合に限り公売を可能とする、無剰余

での公売制度を創設する等制度の改善を図ること。

（７）ｅＬＴＡＸの機能の拡充

ｅＬＴＡＸで納税された徴収金については、ｅＬＴＡＸを活用し還付や充当通知を

できるようにすること。

（８）職権による特別徴収から普通徴収への切替え

特別徴収による個人住民税を滞納している特別徴収義務者の義務者指定を職

権で取消し、普通徴収への切替えができるようにすること。

（９）ｅＬＴＡＸを利用した収納方法の拡充

納税環境整備の具体的手法として、eLTAXを利用した納税方法に、口座振替

（金融機関口座の事前登録により、継続して自動引き落としする方法）、クレジッ

トカード定期払い（クレジットカードの事前登録により、継続して自動決済する方

法）及びコンビニエンスストア払いを加えること。また、eLTAXを経由する納付を

地方税以外の地方公金にも拡大した際には、当該地方公金の納付方法について

も同様に、口座振替、クレジットカード定期払い及びコンビニエンスストア払いを

利用できる環境を整えること。 

１５ 家屋評価の公平公正な税制を 

家屋の評価は取引単価を考慮しない再建築価格方式であるにもかかわらず、居

住用超高層建築物に係る固定資産税の見直しの実施など、取引単価を考慮する改

正は、評価額算出の根本を揺るがすものである。 
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よって、取引単価の考慮等、今後に波紋を広げるような税制改正は行わないこと。 

１６ 森林環境税の事務の円滑化 

令和６年度からの森林環境税の賦課徴収は、市町村が個人住民税均等割の枠組

みを用いて賦課徴収を行うことから、賦課徴収に係る事務手続きが円滑に進むよう

十分留意するとともに、システム改修等に要する経費については、引き続き、充分な

財政措置を講じること。 

また、税収全額を森林環境譲与税として市町村等に譲与していることを理由に交

付しないこととしている徴収取扱費について見直しを図ること。 

１７ 地方税財源の安定的確保 

経済政策等の政策的な減税措置を講ずる場合は、地方と事前協議を行い、意見を

十分反映すること。また、地方財政に影響を及ぼすことのないよう、確実に全額国費

で補填すること。 

１８ 税務情報の開示が可能となる業務の明確化 

税務情報の開示が可能な業務・照会については、各自治体で地方税法上の守秘

義務が解除されるかどうかを判断して対応しているため、地方税法において、本人の

同意無しで開示可能となる対象業務を明確化すること。また、ＥＢＰＭ（証拠に基づく

政策立案）を推進するうえで重要な税務情報の利活用要件を明確化すること。 

１９ 都市計画税制度の見直し 

（１）都市計画税充当事業の拡充

都市計画税は地方税法において、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又

は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるた

め、市町村が目的税として課税しているが、目的税である都市計画税の使途に

ついて都市計画事業認可を受けない都市施設の整備に充当できるなど、充当対

象事業の拡充を図ること。

さらに、バスやタクシーといった公共交通が重要な交通インフラとして位置づけら

れている地域において、生活交通の確保や維持、改善のため安定した財源を確

保し、公共交通の更なる整備や充実が図られるよう、当該事業を都市計画税の

充当対象事業とすること。

（２）課税基準の明確化

地方税法第702条に規定されている、市街化調整区域内において都市計画税

を課税することができる「特別の事情」の明確化を図ること。
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２０ 国有資産等所在市町村交付金の見直し 

国有資産等所在市町村交付金制度については、固定資産税相当分についてのみ

対象とされているが、都市計画税相当分についても交付対象とするよう見直しを図る

こと。 

また、固定資産税及び都市計画税に相当する額について、算定基準を明確にする

こと。 

２１ 法令等の規制により減収となった固定資産税等を補填するための財政措置 

土砂災害特別警戒区域等に存する土地など、法令等により利用制限がかかる土

地に対して減額している固定資産税等について、減収分を補填する財政措置を講じ

ること。 

２２ 企業版ふるさと納税制度の改善 

企業版ふるさと納税について、法人住民税ではなく国税から優先的に控除を行う

よう制度の改善を図ること。 

令和５年１１月２日 

中 核 市 市 長 会 
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「中核市とともに地方分権を推進する国会議員の会」規約 

（名 称） 

第１条 本会の名称は、「中核市とともに地方分権を推進する国会議員の会」と 

する。 

（目 的） 

第２条 本会は、地域の発展に向けて先導的な役割を担う中核市への権限移譲、 

税財源の充実・強化を通じて真の分権型社会を実現し、中核市が核となり地域 

の活力を高め、日本全体の経済の活性化、福祉の向上などに寄与することを 

目的とする。 

（活動内容） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

(1) 中核市市長会の事業活動に対する支援

(2) その他、前条の目的を達成するために必要な活動

（会 員） 

第４条 本会は、第２条の目的に賛同する国会議員により構成する。 

（事務局） 

第５条 本会の庶務は、中核市市長会事務局において処理する。 

附 則 

この規約は、平成２６年７月２３日から施行する。 

【参考資料 1 】 
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「中核市とともに地方分権を推進する国会議員の会」設立趣意書 

 中核市は、住民に身近な基礎自治体として住民生活に密着した行政サービスの不断の

向上に努めるとともに、地域の拠点都市にふさわしいまちづくりを展開するなど、地方

分権の推進と地域の発展に向けて先導的な役割を担っています。 

 現在、日本国内においては人口減少への対策をはじめ、都市再生や安心・安全のまち

づくりなど、喫緊の課題が山積しています。これらの課題解決のためには地域の活性化

が不可欠であり、中核市は基礎自治体として住民生活に身近な施策を推進するとともに、

近隣市町村と緊密な連携を図り、地域の牽引役を十分に果たしていく必要があります。

そのため、中核市の更なる機能強化を伴った地方分権の推進が急務となっています。 

地方分権については、平成５年の「地方分権の推進に関する決議」から２０年が経過

し、その間、第１次・第２次の改革を通じて一定の成果がありました。しかしながら、

中核市が地域の発展に向けた機能や役割を果たす上では、未だ不十分と言わざるを得ま

せん。国の施策とそれに伴う社会経済の変化を見据え、改めて国と地方の役割を見直し、

中核市をはじめとする基礎自治体が、自主的・自立的に施策を決定できる真の分権型社

会の実現が求められています。 

 中核市への権限移譲、税財源の充実・強化を通じて真の分権型社会を実現し、中核市

が核となり地域の活力を高め、日本経済の活性化、住民福祉の向上などを推進するに当

たり、党派を超えた国会議員各位のご支援により「中核市とともに地方分権を推進する

国会議員の会」を設立いたしたく、皆様のご賛同をお願い申し上げます。 

平成２６年７月２３日 

呼びかけ人 

函館市長 工藤壽樹 旭川市長 西川将人 青森市長 鹿内博   盛岡市長 谷藤裕明 

秋田市長 穂積志 郡山市長 品川萬里 いわき市長 清水敏男 宇都宮市長 佐藤栄一 

前橋市長 山本龍 高崎市長 富岡賢治 川越市長 川合善明  船橋市長 松戸徹 

柏市長 秋山浩保 横須賀市長 吉田雄人 富山市長 森雅志   金沢市長 山野之義  

長野市長 加藤久雄 岐阜市長 細江茂光 豊橋市長 佐原光一  岡崎市長 内田康宏 

豊田市長 太田稔彦 大津市長 越直美   豊中市長 淺利敬一郎 高槻市長 濱田剛史 

枚方市長 竹内脩  東大阪市長 野田義和 奈良市長 仲川げん  和歌山市長 大橋建一 

姫路市長 石見利勝 尼崎市長 稲村和美  西宮市長 今村岳司  倉敷市長 伊東香織 

福山市長 羽田皓  下関市長 中尾友昭  高松市長 大西秀人  松山市長 野志克仁 

高知市長 岡﨑誠也 久留米市長 楢原利則 長崎市長 田上富久  大分市長 釘宮磐 

宮崎市長 戸敷正  鹿児島市長 森博幸  那覇市長 翁長雄志 

【参考資料２】
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【参考資料３】

中核市とともに地方分権を推進する国会議員の会　議員一覧　【令和5年11月10日現在】

市番 担当市 衆参 氏名 ふりがな 所属政党 選挙区

1 函館市 衆 逢坂　誠二 おおさか　せいじ 立憲民主党 北海道8区

1 函館市 参 横山　信一 よこやま　しんいち 公明党 比例代表

2 旭川市 衆 東　国幹 あずま　くによし 自由民主党 北海道6区

2 旭川市 参 岩本　剛人 いわもと　つよひと 自由民主党 北海道

2 旭川市 参 勝部　賢志 かつべ　けんじ 立憲民主党 北海道

2 旭川市 参 高橋　はるみ たかはし　はるみ 自由民主党 北海道

2 旭川市 参 徳永　エリ とくなが　えり 立憲民主党 北海道

2 旭川市 参 船橋　利実 ふなはし　としみつ 自由民主党 北海道

3 青森市 衆 高橋　千鶴子 たかはし　ちづこ 日本共産党 比例東北

3 青森市 衆 津島　淳 つしま　じゅん 自由民主党 比例東北

3 青森市 参 滝沢　求 たきさわ　もとめ 自由民主党 青森県

3 青森市 参 田名部　匡代 たなぶ　まさよ 立憲民主党 青森県

4 八戸市 衆 神田　潤一 かんだ　じゅんいち 自由民主党 青森県2区

5 盛岡市 衆 階　猛 しな　たけし 立憲民主党 岩手県1区

5 盛岡市 衆 鈴木　俊一 すずき　しゅんいち 自由民主党 岩手県2区

5 盛岡市 衆 藤原　崇 ふじわら　たかし 自由民主党 岩手県3区

5 盛岡市 参 広瀬　めぐみ ひろせ　めぐみ 自由民主党 岩手県

5 盛岡市 参 横沢　高徳 よこさわ　たかのり 立憲民主党 岩手県

6 秋田市 衆 寺田　学 てらた　まなぶ 立憲民主党 比例東北

6 秋田市 衆 冨樫　博之 とがし　ひろゆき 自由民主党 秋田県1区

6 秋田市 参 石井　浩郎 いしい　ひろお 自由民主党 秋田県

7 山形市 衆 遠藤　利明 えんどう　としあき 自由民主党 山形県1区

8 福島市 衆 金子　恵美 かねこ　えみ 立憲民主党 福島県1区

8 福島市 衆 亀岡　偉民 かめおか　よしたみ 自由民主党 比例東北

8 福島市 参 佐藤　正久 さとう　まさひさ 自由民主党 比例代表

9 郡山市 参 星　北斗 ほし　ほくと 自由民主党 福島県

9 郡山市 参 若松　謙維 わかまつ　かねしげ 公明党 比例代表

10 いわき市 衆 吉野　正芳 よしの　まさよし 自由民主党 福島県5区

10 いわき市 参 森　まさこ もり　まさこ 自由民主党 福島県

11 水戸市 衆 石井　啓一 いしい　けいいち 公明党 比例北関東

11 水戸市 衆 福島　伸享 ふくしま　のぶゆき 無所属 茨城県1区

11 水戸市 参 加藤　明良 かとう　あきよし 自由民主党 茨城県

11 水戸市 参 上月　良祐 こうづき　りょうすけ 自由民主党 茨城県

11 水戸市 参 堂込　麻紀子 どうごみ　まきこ 無所属 茨城県

12 宇都宮市 衆 福田　昭夫 ふくだ　あきお 立憲民主党 栃木県2区

12 宇都宮市 衆 船田　元 ふなだ　はじめ 自由民主党 栃木県1区

12 宇都宮市 参 上野　通子 うえの　みちこ 自由民主党 栃木県

12 宇都宮市 参 高橋　克法 たかはし　かつのり 自由民主党 栃木県

13 前橋市 衆 尾身　朝子 おみ　あさこ 自由民主党 比例北関東

13 前橋市 衆 中曽根　康隆 なかそね　やすたか 自由民主党 群馬県1区

13 前橋市 参 中曽根　弘文 なかそね　ひろふみ 自由民主党 群馬県

14 高崎市 衆 小渕　優子 おぶち　ゆうこ 自由民主党 群馬県5区

14 高崎市 衆 福重　隆浩 ふくしげ　たかひろ 公明党 比例北関東

14 高崎市 衆 福田　達夫 ふくだ　たつお 自由民主党 群馬県4区

14 高崎市 参 清水　真人 しみず　まさと 自由民主党 群馬県

15 川越市 衆 小宮山　泰子 こみやま　やすこ 立憲民主党 比例北関東

15 川越市 衆 中野　英幸 なかの　ひでゆき 自由民主党 埼玉県7区

15 川越市 衆 山口　晋 やまぐち　すすむ 自由民主党 埼玉県10区

15 川越市 参 上田　清司 うえだ　きよし 無所属 埼玉県

15 川越市 参 関口　昌一 せきぐち　まさかず 自由民主党 埼玉県

名簿の掲載順については、【市番順】⇒【衆議院→参議院】⇒【五十音順】です。
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15 川越市 参 西田　実仁 にしだ　まこと 公明党 埼玉県

15 川越市 参 古川　俊治 ふるかわ　としはる 自由民主党 埼玉県

15 川越市 参 矢倉　克夫 やくら　かつお 公明党 埼玉県

16 川口市 衆 新藤　義孝 しんどう　よしたか 自由民主党 埼玉県2区

17 越谷市 衆 黄川田　仁志 きかわだ　ひとし 自由民主党 埼玉県3区

17 越谷市 衆 土屋　品子 つちや　しなこ 自由民主党 埼玉県13区

17 越谷市 参 青島　健太 あおしま　けんた 日本維新の会 比例代表

17 越谷市 参 高木　真理 たかぎ　まり 立憲民主党 埼玉県

18 船橋市 衆 野田　佳彦 のだ　よしひこ 立憲民主党 千葉県4区

18 船橋市 参 石井　準一 いしい　じゅんいち 自由民主党 千葉県

18 船橋市 参 豊田　俊郎 とよだ　としろう 自由民主党 千葉県

18 船橋市 参 長浜　博行 ながはま　ひろゆき 立憲民主党 千葉県

19 柏市 衆 櫻田　義孝 さくらだ　よしたか 自由民主党 比例南関東

19 柏市 衆 本庄　知史 ほんじょう　さとし 立憲民主党 千葉県8区

19 柏市 参 猪口　邦子 いのぐち　くにこ 自由民主党 千葉県

19 柏市 参 小西　洋之 こにし　ひろゆき 立憲民主党 千葉県

20 八王子市 衆 萩生田　光一 はぎうだ　こういち 自由民主党 東京都24区

21 横須賀市 衆 小泉　進次郎 こいずみ　しんじろう 自由民主党 神奈川県11区

21 横須賀市 衆 中西　健治 なかにし　けんじ 自由民主党 神奈川県3区

21 横須賀市 衆 古屋　範子 ふるや　のりこ 公明党 比例南関東

21 横須賀市 参 浅尾　慶一郎 あさお　けいいちろう 自由民主党 神奈川県

21 横須賀市 参 牧山　ひろえ まきやま　ひろえ 立憲民主党 神奈川県

21 横須賀市 参 三浦　信祐 みうら　のぶひろ 公明党 神奈川県

21 横須賀市 参 水野　素子 みずの　もとこ 立憲民主党 神奈川県

21 横須賀市 参 三原　じゅん子 みはら　じゅんこ 自由民主党 神奈川県

22 富山市 衆 田畑　裕明 たばた　ひろあき 自由民主党 富山県1区

22 富山市 参 堂故　茂 どうこ　しげる 自由民主党 富山県

22 富山市 参 野上　浩太郎 のがみ　こうたろう 自由民主党 富山県

23 金沢市 衆 小森　卓郎 こもり　たくお 自由民主党 石川県1区

23 金沢市 参 岡田　直樹 おかだ　なおき 自由民主党 石川県

23 金沢市 参 宮本　周司 みやもと　しゅうじ 自由民主党 石川県

24 福井市 衆 稲田　朋美 いなだ　ともみ 自由民主党 福井県1区

24 福井市 参 滝波　宏文 たきなみ　ひろふみ 自由民主党 福井県

24 福井市 参 山崎　正昭 やまざき　まさあき 自由民主党 福井県

25 甲府市 衆 中島　克仁 なかじま　かつひと 立憲民主党 比例南関東

25 甲府市 衆 中谷　真一 なかたに　しんいち 自由民主党 山梨県1区

25 甲府市 参 永井　学 ながい　まなぶ 自由民主党 山梨県

25 甲府市 参 森屋　宏 もりや　ひろし　 自由民主党 山梨県

26 長野市 衆 後藤　茂之 ごとう　しげゆき 自由民主党 長野県4区

26 長野市 衆 篠原　孝 しのはら　たかし 立憲民主党 比例北陸信越

26 長野市 衆 務台　俊介 むたい　しゅんすけ 自由民主党 比例北陸信越

26 長野市 衆 若林　健太 わかばやし　けんた 自由民主党 長野県1区

27 松本市 衆 下条　みつ しもじょう　みつ 立憲民主党 長野県2区

28 松本市 衆 中川　宏昌 なかがわ　ひろまさ 公明党 比例北陸信越

28 岐阜市 衆 野田　聖子 のだ　せいこ 自由民主党 岐阜県1区

28 岐阜市 参 大野　泰正 おおの　やすただ 自由民主党 岐阜県

28 岐阜市 参 渡辺　猛之 わたなべ　たけゆき 自由民主党 岐阜県

29 豊橋市 衆 今枝　宗一郎 いまえだ　そういちろう 自由民主党 愛知県14区

29 豊橋市 衆 城内　実 きうち　みのる 自由民主党 静岡県7区

29 豊橋市 衆 根本　幸典 ねもと　ゆきのり 自由民主党 愛知県15区

29 豊橋市 衆 山本　左近 やまもと　さこん 自由民主党 比例東海
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29 豊橋市 参 大塚　耕平 おおつか　こうへい 国民民主党 愛知県

29 豊橋市 参 片山　さつき かたやま　さつき 自由民主党 比例代表

29 豊橋市 参 酒井　庸行 さかい　やすゆき 自由民主党 愛知県

29 豊橋市 参 藤川　政人 ふじかわ　まさひと 自由民主党 愛知県

30 岡崎市 衆 青山　周平 あおやま　しゅうへい 自由民主党 比例東海

30 岡崎市 衆 重徳　和彦 しげとく　かずひこ 立憲民主党 愛知県12区

30 岡崎市 参 田島　麻衣子 たじま　まいこ 立憲民主党 愛知県

30 岡崎市 参 安江　伸夫 やすえ　のぶお 公明党 愛知県

31 一宮市 衆 江﨑　鐵磨 えさき　てつま 自由民主党 愛知県10区

31 一宮市 衆 杉本　和巳 すぎもと　かずみ 日本維新の会 比例東海

31 一宮市 衆 長坂　康正 ながさか　やすまさ 自由民主党 愛知県9区

32 豊田市 衆 八木　哲也 やぎ　てつや 自由民主党 愛知県11区

32 豊田市 参 伊藤　孝恵 いとう　たかえ 国民民主党 愛知県

32 豊田市 参 斎藤　嘉隆 さいとう　よしたか 立憲民主党 愛知県

32 豊田市 参 里見　隆治 さとみ　りゅうじ 公明党 愛知県

32 豊田市 参 浜口　誠 はまぐち　まこと 国民民主党 比例代表

33 大津市 衆 大岡　敏孝 おおおか　としたか 自由民主党 滋賀県1区

33 大津市 衆 斎藤　アレックス さいとう　あれっくす 国民民主党 比例近畿

33 大津市 参 有村　治子 ありむら　はるこ 自由民主党 比例代表

33 大津市 参 嘉田　由紀子 かだ　ゆきこ 無所属 滋賀県

33 大津市 参 こやり　隆史 こやり　たかし 自由民主党 滋賀県

34 豊中市 衆 漆間　譲司 うるま　じょうじ 日本維新の会 大阪府8区

34 豊中市 参 石川　博崇 いしかわ　ひろたか 公明党 大阪府

34 豊中市 参 太田　房江 おおた　ふさえ 自由民主党 大阪府

34 豊中市 参 山本　香苗 やまもと　かなえ 公明党 比例代表

35 吹田市 衆 奥下　剛光 おくした　たけみつ 日本維新の会 大阪府7区

36 高槻市 衆 池下　卓 いけした　たく 日本維新の会 大阪府10区

36 高槻市 参 東　徹 あずま　とおる 日本維新の会 大阪府

36 高槻市 参 辻元　清美 つじもと　きよみ 立憲民主党 比例代表

37 枚方市 衆 中司　宏 なかつか　ひろし 日本維新の会 大阪府11区

38 八尾市 衆 青柳　仁士 あおやぎ　ひとし 日本維新の会 大阪府14区

38 八尾市 衆 足立　康史 あだち　やすし 日本維新の会 大阪府9区

38 八尾市 衆 井上　英孝 いのうえ　ひでたか 日本維新の会 大阪府1区

38 八尾市 衆 馬場　伸幸 ばば　のぶゆき 日本維新の会 大阪府17区

38 八尾市 参 松川　るい まつかわ　るい 自由民主党 大阪府

39 寝屋川市 衆 藤田　文武 ふじた　ふみたけ 日本維新の会 大阪府12区

39 寝屋川市 参 杉　久武 すぎ　ひさたけ 公明党 大阪府

40 東大阪市 衆 岩谷　良平 いわたに　りょうへい 日本維新の会 大阪府13区

40 東大阪市 衆 宗清　皇一 むねきよ　こういち 自由民主党 比例近畿

41 姫路市 衆 池畑　浩太朗 いけはた　こうたろう 日本維新の会 比例近畿

41 姫路市 衆 住吉　寛紀 すみよし　ひろき 日本維新の会 比例近畿

41 姫路市 衆 渡海　紀三朗 とかい　きさぶろう 自由民主党 兵庫県10区

41 姫路市 衆 松本　剛明 まつもと　たけあき 自由民主党 兵庫県11区

41 姫路市 参 末松　信介 すえまつ　しんすけ 自由民主党 兵庫県

42 尼崎市 衆 中野　洋昌 なかの　ひろまさ 公明党 兵庫県8区

42 尼崎市 参 伊藤　孝江 いとう　たかえ 公明党 兵庫県

42 尼崎市 参 室井　邦彦 むろい　くにひこ 日本維新の会 比例代表

43 明石市 衆 西村　康稔 にしむら　やすとし 自由民主党 兵庫県9区

44 西宮市 衆 山田　賢司 やまだ　けんじ 自由民主党 兵庫県7区

44 西宮市 参 清水　貴之 しみず　たかゆき 日本維新の会 兵庫県

45 奈良市 衆 小林　茂樹 こばやし　しげき 自由民主党 比例近畿

44



中核市とともに地方分権を推進する国会議員の会　議員一覧　【令和5年11月10日現在】

市番 担当市 衆参 氏名 ふりがな 所属政党 選挙区

名簿の掲載順については、【市番順】⇒【衆議院→参議院】⇒【五十音順】です。

45 奈良市 衆 馬淵　澄夫 まぶち　すみお 立憲民主党 奈良県1区

45 奈良市 参 佐藤　啓 さとう　けい 自由民主党 奈良県

45 奈良市 参 堀井　巌 ほりい　いわお 自由民主党 奈良県

47 鳥取市 衆 石破　茂 いしば　しげる 自由民主党 鳥取県1区

47 鳥取市 参 舞立　昇治 まいたち　しょうじ 自由民主党 鳥取県・島根県

48 松江市 参 青木　一彦 あおき　かずひこ 自由民主党 鳥取県・島根県

49 倉敷市 衆 加藤　勝信 かとう　かつのぶ 自由民主党 岡山県5区

49 倉敷市 衆 橋本　岳 はしもと　がく 自由民主党 岡山県4区

49 倉敷市 衆 柚木　道義 ゆのき　みちよし 立憲民主党 比例中国

49 倉敷市 参 石井　正弘 いしい　まさひろ 自由民主党 岡山県

49 倉敷市 参 小野田　紀美 おのだ　きみ 自由民主党 岡山県

49 倉敷市 参 谷合　正明 たにあい　まさあき 公明党 比例代表

50 呉市 衆 畦元　将吾 あぜもと　しょうご 自由民主党 比例中国

50 呉市 衆 石橋　林太郎 いしばし　りんたろう 自由民主党 比例中国

50 呉市 衆 日下　正喜 くさか　まさき 公明党 比例中国

50 呉市 衆 斉藤　鉄夫 さいとう　てつお 公明党 広島県3区

50 呉市 衆 空本　誠喜 そらもと　せいき 日本維新の会 比例中国

50 呉市 衆 寺田　稔 てらだ　みのる 自由民主党 広島県5区

50 呉市 衆 平林　晃 ひらばやし　あきら 公明党 比例中国

50 呉市 参 三上　えり みかみ　えり 立憲民主党 広島県

51 福山市 衆 小林　史明 こばやし　ふみあき 自由民主党 広島県7区

51 福山市 参 宮口　治子 みやぐち　はるこ 立憲民主党 広島県

51 福山市 参 宮沢　洋一 みやざわ　よういち 自由民主党 広島県

51 福山市 参 森本　真治 もりもと　しんじ 立憲民主党 広島県

52 下関市 参 江島　潔 えじま　きよし 自由民主党 山口県

52 下関市 参 北村　経夫 きたむら　つねお 自由民主党 山口県

53 高松市 衆 小川　淳也 おがわ　じゅんや 立憲民主党 香川県1区

53 高松市 衆 玉木　雄一郎 たまき　ゆういちろう 国民民主党 香川県2区

53 高松市 衆 平井　卓也 ひらい　たくや 自由民主党 比例四国

53 高松市 参 磯﨑　仁彦 いそざき　よしひこ 自由民主党 香川県

53 高松市 参 三宅　伸吾 みやけ　しんご 自由民主党 香川県

53 高松市 参 山本　博司 やまもと　ひろし 公明党 比例代表

54 松山市 衆 塩崎　彰久 しおざき　あきひさ 自由民主党 愛媛県1区

54 松山市 衆 村上　誠一郎 むらかみ　せいいちろう 自由民主党 愛媛県2区

54 松山市 参 永江　孝子 ながえ　たかこ 無所属 愛媛県

54 松山市 参 山本　順三 やまもと　じゅんぞう 自由民主党 愛媛県

55 高知市 衆 尾﨑　正直 おざき　まさなお 自由民主党 高知県2区

55 高知市 衆 中谷　元 なかたに　げん 自由民主党 高知県1区

55 高知市 衆 山﨑　正恭 やまさき　まさやす 公明党 比例四国

55 高知市 衆 山本　有二 やまもと　ゆうじ 自由民主党 比例四国

55 高知市 参 梶原　大介 かじはら　だいすけ 自由民主党 比例代表

55 高知市 参 中西　祐介 なかにし　ゆうすけ 自由民主党 徳島県・高知県

56 久留米市 衆 鳩山　二郎 はとやま　じろう 自由民主党 福岡県6区

56 久留米市 衆 吉田　宣弘 よしだ　のぶひろ 公明党 比例九州

56 久留米市 参 大家　敏志 おおいえ　さとし 自由民主党 福岡県

56 久留米市 参 古賀　之士 こが　ゆきひと 立憲民主党 福岡県

56 久留米市 参 下野　六太 しもの　ろくた 公明党 福岡県

56 久留米市 参 野田　国義 のだ　くによし 立憲民主党 福岡県

56 久留米市 参 松山　政司 まつやま　まさじ 自由民主党 福岡県

57 長崎市 衆 西岡　秀子 にしおか　ひでこ 国民民主党 長崎県1区

57 長崎市 参 古賀　友一郎 こが　ゆういちろう 自由民主党 長崎県
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57 長崎市 参 山本　啓介 やまもと　けいすけ 自由民主党 長崎県

58 佐世保市 衆 谷川　弥一 たにがわ　やいち 自由民主党 長崎県3区

59 大分市 衆 衛藤　征士郎 えとう　せいしろう 自由民主党 大分県2区

59 大分市 衆 大島　敦 おおしま　あつし 立憲民主党 埼玉県6区

59 大分市 衆 岡田　克也 おかだ　かつや 立憲民主党 三重県3区

59 大分市 衆 吉良　州司 きら　しゅうじ 無所属 大分県1区

59 大分市 衆 玄葉　光一郎 げんば　こういちろう 立憲民主党 福島県2区

59 大分市 衆 庄子　賢一 しょうじ　けんいち 公明党 比例東北

59 大分市 衆 原口　一博 はらぐち　かずひろ 立憲民主党 佐賀県1区

59 大分市 衆 笠　浩史 りゅう　ひろふみ 立憲民主党 神奈川県9区

59 大分市 参 古庄　玄知 こしょう　はるとも 自由民主党 大分県

60 宮崎市 衆 江藤　拓 えとう　たく 自由民主党 宮崎県2区

60 宮崎市 衆 武井　俊輔 たけい　しゅんすけ 自由民主党 比例九州

60 宮崎市 衆 古川　禎久 ふるかわ　よしひさ 自由民主党 宮崎県3区

60 宮崎市 衆 渡辺　創 わたなべ　そう 立憲民主党 宮崎県1区

60 宮崎市 参 長峯　誠 ながみね　まこと 自由民主党 宮崎県

60 宮崎市 参 松下　新平 まつした　しんぺい 自由民主党 宮崎県

61 鹿児島市 衆 三反園　訓 みたぞの　さとし 無所属 鹿児島県2区

61 鹿児島市 衆 宮路　拓馬 みやじ　たくま 自由民主党 鹿児島県1区

61 鹿児島市 衆 森山　裕 もりやま　ひろし 自由民主党 鹿児島県4区

61 鹿児島市 衆 保岡　宏武 やすおか　ひろたけ 自由民主党 比例九州

61 鹿児島市 参 野村　哲郎 のむら　てつろう 自由民主党 鹿児島県

62 那覇市 衆 赤嶺　政賢 あかみね　せいけん 日本共産党 沖縄県1区

62 那覇市 衆 國場　幸之助 こくば　こうのすけ 自由民主党 比例九州

227

衆議院議員 参議院議員 計
69 62 131
11 14 25
21 17 38
14 4 18
3 3 6
2 0 2
3 4 7

123 104 227

＜全体＞
政　党

自由民主党
公明党

計

立憲民主党
日本維新の会
国民民主党
日本共産党
無所属
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中 核 市 市 長 会 の 概 要 

○設   立  平成１７年１１月１０日 

（前身の「中核市連絡会」は平成８年設立） 

○会 員 市  ６２市（令和５年４月１日現在） 

○会の目的  中核市相互の緊密の連携のもとに、中核市財政の円滑な運営と 

進展を図り、もって地方分権の推進に資する。 

○主な事業 ① 政府や関係機関への提言（６月、１１月）

② プロジェクト調査・研究活動

③ 中核市サミットの開催（１１月 宇都宮市）

④ 総務大臣と中核市市長との懇談会（８月）

⑤ 中核市とともに地方分権を推進する国会議員の会 会員勉強会

（１１月） 

※（  ）内はいずれも本年度の実績又は予定 

○役 員 等

役職名 令和５年度 

会 長 福島市長  木幡  浩 

副会長（会長職務代理者） 山形市長 佐藤 孝弘 

副会長 水戸市長  高橋  靖 

副会長 松江市長  上定 昭仁 

副会長 一宮市長  中野 正康 

副会長 豊中市長  長内 繁樹 

監 事 旭川市長  今津 寛介 

監 事 鹿児島市長 下鶴 隆央 

○そのほか

・中核市の要件  人口２０万人以上の都市（地方自治法政令で指定） 

主な権限として、保健所の設置など 

【参考資料４】 
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中 核 市 市 長 会 規 約

（名 称） 

第１条 この会は、中核市市長会（以下「本会」という。）と称し、中核市の市

長をもって組織する。 

（目 的） 

第２条 本会は、中核市相互の緊密な連携のもとに、中核市行財政の円滑な運営

及び進展を図り、もって地方分権の推進に資することを目的とする。 

（事 業） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）中核市行財政の共同調査、研究及び協議等に関すること

（２）国等に対する政策提案・意見表明に関すること

（３）その他、前条の目的の達成のために必要なこと

（役 員） 

第４条 本会に次の役員を置く。 

（１）会 長 １名 

（２）副会長 ６名以内 

（３）監 事 ２名 

２ 役員は、市長会議において選任する。 

３ 役員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

４ 前項本文の規定にかかわらず、役員が欠けた場合の補欠の役員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

５ 役員は、任期満了後においても後任者が決定するまでは、なおその職務を行

う。 

（職 務） 

第５条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会

長があらかじめ指名した副会長がその職務を代理する。 

３ 監事は、会計の監査にあたる。 

（顧 問） 

第６条 本会に、必要に応じて顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、これまでに会長を務めた会員市長をもってあてるものとする。 

３ 顧問は、本会の運営に対し助言し、指導等を行うことができる。 

（相談役） 

第７条 本会に、必要に応じ相談役を置くことができる。 

２ 相談役は、本会の総意をもって、会長が委嘱する。 

【参考資料５】
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３ 相談役は、市長会議等において意見を述べることができる。 

（市長会議） 

第８条 市長会議は、随時開催し、会長が招集する。 

２ 市長会議の座長は、会長がこれにあたる。 

３ 市長会議は、市長が出席するものとする。ただし、会長が必要と認める場合

は、代理者を出席させることができる。 

（役員市長会議） 

第９条 役員市長会議は、随時開催し、会長が招集する。 

２ 役員市長会議の座長は、会長がこれにあたる。 

３ 役員市長会議は、第４条第１項に規定する役員が出席するものとする。ただ

し、会長は、必要に応じて役員以外の市長を招集することができる。 

（プロジェクト） 

第１０条 本会に、第３条に規定する事業を行うため、プロジェクトを設置する

ことができる。 

２ プロジェクトは、参加する中核市の市長をもって組織する。 

３ プロジェクトに幹事市を置く。 

４ 幹事市の市長は、必要に応じ、プロジェクト会議を招集する。 

５ プロジェクト会議の座長は、幹事市の市長がこれにあたる。 

６ プロジェクトにおける協議事項は、市長会議に報告するものとする。 

（事務担当者会議） 

第１１条 本会の円滑な運営を図るため、本会に事務担当者会議を置く。 

２ 事務担当者会議は、中核市の主管部長又は課長及び担当者をもって組織す

る。 

３ 事務担当者会議は、必要に応じて、会長が招集する。 

４ 事務担当者会議の座長は、会長を担当する中核市（以下「会長市」という。）

の主管部長又は課長がこれにあたる。 

（プロジェクト担当者会議） 

第１２条 プロジェクトの円滑な運営を図るため、各プロジェクトにプロジェ

クト担当者会議を置く。

２ プロジェクト担当者会議は、プロジェクトに属する中核市の主管部長又は

課長及び担当者をもって組織する。 

３ プロジェクト担当者会議は、必要に応じて、幹事市の市長が招集する。 

４ プロジェクト担当者会議の座長は、幹事市の主管部長又は課長がこれにあ

たる。 

５ プロジェクト担当者会議における協議結果は、プロジェクト参加市長及び

事務担当者会議に報告するものとする。 
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（事務局） 

第１３条 本会及び事務担当者会議の事務局は会長市に、プロジェクト及びプ

ロジェクト担当者会議の事務局は幹事市に置く。

２ 本会及び事務担当者会議の事務局に事務局長を置く。 

（中核市候補市） 

第１４条 中核市候補市（以下「候補市」という。）は、第１１条第１項及び第

１２条第１項に定める会議に出席することができる。 

２ 中核市は、候補市の中核市への円滑な移行に資するため、候補市に対し、情

報提供等必要な協力を行うものとする。 

３ 候補市相互の情報交換等必要な事項は、候補市が協議の上、別に定めるもの

とする。 

（会 計） 

第１５条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日をもって

終わるものとする。 

（経 費） 

第１６条 本会の運営に要する経費は、各中核市からの会費、各候補市からの負

担金及びその他の収入をもってあてる。 

（補 則） 

第１７条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が市長会議に諮っ

て定める。 

附 則 

１ この規約は、平成８年５月２７日から施行する。 

２ 連絡会の最初の会計年度は、第１２条の規定にかかわらず、平成８年５月２

７日に始まり、平成９年３月３１日をもって終わるものとする。 

附 則 

この規約は、平成９年４月１８日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成１１年５月１４日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成１７年１１月１０日から施行し、改正後の第９条、第１１ 

条及び第１２条は、平成１８年４月１日から適用する。 
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附 則 

１ この規約は、平成２８年５月２５日から施行する。 

２ 平成２７年に役員に選任された市長を平成２８年に役員に選任するときは、

改正後の第４条第３項の規定にかかわらず、任期は１年とし、再任は妨げない

ものとする。 

附 則 

この規約は、平成２９年８月２３日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成２９年１０月２７日から施行する。 
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【中核市：６２市】

地域
ブロック No. 都 市 名 市 長

地域
ブロック No. 都 市 名 市 長

1 函 館 市 大泉　潤 47 鳥 取 市 深澤　義彦

2 旭 川 市 今津　寛介 48 松 江 市 上定　昭仁

3 青 森 市 西　秀記 49 倉 敷 市 伊東　香織

4 八 戸 市 熊谷　雄一 50 呉 市 新原　芳明

5 盛 岡 市 内舘　茂 51 福 山 市 枝広　直幹

6 秋 田 市 穂積　志 52 下 関 市 前田　晋太郎

7 山 形 市 佐藤　孝弘 53 高 松 市 大西　秀人

8 福 島 市 木幡　浩 54 松 山 市 野志　克仁

9 郡 山 市 品川　萬里 55 高 知 市 岡﨑　誠也

10 い わ き 市 内田　広之 56 久 留 米 市 原口　新五

11 水 戸 市 高橋　靖 57 長 崎 市 鈴木　史朗

12 宇 都 宮 市 佐藤　栄一 58 佐 世 保 市 宮島　大典

13 前 橋 市 山本　龍 59 大 分 市 足立　信也

14 高 崎 市 富岡　賢治 60 宮 崎 市 清山　知憲

15 川 越 市 川合　善明 61 鹿 児 島 市 下鶴　隆央

16 川 口 市 奥ノ木　信夫 62 那 覇 市 知念　覚

17 越 谷 市 福田　晃

18 船 橋 市 松戸　徹 【中核市候補市：１２市】

19 柏 市 太田　和美 No. 都 市 名 市 長

20 八 王 子 市 石森　孝志 63 つ く ば 市 五十嵐　立青

21 横 須 賀 市 上地　克明 64 所 沢 市 小野塚　勝俊

22 富 山 市 藤井　裕久 65 春 日 部 市 岩谷　一弘

23 金 沢 市 村山　卓 66 草 加 市 山川　百合子

24 福 井 市 東村　新一 67 市 川 市 田中　甲

25 甲 府 市 樋口　雄一 68 町 田 市 石阪　丈一

26 長 野 市 荻原　健司 69 藤 沢 市 鈴木　恒夫

27 松 本 市 臥雲　義尚 70 富 士 市 小長井　義正

28 岐 阜 市 柴橋　正直 71 春 日 井 市 石黒　直樹

29 豊 橋 市 浅井　由崇 72 津 市 前葉　泰幸

30 岡 崎 市 中根　康浩 73 四 日 市 市 森　智広

31 一 宮 市 中野　正康 74 佐 賀 市 坂井　英隆

32 豊 田 市 太田　稔彦

33 大 津 市 佐藤　健司

34 豊 中 市 長内　繁樹

35 吹 田 市 後藤　圭二

36 高 槻 市 濱田　剛史

37 枚 方 市 伏見　隆

38 八 尾 市 大松　桂右

39 寝 屋 川 市 広瀬　慶輔

40 東 大 阪 市 野田　義和

41 姫 路 市 清元　秀泰

42 尼 崎 市 松本　眞

43 明 石 市 丸谷　聡子

44 西 宮 市 石井　登志郎

45 奈 良 市 仲川　げん

46 和 歌 山 市 尾花　正啓

【参考資料６】

北信越
・

東海
（１１市）

近畿
（１４市）

中核市・中核市候補市一覧表（令和５年１１月）

中国
・

四国
（９市）

北海道
・

東北
（１０市）

関東
（１１市）

九州
（７市）

52



地方公共団体情報システム標準化に係る緊急要望 

 地方公共団体情報システムの標準化については、「地方公共団体情報システム

の標準化に関する法律」に基づき、令和７年度までに全ての自治体が統一的な基

準に適合したシステムに移行することとされており、その移行経費に対して、

「デジタル基盤改革支援補助金（以下、「補助金」という。）」が設けられている。 

中核市市長会では、これまでも国に対して、確実な財政措置等を求めてきたが、

今回、改めて中核市 62市の移行経費等の調査を実施したところ、移行経費は多

額に上り、現在の補助上限額では到底移行経費全体を賄うことができず、非常に

重い財政負担を強いられることが明らかになった。 

また、期間内の移行を目指して作業を進めているが、ホスト系からの移行や付

随する対象外システムとの連携、移行時期の競合による民間の窮迫した人員体

制等、自治体により移行業務の実情は多様であり、令和７年度の移行期限は、す

べての自治体が安全に移行するために十分な期間とは言い難い。 

国におかれては、円滑なシステム移行と自治体における市民サービスに支障

が生じないよう、システムの移行に関する国の確実な財政措置と移行期間に対

する柔軟な対応に関し、下記のとおり強く要望する。 

記 

１ システム移行経費に対する財政措置について 

    自治体における多額な移行経費と多様な移行業務等の実情を踏まえ、補助

上限額や補助対象範囲の見直し等を行い、自治体に財政負担が生じることの

ないよう、全額国庫負担による財政措置を行うこと。 

＜参考＞ 

  中核市における移行経費の現状は、補助対象経費総額では、最大で 38.7億

円、平均で 18.1億円となった。これに対して、補助上限額の平均は 3.4億円

であり、一中核市当たり平均 14.8億円の補助金が不足している。自治体負担

率としては平均 76.4％という現状にあり、現行の補助上限額と実際の経費に

は大きな乖離がある。また、上記算定には含めていないが、補助対象外経費を

加えると、自治体の負担は更に大きなものとなる。 

２ 移行期間への柔軟な対応と財政措置について 

令和５年９月に「地方公共団体情報システム標準化基本方針」の一部改定が

なされ、移行の難易度が極めて高いと考えられるシステムについては、移行期

限が一部緩和されることとなったが、自治体の実情を十分に勘案した上で、移

行期限延長に柔軟に対応すること。併せてデジタル基盤改革支援基金の設置期

限を延長し、移行経費について、令和８年度以降も全額国庫負担による財政措

置を行うこと。 

【参考資料７】 
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３ ガバメントクラウドについて 

ＬＧＷＡＮを通じて自治体の庁内システムとガバメントクラウドを接続す

る場合のシステム構築や移行にかかる経費については、自治体に財政負担が生

じることのないよう全額国庫負担により対応すること。 

また、その回線利用料を含め、ガバメントクラウドの利用料は、自治体の情

報システムの運用経費等について「少なくとも３割の削減を目指す」（地方公

共団体情報システム標準化基本方針）という目標に沿った適切な額に設定する

こと。 

令和５年１０月５日 

中 核 市 市 長 会 
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