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１，地方税の現状
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（注）１　各税目の％は、それぞれの合計を100％とした場合の構成比である。

２　国税は予算額（特別会計を含む）、地方税は、超過課税及び法定外税等を含まない。

３　国税は地方法人特別税を含み、地方税は地方法人特別譲与税を含まない。
４　計数はそれぞれ四捨五入によっているので、計とは一致しない場合がある。

〔
地
方
税
内
訳
〕

国税・地方税の税収内訳（平成31年度予算・地方財政計画額）

個人市町村民税

36.9％

82,235億円

個人

道府県民税

27.1％

48,747億円

個人住民税
32.6％

130,982億円

所得税

30.0％

199,340億円

法人市町村民税

9.1％

20,349億円

地方

法人二税

26.6％

47,905億円

地方法人二税

17.0％

68,254億円

法人税

19.4％

128,580億円

地方消費税

27.0％

48,624億円

地方消費税

12.1％

48,624億円

消費税

29.2％

193,920億円

固定資産税

40.8％

90,721億円

固定資産税

22.5％

90,721億円

自動車税

8.8％

15,902億円

軽油引取税

5.3％

9,537億円

都市計画税

5.9％

13,130億円

その他

7.3％

16,171億円

その他

5.0％

9,057億円

その他

15.9％

63,797億円

その他

21.4％

142,373億円

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000１０兆円 ２０兆円 ３０兆円 ４０兆円 ５０兆円 ６０兆円

・法人住民税 6.7％ 27,049億円

・法人事業税 10.2％ 41,205億円

・揮発油税 25,494億円
(地方揮発油税を含む)

・地方法人特別税 21,360億円

・相続税 22,320億円

・酒税 12,710億円

・印紙収入 10,490億円

・たばこ税 8,890億円
（このほか、たばこ特別税 1,260億円）

・自動車税 15,902億円

・都市計画税 13,130億円

・地方たばこ税 10,174億円

・軽油引取税 9,537億円

国 税

664,213億円

地方税合計

402,378億円

道府県税

179,772億円

市町村税

222,606億円

〔
地
方
税
内
訳
〕
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　　（注）１　表中における計数は、超過課税及び法定外税等を含まない。

２　平成29年度までは決算額、30年度は推計額(H30.12時点）、31年度は地方財政計画額である。

３　括弧書きは、平成21年度以降、国から都道府県に対して譲与されている地方法人特別譲与税を含めたものである。
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２，平成31年度地方税制改正（案）
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平成31年度地方税制改正（案）の概要
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地域間の財政力格差の拡大、経済社会構造の変化等を踏まえ、県内総生産の分布状況と比較して大都市に税収が集中する構造的な

課題に対処し、都市と地方が支え合い、共に持続可能な形で発展するため、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税を創設する。 

◎ 特別法人事業税の創設 
消費税率 10％段階において復元される法人事業税(所得割・収入割)の一部(法人事業税の約３割)を分離し、特別法人事業税（国税）

とする。 

  課 税 標 準：法人事業税（所得割・収入割）の税額（標準税率分） 

  主な税率区分：  
 
 
 
 
 

賦 課 徴 収：都道府県（法人事業税と併せて実施） 

  国への払込み：税収の全額を交付税及び譲与税配付金特別会計に直接払込み 

  適 用 期 日：平成 31 年 10 月 1日以後に開始する事業年度から適用 

◎ 特別法人事業譲与税の創設 
  譲 与 額：特別法人事業税の税収（全額）を都道府県に譲与 

  譲与基準等：「人口」を譲与基準とし、不交付団体に譲与制限の仕組み（※）を設ける 

  譲与開始時期：平成 32 年度 

◎ その他 
 ○ 都道府県の財政運営に支障が生じないよう、新たな偏在是正措置により減収が生じる場合に、地方債の発行を可能とする措置

を講ずる。 

 ○ 経済社会情勢の変化に対応できるよう、法の施行後における検討に係る規定を設ける。 

 ※ 新たな偏在是正措置により生じる財源は、必要な歳出を地方財政計画に計上するなど、その全額を地方のために活用する。 

 

主な税率区分 
法人事業税（所得割・収入割） 特別法人事業税 

（復元後）  （改正後） （創設） 

資本金 1億円超の普通法人 ３．６％ ⇒ １％ 税額の２６０％ 

資本金１億円以下の普通法人等 ９．６％ ⇒ ７％ 税額の ３７％ 

収入金額課税対象法人 １．３％ ⇒ １％ 税額の ３０％ 

平成 31 年度地方税制改正(案)について 

１ 地方法人課税における新たな偏在是正措置 

※ 当初算出額 25％を保障し、残余 75％を

譲与しない（財源超過額を上限）。 
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消費税率 10％への引上げにあわせ、保有課税を恒久的に引き下げることにより、需要を平準化するとともに、国内自動車市場の活
性化と新車代替の促進による燃費性能の優れた自動車や先進安全技術搭載車の普及等を図る。 
恒久減税による地方税の減収については、エコカー減税等の見直しや国税から地方税への税源移譲により、これに見合った地方税

財源を確保する。 
加えて、消費税率引上げに伴う対応として、環境性能割（自動車税・軽自動車税）の税率を１％分軽減する。（平成31年10月１日～平

成32年９月30日の間の措置） 

 
保有課税の恒久減税 

◎ 自動車税の税率引下げ（恒久減税） 
平成 31 年 10 月１日以後に初回新規登録を受けた自家用乗用車（登録車）から、小型自動車を中心に全ての税率区分において、自

動車税の税率を引き下げる。 
 

 

 

◎ 地方税財源の確保等 
（１）環境性能割の税率の適用区分の見直し 

○ 環境インセンティブを強化するため、自家用乗用車（登録車）に係る環境性能割の税率の適用区分を見直す。 
（２）グリーン化特例（軽課）の大幅見直し 

○ 環境性能割の導入を契機に、自家用乗用車（登録車及び軽自動車）に係るグリーン化特例（軽課）の適用対象を、電気自動
車等に限定する。 

○ 消費税率引上げに配慮し、現行制度を２年間延長した上で、平成 33 年４月１日以後に初回新規登録等を受けた自家用乗用車
から適用する。 

（３）エコカー減税（自動車取得税・自動車重量税）の軽減割合等の見直し 
  ○ 環境インセンティブを強化するため、乗用車（登録車及び軽自動車）及びトラック・バスに係るエコカー減税の軽減割合等

を見直す。                                                                                      ※平成 31 年４月１日～９月 30 日の間の措置 
（４）都道府県自動車重量譲与税制度の創設（自動車重量税の譲与割合の引上げ） 

○ 自動車重量税の譲与割合を段階的に引き上げることで国税から地方税への税源移譲を行い、都道府県自動車重量譲与税制度
を創設する。 

（５）揮発油税から地方揮発油税への税源移譲 
○ (１)～(４)の措置を講じてもなお不足する地方税財源を確保するため、平成 46 年度から揮発油税から地方揮発油税に税源移
譲し、地方揮発油譲与税（都道府県分）を増額する。 

税率区分 ～1,000cc 以下 1,000cc 超 1,500cc 以下 1,500cc 超 2,000cc 以下 2,000cc 超 2,500cc 以下 2,500cc 超～ 

引下げ幅 ▲4,500 円 ▲4,000 円 ▲3,500 円 ▲1,500 円 ▲1,000 円 

２ 車体課税の大幅見直し 
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（６）その他 
○ 平成 31 年度税制改正に係る車体課税の見直しに伴う都道府県・市町村間の財源調整のため、自動車税環境性能割交付金に係
る交付率を見直す。[改正前：65％ → 平成 31～33 年度：47％ → 平成 34 年度以降：43％] 

需要平準化対策に係る環境性能割の臨時的軽減 
消費税率引上げに伴う対応として、平成 31 年 10 月１日から平成 32 年９月 30 日までの間に取得した自家用乗用車（登録車及び

軽自動車）について、環境性能割の税率を１％分軽減する。 
これによる地方税の減収は、全額国費で補てんする。 

 
 
 
 
 

 

 

 

◎ ふるさと納税制度の見直し 
  ふるさと納税制度について、以下のとおり見直しを行う。 

 ○ 総務大臣は、地方財政審議会の意見を聴いた上で、次の基準に適合する地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する。 

① 寄附金の募集を適正に実施する地方団体 

② （①の地方団体で）返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体 

   ・ 返礼品の返礼割合を３割以下とすること 

   ・ 返礼品を地場産品とすること 

◎ 住宅ローン控除の拡充に伴う措置 
 ○ 所得税の住宅ローン控除の改正により延長される控除期間（11 年目～13 年目）において、所得税額から控除しきれない額について、

現行制度と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除する。 
 ○ この措置による個人住民税の減収額は、全額国費で補てんする。 

◎ 個人住民税の非課税措置 
 ○ 子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合

計所得金額が 135 万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講ずる。（平成 33 年度分個人住民税～） 

〔登録車〕 税率 臨時的軽減 〔軽自動車〕 税率 臨時的軽減 

 非課税 非課税  非課税 非課税 

 1.0％ 非課税  1.0％ 非課税 

 2.0％ 1.0％  2.0％ 1.0％ 

 3.0％ 2.0％    

３ 個人住民税 
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パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財

源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税を創設する。 

◎ 森林環境税の創設［平成 36 年度から課税］ 
納税義務者等：国内に住所を有する個人に対して課する国税 

  税 率：1,000 円（年額） 
  賦 課 徴 収：市町村（個人住民税と併せて実施） 

国への払込み：都道府県を経由して税収の全額を交付税及び譲与税特別会計に直接払込み 

◎ 森林環境譲与税の創設［平成 31 年度から譲与］ 
  譲 与 総 額：森林環境税の収入額（全額）に相当する額（注１） 

譲 与 団 体：市町村 及び 都道府県 
使 途：(市町村)間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用 

(都 道 府 県)森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用 
 譲 与 基 準：(市町村)総額の９割に相当する額を私有林人工林面積(5/10)、林業就業者数(2/10)、人口(3/10)で按分 

※市町村の私有林人工林面積は、林野率により補正 

(都 道 府 県)総額の１割（注２）に相当する額を市町村と同様の基準で按分 
使 途 の 公 表：インターネットの利用等の方法により公表 

（注１）平成 35 年度までの間は、暫定的に交付税及び譲与税特別会計における借入れにより対応。借入金は、後年度の森林環境税の税収の一部をもっ

て確実に償還。 
（注２）制度創設当初は、都道府県への譲与割合を２割とし、段階的に１割に移行。 

 
 
 
 ○ 特定所有者不明土地を利用した地域福利増進事業に係る課税標準の特例措置を創設（固定資産税、都市計画税） 
 ○ 高規格堤防の整備に伴う建替家屋に係る税額の減額措置を創設（固定資産税） 
 ○ 福島県の原発事故による避難住民の帰還推進を目的とした帰還環境整備推進法人が整備する一定の公共施設に係る課税標準の

特例措置を創設（固定資産税、都市計画税、不動産取得税） 

 ○ 熊本地震による被災住宅用地に係る課税標準の特例措置の適用期間を２年延長（固定資産税、都市計画税） 

 ○ 鳥獣被害対策を推進するため、対象鳥獣捕獲員等の狩猟者登録に係る課税免除等の特例措置を５年延長（狩猟税） 

５ 主な税負担軽減措置等  

４ 森林環境税・譲与税の創設 
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地方法人課税における新たな偏在是正措置
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都市・地方の持続可能な発展のための地方税体系の構築

少子高齢化が加速する中、地域の実情に応じたきめ細かな行政サービスを地方公共団体が安定
的に提供していくための基盤として、偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系を構築すること
はますます重要性を増している。こうした観点から、消費税率引上げに併せ、法人住民税法人税
割の地方交付税原資化を段階的に進めるなど、地方税源の偏在是正に取り組んできたところであ
る。

近年、経済再生への取組みにより地方税収が全体として増加する中で、地域間の財政力格差は
再び拡大する傾向にある。地方交付税の不交付団体においては、財源超過額が拡大し、その基
金残高も大きく増加している。一方、交付団体においては、臨時財政対策債の残高が累増する
など、厳しい財政運営が続いている状況にある。

地方創生を推進し、一億総活躍社会を実現するためには、税源の豊かな地方公共団体のみが
発展するのではなく、都市も地方も支え合い、連携を強めることが求められる。また、各地方に
おいていきいきとした生活が営まれることは、都市が将来にわたり持続可能な形で発展していくた
めにも不可欠である。このためには、偏在性の小さい地方税体系の構築に向けて、新たに抜本的
な取組みが必要である。

こうした観点から、特に偏在度の高い地方法人課税における税源の偏在を是正する新たな措
置について、消費税率10％段階において地方法人特別税・譲与税が廃止され法人事業税に復元
されること等も踏まえて検討し、平成31年度税制改正において結論を得る。

平成30年度税制改正大綱（抜粋）

平 成 2 9 年 1 2 月 1 4 日
自 由 民 主 党
公 明 党
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経済財政運営と改革の基本方針2018（抜粋）

まち・ひと・しごと創生基本方針2018 （抜粋）

○ 持続的な地方行財政制度の構築

地域間財政力格差の拡大に対しては、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系を構築する。
地方法人課税における税源の偏在を是正する新たな措置について検討し、平成31年度税制改正において
結論を得る。

○ 財政支援（抄）

都市も地方も支え合い、連携を強めることが求められる。また、各地方において、いきいきとした生活が営
まれることは、都市が将来にわたり持続可能な形で発展していくためにも不可欠である。このため、地方法人
課税における税源の偏在を是正する新たな措置について検討し、平成31年度税制改正において結論を得る。

（平成30年6月15日閣議決定）

（平成30年6月15日閣議決定）

地方法人課税の偏在是正に係る安倍総理発言

＜平成30年度全国都道府県知事会議（総理懇談会）（平成30年11月９日開催） ＞ ※議事録（未定稿）より抜粋

（安倍内閣総理大臣）

地方法人課税の新たな偏在是正措置については、経済財政運営と改革の基本方針２０１８において、地方法人課税
における税源の偏在を是正する新たな措置について検討し、平成３１年度税制改正において結論を得るとされておりま

す。また、地方分権を推進する上でも、地方税の充実確保を図るとともに、税源の偏在性が小さく、税収が安定
的な地方税体系を構築することが重要と考えております。この観点から、地方法人課税における税源の偏在を是
正する新たな措置について検討し、平成３１年度税制改正において結論を得てまいりたいと思います。また、都
市も地方も持続的に発展できるよう、税源の偏在性が小さい地方税体系の構築に向けてしっかりと取り組んで
いきたいと、こう思っております。
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地方税の充実確保と偏在性が小さい地方税体系の構築

平成
９年度 消費税率引上げ（３％→５％）

・地方消費税の創設 ※消費譲与税を廃止

16～19年度 三位一体の改革
・３兆円の税源移譲（所得税→個人住民税） ※平成16～18年度は所得譲与税

・個人住民税所得割の10％比例税率化

20年度 地域間の財政力格差拡大への対応
・地方法人特別税・譲与税制度の創設（法人事業税を一部国税化）

26年度 消費税率引上げ（５％→８％）
・法人住民税法人税割の一部交付税原資化
・地方法人特別税・譲与税の規模を２／３に縮小（法人事業税への一部復元）

31年度 消費税率引上げ（８％→10％）
・法人住民税法人税割の更なる交付税原資化
・地方法人特別税・譲与税の廃止（法人事業税への復元）

○ 今後、地方分権の進展に伴い、地方公共団体の財政面における自己決定権と自己責
任をより拡充するとともに、住民の受益と負担の対応関係をより明確化するという観点
から、（中略）地方税の充実確保を図っていく必要がある。

○ この場合、（中略）税源の偏在性が少なく、税収の安定性を備えた地方税体系の構築
について検討していく必要がある。

＜H9.7.8 地方分権推進委員会 第２次勧告より抜粋＞
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消費税率の引上げと地方法人課税の偏在是正

税率：17.3％

（
地
方
税
）

法
人
事
業
税

2.6兆円

3.2兆円

制度創設時

（
地
方
税
）

法
人
事
業
税

（
国
税
）

地
方
法
人
特
別
税

（改正前）
（20年度改正）

（
地
方
税
）

法
人
事
業
税

H20.10.1～

（
地
方
税
）

法
人
事
業
税

（
国
税
）

特
別
税

地
方
法
人

2/3に縮小 廃止

譲与税として、
人口及び従業者数
によりその全額を
都道府県に譲与

（改正前）

税率：4.4％

（
地
方
税
）

法
人
住
民
税
法
人
税
割

（26年度改正）
消費税８％段階

（
地
方
税
）

法
人
住
民
税
法
人
税
割

（
国
税
）

地
方
法
人
税

地
方
交
付
税

地
方
団
体

の
財
源

（
地
方
税
）

法
人
住
民
税

法
人
税
割

（28年度改正）
消費税10％段階

（
国
税
）

地
方
法
人
税

税率引上げ
10.3％

（＋5.9％）

H26.10.1～ H29.4.1～→【改正】H31.10.1～

（地方消費税１％相当）

※税制抜本改革まで
の間の暫定的な措置
として創設

税率引下げ
▲4.4％

税率引下げ
▲5.9％

（注）法人税割の税率は、都道府県分＋市町村分の合計

税率：12.9％

税率：７％

○ 地方消費税率の引上げに伴う、地方団体間の財政力格差拡大については、地方法人特別税・
譲与税の偏在是正効果を維持しつつ、法人住民税（都道府県分・市町村分）の一部を国税化し、
その全額を地方交付税原資化することにより、以下のとおり対応。

○ その後の財政力格差の拡大という「新たな状況」を踏まえ、新たな偏在是正措置が必要。

＜これまでの地方法人課税における偏在是正の取組＞
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個人住民税地方消費税（清算後）

最大／最小：２．４倍 最大／最小：６．０倍最大／最小：２．３倍 最大／最小：２．６倍最大／最小：１．３倍

※「最大／最小」は、各都道府県ごとの人口一人当たり税収額の最大値を最小値で割った数値である。

（注１） 地方税収計の税収額は、地方法人特別譲与税の額を含まず、超過課税及び法定外税等を除いたものである。

（注２） 地方消費税の税収額は、平成３０年度に適用される清算基準に基づき清算を行った場合の理論値である。

（注３） 固定資産税の税収額は、道府県分を含み、超過課税分を除く。

（注４） 個人住民税の税収額は、個人道府県民税（均等割及び所得割）及び個人市町村民税(均等割及び所得割）の合計額であり、超過課税分を除く。

（注５） 地方法人二税の税収額は、法人道府県民税、法人市町村民税及び法人事業税（地方法人特別譲与税を含まない。）の合計額であり、超過課税分等を除く。

（注６） 人口は、各年度の１月１日現在の住民基本台帳人口の平均による。

３７．３兆円 地 方

消費税

4.０兆円

固 定

資産税

8.8兆円

個 人

住民税

12.0兆円

地 方

法人二税

5.9兆円

1.3倍 2.3倍 2.6倍 6.0倍

最大/最小の倍率

（※）
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地域間の財政力格差の拡大①

○ 地方税収が全体として増加する中で、

・地方交付税の交付団体では、「臨時財政対策債」（地方の財源不足に対処するため、地方財政法の特例として

発行する赤字地方債）の残高が累増するなど、厳しい財政運営が続いている

・一方、不交付団体である東京都は、毎年度、財源超過額が１兆円を超え、基金も大幅に増加。

○ 地域間の財政力格差が再び拡大する傾向。

臨時財政対策債
残高の増加

H30H21

【地方財政の借入金残高の状況】兆円

5352

3,309 

7,064 

9,407 

11,436 11,947 11,687 

0

4,000

8,000

12,000

H25 H26 H27 H28 H29 H30

【東京都の財源超過額の推移】
億円

臨時財政対策債

臨時財政対策債 以外

54

清算基準見直し
（H30年度税制改正）の
税収への影響額：
▲1,000億円程度

（速報）

【東京都の基金残高の推移】
億円

特定目的基金

財政調整基金

（＋3,047）

（＋4,622）
（＋3,106）

（＋1,778）

財源超過額：普通交付税の算定における基準財政収入額が基準財政需要額を超える額

H13
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地域間の財政力格差の拡大②

○ 地方財政については、平成23年度以降、いわゆる一般財源総額実質同水準ルールがある中で、
交付団体では、一般財源は微増に止まっている。

○ 一方で、不交付団体の超過財源には地方交付税の財源調整機能が及ばないため、不交付団体に
おいては、税収増により一般財源は大幅に増加。

【都道府県の一般財源の推移】

○ 地方の歳出水準については、国の一般歳出の取組と基調を合わせつつ、交付団体をはじめ地方の安定的な財政運営
に必要となる一般財源の総額について、2018年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保する。

【経済財政運営と改革の基本方針2018（抜粋）】

（平成30年6月15日閣議決定）

【現行の地方交付税制度のイメージ】

（注）１ H30年度普通交付税算定上の「基準財政収入額」を「基準財政需要額」で除した数値で、東京都以外の団体を、
第１グループ（0.4未満）、第２グループ（0.4以上0.5未満）、第３グループ（0.5以上0.7未満）及び第４グループ（0.7以上）に分類。

２ 平成29年度については、指定都市に移譲された県費負担教職員の給与等に係る影響分を除外して試算。

￥

￥
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要
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地方税

地方税
の

増収分

地方
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交付団体 不交付団体

地方税

地方税 地方税

地方税
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増収分

1.32 

1.00 
1.02 
1.04 

1.08 

0.90

1.00

1.10
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H24 H25 H26 H27 H28 H29
東京都 第1グループ 第2グループ 第3グループ 第4グループ

（速報）

第1グループ～第4グループ

東京都

（注） 交付団体においては、地方税の増収のうち、基準財政収入額に算入されない留保財源
分（税収の概ね25％）だけ財源が増加する。
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経済社会構造の変化①

（備考）内閣府「県民経済計算」より作成。
（注）1955～1974年は68SNA（昭和55年基準）、1975～94年は68SNA（平成2年

基準）、1995～2000年は93SNA（平成7年基準）、2001年～2010年は93SNA
（平成17年基準）による暦年値を使用。

平 成 2 6 年 ５ 月 3 0 日 第 ８ 回 新 た な 「 国 土 の
グランドデザイン」構築に関する有識者懇談会
国土交 通省作 成資料を 一部 加工 して 作成

【第３次産業の東京圏のシェアの推移（対全国）】

○ 東京をはじめとする大都市には、資本金１億円超の大法人の本店等が集中。大法人は全国を対象に事業活動を行
いながらも、本店等の所在地に税収が集中する傾向。

○ 産業構造がサービス産業化する中、第３次産業における東京圏のシェアが高まっており、足下で４割近くとなっている。

○ インターネット取引等、店舗を必要としない事業形態の拡大等により、大都市への税収の集中が高まる見込み。

【BtoC-ECの市場規模および
EC化率の経年推移】

165,054 

1.52%
1.79%

2.08%

2.84%

3.17%
3.40%

3.85%

4.37%

4.75%

5.43%

5.79%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

EC市場規模（億円） EC化率（％）

（出典）「電子商取引に関する市場調査」（経済産業省）
をもとに作成。

11,103 社
48%

1,789 社
8%

1,141 社
5%

1,084 社
5%

7,972 社
34%

【大法人の本店所在の状況】

東京都

大阪府神奈川県

愛知県

それ以外の道府県

全体：約2.3万社

（出典）「平成28年度課税状況調」（総務省）

情報通信業

３次産業

金融・保険業
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経済社会構造の変化②

フランチャイズ事業の拡大

子会社化の増加

○ 子会社を保有する企業数（分社化等）は増加。

○ 地域子会社化の事例（地方からの報告）
・ 大手企業が支社を地域子会社化した結果、
大手企業の事業所がなくなり、課税できない
状況が発生。税収が大幅に減少。
・ 大手企業の税収は、大都市などその本店所
在地等に集中。

（出典）「ＪＦＡフランチャイズチェーン統計調査」
（一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会（JFA））

○ 近年、コンビニエンスストアをはじめとするフラ
ンチャイズ事業が拡大。

○ フランチャイズ事業では、加盟店の利益の一
部をロイヤルティとして本部会社に支払い。地
方団体は、本部会社に対しては、本部会社の
支店等がない限り課税できない。

○ 結果として、大都市など本部会社の本店等
所在地に税収が集中。

【フランチャイズ（コンビニ）による事業活動の例】

【地域子会社化による事業活動の例】

○ 企業の組織形態の多様化が進み、税源の偏在に影響。

○ 地方団体からは、コンビニエンスストアをはじめとした、フランチャイズ事業の拡大や、持株会社化・
子会社化の進展により、大都市へ税収が集中した事例が報告されている。

8.1 

10.8 

6

7

8

9

10

11

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

兆
コンビニエンスストアにおける売上高の推移

8

9

10

11

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

万
国内に子会社（関連会社）を保有する企業数

（出典）企業活動基本調査（経済産業省）

売上

納税

＜コンビニ＞

＜本社＞

所在都道府県

都市部

売上の一部をロイヤルティとして支払う

（参考：個人小売店の場合）

売上

＜個人小売店＞

所在都道府県

納税

納税

売上

＜本社・支社＞

本社・支社
所在都道府県

課税

支社の地域子会社化

売上

課税

親会社（旧本社）
所在都道府県

子会社（旧支社）
所在都道府県

課税権なし
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地方法人課税における新たな偏在是正措置（案）

＜特別法人事業税及び特別法人事業譲与税の仕組み＞

復
元
後
の
法
人
事
業
税

特
別
法
⼈
事
業

譲
与
税

法人事業税

交付税及び譲与税配付金特別会計

国

法人事業税と
併せて申告納付

税収全額を
直接払込み

特別法⼈事業税

都 道 府 県

特
別
法
⼈
事
業
税

（
国
税
）

約３割を分離

〔約1.8兆円〕

申告納付

納税義務者

譲与基準：「人口」
（不交付団体に対する譲与制限あり※）

※ 交付団体における地方交付税による財政調整と

の連続性や均衡も考慮しつつ、留保財源相当（当

初算出額の25％）を保障し、残余の75％を譲与し

ない（財源超過額を上限）。

特別法⼈事業譲与税

○ 地域間の財政力格差の拡大、経済社会構造の変化等を踏まえ、県内総生産の分布状況と比較して
大都市に税収が集中する構造的な課題に対処し、都市と地方が支え合い、共に持続可能な形で発展するため、
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税を創設する。

＜その他関連する事項＞

○ 都道府県の財政運営に支障が生じないよう、新たな偏在是正措置により減収が生じる場合に、地方債の発行を可能とする措置を講じる。

○ 経済社会情勢の変化に対応できるよう、法の施行後における検討に係る規定を設ける。

○ 平成32年２月以降に都道府県から国に払い込まれた地方法人特別税の収入額を、特別法人事業税の収入額とみなす等の所要の措置

を講じる。

※ 新たな偏在是正措置により生じる財源は、地方が偏在是正の効果を実感できるよう、必要な歳出を地方財政計画に計上するなど、その

全額を地方のために活用する。

課 税 標 準 ：法人事業税（所得割・収入割）
の税額（標準税率分）

主な税率区分：外形法人 → 税額の260％
非外形法人 → 税額の37％
収入割法人 → 税額の30％

改 正 後 の：
法人事業税率

外形法人 → １％
非外形法人 → ７％
収入割法人 → １％

（H30地方財政計画ベース）
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最大／最小：６．００倍

＜県内総生産（修正）＞

最大／最小：３．１７倍
（偏在是正措置なし）

＜特別法人事業譲与税導入後＞
（人口による譲与＋譲与制限）

最大／最小：３．１５倍

新たな偏在是正措置の考え方と効果

※１ 県内総生産（修正）は、県内総生産（名目）から、一般政府部門等を控除したもの。 ※２ 地方法人二税の税収については、H25決算～H29決見の5年平均であり、県内総生産については、H23年度～H27年度の5年平均である。

＜地方法人二税のみ＞

○ 大都市における地方法人課税の税収は、県内総生産の分布状況と比較して集中している状況。
この構造的な課題を解決することが必要。

○ 新たな偏在是正措置の導入により、地方法人課税の税収と県内総生産の分布が概ね合致。

人口一人当たりの最大／最小

地方法人二税収シェア 県内総生産（修正）シェア

特別法人事業譲与税の導入によるシェアの増

特別法人事業譲与税の導入によるシェアの減

19.8％ 19.9％
（直近のH27は19.6％）

26.3％

全国シェア

250.6

41.8

100.0

0 50 100 150 200 250 300

東京都

奈良県

全国

185.3

58.9

100.0

0 50 100 150 200 250 300

東京都

奈良県

全国

186.8

58.9

100.0

0 50 100 150 200 250 300

東京都

奈良県

全国
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車体課税の大幅見直し
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揮発油税 2兆3,300億円

地方揮発油税 2,493億円
※全額を地方揮発油譲与税として

都道府県・市町村に譲与

車体課税（地方税）の現状

〇 車体課税はその多くが地方財源（車体課税2.6兆円のうち2.2兆円が地方財源）。

※ 税額について、地方税は平成30年度地方財政計画額 （市町村分の
財源のうち、自動車取得税交付金については平成28年度決算額）、
国税は当初予算額により計上している。

地方の車体
課税関係税収
2兆2,202億円

うち市町村分
6,295億円

：地方財源取 得 保 有 利 用 走 行

ガソリン車

ディーゼル車

軽自動車

揮発油税
地方揮発油税

（国税）

軽油引取税
（道府県税）

〔9,492億円〕

自動車重量
譲与税として
2,675億円を

市町村に譲与

自動車税
（道府県税）

〔1兆5,258億円〕

軽自動車税
（市町村税）

〔2,604億円〕

自動車取得税
（道府県税）

消費税10％時に廃止し、

自動車税・軽自動車税に

環境性能割を導入。

〔1,665億円〕

揮発油税
地方揮発油税

（国税）

車体課税

自動車重量税
（国税）

〔6,661億円〕

23



自家用乗用車に係る課税のイメージ

⽉
割

N年度(取得時) N＋１年度 N＋２年度 N＋３年度 N＋４年度 N＋11年度 N＋12年度 N＋13年度 N＋14年度

⾃
動
⾞
取
得
税

…⾃動⾞取得税
…⾃動⾞税

エコカー減税
燃費性能等に応じて、
税率を、▲20％～
▲100％軽減

グリーン化特例(軽課)
取得翌年度の自動車税を、
燃費性能等に応じて、
▲50％～▲75％軽減

⾃動⾞税
排気量等に応じて毎年度４月１日時点で賦課
（例：1,000cc超1,500cc以下で34,500円/年）

・・・・・ ・・・

廃⾞年N＋５年度

⽉割計算で
既納付分との
差額を還付

グリーン化特例(重課)
１３年超経過車に係る
自動車税を１５％重課

N＋15年度

自動車
重量税

自動車
重量税

自動車
重量税自動車重量税（国税）

車検時に、自動車の重量に応じて課税車検 車検 車検

自動車
重量税

車検

自動車
重量税

車検

自動車
重量税

車検
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燃料課税と車体課税の国際比較

〇 車体課税と燃料課税を合わせた税負担額で見れば、日本の水準は、国際的に見ても、低い。

財務省HPより
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4

5

6

7

2018 2028 2038 2048

○ 応益課税は、地方税の原則の一つ。

○ 地方団体における自動車に関する行政サービスに要する費用は、自動車関係諸税（車体課税＋燃料課税）の
税収を上回っている。

○ 今後見込まれる道路や橋梁、トンネルなどの更新・老朽化対策や、防災・減災事業が確実に実施できるよう、
社会インフラ財源の確保は地方団体にとって極めて重要である。

地方団体における自動車関係諸税の税収と
自動車に関する行政サービスに要する費用

自動車に関する行政サービスと自動車関係諸税（車体課税＋燃料課税）の状況

※歳入及び歳出については平成28年度決算額。
※端数処理の関係で合計が一致しない。

Ｈ２５年３月 Ｈ３５年３月 Ｈ４５年３月

道路橋
（橋長２ｍ以上）

約１８％ 約４３％ 約６７％

トンネル 約２０％ 約３４％ 約５０％

建設後５０年以上経過する社会資本の割合

（兆円）
約6.5兆円

～
約5.9兆円

約5.2兆円

将来の社会資本の維持管理・更新費の推計結果

※ 国土交通省ＨＰ「インフラメンテナンス情報」を基に作成。

最大で1.3倍

地方公共団体管理橋梁（２ｍ以上）
の通行規制等の推移

※国土交通省道路局調べ（H28.4）
※東日本大震災の被災地域は一部含まず。

※ 「国土交通省所管分野における社会資本の将来の維持管理
・更新費の推計」（平成30年11月国交省）を基に作成。

※ 30年度予算における国の道路の維持管理費は約3,700億円。

車体課税
2.2兆円

燃料課税
1.2兆円

（10年後） （20年後） （30年後）
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車体課税の大幅見直し（全体像）（案）

○ 自動車税の税率引下げ（恒久減税）

• 平成31年10月1日以後に初回新規登録を受けた自家用乗用車（登録車）から引下げ。

• 軽自動車税の税率は、変更しない。

○ 地方税財源の確保

• グリーン化特例・軽課（自動車税・軽自動車税）

• エコカー減税（自動車重量税・自動車取得税）

• 環境性能割（自動車税）

• 都道府県自動車重量譲与税制度の創設（自動車重量税の譲与割合の引上げ）

• 揮発油税から地方揮発油税への税源移譲

1,320億円程度（平年度ベース）

1,320億円程度（平年度ベース）

○ 消費税率10％への引上げにあわせ、自動車の保有に係る税負担を恒久的に引き下げることにより、自動車

ユーザーの負担を軽減し、需要を平準化するとともに、国内自動車市場の活性化と新車代替の促進による燃費

性能の優れた自動車や先進安全技術搭載車の普及等を図る。これにより、税制抜本改革法以来の累次の与党

税制改正大綱において懸案事項とされてきた車体課税の見直しについては、最終的な結論を得たところである。

○ 恒久減税による地方税の減収については、エコカー減税等の見直しや国税から地方税への税源移譲により、

これに見合った地方税財源を確保することとする。これにより、地方における社会インフラの更新・老朽化対策や

防災・減災事業のニーズにしっかりと対応する。

対象の重点化、

基準の見直し 等

保有課税の恒久減税

環境性能割の臨時的軽減

① 消費税率引上げに伴う対応として、平成31年10月1日から平成32年9月30日までの間に取得した自家用乗用車
（登録車及び軽自動車）について、環境性能割の税率を1％分軽減する。（例：税率３％→税率２％ 等）

② ①による地方税の減収については、地方特例交付金により、全額国費で補塡する。

500億円程度（平成31、32年度の合計）
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軽四輪
（乗用・自家用）

660

自動車税

軽
自
動
車
税

自動車税の税率引下げ（案）

税率区分 ～1,000cc以下 1,000cc超1,500cc以下 1,500cc超2,000cc以下 2,000cc超2,500cc以下 2,500cc超～

引下げ幅 ▲4,500円 ▲4,000円 ▲3,500円 ▲1,500円 ▲1,000円

新税率は、平成31年10月１日以後に
初回新規登録される自家用乗用車
（登録車）から適用。
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地方財政の安定のために講ずる措置のイメージ（案）

自動車税の税率引下げ

A

A＝B
B改正による各年度の増収額

平年度の減収額
（約▲530億円／年）

平成46年度～平成47年度以降

（増収超過）

（減収超過）

増収額
減収額

グリーン化特例（軽課）の見直し
環境性能割の基準見直し 等

により生じた増収額（※）

自動車重量譲与税の増額
（自動車重量税のエコカー減税の縮減）

①自動車重量税の譲与割合の引上げ、

②揮発油税から地方揮発油税への税源移譲

により国費で全額補塡

（※）：別途、今般の改正に伴う都道府県・市町村間の財源調整のため、自動車税の環境性能割交付金に係る交付率を見直す。
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国税から地方税への税源移譲（案）

○ 車体課税の大幅見直しに当たり、都道府県における社会インフラ財源を安定的に確保していくため、

① 自動車重量税の一部を都道府県に対して譲与する都道府県自動車重量譲与税制度を、新たに創設する。

② 平成46年度から、揮発油税から地方揮発油税に税源を移譲することにより、地方揮発油譲与税を増額する。

１ 譲与団体 全ての都道府県 （※引上げ分の全額を都道府県に譲与）

３ 譲与基準 自家用乗用車（登録車）の保有台数（賦課期日時点における課税台数）

４ 譲与時期 ６月、１１月、３月

２ 規模等 平成31～33年度 平成34～45年度 平成46年度 平成47年度～

都道府県分の自動車重量譲与税の規模 98億円/年 160億円/年 451億円/年 550億円/年

上記に必要な譲与割合の引上げ分 15/1000 24/1000 68/1000 83/1000

現行の譲与割合（市町村分） 407/1000（本則：1/3）

改正後の譲与割合【附則（当分の間）】 422/1000 431/1000 475/1000 490/1000

１ 譲与団体 全ての都道府県 （※税源移譲分の全額を都道府県に譲与）

２ 規模等 現行 平成46年度～

地方揮発油税への移譲額 － 142億円

揮発油税
本則税率 24,300円/キロリットル 24,000円/キロリットル

当分の間税率 48,600円/キロリットル 48,300円/キロリットル

地方揮発油税
本則税率 4,400円/キロリットル 4,700円/キロリットル

当分の間税率 5,200円/キロリットル 5,500円/キロリットル

３ 譲与基準 自家用乗用車（登録車）の保有台数（賦課期日時点における課税台数）

４ 譲与時期 ６月、１１月、３月

① 都道府県自動車重量譲与税制度の創設

② 揮発油税から地方揮発油税への税源移譲

※本則の譲与割合についても改正を行う。

※自動車重量譲与税法の改正

※地方揮発油譲与税法の改正
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需要平準化対策に係る環境性能割の臨時的軽減（案）

平成31年10月1日から平成32年9月30日までの間に取得した自家用乗用車（新車・中古車）

〇 消費税率引上げに伴う対応として、平成31年10月１日から平成32年９月30日までの間に自家用乗用車

（登録車及び軽自動車）を取得した場合、環境性能割の税率を１％分軽減する。

※ この措置による地方税の減収（500億円程度：平成31、32年度の合計）については、地方特例交付金により、全額国費で補塡する。

自動車税環境性能割又は軽自動車税環境性能割の税率を1％分軽減

税率 臨時的軽減

非課税 非課税

1.0％ 非課税

2.0％ 1.0％

3.0％ 2.0％

税率 臨時的軽減

非課税 非課税

1.0％ 非課税

2.0％ 1.0％

〔登録車〕 〔軽自動車〕

対 象

措置内容

〔課税のタイミング〕

自動車の取得時（購入時）

〔税額の計算方法〕

自動車の取得価額

税率（改正後） 燃費基準値達成度等 対象車の例

非課税 電気自動車等（※）、Ｈ32年度燃費基準＋20％達成 プリウス

１％ Ｈ32年度燃費基準＋10％達成 パッソ

２％ Ｈ32年度燃費基準達成 フィット

３％ 上記以外の登録車 ヴォクシー

〔税率は、燃費基準値達成度等に応じて決定される仕組み〕（参考）：環境性能割の概要

×

※自家用乗用車（登録車）の場合

※ 電気自動車等：電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、プラグインハイブリッド車及びクリーンディーゼル車

※ 環境性能割については、新車・中古車を問わず対象。

※ 免税点は50万円（中古車については、全体の約９割が非課税）。
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個人住民税
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ふるさと納税制度の見直し（案）

○ 制度の健全な発展に向けて、一定のルールの中で地方団体が創意工夫をすることにより全国

各地の地域活性化に繋げるため、ふるさと納税制度を見直す。

※ これまでは、技術的助言の範囲内において、必要な返礼品の見直しを行うよう要請を行ってきたもの。

○ 総務大臣は、地方財政審議会の意見を聴いた上で、次の基準に適合する地方団体をふるさ

と納税（特例控除）の対象として指定する。

① 寄附金の募集を適正に実施する地方団体

② （①の地方団体で）返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体

・ 返礼品の返礼割合を３割以下とすること

・ 返礼品を地場産品とすること

（その他の手続き等）

○ 総務大臣は指定をし、又は指定を取り消したときは、その旨を告示する。

○ 指定基準の制定や改廃、指定や指定の取り消しについては、地方財政審議会の意見を聴取する。

○ 上記の改正は、平成31年６月１日以後に支出された寄附金について適用する（指定対象外の団体に対

して同日以後に支出された寄附金については、特例控除の対象外となる）。

見直し後の制度の基本的枠組み
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個人住民税における住宅ローン控除に係る対応（案）

（注）平成26年4月～平成33年12月までの欄の金額は、住宅に係る消費税等の税率が8％又は10％である場合の金額。

居住年 平成26年4月～平成33年12月 平成31年10月～平成32年12月

控除限度額
所得税の課税総所得金額等の7％

（最高13.65万円）
同左

控除期間 10年 13年

＜個人住民税における住宅ローン控除＞

今回の対策

○ 今回の対策により延長された控除期間において、所得税額から控除しきれない額について、

現行制度と同じ控除限度額（以下参照）の範囲内で個人住民税額から控除する措置を講ずる。

※ この措置による個人住民税の減収額は、全額国費で補塡する。

＜住宅ローン控除の拡充のイメージ＞
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子どもの貧困に対応するための

個人住民税の非課税措置（案）

＜現行の個人住民税の非課税措置の範囲＞

障害者、未成年者、寡婦又は寡夫

（前年の合計所得金額が135万円（※）（給与収入204万円）を超える場合を除く） 等

※ 平成30年度税制改正における給与所得控除等から基礎控除への振替（10万円）に伴い、平成33年度分以後の個人住民税から

非課税措置の合計所得金額要件が125万円から135万円となる。

○ 子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当

の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を

非課税とする措置を講ずる。

児童扶養手当の支給を受けている児童（※1）の父又は母のうち、現に婚姻（※2）をしていない者

又は配偶者（※2）の生死の明らかでない者

（前年の合計所得金額が135万円（給与収入204万円）を超える場合を除く）

※1 父又は母と生計を一にする子で前年の総所得金額等の合計額が48万円以下であるもの。

※2 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。

対象の追加

平成33年度分以後の
個人住民税について適用
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森林環境税・譲与税の創設
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森林環境税及び森林環境譲与税の制度設計イメージ（案）

等

注 ： 一部の団体においては超過課税が実施されている。

国

市 町 村
● 間伐（境界画定、路網の整備等を含む）

● 人材育成・担い手確保
● 木材利用促進、普及啓発 等

公 益 的 機 能 の 発 揮

市 町 村 民 税 3,000円/年

道 府 県 民 税 1,000円/年個
人
住
民
税

均
等
割

災害防止・
国土保全機能

地球温暖化
防止機能 水源涵養機能

● 市町村の支援 等

納 税 義 務 者

約6,200万人

国
税

平 成 ３ ６ 年 度 か ら 施 行 平 成 ３ １ 年 度 か ら 施 行

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの利用等
により使途を公表

交 付 税 及 び 譲 与 税 配 付 金 特 別 会 計

賦
課
決
定

都 道 府 県

市 町 村

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの利用等
により使途を公表

都 道 府 県

森 林 環 境 譲 与 税
私有林人工林面積（林野率により補正）､林業就業者数､人口により按分

森 林 環 境 税 1,000円/年
(賦課徴収は市町村が行う)

パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図

るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環

境譲与税を創設する。

【制度設計イメージ（案）】
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森林環境譲与税の譲与額と市町村及び都道府県に対する譲与割合及び譲与基準（案）

500 500 500

300
400 400 400 400

・・・

H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43H31 H32 H33 H34 H35

各
年
度
譲
与
額
（※

実
線
）

H46 ・・・

500
600 600

H44 H45

200 200
300

200
300

譲与税特別会計における借入金で対応

税収の一部を
もって償還

200 200 200 200
100 100 100 100

80 : 20 85 : 15 88 : 12 90 : 10

160 240 340 440 540

40 60 60 60 60

市：県の割合

（市町村分）

（都道府県分）

５０％ ： 私有林人工林面積

２０％ ： 林業就業者数

３０％ ： 人口

市町村分

都道府県分 市町村と同じ基準

（※以下のとおり林野率による補正）

林野率 補正の方法

８５％以上の市町村 １．５倍に割増し

７５％以上８５％未満の市町村 １．３倍に割増し

○ 市町村の体制整備の進捗に伴い、譲与額が徐々に増加するように借入額及び償還額を設定。

○ 平成３５年度までの間は、暫定的に譲与税特別会計における借入れで対応し、後年度の森林環境税の税収の
一部をもって確実に償還。

○ 森林整備を実施する市町村の支援等を行う役割に鑑み、都道府県に対して総額の１割を譲与。
（制度創設当初は、市町村の支援等を行う都道府県の役割が大きいと想定されることから、譲与割合を２割とし、段階的に１割に移行。）

【譲与基準】

森林環境税課税 （年額：1,000円）
（※）東日本大震災を教訓として全国で実施する

防災施策対応分として引上げ

個人住民税均等割引上げ（年額：1,000円）

初年度
約300
億円

平年度
約600
億円
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