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ま え が き 
 

 

東京都では、東京都の産業構造を明らかにする基礎統計として、昭和 60

年（1985 年）表以降、原則５年ごとに東京都産業連関表を、その中間年に

東京都産業連関表（延長表）等を作成し、皆様に御活用いただいてきまし

た。  

この度、新たに「平成 23 年（2011 年）東京都産業連関表」を公表するこ

とになりました。  

産業連関表は、経済の構造変化の把握が可能であるのみならず、将来計画

のための経済指標の予測や各種の公共事業計画の評価など広い分野で利用す

ることができる統計表です。  

東京都産業連関表は、地域内表に加え、「東京都」と「その他地域（46 道

府県）」とに分けた２地域間表も併せて作成しています。また、東京都の経済

の特徴である本社活動も明示するなど、特色のある産業連関表になっていま

す。  

この東京都産業連関表を、東京都の経済構造を明らかにする基礎統計とし

て、皆様に幅広く御活用いただければ幸いです。  

最後に、本表の作成に当たり、慶応義塾大学新井益洋名誉教授、法政大学

菅幹雄教授、立正大学宮川幸三教授をはじめ、御協力いただいた関係者、各

機関の方々に厚くお礼申し上げます。  

 

 

平成 28 年 10 月  

 

東京都総務局統計部長 

伊東 みどり  



                     

平成 23 年（2011 年）東京都産業連関表を利用するにあたって 

 

１ 産業連関表とは 

 

 産業連関表は経済学者Ｗ・レオンチェフ（Leontief,Wassily1906～1999）が 1936 年に考

案した統計表で、アメリカ、ＥＵ諸国をはじめ世界 80 ヶ国余りの国で作成されている。 

産業連関表の「取引基本表」は色々な産業で生み出される財やサービスがどの様な産業

や家計等と取引され、供給されていくかをまとめたものであり、投入産出表（Input-Output 

Table）とも呼ばれている。 

東京都では、1983 年より基礎研究に着手し、第 1 回産業連関表（昭和 60 年（1985 年）

表）を 1991年に公表した。産業間の取引構造を俯瞰し、社会経済状況を判断する際に有効

なツールであるとの認識から専任の担当を配置して作表作業にあたっており、平成 23 年

（2011 年）表で 11 回目の公表となる。 

近年では、訪都観光客の消費に伴う経済波及効果の推計で産業連関分析が使われるなど、

東京都の観光行政等においても積極的に利用されている。 

 

２ 利用上の注意点 

 

（1） 対象期間 

  平成 23 年（2011 年）の１年間（暦年） 

（2） 表の形式 

  生産者価格評価表 

  地域内表：競争移輸入 

  地域間表：非競争移入・競争輸入・２地域間表 

（3） 推計等の手順 

推計及び計数調整作業は基本分類に基づいて行い、その後、各統合部門分類に統合し

た。 

（4） 数値の取扱い 

本書の本文及び図表の数値は、単位未満を四捨五入している。このため、内訳と合計

が一致しない場合がある。 

（5） 前回値との比較 

部門分類、概念、定義が変更されているため、過去の東京都産業連関表とは単純に比

較できない場合がある。 

（6） 統計表、部門分類表、本報告書のダウンロード 

    統計表、部門分類表、本報告書は東京都公式ホームページ「東京都の統計」からダウ

ンロードできる。なお、統計表の構成は、本報告書 34 ページに掲載している。 

URL：http://www.toukei.metro.tokyo.jp/sanren/sr-index.htm 

（または、東京都公式ホームページのトップページの検索窓に「産業連関表」と入

力して検索） 

（7） データ利用に関する問い合わせ先 

総務局統計部調整課（産業連関表担当） 

 
〒163-0920 東京都新宿区西新宿二丁目３番１号 新宿モノリス 20 階 

電話 （代表）03－5321－1111 （内線）25－472 

   （直通）03－5388－2527 

    （ファックス）03－3344－1061 

電子メールアドレス S0000033@section.metro.tokyo.jp 
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１ 東京都経済の概況 

（１）平成 23 年（2011 年）東京都産業連関表 

 平成 23 年の１年間に東京都で行われた財・サービスの産業間等における取引を一

覧表にまとめた東京都産業連関表は下表のとおりである。 

 

 

表 平成 23 年（2011 年）東京都産業連関表 地域内表（取引基本表、７部門分類） 

農林水産
・

鉱業

製造業
・

建設

電力
・

ガス
・

水道

商業
・

金融
・

不動産

運輸
・

情報通信

公務
・

教育医療
・

サービス

農林水産・鉱業 30 3228 6340 9 4 2605 0 12216 12216

製造業・建設 188 54648 3486 13398 20322 52201 3387 144244 147631

電力･ガス･水道 7 1501 1683 3906 1920 9017 1975 18035 20009

商業･金融･不動産 84 11826 791 33522 10848 33099 36860 90170 127030

運輸・情報通信 51 5708 1339 19187 33515 42665 13598 102466 116064

公務･教育医療･ｻｰﾋﾞｽ 49 13512 2483 24903 42092 54702 25177 137741 162917

10 10127 781 45684 35911 24663 117176 117176

408 90424 16122 94925 108701 194291 80996 504871 585867

418 100551 16903 140609 144612 218954 80996 622047 703043

35 2068 215 8058 3801 7999 11156 22176 33331

280 44237 2437 96793 51471 158843 121268 354061 475328

239 2270 -1201 114916 24649 32173 33478 173046 206525

62 6296 3910 64849 23445 51275 11972 149837 161809

63 3986 946 16784 6415 13264 15656 41458 57114

-4 -951 -49 -1518 -226 -970 0 -3719 -3719

676 57906 6258 299882 109554 262584 193530 736859 930389

1094 158457 23161 440491 254166 481537 274526 1358906 1633432

中 間 需 要

本 社 （ ※ ２ ）

内 生 部 門 計

家 計 外 消 費 支 出

財 ・ サ ー ビ ス 計

生 産 額

雇 用 者 所 得

営 業 余 剰

資 本 減 耗 引 当

間 接 税

経 常 補 助 金

粗 付 加 価 値 計

財
・

サービス

計

中

間

投

入

粗

付

加

価

値

財

・

サ

ー

ビ

ス

財 ・ サ ー ビ ス

本社
内生

部門計
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この表をタテ（列）方向に見ると、列部門ごとの都内生産額とその生産に用いら

れた原材料等の投入費用構成が分かり、ヨコ（行）方向に見ると、行部門ごとの生

産物の産出（販売）先構成が分かる。 

 

 

（単位：億円）

146 4788 0 51 4 0 11 224 5225 -7719 -8628 1094

4012 73545 188 100425 -35 239 9136 47060 234569 -50660 -173083 158457

19 12374 74 0 0 0 86 0 12553 -5 -9397 23161

3804 193832 44 11560 169 0 6994 124299 340702 -2665 -24577 440491

1512 43867 -146 20851 19 5 11109 105248 182465 -7585 -36778 254166

30267 125073 115305 1717 0 0 5692 72339 350394 -6409 -25365 481537

210105 210105 -52755 274526

349171 1125908 -277826 1358906

39760 453479 115465 134603 157 244 33029 559276 1336013 -75043 -330581 1633432

一般政府

消費支出

総固定

資本形成
在庫純増

生産額

家計外

消費支出

（※１）

民間

家計消費

（※１）

最 終 需 要

最終需要

計

輸入
移入

（※１）
調整項 輸出 移出

 

注１ 生産額 ＝ 中間需要計 ＋ 最終需要計 － 輸入 － 移入

（1633432)            (703043)               (1336013)  (75043)        (330581)   

＝ 中間投入計 ＋ 粗付加価値計
(703043)                 (930389) 

注２ 各部門の内訳（14部門分類）は以下のとおりである。

（１） 農 林 水 産 ・ 鉱 業 ： 農林水産業、鉱業

（２） 製 造 業 ・ 建 設： 製造業、建設

（３） 電 力 ・ ガ ス ・水 道 ： 電力･ガス・水道

（４） 商 業 ・金 融 ・不 動 産： 商業、金融･保険、不動産

（５） 運 輸 ・ 情 報 通 信 ： 運輸・郵便、情報通信

（６） 公務･教育医療･ｻｰﾋﾞｽ ： 公務、サービス、分類不明

（７）本 社 ：本社

※１ この表では、家計外消費支出に他県事業所家計外消費支出（東京都地域）を、民間家計消費に他県民支出（東京都

地域）を含む。また、移入に都事業所家計外消費支出（その他地域）と都民支出（その他地域）を含む。

※２ 定義により、本社から本社への投入、本社の移出以外の最終需要及び本社への輸入はない。
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（２）東京都経済の規模と循環 

 

都内生産額は 163 兆 3432 億円で、全国の生産額 1008 兆 4353 億円の 16.2％を占

めている。この都内生産額に東京都における移輸入額 40 兆 5624 億円を加えた東

京都の総供給は 203 兆 9056 億円で、全国の総供給 1091 兆 5934 億円の 18.7％を

占めている。 

 

都内生産額は 163 兆 3432 億円で、全国の生産額 1008 兆 4353 億円の 16.2％を占

めている。都内生産額のうち、財・サービスの生産額が 135 兆 8906 億円（83.2％）、

本社の生産額が 27 兆 4526 億円（16.8％）を占める（図１）。 

この都内生産額に東京都における移輸入額 40 兆 5624 億円を加えた都の総供給

（＝総需要）は 203 兆 9056 億円で、全国の総供給 1091 兆 5934 億円の 18.7％を占

めている（図１）。 

この総供給に対する需要をみると、東京都における生産に必要な原材料等（中間

需要）として 70 兆 3043 億円（34.5％）が需要され、133 兆 6013 億円（65.5％） が

最終需要となる。一方、供給側からみると、中間投入 70 兆 3043 億円と、やはり都

の生産に投入される労働・資本コストにあたる粗付加価値 93 兆 389 億円を合わせる

と都内生産額 163 兆 3432 億円となる（図１）。 

東京都における最終需要 133 兆 6013 億円のうち、移輸出が 59 兆 2305 億円

（44.3％）、都内最終需要が 74 兆 3708 億円（55.7％）となる。さらに、都内最終

需要は、家計等の消費 60 兆 8704 億円（81.8％）、政府及び民間の投資等 13 兆 5004

億円（18.2％）に分かれる（図１）。 

 

 

 

 

【注】全国生産額 

東京都産業連関表の全国生産額（1008 兆 4353 億円）は、国の産業連関表の生産額（939

兆 6749 億円）及び都表（地域間表）の本社部門の生産額（68 兆 7605 億円）の合計を指す。 
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その他

45兆5060億円

74兆3708億円

投　　資

移輸出

59兆

全国生産額

1008兆4353億円

1091兆5934億円

注３　「財」とは、地域内表（７部門）の農林水産・鉱業、製造業・建設、電力･ガス･水道を
　　いい、「サービス」とは、商業・金融・不動産、運輸・情報通信、公務・教育医療・サー
　　ビスをいう。

注１　太線矢印は都内の財・サービスの流れを、細線矢印はその他地域・海外との財・サー
　　ビスの流れ（輸移出・輸移入）を表す。

80.1%
19.9%

203兆9056億円東京都の総供給

東京都総供給に対する最終需要 133兆6013億円

203兆9056億円

34.5%

(18.2%)

都内最終需要

消　　費

60兆8704億円

(81.8%)

財・サービス

＜ 東 京 都 ＞

 

＝

(83.2%) (16.8%)

65.5%

55.7%

44.3%

40兆

5624億円

東京都総供給に対する総需要

移輸入

雇用者所得

図１　平成23年（2011年）東京都産業連関表による財・サービスの流れ

43.0%

都内生産額

財・サービスの生産額

135兆8906億円

本社の生産額

27兆4526億円

163兆3432億円

93兆389億円中間投入 70兆3043億円 粗付加価値

57.0%

58兆5867億円

本社

11兆7176億円

注２　東京都の生産額等は取引基本表（地域内表、14部門分類）による。全国の生産額、総供給
　　は取引基本表（地域間表、14部門分類）による。

47兆5328億円

2305億円13兆5004億円

全国総供給
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２ 生産額 

 

平成 23 年の東京都の生産額は 163 兆 3432 億円で、全国の生産額 1008 兆 4353

億円の 16.2％を占めている。全国に占める割合は、平成 17 年の 16.9％から 0.7

ポイント低下した。 

 

東京都における平成 23年の財・サービス及び本社の生産額は 163兆 3432億円で、

平成 17 年の 174 兆 3122 億円から 6.3％減少し、東京都産業連関表としては前回基

本表から初の減少となった（図２－１）。 

東京都の生産額の減少について産業部門別にみると、減少額の大きい部門は、金

融・保険（４兆 4761 億円、29.7％減）、運輸・郵便（２兆 3149 億円、27.3％減）、

製造業（２兆 1094 億円、19.4％減）などである（図２－２）。 

全国の平成 23 年生産額は財・サービス及び本社を合わせて 1008 兆 4353 億円で、

平成 17 年の 1031 兆 3170 億円から 2.2％減少した。東京都の平成 23 年生産額 163

兆 3432 億円は、全国の生産額の 16.2％を占めているが、平成 17 年の 16.9％から

0.7 ポイント低下した。 

 

平成 23 年の東京都の生産額を産業部門別に大きい順にみると、サービス 41 兆

2699 億円（25.3％）、本社 27 兆 4526 億円（16.8％）、商業 19 兆 4025 億円（11.9％）、

情報通信 19 兆 2472 億円（11.8％）、不動産 14 兆 506 億円（8.6％）などとなり、

これら５部門で都内生産額の 74.3％を占める。小さい順では、鉱業 84億円（0.0％）、

農林水産業 1010 億円（0.1％）、分類不明 8459 億円（0.5％）、電力・ガス・水道

2 兆 3161 億円（1.4％）などとなっている（図２－２、２－３）。 



- 7 - 

 

昭和60年

（1985年）

平成２年

（1990年）

平成７年

（1995年）

平成12年

（2000年）

平成17年

（2005年）

平成23年

（2011年）

生産額（兆円） 103.0 152.8 157.9 165.7 174.3 163.3

増減率 48.3% 3.4% 4.9% 5.2% -6.3%

103.0 

152.8 157.9 165.7 
174.3 

163.3 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

兆円
図２－１ 都内生産額の推移

－
 

 

0.1 0.0 

10.9 7.9 

2.4 

19.2 

15.1 12.3 

8.5 

20.4 

6.7 

41.9 

0.8 

28.2 

0.1 0.0 

8.8 7.1 

2.3 

19.4 

10.6 

14.1 

6.2 

19.2 

6.0 

41.3 

0.8 

27.5 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

農
林
水
産
業

鉱
業

製
造
業

建
設

電
力
・
ガ
ス
・
水
道

商
業

金
融
・
保
険

不
動
産

運
輸
・
郵
便

情
報
通
信

公
務

サ
ー
ビ
ス

分
類
不
明

本
社

兆円 図２－２ 産業部門別都内生産額 ＨＨ17年 ＨＨ23年平成17年 平成23年

 

農林水産業

0.1 

農林水産業

1.2 

製造業

5.4 

製造業

28.7 

建設

4.3 

建設

5.2 

電力・ｶﾞｽ・水道

1.4 
電力・ｶﾞｽ・水道

2.6 

商業

11.9 

商業

9.3 

金融・保険

6.5 

金融・保険

3.2 

不動産

8.6 

不動産

7.1 

運輸・郵便

3.8 

運輸・郵便

4.8 

情報通信

11.8 

情報

通信

4.6 

公務

3.7 

公務

3.9 

サービス

22.1 

サービス

25.3 

分類不明

0.5 

分類不明

0.5 

本社

6.8 

本社

16.8 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全国生産額

1008兆4353億

円

東京都生産額

163兆3432

億円

図２－３ 生産額の構成比（％）

％

 



- 8 - 

 

 

 

産業部門を３部門別に集計すると、財部門（農林水産・鉱業、製造業・建設、電

力・ガス・水道）が 18 兆 2711 億円で全国（380 兆 9696 億円）の 4.8％、サービス

部門（商業・金融・不動産、運輸・情報通信、公務・教育医療・サービス）が 117

兆 6194 億円で全国（558 兆 7053 億円）の 21.1％、本社部門が 27 兆 4526 億円で全

国（68 兆 7605 億円）の 39.9％となっている。 

３部門の構成比では、東京都が財部門 11.2％、サービス部門 72.0％、本社部門

16.8％であり、全国が財部門 37.8％、サービス部門 55.4％、本社部門 6.8％である。

このように都の財部門の比重は対全国シェアでも、産業構成比でも他部門に比べて

小さい（図２－４、２－５）。 

また、平成 12 年以降、東京都、全国とも、財部門の構成比が対前回で低下し、サ

ービス部門の構成比が高まっている（図２－４、２－５）。 

 

次に、産業別特化係数（＝東京都の産業別構成比÷全国の産業別構成比）を用い

て都の産業構成の特徴をみると、特化係数が高い５部門は、情報通信 2.57、本社 2.46、

金融・保険 2.04、商業 1.28、不動産 1.22 となっている。逆に低い５部門は、農林

水産業 0.05、鉱業 0.07、製造業 0.19、電力・ガス・水道 0.56、運輸・郵便 0.79

となっている（図２－６）。 
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３ 中間投入 

 

東京都の中間投入額は 70 兆 3043 億円で、生産額 163 兆 3432 億円に占める割合

（中間投入率）は 43.0％である。全国の中間投入率は 52.7％である。 

 

 東京都の産業への中間投入額は 70 兆 3043 億円で、都内生産額 163 兆 3432 億円に

占める比率（中間投入率）は 43.0％であるが、これは、全国の中間投入率 52.7％（＝

中間投入額 531 兆 5301 億円÷国内生産額 1008 兆 4353 億円）を 9.7 ポイント下回っ

ている（図３－１、３－２）。 

 

 財・サービス部門、本社部門別にみると、東京都の財・サービス部門の中間投入

率は 45.8％であり、全国の 54.7％に比べると 8.9 ポイント低い。都の本社部門の中

間投入率は 29.5％であり、全国の 25.0％を 4.5 ポイント上回っている（図３－１、

３－２）。 

 

東京都の産業部門（取引基本表の列）別の中間投入率をみると、電力・ガス・水

道 73.0％が最も高く、次いで製造業 69.7％、情報通信 58.0％となっている。これ

に対し、最も低いのは不動産 25.4％で、次いで本社 29.5％、商業 33.3％、農林水

産業 37.3％となっている。全国でも産業部門別の中間投入率の高低は同じような傾

向を持っている（図３－３）。このように、製造業部門は中間投入率が高くなって

いるが、東京都における製造業のウェイトが低い（図２－３）ことが都と全国の中

間投入率の差の一因となっている。 

 

東京都の平成 23 年生産額の産業部門別上位２位であるサービス、本社への中間投

入率（それぞれ 45.5％、29.5％）の産業部門（取引基本表の行）別内訳をみると、

サービス（列）への投入では、サービス（行）自身が 10.6％で最も高く、次いで製

造業 10.2％、情報通信 7.4％などの順となっている。これに対して、本社（列）へ

の投入では、サービス（行）が 9.2％で最も高く、次いで金融・保険が 8.6％、不動

産 4.6％などの順となっている。このように産業部門に応じて、中間投入の構成に

差違がみられる（図３－４）。 

 

 



- 11 - 

 

54.2

70.5
57.0

45.8

29.5
43.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

財･サービス 本社 計

％ 図３－１ 投入比率（％）（東京都）

中間投入

粗付加価

値
45.3

75.0

47.3

54.7

25.0

52.7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

財・サービス 本社 計

％ 図３－２ 投入比率（％）（全国）

中間投入

粗付加価値

 

 

37.3

49.1

69.7

55.6

73.0

33.3
38.2

25.4

53.4
58.0

43.8
45.5

57.8

29.5

43.0

52.2

63.0

74.9

64.6

75.4

46.8

39.6

20.6

56.5 58.9

31.7

43.1

60.1

25.0

52.7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

農
林
水
産
業

鉱
業

製
造
業

建
設

電
力
・
ガ
ス
・
水
道

商
業

金
融
・
保
険

不
動
産

運
輸
・
郵
便

情
報
通
信

公
務

サ
ー
ビ
ス

分
類
不
明

本
社

計

図３－３ 産業部門（列）別中間投入率
東京都 全国％ 東京都 全国

 

 

0.6 
0.0 

10.2 

0.7 

1.9 

3.7 

0.7 

1.2 1.8 

7.4 

0.0 

10.6 

0.7 

6.0 

0.0 0.0 
0.7 0.5 0.7 

0.3 

8.6 

4.6 

2.3 2.7 

0.0 

9.2 

0.0 
0

2

4

6

8

10

12

農
林
水
産
業

鉱
業

製
造
業

建
設

電
力
・
ガ
ス
・
水
道

商
業

金
融
・
保
険

不
動
産

運
輸
・
郵
便

情
報
通
信

公
務

サ
ー
ビ
ス

分
類
不
明

本
社

％
図３－４ サービス、本社（列）の中間投入率内訳

サービス 本社サービス 本社

 

    注 定義上、本社部門（行）から本社部門（列）への投入はない。 
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４ 粗付加価値 

 

東京都の粗付加価値額は 93 兆 389 億円で、生産額 163 兆 3432 億円に占める比

率（粗付加価値率）は 57.0％である。全国の粗付加価値率は 47.3％である。 

 

東京都地域の生産活動によって新たに生み出された粗付加価値額は 93 兆 389 億

円で、粗付加価値率は東京都が 57.0％であり、全国の粗付加価値率 47.3％を 9.7

ポイント上回っている（図３－１、３－２）。 

 

東京都の粗付加価値額 93 兆 389 億円の内訳は、雇用者所得が 47 兆 5328 億円

（51.1％）と最も大きく、次いで営業余剰 20 兆 6525 億円（22.2％）、資本減耗引

当 16 兆 1809 億円（17.4％）の順となっている。全国の内訳は、雇用者所得 52.1％、

資本減耗引当 20.9％、営業余剰 18.2％の順である（図４－１、４－２）。 

 

粗付加価値のうち最も大きい雇用者所得をみると、粗付加価値額に対する雇用者

所得の割合（労働分配率）は、東京都が 51.1％であり、全国の 52.1％を 1.0 ポイン

ト下回っている（図４－１、４－２）。 

労働分配率を財・サービス部門と本社部門に分けてみると、財・サービス部門は

48.1％であり、全国の 50.6％に比べ 2.5 ポイント下回っている。また、本社部門は

62.7％で、全国の 64.2％を 1.5 ポイント下回っている（図４－１、４－２）。 

東京都の労働分配率を産業別にみると、建設が 80.8％と最も高く、次いで公務

75.0％、製造業 71.2％などとなっている。これに対し、最も低いのは不動産で 5.9％、

次いで分類不明 6.2％、電力・ガス・水道 39.0％、金融・保険 39.6％などとなって

いる。全国でも産業部門別の労働分配率の高低は同じような傾向を持っているが、

財部門ではいずれの部門も都の方が全国よりも高くなっており、サービス部門では

都の方が全国より低い部門が多い（図４－３）。 
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５ 東京都内の最終需要 

 

東京都内の最終需要は 74 兆 3708 億円で、内訳は、家計消費 45 兆 3479 億円

（61.0%）、投資 13 兆 5004 億円（18.2%）などである。 

 

東京都内の最終需要は 74 兆 3708 億円である。需要項目別の構成をみると、家計

消費が 45 兆 3479 億円（61.0%）を占め、次いで投資が 13 兆 5004 億円（18.2%）、

政府消費が 11 兆 5465 億円（15.5％）、家計外消費が３兆 9760 億円（5.3％）であ

る。全国の構成は、家計消費が 282 兆 8214 億円（57.8%）を占め、次いで政府消費

が 98 兆 7365 億円（20.2％）、投資が 93 兆 9275 億円（19.2%）、家計外消費が 13

兆 6333 億円（2.8％）である。東京都と全国の構成比を比較すると、家計外消費、

家計消費では都の方が全国より高く、政府消費、投資では都のほうが低い（図５－

１）。 

 

産業部門別に都内最終需要の構成比をみると、高い方から、サービス（28.8％）、

製造業（16.6％）、不動産（14.4％）、商業（10.2％）の順になっている。全国で

も国内最終需要の構成比は、この４部門が同じ順位となっている（図５－２）。 

 

 

 

 

 

【注１】家計消費 

都民家計消費支出、他県民支出(通勤・通学,その他）及び対家計民間非営利団体消費支出

の合計をいう。 

【注２】投資 

総固定資本形成（公的、民間）、在庫純増及び調整項の合計をいう。 
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６  移出・移入 

 

 

東京都の移出額 55 兆 9276 億円に対し、移入額は 30 兆 7940 億円と、差し引き

25 兆 1336 億円の移出超過となっている。この移出超過のうちの 62.6％（15 兆 7350

億円）は本社部門の移出超過である。 

 

 

東京都と外国を除くその他地域の地域間の取引（移出入）についてみると、都の

財・サービス部門、本社部門の移出額 55 兆 9276 億円に対し、移入額は 30 兆 7940

億円と、差し引き 25 兆 1336 億円の移出超過となっている。 

 

移出入額を産業別に比較してみると、本社部門では移出額が 21 兆 105 億円、移入

額が５兆 2755 億円と、差引き 15 兆 7350 億円の移出超過であり、東京都全体の移出

の 37.6％、移出超過の 62.6％は本社部門である。次いで移出超過が大きい部門は、

情報通信７兆 9808 億円、商業７兆 9735 億円、サービス６兆 1098 億円などとなって

いる（図６－１）。 

移入超過が大きい部門は、製造業 12 兆 3550 億円、電力・ガス・水道 9397 億円、

農林水産業 8015 億円の順である。（図６－１）。 

 

 移出率（＝移出額÷生産額）をみると、全体の計で 34.2％であり、産業別では高

い順に、本社部門 76.5％、製造業 53.6％、商業 52.9％、情報通信 46.8％などとな

っている（図６－２）。 

移入率（＝移入額÷（都内需要合計－調整項））をみると、全体の計で 21.3％で

あり、産業別では高い順に、農林水産業 79.1％、製造業 66.9％、本社 45.0％、運

輸・郵便 32.0％、電力・ガス・水道 28.9％などとなっている（図６－２）。 

 

【注１】移出 

東京都で生産された財・サービスのその他地域における販売及び東京都地域の本社部門か

らのその他地域の事業所向けサービスをさす。ただし、輸出は移出に含めない。 

【注２】移入 

その他地域で生産された財・サービスの東京都地域における販売及びその他地域の本社部

門からの東京都地域の事業所向けサービスをさす。ただし、輸入は移入に含めない。 

【注３】都内需要合計 

  移輸出を除いた東京都地域の最終需要に内生部門計を加えたもので、東京都地域の財・サー

ビスへの需要全体となる。（このうちの調整項は移入、輸入が含まれることがない項目なので、

移入率、輸入率を算出するうえでは、分母から除いている。） 
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７  輸出・輸入 

 

東京都の貿易は、輸出が 3 兆 3029 億円、輸入が７兆 5043 億円である。東京都地

域の財・サービスの生産額 135 兆 8906 億円に占める輸出の割合は 2.4％、都内需

要合計（調整項を除く）132 兆 9331 億円に占める輸入の割合は 5.6％となっている。 

 

東京都からの輸出は 3 兆 3029 億円であり、東京都地域の本社部門を除く財・サー

ビスの生産額 135 兆 8906 億円に占める輸出の割合（輸出率）は 2.4％である。 

輸入は７兆 5043 億円であり、財・サービスの都内需要合計（調整項を除く）132

兆 9331 億円に占める輸入の割合（輸入率）は 5.6％である。 

 

産業別で輸出が大きいのは、運輸・郵便 9562 億円、製造業 9136 億円、サービス

5684 億円などの順となっている。また、輸入が大きいのは製造業が５兆 660 億円と

都の輸入全体の大半を占め、以下、鉱業が 6514 億円、サービスが 6332 億円などの

順となっている（図７－１）。 

 

産業別の中で純輸入が最も大きい製造業の各部門に注目して、その輸出率をみる

と、都で輸出率が大きい部門は、輸送機械 34.3％、非鉄金属 21.2％、業務用機械

20.8％、生産用機械 20.2％など、小さい部門は石油・石炭製品 0.1％、飲食料品 0.8％、

繊維製品 1.3％などである。全国で輸出率が大きい部門は、生産用機械 42.0％、電

子部品 41.9％、はん用機械 32.0％、輸送機械 31.6％など、小さい部門は、飲食料

品 0.9％、パルプ・紙・木製品 3.2％、その他の製造工業製品 5.3％などである（図

７－２）。 

一方、都の製造業で輸入率が大きい部門は、繊維製品 61.7％、情報・通信機器

47.3％、非鉄金属 31.5％など、小さい部門は、鉄鋼 3.7％、金属製品 8.3％、窯業・

土石製品 8.7％などである。全国で輸入率が大きい部門は、繊維製品 57.2％、情報・

通信機器 45.4％など、小さい部門は、鉄鋼 4.0％、輸送機械 7.3％、金属製品 7.5％

などである（図７－２）。 
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８  生産波及の大きさ 

（１）影響力、感応度 

東京都の各産業部門に対する需要が東京都の生産全体にどれだけ波及するかを

示すのが影響力係数であるが、最も大きい部門は水道であり、最も小さい部門は石

油・石炭製品である。 

また、東京都の各産業部門に同じ額の最終需要が生じ、その需要に応じる生産が

あった場合に、その生産のために必要な原材料、サービス等の供給を東京都の各部

門がどれだけ行うかを示すのが感応度係数であるが、最も大きい部門は対事業所サ

ービスで、最も小さい部門は非鉄金属である。 

 

逆行列係数表の縦方向（列）の合計値は、当該部門の需要が１単位発生したとき

に東京都地域の各産業に及ぼす生産波及の大きさを合計したものであり、東京都の

産業全体の生産波及の大きさ（影響力）を示す。これを列合計値全体の平均値で除

したものを影響力係数という。影響力係数を統合大分類表の逆行列係数表でみると、

大きい順に水道 1.21、分類不明 1.20、情報通信 1.20 などで、小さい順に石油・石

炭製品 0.82、鉄鋼 0.86、金属製品 0.88 などである（図８－１）。 

 

逆行列係数表の横方向（行）の合計値は、東京都の各部門に最終需要が１単位ず

つ発生したときに東京都の各産業部門の生産活動が反応する程度（感応度）を示す。

これを行合計値全体の平均値で除したものを感応度係数という。感応度係数を統合

大分類表の逆行列係数表でみると、大きい順に、対事業所サービス 2.77、商業 1.93、

本社 1.90 などで、小さい順には、非鉄金属 0.74、鉱業 0.74、石油・石炭製品 0.74

などである（図８－２）。 

 

 図８－３において右上に位置する、影響力係数、感応度係数ともに高い対事業所

サービス、情報通信のような産業部門は、東京都地域の他産業部門との取引が相対

的に盛んな産業といえる。一方、同図左下にあり、これらの係数がともに低い石油・

石炭製品や鉄鋼のような部門は、東京都地域の他産業部門との取引が相対的に少な

い産業部門である（図８－３）。 

 

 

 

 

 

【注】逆行列係数表 

  逆行列係数表は、産業連関表から作成され、これに最終需要を乗ずると、これに誘発される

産業部門別の生産額を算出することができる。 
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（２）生産誘発 

東京都の生産額 163 兆 3432 億円のうち、78 兆 8171 億円（48.3％）は都内の最終

需要により、84 兆 5261 億円（51.7％）は移輸出により誘発されている。 

 

東京都の生産額 163 兆 3432 億円は、各最終需要部門により誘発されており、大き

い順に移出 79 兆 9030 億円、民間消費 50 兆 1121 億円、政府消費 16 兆 2018 億円な

どとなっている。大きく分けると、78 兆 8171 億円（48.3％）は都内の最終需要に

より、84 兆 5261 億円（51.7％）は移輸出により誘発されている（図８－４、８－

５）。 

このうち財の生産額 18 兆 2711 億円は、57.8％が都内の最終需要により、残りの

42.2％は移輸出により誘発された。また、サービスの生産額 117 兆 6194 億円は、

55.7％が東京都の最終需要により、残りの 44.3％は移輸出により誘発された。さら

に、本社の生産額 27 兆 4526 億円は都の最終需要によって 10.1％が誘発され、残り

の 89.9％は移輸出により誘発されている（図８－４、８－５）。 

 

次に、１単位の最終需要によって、どの程度の生産がどの産業部門で誘発される

かを示す生産誘発係数を産業別にみると、東京都地域の最終需要１単位の増加によ

り、東京都の生産が最も増えるのは本社で 0.205 倍、以下、商業が 0.145 倍、情報

通信が 0.144 倍の順で、全体の計で 1.223 倍の生産が誘発される（図８－６）。 

 

 

 

 

 

【注１】（最終需要項目別）生産誘発額 

各産業部門の生産額が、どの最終需要部門によって、直接・間接にどれだけ誘発されてい

るかを示し、各産業部門（行）の生産誘発額の合計はその部門の生産額に一致する。 

【注２】生産誘発依存度 

各産業部門における最終需要項目別生産誘発額の構成比であり、どの最終需要項目によっ

て、どれだけの生産が誘発されているかを割合で示す。 

【注３】生産誘発係数 

最終需要項目の合計が１単位だけ増加したとき、どの産業部門の生産をどれだけ誘発して

いるかを示す係数である。 

 

注１～３については、「第Ⅱ章 ６ 各種係数について」を参照のこと。 
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Ⅱ 東京都産業連関表の構造と特徴 
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１  産業連関表の構造  

 

（1） 産業連関表の全体的な構成  

 

  産業連関表（取引基本表）の全体的な構成は地域内表で見ると、図１－１のよう

な構造になっている。表頭には「中間需要」及び「最終需要」が、表側には「中間

投入」及び「粗付加価値」の部門が並び、それらの交点に部門間の取引額が記載さ

れる。  

 このうち、「中間需要」と「中間投入」の間で取引される部分は「内生部門」と呼

ばれ、各産業の間における原材料や燃料等の取引を表している。  

 また、「粗付加価値」は生産活動のために必要となった労働や資本、間接税などの

要素費用を示している。具体的には、交際費などの「家計外消費支出」、賃金・俸給

などの「雇用者所得」、利潤などの「営業余剰」、減価償却などの「資本減耗引当」、

消費税などの「間接税（関税・輸入商品税を除く。）」、産業振興などの目的により政

府から交付される「経常補助金」が該当する。  

 「最終需要」は最終的に財・サービスを需要する部門であり、主として財・サー

ビスの消費及び投資額を示す。具体的には、家計、企業、政府などによる「消費支

出」、建設物、機械、装置など固定資産への支出である「固定資本形成」、販売や出

荷待ちの商品などの「在庫純増」、産業連関表の対象地域外への「移出」、国外への

「輸出」が該当する。なお、移入及び輸入は内生部門、最終需要部門で消費及び投

資額として計上されていることから、マイナスで表記される。  

 

図１－１ 産業連関表（地域内表）  

 
 

（2） 投入及び産出の構造  

 

産業連関表の取引基本表は、縦方向に、その産業部門の財・サービスの生産に用

いられた原材料、燃料、労働力などへの支払いの内訳（費用構成）が並べられ、部

門ごとの「投入」構造が示される。なお、分類される部門（表頭）は原則として生

産活動単位（同一事業所内で２つ以上の生産活動が行われている場合、活動毎に分

類、いわゆるアクティビティベース）で表章される。  

また、横方向には、その産業部門の財・サービスがどの需要部門でどれだけ用い

られたのか、その販売先の内訳（販路構成）が並び、「産出」構造が示される。部門

（表側）の分類は原則として商品分類により表章される。  

そして、産業連関表の特徴として、販売された産出額（横）の合計と生産された

投入額（縦）の合計は一致し、それぞれ「生産額」として表章される。  

 

産業1 産業2 … … 消費 投資 在庫 移出 輸出
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・
・
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・
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・
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中
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投
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２ 東京都産業連関表の特徴  

 

（1） 東京都表の特徴  

 

ア  「地域内表」、「地域間表」の２形式  

都表は、全国を「東京都地域」と「その他地域」に区分したうえで、東京都の経

済活動を２つの表形式で掲載している。  

「地域内表」は、「東京都地域」内における経済活動を簡潔に表わすことに主眼を

おいた表で、「その他地域」との取引関係を移出又は移入として一括して表している。 

一方、「地域間表」は、「東京都地域」と「その他地域」の取引基本表を並列し、

両地域の相互依存関係が読み取れるようになっている。  
 

図２－１ 地域間表の構成  

 

注：地域内表（図１－１）で示された「移出」は地域間表（図２－１）では「移出１」及

び「移出２」に分解され、地域内表の「移入」は地域間表の「移入１」及び「移入２」

に分解される。  

 

イ  本社部門の特掲  

 都表は、東京都及びその他地域の本社活動を独立部門としてそれぞれ特掲し、財・

サービスの生産部門との経済取引を明らかにしている。  

 本社活動を独立部門として特掲することに伴い、地域間表における「東京都地域」

と「その他地域」の合計生産額は、全国産業連関表の生産額よりも大きくなる。し

かし、本社サービスは財・サービス部門の中間投入にすべて計上されることから、

「東京都地域」と「その他地域」の粗付加価値額の合計は、全国産業連関表の粗付

加価値額に一致する。  

推計方法は、本社従業者数を「本社建物で勤務する者のうち管理活動等に係る従

業者数」と定義し、本社生産額は、従業者数と「企業の管理活動等に関する実態調

査」で得た「管理活動に従事する１人あたり本社経費」の積とする。  

  ≪本社生産額＝１人あたり本社経費×管理活動等に従事する本社従業者数≫  
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ウ  人の移動に伴う地域間取引の部門設定  

 人の移動に伴い東京都地域とその他地域との境界を越えて発生する消費は、（狭義

の）移出、移入とは別の地域間取引を生みだす。この実態を把握するため、都表で

は最終需要部門に図２－２のように部門を設定している。  

 

図２－２ 人の移動に伴う地域間取引を表す部門（統合小分類）  

部門名（統合小分類）  内     容  

東

京

都

地

域 

他県事業所家計外消費
支出  

その他地域の事業所が 東京都地域 内で消費す る交際

費、接待費並びに都内への出張に伴い支出される宿泊

費・日当等の支出額  

他県民支出（通勤・通学） 
東京都地域内へ通勤通学する他県民の、東京都地域内

での消費支出額  

他県民支出（その他；観
光 ,教育 ,医療等）  

通勤通学以外で都内を訪れた他県民の、東京都地域内

での消費支出額  

 

そ 

の 

他 

地 

域 

都事業所家計外消費支
出  

都内事業所がその他地域で消費する交際費、接待費並

びにその他地域への出張に伴い支出される宿泊費・日

当等の支出額  

都民支出（通勤・通学） その他地域へ通勤通学する都民の、その他地域内での

消費支出額  

都民支出（その他 ；教
育 ,医療等）  

通勤通学以外でその他地域を訪れた都民の、その他地

域内での消費支出額  

 

 

（2） 取引基本表の基本構造  

 

ア  生産者価格による評価  

  取引額を生産者の出荷価格（流通コストを含まない）で評価する「生産者価格

評価表」を採用している。  

イ  輸入品及び移入品の取り扱い  

地域内表は、地域内生産品と移入品、国産品と輸入品の区別を行わない競争移

輸入型である。地域間表は、地域内生産品と移入品とを区別して扱い、かつ国産

品と輸入品の区別を行わない非競争移入・競争輸入型である。  

ウ  消費税の扱い  

消費税については、流通段階での販売・購入価格をそのまま表示する「税込表」

を採用し、取引額には、納税段階の計算では控除される額も含めて計上している。  

エ  屑・副産物  

各部門で発生した屑・副産物は、「マイナス投入方式」によって処理する。屑・

副産物の回収・加工に係る経費は「再生資源回収・加工処理」部門に計上する。  

オ  移出入部門  

地域内表は東京都地域内の経済活動を表しており、その他地域との取引は「移

出」、「移入」部門に計上している。「移出」は東京都地域内で生産された商品のそ

の他地域への販売を表す。「移入」はその他地域で生産された商品の東京都地域内

での消費を表し、東京都地域内の取引と移入分の取引が計上されている中間需要、

最終需要から、移入分の取引のみを控除するためマイナス表示となっている。  



- 30 - 

 

カ  「都事業所家計外消費支出」「都民支出」部門  

地域内表において、東京都地域内に在る事業所または都民がその他地域で行う

消費は、東京都地域の取引額に含めて「都事業所家計外消費支出」「都民家計消費

支出」部門に計上した上で、別途「（その他地域における）都事業所家計外消費支

出」「都民支出」部門を設定し、「移入」と同様にマイナス表示により控除する形

をとっている。  

キ  輸出入品の価格評価  

「普通貿易」の輸出品は、本船受渡しの FOB 価格から、工場から空港・港湾に

至るまでに要した商業マージン及び国内貨物運賃を差し引いた価格により評価し

ている。また、「普通貿易」の輸入品は、国際貨物運賃及び保険料が含まれた CIF

価格で評価している。  

 

（3） 特殊な取扱い  

 

 取引基本表の作成に当たって、特殊な取扱いをするものを以下に挙げたが、それ

ぞれの内容は平成 23 年全国産業連関表での扱いと同一である。詳細は総務省ホーム

ページを参照のこと。  

ア  商業部門及び運輸部門  

イ  帰属計算  

  ・金融仲介サービス  

  ・生命保険及び損害保険  

  ・政府の建設物及び社会資本に係る資本減耗引当  

  ・持家等に係る住宅賃貸料（帰属家賃）  

ウ  仮設部門  

  ・鉄屑、非鉄金属屑   

・自家輸送（旅客自動車）及び自家輸送（貨物自動車）  

  ・事務用品  

エ  物品賃貸業の取り扱い（所有者主義）  

 

【総務省ホームページ】  

上記（ 2）ア～エ、キ及び（ 3）については全国の産業連関表報告書「平成 23 年（ 2011

年）産業連関表（－総合解説編－）」の以下の部分に解説が掲載されている。（第４

章第２節「９  輸出及び輸入の価格評価 (p99～ )」、「 10 取引基本表作成上の特殊な取

扱い (p100～ )」）  

URL（ http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/data/io/011index.htm）  

 

（4） 特別調査  

 

都表の推計のため、以下の特別調査を実施した。  

・「東京都企業の管理活動等に関する実態調査」（平成 24 年度実施）  

・「東京都商品流通調査」（平成 24 年度実施）  

  

http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/data/io/011index.htm
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３ 平成 23 年表における変更点  

 

（1） 部門分類の変更等  

 

 平成 23 年全国産業連関表では、日本標準産業分類の平成 19 年 11 月改定を踏まえ

るとともに、経済構造の変化を勘案して部門分類の見直しが図られた。平成 23 年都

表においてもこの変更に準じて全国表と同様の部門変更を行い、これにより部門数

は基本分類で行部門 519 部門、列部門 398 部門となった。  

また、「調整項」の扱いも全国表と同様に、平成 17 年都表では「輸出計」の内訳

としていたが、平成 23 年都表では「都内需要合計」の内訳に変更した。  

平成 23 年都表の部門分類は第Ⅲ章の部門分類表を、平成 23 年全国表の部門分類

は以下を参照のこと。  

 

【総務省ホームページ】  

URL（ http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/data/io/011index.htm）  

「平成 23 年（ 2011 年）産業連関表（－総合解説編－）」第３章第３節「４  部門

分類（ p64～）」  

 

（2） 本社部門  

 

 平成 17 年都表において、本社活動には財・サービス部門の部門数に対応した 66

部門を設定していたが、部門間で構造的な違いが少ないと考えられることから、平

成 23 年都表ではこれらを一本化し、「本社」 1 部門とした。  

 

（3） 公表形式の変更  

 

 平成 23 年都表においては、利用者の利便性と利用頻度、推計精度等を考慮して、

以下のとおり変更を行った。  

 ア  基本分類表の公表を取りやめ、統合小分類表からの公表とした。  

 イ  従前は「参考」扱いであった地域内表については、地域間表と同じ扱いで統

計表を公表することとした。  

 

http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/data/io/011index.htm
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（参 考 ）産 業 連 関 表 の作 成 状 況  

対象年次  

表
の
種
類 

 

部門数

 

公表年月  特 徴 等 

昭和 60 年  

（ 1985 年） 

基
本
表 

612 行×491 列  

597 行×476 列  

平成３年２月  

（ 1991 年）  

東京都の作成した第一回目の産

業連関表で、本社部門の推計等

を行った。  

昭和 63 年  

（ 1988 年） 

延
長
表 

611 行×490 列  

594 行×473 列  

平成５年３月  

（ 1993 年）  

昭和 60 年表の基本分類、概念を

基礎に推計した延長表である。  

平成２年  

（ 1990 年） 

基
本
表 

607 行×491 列  

595 行×479 列  

平成７年３月  

（ 1995 年）  

物品賃貸業等の推計を所有者主

義に変更し、また、消費税につ

いてはグロス表示とした。  

平成５年  

（ 1993 年） 

延
長
表 

51 行× 51 列  

51 行× 51 列  

平成９年８月  

（ 1997 年）  

平成２年表の基本分類、概念を

基礎に推計した延長表である。  

平成７年  

（ 1995 年） 

基
本
表 

599 行×484 列  

586 行×472 列  

平成 13 年３月  

（ 2001 年）  

93ＳＮＡへの対応として、「消費

概念の二元化」など９項目を取

り込んだ。  

平成９年  

（ 1997 年） 

延
長
表 

597 行×482 列  

584 行×470 列  

平成 14 年７月  

（ 2002 年）  

平成７年表の基本分類、概念を

基礎に推計した延長表である。  

平成 12 年  

（ 2000 年） 

基
本
表 

597 行×483 列  

585 行×471 列  

平成 18 年３月  

（ 2006 年）  

「介護」部門の新設、屑・副産

物の計上方法の変更、 93ＳＮＡ

への対応を行った。  

平成 17 年  

（ 2005 年） 

簡
易
延
長
表 

280 行×280 列

（地域内表のみ） 

平成 20 年３月  

（ 2008 年）  

平成 17 年全国表で予定していた

部門分類及び再生資源・回収加

工処理の表章方法で公表。  

平成 17 年  

（ 2005 年） 

基
本
表 

597 行×482 列  

586 行×471 列  

平成 22 年６月  

（ 2010 年）  

「社会福祉（産業）」部門等の新

設、「再生資源 ･回収加工処理」

部門の取り扱いを変更  

平成 20 年  

（ 2008 年） 

延
長
表 

27 行×27 列  

27 行×27 列  

平成 25 年 10 月  

（ 2013 年）  

平成 17 年表の構成を基に延長推

計した表。  

平成 23 年  

（ 2011 年） 

基
本
表 

191 行×191 列  

191 行×191 列  

平成 28 年 10 月  

（ 2016 年）  

本社部門を１本化し、統合小分

類からの公表とした。  

 ※  平成２年表までは総務局統計部と職員研修所調査研究室（当時）の共同で、平成５年表

からは総務局統計部が作成している。  

上段：東京都地域 

下段：その他地域 
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４ 産業連関表と都民経済計算との対応  

 

 産業連関表と経済計算は、双方とも一定期間における財・サービスの流れを捉え、

経済活動の主体を企業、家計、政府などに大別する点において共通である。経済計

算は都経済全体を１つの単位であるかのように取り扱うマクロの概念であるのに対

し、産業連関表は都経済を多くの部門に分類し、経済計算では捨象している財・サ

ービスの取引過程を詳細に捉えることに重点を置いている点で、相違がある。  

 産業連関表の外生部門（粗付加価値及び最終需要）と、経済計算の生産、支出と

は、同じ都経済の活動を捉えたものであり本来一致すべきものであるが、両者には

それぞれ独自の概念規定があり、そのままの形では完全には一致しない。（図４－１、

４－２）  

 

図４－１ 産業連関表と経済計算の主な相違点  

  産業連関表  経済計算  

対象期間  暦年（１月１日～12 月 31 日）  会計年度（４月１日～翌年３月 31 日）  

部門分類  アクティビティベース（生産活動ベース）  事業所ベース  

対象  属地主義（都内ベース）  属人主義（「生産」は都内ベース）  

家 計 外 消 費 支

出  

粗付加価値及び最終需要にそれぞれ

計上  

各産業の生産活動に直接必要とする経

費として中間投入部門に計上  

仮 設 部 門 及 び

自家部門  
設定している  設定していない  

消費税  
全ての課税対象について税込みの価格

で表示するグロス表示としている  

消費税は、設備投資、在庫投資について

前段階課税分の控除が認められているた

め、投資にかかる消費税額を投資額より

一括控除している（修正グロス方式）  

 

図４－２ 産業連関表と経済計算の対応関係  

産業連関表  調整項目  都民経済計算  

 

 

 

最終需要部門計＝  －家計外消費

支出  

≒ 都 内 総 生 産

（支出）  

 

 

粗付加価値部門計＝  －家計外消費

支出  

≒ 都 内 総 生 産

（生産）  

  

家計外消費支出  

民間消費支出  

一般政府消費支出  

都内総固定資本形成（公的） 

都内総固定資本形成（民間） 

在庫純増  

調整項  

移輸出  

（控除）移輸入  

家計外消費支出  

雇用者所得  

営業余剰  

資本減耗引当  

間接税  

（控除）補助金  
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５ 部門数及び作成統計表  

  

基本分類（非公表）は、〔行〕 519 部門×〔列〕 398 部門とした。本社部門を設け

ている分、全国表より部門数が多くなっている。  

統合分類表は全国表に準じて活動内容が類似する部門を統合しており、統合小分

類、統合中分類、統合大分類、14 部門分類の表を公表する。更に、利用者の利便性

を考えて７部門分類表を公表する。  

また、一般的な地域表である地域内表と併せて、地域間表についても統合表を公

表する。  

 表５－１、５－２は、今回公表する統計表を○で示したものである。各統計表は、

東京都公式ホームページ「東京都の統計」からダウンロードできる。  

 URL: http://www.toukei.metro.tokyo.jp/sanren/sr-index.htm 

 

表５－１ 地域内表  

部門の種類  統合小分類 統合中分類 統合大分類 14部門分類 7部門分類 

部門数  191 部門  109 部門  38 部門  14 部門  7 部門  

取引基本表  ○  ○  ○  ○  ○  

投入係数表    ○    

逆行列係数表    ○    

生産誘発額表    ○    

生産誘発係数表   ○    

 

表５－２ 地域間表  

  
注：表５－１、５－２ともに、取引基本表は生産者価格評価表である。   

 部門の種類 統合小分類 統合中分類 統合大分類 14部門分類 7部門分類 

部
門
数 

東京都  191 部門  109 部門  38 部門  14 部門  7 部門  

その他地域 191 部門  109 部門  38 部門  14 部門  7 部門  

取引基本表  ○  ○  ○  ○  ○  

投入係数表    ○    

逆行列係数表   ○    

生産誘発額表    ○    

生産誘発係数表   ○    

雇用表   ○  ○    

http://www.toukei.metro.tokyo.jp/sanren/sr-index.htm
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６ 各種係数について  

  

産業連関表として作成される統計表には取引基本表、投入係数表、逆行列係数表

といった経済波及効果の推計用に利用される統計表など様々なものがある。ここで

は、それら統計表を具体的な数値例から概説する。  

 

（1） 取引基本表  

 

取引基本表は各産業間で取引された財・サービスを金額で表したものである。例

えば、表６－１の取引具体例で各種係数を考える。  

 

表６－１ 取引具体例                       （単位：百万円）  

 

＜取引内容＞  

①「そば粉」を製造販売する工場は、原材料として農家から「そばの実」を４

億円購入。移入及び輸入した１億円の「そば粉」に、給与等の粗付加価値２

億円を足した７億円の「そば粉」をそば屋に販売。  

②「そば屋」は購入した「そば粉」を原料にそばを作り、家計（消費者）に 10

億円販売。また、 1 億円を移輸出（外国人の国内での飲食は輸出になる）。  

 

 

（2） 投入係数表  

 

 投入係数とは、ある産業が１単位の生産をするのに必要な原材料等の単位を示し

たもので、原材料等の投入額を当該部門の生産額で除して求める。本ケースでは表

６－２の値を示す。  

 

 

 そばの実  
(その他の

食用耕種作

物 ) 

そば粉  

（製粉）  

そば屋  

（飲食サービス） 
家計  移 輸 出 移輸入  生産額  

そばの実  
（雑穀）  

0[𝑥11] 
 

400[𝑥12] 0[𝑥13] 0[𝐹1] 0[𝐸1] 0[−𝑀1] 400[𝑋1] 

 

そば粉  
(その他の

製粉 ) 

0[𝑥21] 100[𝑥22] 

 
700[𝑥23] 0[𝐹2] 0[𝐸2] −100[−𝑀2] 700[𝑋2] 

 

そば屋  
(飲食サー

ビス ) 

0[𝑥31] 0[𝑥32] 0[𝑥33] 1,000[𝐹3] 100[𝐸3] 0[−𝑀3] 1,100[𝑋3] 

給与･儲け 
(粗付加価値) 

400[𝑉1] 200[𝑉2] 400[𝑉3] 

生産額  400[𝑋1] 700[𝑋2] 1,100[𝑋3] 

２  

１  

（  ）は産業  

連関表の部門名  
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表６－２ 投入係数表  

 そばの実  

（その他の食用耕

種作物）  

そば粉  

（製粉）  

そば屋  

（飲食サービス）  

そばの実  

（雑穀）  
0.00 [=

0

400
 , 𝑎11  ] 0.57 [=

400

700
 , 𝑎12  ] 0.00 [=

0

1100
 , 𝑎13  ] 

そば粉  

（その他の製粉）  
0.00 [=

0

400
 , 𝑎21  ] 0.14 [=

100

700
 , 𝑎22  ] 0.64 [=

700

1100
 , 𝑎23  ] 

そば屋  

（飲食サービス）  
0.00 [=

0

400
 , 𝑎31  ] 0.00  [=

0

700
 , 𝑎32  ] 0.00  [=

0

1100
 , 𝑎33  ] 

給与・儲け  

（粗付加価値）  
1.00 [=

400

400
 , 𝑣1  ] 0.29 [=

200

700
 , 𝑣2  ] 0.36 [=

400

1100
 , 𝑣3  ] 

生産額  1.00 [=
400

400
    ] 1.00 [=

700

700
    ] 1.00 [=

1100

1100
    ] 

 

 

表６－１及び表６－２を式で置き換えると、次の関係式が成立する。  

 
𝑎11𝑋1 + 𝑎12𝑋2 + 𝑎13𝑋3 + 𝐹1 + 𝐸1 − 𝑀1 = 𝑋1 
𝑎21𝑋1 + 𝑎22𝑋2 + 𝑎23𝑋3 + 𝐹2 + 𝐸2 − 𝑀2 = 𝑋2 ・・・①  
𝑎31𝑋1 + 𝑎32𝑋2 + 𝑎33𝑋3 + 𝐹3 + 𝐸3 − 𝑀3 = 𝑋3 
 

①式を行列によって表すと、次のように表すことができる。  

 

(

𝑎11 𝑎12 𝑎13

𝑎21 𝑎22 𝑎23

𝑎31 𝑎32 𝑎33

) ∙ (
𝑋1

𝑋2

𝑋3

) + (
𝐹1

𝐹2

𝐹3

) + (
𝐸1

𝐸2

𝐸3

) − (
𝑀1

𝑀2

𝑀3

) = (
𝑋1

𝑋2

𝑋3

) 

ここで、(

𝑎11 𝑎12 𝑎13

𝑎21 𝑎22 𝑎23

𝑎31 𝑎32 𝑎33

) = 𝐴 (
𝑋1

𝑋2

𝑋3

) = 𝑋 (
𝐹1

𝐹2

𝐹3

) = 𝐹 (
𝐸1

𝐸2

𝐸3

) = 𝐸 (
𝑀1

𝑀2

𝑀3

) = 𝑀 

とすると、さらに簡略化して次のように表すことができる。  
 𝐴𝑋 + 𝐹 + 𝐸 − 𝑀 = 𝑋 ・・・②  

 

②式を、 について解くと、  

𝑋 = (𝐼 − 𝐴)−1(𝐹 + 𝐸 − 𝑀) ・・・③（ 𝐼 は単位行列）  

 

となる。この (𝐼 − 𝐴)−1の成分（ 𝑏𝑖𝑗）を「逆行列係数」といい、これを一表にまとめた

ものが「逆行列係数表」である。  

 

(𝐼 − 𝐴)−1 = (
1 − 𝑎11 −𝑎12 −𝑎13

−𝑎21 1 − 𝑎22 −𝑎23

−𝑎31 −𝑎32 1 − 𝑎33

)

−1

= (

𝑏11 𝑏12 𝑏13

𝑏21 𝑏22 𝑏23

𝑏31 𝑏32 𝑏33

) 

 

 

X
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（3） 逆行列係数表  

 

ある産業に１単位の最終需要が発生した場合、各産業の生産額が最終的に何単位

誘発されるかを示した表である。この逆行列係数表には、最終需要によって誘発さ

れる生産がすべて都内で行われるとする「ア  (𝐼 − 𝐴)−1型＜封鎖型逆行列係数＞」と、

都 内 需 要 の 一 部 が 都 外 か ら の 移 輸 入 に 依 存 し て い る こ と を 考 慮 し た 「 イ  [𝐼 −

(𝐼 − �̂�)𝐴]
−1
型＜開放型逆行列係数＞」の２種類がある。  

 

ア  (𝐼 − 𝐴)−1型＜封鎖型逆行列係数＞  

 

前述の③式は、移輸入額が外性的に与えられると仮定したモデルである。本ケー

スでは表６－３の値を示す。  

 

表６－３ 封鎖型逆行列係数表（(𝐼 − 𝐴)−1型） 

 そばの実  

（その他の食

用耕種作物）  

そば粉  

（製粉）  

そば屋  

（飲食サービ

ス）  

行和  

そばの実  

（雑穀）  
1.00 [𝑏11] 0.67  [𝑏12] 0.42  [𝑏13] 2.09  [𝑏1∗] 

そば粉  

（その他の製粉） 
0.00  [𝑏21] 1.17  [𝑏22] 0.74  [𝑏23] 1.91  [𝑏2∗] 

そば屋  

（飲食サービス） 
0.00 [𝑏31] 0.00  [𝑏32] 1.00  [𝑏33] 1.00  [𝑏3∗] 

列和  1.00  [𝑏∗1] 1.83  [𝑏∗2] 2.17  [𝑏∗3] 5.00  [𝛴𝑏𝑖𝑗] 

 

しかし、移輸入は国内の生産活動によって誘発される性格のものであり、内生的

に決定されると考えるのが自然である。移輸入額が需要𝐴𝑋 + 𝐹の増減に応じて変動

すると考えると、経済波及効果の分析には次の開放型逆行列係数が用いられる。  

 

イ  [𝐼 − (𝐼 − �̂�)𝐴]
−1
型＜開放型逆行列係数＞  

 

移輸入係数（＝移輸入÷都内需要合計）の対角行列を �̂�として  

𝑀 = �̂�(𝐴𝑋 + 𝐹) ・・・④    と定義すると、②式は  

𝐴𝑋 + 𝐹 + 𝐸 − �̂�(𝐴𝑋 + 𝐹) = 𝑋・・・⑤  

更に⑤式をＸについて解くと、  

𝑋 = [𝐼 − (𝐼 − �̂�)𝐴]
−1

[(𝐼 − �̂�)𝐹 + 𝐸]・・・⑥  

 

となり、本ケースでは表６－４の値を示す。  
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表６－４ 開放型逆行列係数表（[𝐼 − (𝐼 − �̂�)𝐴]
−1
型） 

 そばの実  

（その他の食用耕種作物） 

そば粉  

（製粉）  

そば屋  

（飲食サービス） 
行和  

そばの実  

（雑穀）  
1.00 [𝑏11] 0.65  [𝑏12] 0.36  [𝑏13] 2.02  [𝑏1∗] 

そば粉  

（その他の製粉） 
0.00  [𝑏21] 1.14  [𝑏22] 0.64  [𝑏23] 1.78  [𝑏2∗] 

そば屋  

（飲食サービス） 
0.00 [𝑏31] 0.00  [𝑏32] 1.00  [𝑏32] 1.00  [𝑏3∗] 

列和  1.00  [𝑏∗1] 1.80  [𝑏∗2] 2.00  [𝑏∗3] 4.80  [𝛴𝑏𝑖𝑗] 

 

  都表では、地域内表に留まらず地域間表も公表している。地域間表における投入

係数（𝐴∗）は、地域内取引のみに投入係数が配置され、地域間取引に係る係数は０

となることに注意する必要がある。  

そして、地域間表における逆行列係数は (𝐼 − 𝐴 + �̂�𝐴∗)
−1
型で計算され、前述⑥式の

右項の国内最終需要と輸出は (𝐹 − �̂�𝐹∗ + 𝐸) となる。  

なお、本式における𝐹∗は、最終需要行列𝐹の中の地域内取引に係る部分をだけを取

り出して上下に配列した行列である。  

 

（4） 影響力係数、感応度係数  

 

逆行列係数表の各列和がすべての産業の列和の平均値に対する比率を示したのが

「影響力係数」で、この値が高いほど、他産業に与える影響が大きいといえる。  

≪影響力係数＝逆行列係数表の列和／逆行列係数表の列和全体の平均値≫  

また、各列部門にそれぞれ１単位の最終需要があった時に、どの行列部門が相対

的に強く反応するかを示したものが「感応度係数」で、本ケースでは開放型逆行列

表において、表６－５の値を示す。  

≪感応度係数＝逆行列係数表の行和／逆行列係数表の行和全体の平均値≫  

 

表６－５ 影響力係数、感応度係数  

 そばの実  

（その他の食用耕種作物） 

そば粉  

（製粉）  

そば屋  

（飲食サービス） 
行和  感応度係数 

そばの実  

（雑穀） 
1.00 [𝑏11] 0.65  [𝑏12] 0.36  [𝑏13] 2.02  [𝑏1∗] 1.26  [𝑏1∗/𝐵] 

そば粉  

（その他の製粉） 
0.00  [𝑏21] 1.14  [𝑏22] 0.64  [𝑏23] 1.78  [𝑏2∗] 1.11  [𝑏2∗/𝐵] 

そば屋  

（飲食サービス） 
0.00  [𝑏31] 0.00  [𝑏32] 1.00  [𝑏32] 1.00  [𝑏3∗] 0.63  [𝑏3∗/𝐵] 

列和  1.00  [𝑏∗1] 1.80  [𝑏∗2] 2.00  [𝑏∗3] 4.80  [𝛴𝑏𝑖𝑗] 

影響力係数  0.63  [𝑏∗1/𝐵] 1.12  [𝑏∗2/𝐵] 1.25  [𝑏∗3/𝐵] 

 ※    （本 ケ ー ス の 場 合 、 ）  

n

b
B

ij
 3n
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（5） 最終需要項目別生産誘発係数  

 

各産業における生産活動は、原材料として使われる中間需要や、家計などの最終

需要を満たすために行われている。中間財・サービスとして投入された分も、最後

には最終需要として消費されていることを踏まえると、何れの生産活動も最終需要

を満たすためのものといえる。以上の点から生産は最終需要によって誘発されてい

ると捉えられる。そして、産業連関表では、都内生産額と最終需要額の関係は前述

⑥式で表される。  

 

𝑋 = [𝐼 − (𝐼 − �̂�)𝐴]
−1

[(𝐼 − �̂�)𝐹 + 𝐸] ・・・⑥  

 

ここで、最終需要を大別すれば、①家計外消費支出、②民間消費支出、③一般政

府消費支出、④都内総固定資本形成、⑤在庫純増、⑥移輸出になる。そして、各産

業の都内生産額が、どの最終需要項目によってどれだけ誘発されたかを表したもの

が「最終需要項目別生産誘発額」である。本ケースでは表６－６の値を示す。  

 

表６－６ 最終需要項目別生産誘発額表       （単位：百万円）  

 家計  移輸出  （行和）生産額  

そばの実  

（雑穀）  
363.64 36.36 400.00 

そば粉  

（その他の製粉）  
636.36 63.64 700.00 

そば屋  

（飲食サービス）  
1,000.00 100.00 1,100.00 

 

そして、これを対応する最終需要合計で除したものが「最終需要項目別生産誘発

係数」であり、本ケースでは表６－７の値を示す。  

この係数は、ある最終需要項目が合計で 1 単位増加した場合、各産業部門の生産

が何単位だけ増加するかを示すものである。  

 

表６－７ 最終需要項目別生産誘発係数表  

 家計  移輸出  

そばの実  

（雑穀）  
0.36 0.36 

そば粉  

（その他の製粉）  
0.64 0.64 

そば屋  

（飲食サービス）  
1.00 1.00 
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７ 事例分析  

 
（1） 経済波及の流れ  

 

産業連関表とは、一定地域における一年間の経済取引をまとめた統計表であり、

それ自体で「経済の見取り図」として活用することができる。しかし、さらに一歩

進んで、産業間の相互依存関係等を計数化して数学的手法を用いることにより、あ

る経済活動によって消費、投資、輸出などに変化が生じた際に、各産業部門にどの

ような影響が及ぶかを明らかにする「産業連関分析」としても活用することができ

る。ここで、そばの需要（消費量）の増大（人気の上昇）を例に産業間に生産の誘

発が次々と波及していく仕組みを説明する。  

 

図７－１ 経済波及の流れ 
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ａ商品の最終需要額の増大、すなわちより多くのａ商品を買おうとする動きは、

ａ商品を作っているＡ産業の生産を増大させる。これはさらにその原材料を扱うＢ

産業等の生産も誘発する。産業連関表は、この様子を数値で予測することができる

ところに特徴がある。  

図７－１は、そばの需要増大による生産誘発効果を例にとって波及効果の流れの

あらましを説明したものである。  

①  最終需要部門の家計消費においてそばの都内需要が倍に増えたとすると  

②  そば屋（飲食サービス）はその分だけ増産が必要になり、  

③  中間生産物であるそば粉（その他の製粉）等の生産も誘発し、  
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④  そば粉（製粉）部門はその分だけ増産が必要になり、  

⑤  さらに各々の投入構造により、他の産業Ａ、Ｂの生産を誘発して、  

⑥  一見、そば屋とはまるで無関係と思われる様々な産業の生産を誘発する。  

この波及効果は、無限に続くものではなく、様々な産業の生産を誘発しながら次

第に減衰していく。  

 

なお、この表では、最終需要の増額は①、生産誘発額は②、④、⑥の項目で示さ

れている。次々と波及が進む様子を産業連関表上で追跡していくと、そばの飲食店

での消費が増加したときの各産業への影響、すなわち経済波及効果を知ることがで

きる。通常、経済波及効果は直接効果、第一次波及効果（第一次間接効果）、第二次

波及効果（第二次間接効果）に分けられ、図７－２に示した流れで計測できる。  

  
図７－２  経済波及効果分析の流れ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 ここで、そば屋（飲食サービス部門）の都内需要が 10 億円増加したと仮定し、分

析を行った。なお、分析に際しては、統合大分類表（ 38 部門）を用いて計測するこ

ととする。この費用は、全部都内の飲食サービス関連業者に発注されると仮定する。

すなわち、 10 億円を対個人サービス部門に入れた列ベクトルを作成する。  

 

そして、上記の列ベクトルを逆行列 1
)A)M(I(I

 ˆ   にかけ合わせることで、生

産誘発額が求められる。本事例では、都内で誘発される生産額は全体で 13 億 4,200

万円となる。  
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（2） 産業連関分析の応用―産業連関分析はどんな分析に使えるか―  

 
産業連関表の部門別の詳細かつ整合性のあるデータは、将来の産業構造を推測す

る分析や、経済計画の合理性の判定及び政策の立案等の補助となる「ツール」とし

て有用である。ここでは産業連関表と各種統計との組み合わせや応用モデルによる

分析等の多方面への展開を紹介する。  

 

ア  各種統計との組み合わせ  

・  実際の税収と営業余剰等から税収の増加見込み額を推測できる。  

・  雇用者数と生産額の関係をモデル化して、雇用誘発数を推測することができる

（ただし、この際、労働生産性の向上や労働市場の需給率についても考慮してお

く必要がある。）。  

・  中小企業に対する波及効果等も産業部門ごとに中小企業が占める割合の統計を

使用すれば、推計することができる。  

・  ある財・サービスを生産することにより、汚染物質が発生する場合、その生産

額と汚染物質の発生量の関係を一定の関係式で表せれば、公害の原因となる汚染

物質や廃棄物等の発生量等を財・サービスの生産額から予測することができる。  

 

イ  応用モデルによる分析  

・  生産物の単位価格は「単位あたり原材料の投入費用＋粗付加価値」と考えられ

ることから、公共料金（投入費用）及び賃金（粗付加価値）の上昇による価格の

波及効果が測定できる。  

 

（3） 分析の留意点  

 

分析に当たっては、いくつかの留意点がある。特に、事例のように産業連関表を

使用して経済波及効果の測定を行う場合、経済波及効果の総額は、その事業による

需要がいくらの生産額を生みだすかを示すものであり、マクロ経済学でいう国民総

生産に上積みされる増加額を示すものではない。産業連関表による分析では、次々

と生産額が累積される点で、乗数効果の分析と類似しているが、次のように全く異

なる概念である（表７－３参照）。  

 

・  産業連関表の経済波及効果分析では、最初の投資が例えば建設なのか機械を購

入するのかを区別しており、必要となる原材料が異なるため建設と機械購入の生

産誘発額は当然異なる。一方、マクロ経済学の乗数効果分析では、いずれも同じ

投資という概念でくくられ、いずれであっても乗数効果は変わらない。  

 

・  産業連関表では、中間生産物及び粗付加価値の合計額が生産額であるが、マク

ロ経済学では付加価値のみが生産額である。  

 

・  乗数効果分析では、≪投資の増加→生産の増加→所得の増加→消費・投資の増

加→生産の増加→所得の増加…≫という循環が対象となるが、産業連関表による

分析では、≪投資の増加→生産の増加→所得の増加≫までで完結し、≪所得の増

加→消費・投資の増加≫は分析の対象とはならない。経済波及効果により生じた

所得の増加によりもたらされる消費・投資の増加の生産への波及効果（これを「第

二次経済波及効果」という）は、再度同様に計算することにより求められる。  
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この他にも、産業連関表自体にいくつかの前提条件があるため、分析を行うにあ

たっては次の点を考慮しておく必要がある。  

 

・  生産物である商品と産業は必ず１対１の対応関係にあり、１産業が複数の商品

を生産すること及び複数産業が１商品を生産することはない。  

 

・  生産水準が２倍になれば、使用される原材料の投入量も２倍必要となる等の一

定の比例関係がある。  

 

・  各部門間における生産活動に相互干渉はなく、各部門が個別に生産を行った効

果の和は各部門が同時に生産を行ったときの総効果に等しい。  

 

・  需要が拡大した場合でも、供給側の部門の生産能力が需要に対応できない場合

や、在庫によって対応して生産が行われない場合等には波及の中断が考えられる。 

 

表７－３ 経済波及効果と乗数効果  

 経済波及効果  乗数効果  

分析手法  部門別分析  マクロ分析  

投資の種別  区別する  一括し、区別しない  

生産額  中間生産額＋粗付加価値額  付加価値額  

循環の過程  
最終需要増→生産増  最終需要増→生産増→所得増  
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  http://www.toukei.metro.tokyo.jp/sanren/sr-index.htm
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