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資料３ 

                       

奄美群島振興開発基金の役割の検証に関する 

ワーキンググループ検討報告 
 

                            平成 30 年５月                
 

はじめに 

 
昭和 28 年に日本に復帰した奄美群島においては、地理的、自然的、歴史的条件等の特殊

事情による不利性を克服するため、復帰の翌年に制定された奄美群島振興開発特別措置法

（以下「奄振法」という。）に基づき、産業の振興、社会資本の整備等の諸施策が講じられ

てきた。奄美群島振興開発基金（以下「奄美基金」という。）は、こうした特殊事情及び復

帰当時の奄美群島における金融事情を踏まえ設立された法人（平成 16 年 10 月から独立行政

法人）である。 

奄振法は、これまで５年ごとに延長されており、現行法は平成 31 年３月末に期限を迎え

ることから、奄振法に関する重要事項等を調査審議する奄美群島振興開発審議会（以下「審

議会」という。）での議論が、本年２月に開始された。 

  審議会は、奄美基金の重要性、専門性等に鑑み、２月６日の審議会において、本ワーキン

ググループの設置を決定した。最近の群島経済の状況や奄美振興開発施策の現状等を踏まえ

た奄美基金の役割について、短期間ではあったが、精力的に検討を進め、その結果をとりま

とめた。 

 

 

１ 検討の経緯 

 
   平成 26 年の奄振法の改正に際しては、「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本

方針」（平成 24 年１月 20 日閣議決定）の内容を踏まえ、平成 24 年 11 月の本審議会に

おいて、「奄美群島振興開発基金の今後のあり方に関するワーキンググループ」を設置

し、奄美群島振興開発に必要な政策金融のあり方について検討を行った。 

 

同ワーキンググループは、平成 25 年３月に報告を取りまとめ、その内容は、同年４月

の本審議会に報告されているが、その後、およそ５年を経過することから、奄美基金の

役割を検証するため、同ワーキンググループ報告への対応状況についてフォローアップ

を行うこととし、本年３月に第一回のワーキンググループを開催した。 

 

第一回目のワーキンググループでは、現在の奄美群島経済と金融の情勢等を国土交通

省が、５年前に提言のあった、業務のあり方、組織運営のあり方、繰越欠損金の解消に

関する現在の取組状況について奄美基金により説明を行った。また、鹿児島県からは「奄

美群島振興開発基金の役割と課題」について、奄美群島広域事務組合（以下「広域事務

組合」という。）からは「奄美群島振興開発基金に期待される役割とその役割を果たすた

めの課題」について報告を受けた上で、委員による意見交換を行った。 
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２ この５年間の奄美群島振興開発基金を巡る状況 

 
 世界自然遺産登録に向けた動き、ＬＣＣの就航、ＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」など

の好影響で入込客数の伸びが見られ、このような「追い風」のもと、民の動きも活発に

なっている一方、ホテル不足などの課題も指摘されており、奄美基金に求められる役割

は潜在的には大きくなっていると思われる。 

 

 そのような中、奄美基金においては、保証業務や融資業務の実施に加え、産業振興に

資するべく事業者の支援体制の強化に努め、起業・経営改善に関するセミナーの開催や、

経営・再生支援先に対する財務面・運用面のアドバイス等を行うなどコンサルティング

機能を充実してきている。例えば、近年活発化している観光事業者や起業家への経営ア

ドバイス、セミナー等を行うことで事業者育成に努めているほか、近年増加傾向にある

マンゴー農家への融資や、新規就農者へのハウス資金の対応等農業支援を行うなど、地

域に密着した支援を行い奄美群島の産業振興を下支えしている。 

 

   ただし、リスク管理債権や繰越欠損金の解消、組織の内部統制などガバナンスの強化

に力点を置くことを求められたため、融資業務や保証業務などにおいて新機軸を打ち出

すというところまでには至っていない。 

 

    

３ 奄美群島振興開発基金に求められる役割について 

 
鹿児島県が昨年度行った総合調査においては、庁内関係部局と奄美基金による「金融部

門検討会」を設置し、検討を進めてきた。その中で、民間団体や民間有識者の意見を聴取

しているが、世界自然遺産対応や起業化を目指す人たちへの情報提供などの面で、奄美基

金への期待が述べられたほか、奄美群島在住者や群島出身者に対するアンケート調査に

おいて、奄美基金の利点、奄美基金の利用意向などが把握されている。 

 

 その上で、鹿児島県は、本ワーキンググループにおいて、奄美基金の果たす政策金融機

関としての役割が、奄美群島の振興を図る上で極めて重要とし、地域に密着したきめ細か

な対応と、融資から保証業務までのワンストップを評価した。 

  また、地域に密着した金融機関としての役割として 

   ① 起業化に対する支援・育成 

   ② 地域の関係機関との連携強化 

   ③ コンサルティング機能の強化 

   ④ 情報発信機能の強化 

   ⑤ 事業者に対する経営及び再生支援策の取組強化 

  について、行政からの期待を表明した。 

 

 なお、鹿児島県は、今後の課題として融資枠の拡大や出資業務の創設の検討の必要性に

言及している。また、本ワーキンググループにおいて、広域事務組合は、奄美基金と市町

村等の連携について、各種有識者会議や事業審査会への奄美基金職員の参加、奄美基金に

よる勉強会の開催や情報提供などを評価している。なお、広域事務組合の報告は、前年度
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におけるビジョン改訂の結果を踏まえたものであり、このプロセスには地域の民間関係

者の意見が反映されている。 

 

 

４ 更なる奄美群島振興開発基金の必要性・重要性 
 

本ワーキンググループにおいては、審議会における関係者からの報告に加え、事務局か

ら奄美群島の経済状況・金融情勢について報告を受け、 

・ 奄美群島経済は、大島紬等の基幹産業の不振や台風や豪雨の影響による一次産業の低

迷もあり総じて厳しい状況下にあり、産業構造も大きく変化していく中で、事業所の規

模は依然として小規模零細、また、所得水準についても他地域との比較で依然低い状況

にあること 

・ 以前の基幹産業が衰退する一方で、農業の６次産業化などを目指した高付加価値農業、

世界自然遺産登録を見据えた観光関連産業、また条件不利性を克服しうる情報通信産業

など、今後の奄美群島経済を下支えしていく可能性を有する新たな産業の萌芽が出始め

ており、奄美群島振興開発施策による支援と相まってこれらを官民連携して推進してい

く機運が醸成されていること 

が確認できた。 

 

 これらを踏まえ、本ワーキンググループとしては、 

・ 奄美群島においては、本土と比較して経済的格差が未だ存在しており、経営規模の

零細性等から、信用力・担保力が低い状態となっていること 

・ 他の政府系金融機関は融資条件等で全国一律を原則として事業を行うことから、奄

美群島振興開発において今後の成長分野とされる農業、観光、情報通信産業などとい

った産業を強化していく際には、資金供給等で下支えしていく必要があること 

などから、奄美群島内の中小零細事業者等への資金需要に応え、奄美群島の自立的発展

に向け、諸産業の育成・振興を図るため、奄美群島における一般の金融機関を補完・奨励

する奄美基金の政策金融機能が重要と考えられる。 

 

 

５ 地域に密着した政策金融機能のさらなる発揮に向けて 
 

 ５年前のワーキンググループの報告書においては、奄美基金の果たす政策金融に必要な

視点として 

 ① 事業者の業種、規模等の特性に応じて資金を安定的に供給 

 ② 地域に密着したきめ細かな助言・指導 

 ③ ステークホルダーである地元自治体（鹿児島県、市町村）の施策との協調 

の３点があげられている。 

   本ワーキンググループにおいても、この３点の重要性について委員の意見の一致を見た

が、交付金の創設などこの５年間の状況の変化を踏まえ、さらに以下の３点を提案する。 

 

 (1) 交付金等との連携 

    奄振法のスキームに交付金が導入され５年目を迎えるが、交付金の活用において、
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特に市町村事業における民間企業や団体との連携の重要性が強く認識されていると

ころである。 

    このような状況において、奄美基金としては、市町村等に対し、交付金の活用等に

おける民間との連携などについて、交付金の活用と奄美基金の保証・融資業務のベク

トルを連動させ、施策の効果が大きくなるような提案を積極的に行うことが重要であ

る。 

    

 (2) 奄美基金のシンクタンク機能やサポート機能の拡充 

    地域経済や奄振施策に対する分析・評価能力を高め、シンクタンク機能やサポート

機能を拡充することにより 

・ 奄美群島の市町村等の「知恵袋」的な役割を果たすこと 

・ 交付金等を活用した取組の成果を専門的かつ中立的立場で評価し、奄美群島経

済等の分析とともに群島内外に発信すること 

・ 創業や高付加価値化に関するアドバイスなど、事業活動に対する更なるサポー

トの充実を図ること 

   が、奄美群島の関係者の取組全体を戦略的に進める上で、効果的である。 

 

 (3) コーディネーターとしての奄美基金の役割 

   (1)(2)等の取組を通じ、次期奄振制度における取組の課題として 

①  日本版ＤＭＯやスポーツコミッションなどアクティブな民主体が活発に活動で

きる環境の整備 

②  全国的な企業や団体と、群島内の関係者等との連携による協議会、プラットフ

ォームの整備 

   などが指摘されている。 

    奄美基金は、このような動きに対し、関係者や有識者として参加するだけでなく、

コーディネーターとして積極的に関与し、奄美群島における新たなビジネスモデルの

構築に積極的に貢献すべきである。 

 

以上のような視点を重視し、奄美基金が、奄美の強みとなる資源をもとにして、新事

業の創出や既存産業の付加価値化につながる「奄美発イノベーション」を創出するた

め、多様な関係主体が連携して、知恵やアイデアを出し合い、実際の活動に昇華させる

場（知的対流拠点）の役割を果たしていくことを期待するものである。 

 

 

６ 継続的な検討課題 
 

  本ワーキンググループにおいて地元自治体から提起された以下の２つの課題については、

鹿児島県の総合調査や広域事務組合のビジョン改訂においても言及されているが、各種デ

ータの検証、関係機関の意向、地元における諸状況の確認等を踏まえ、中長期的な視点で

取り組んでいくことが妥当であることを確認した。 

 

(1) 融資枠の拡大について 

 奄美基金の融資枠の拡大については、１億円以下における融資枠の拡大、貸付期間

の延長、他の金融機関との協調など奄美基金の判断で可能な対応を最大限講じた上で、
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事業者への情報提供などにさらに積極的に取り組むことが求められる。 

    現行の制度において、政令によって認められている「小口業務ではない」融資の対

象として、観光、農業、情報通信などの分野に対し、製糖業と同様の扱いを認めるか

については、まずは奄美基金において地域経済や他の金融機関の動向等を踏まえた当

該措置の妥当性、奄美基金の資産規模と融資枠拡大のバランス等を検証・整理すべき

である。 

 

 (2) 出資業務の創設について 

    出資業務については、平成元年４月に制度が創設されるも、活用事例のないまま、

平成 18 年３月に廃止となった経緯がある。近年、地域振興やまちづくりのファンド

等の動きが全国的に活発化するなど、社会・経済状況の変化は見られるものの、かつ

て活用事例が出なかったことに対する総合的かつ真摯な検証が必要である。 

    鹿児島県が今回の「総合調査」において、今後５年間の新たな取組として「奄美群

島振興開発基金の出資制度等の機能充実検討」を掲げている。奄美基金としては、鹿

児島県における今後の検討に対し、求められるデータを提供するなど必要な協力を行

うとともに、自らの財務に与える影響等を慎重に検討する必要がある。 

 

 

おわりに 
 

  奄美群島においては、本土と比較して経済的格差が未だ存在していることから、中小零

細事業者等への資金需要に応え、奄美群島の自立的発展に向け諸産業の戦略的な育成・振

興を図っていくために、奄美群島の一般の金融機関を補完・奨励する政策金融の機能が引

き続き重要となっている。 

 

奄美基金は、地域に密着したきめ細かな対応をする金融機関として、利用者及び地元自

治体からも一定の評価はされているが、今後とも奄美基金が責任をもって、繰越欠損金の

解消を軌道に乗せ、加速することが必要であることは明らかである。そして、引き続き地

域に根ざした政策金融を担う機関として、奄美群島振興開発計画に基づく事業に対し、奄

美基金の財務状況を勘案した上で、一般の金融機関と相互協調のもと必要な資金の供給を

行うべきである。 

 

また、奄美の誇る地域資源と関係者の精力的な取組は、奄美の条件不利性を克服し、「奄

美発のイノベーション」を国内外に発信していく大いなる可能性を秘めている。そのため、

奄美群島は大都市や他の地方都市等とのネットワークを構築し、重層的な連携を実現して

いくことが求められるが、政策金融機関としての奄美基金が、そのような動きに積極的に

寄与していくことを期待する。 

 

当ワーキンググループは、奄振法の延長に向けての審議会での検討スケジュールが示さ

れている中で、審議会からの付託に答えるべく、今般、検討結果をとりまとめたところで

ある。今後、審議会において、本報告書の趣旨が、審議会の議論全体の中で適切に取り扱

われることを期待する。 





奄美群島の経済状況・金融情勢

１　産業構造

（１）産業別地域内総生産（構成比） （単位：％）

S30 S45 S60 H12 H17 H22 H24 H25 H26

45.2 16.6 10.9 5.6 5.0 5 4.1 4.3 4.7

12.9 30.6 25.9 16.9 14.2 11.5 11.7 12.0 11.3

42.2 52.7 66.4 80.4 83.9 82.9 83.5 82.8 82.8

（参考）鹿児島県等との比較（H26）

奄美 鹿児島県 沖縄県 全国

第１次産業 4.7 3.7 1.5 1.2

第２次産業 11.3 18.0 13.9 24.7

第３次産業 82.8 77.3 84.5 61.8

（２）産業別地域内総生産(実数) （単位：百万円）

S30 S45 S60 H12 H17 H22 H24 H25 H26

3,145 7,053 26,062 18,907 17,302 16,547 13,393 14,026 15,466

農 業 2,635 5,206 20,539 15,378 14,681 14,959 11,882 12,270 13,353

林 業 334 1,361 1,789 409 499 321 311 326 287

水 産 業 176 486 3,734 3,121 2,122 1,266 1,200 1,430 1,827

899 12,978 61,724 57,228 48,682 38,476 37,965 38,946 37,163

鉱 建 設 業 558 4,481 32,401 42,739 32,730 26,620 28,283 28,479 26,443

製 造 業 341 8,497 29,323 14,489 15,952 11,856 9,681 10,466 10,720

2,917 22,349 157,966 271,603 287,669 276,676 271,541 269,092 271,777

卸 売 業 979 5,062 25,552 25,560 25,096 26,952 27,351 26,820 26,796

サービス業等 1,938 17,287 74,765 246,043 262,574 249,724 244,190 242,272 244,981

148 3,227 3,358 3,894 4,319 5,834

△ 7,702 △ 10,148 △ 13,845 △ 1,325 △ 1,417 △ 1,526 △ 1,979

6,961 42,380 238,050 337,729 343,034 333,731 325,376 324,856 328,262

輸入品に課される税・関税

(控除)総資本形成に係る消費税

項　　目

総 生 産

項　　目

第 １ 次 産 業

第 ２ 次 産 業

第 ３ 次 産 業

第 ３ 次 産 業

第 ２ 次 産 業

第 １ 次 産 業

参考

6



（３）就業構造 （単位：％）

項　　目 S30 S40 S50 S60 H7 H12 H17 H22 H27

76.5 46.2 24.9 22.4 20.8 17.6 16.8 16.3 15.0

農 業 73.4 44.2 23.0 20.6 18.7 15.9 15.3 14.8 13.5

林 業 1.8 0.8 0.6 0.4 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3

水 産 業 1.3 1.2 1.3 1.4 1.9 1.6 1.4 1.3 1.2

6.6 28.8 38.5 33.8 22.3 20.4 17.9 14.4 14.2

う ち 建 設 業 2.4 6.9 7.3 10.0 13.6 13.9 12.1 10.0 10.0

う ち 製 造 業 4.2 21.5 31.0 23.7 8.5 6.2 5.6 4.3 4.1

16.9 24.9 36.4 43.7 56.8 62.0 65.3 69.0 70.8

（参考）鹿児島県等との比較（H27）

奄美 鹿児島県 沖縄県 全国

第１次産業 15.0 9.5 4.9 4.0

第２次産業 14.2 19.4 15.1 25.0

第３次産業 70.8 71.1 80.0 71.0

（4）就業構造（実数） （単位：人）

S30 S40 S50 S60 H7 H12 H17 H22 H27

97,928 76,704 68,063 69,894 58,822 56,983 55,429 51,926 50,627

74,899 35,464 16,939 15,667 12,233 10,031 9,303 8,444 7,570

農 業 71,857 33,934 15,638 14,371 10,975 9,059 8,497 7,666 6,827

林 業 1,769 631 442 309 112 78 49 122 145

水 産 業 1,273 899 859 987 1,146 894 757 656 598

6,486 22,090 26,173 23,659 13,121 11,615 9,903 7,496 7,163

う ち 建 設 業 2,315 5,279 4,936 6,987 7,991 7,896 6,711 5,196 5,067

う ち 製 造 業 4,115 16,462 21,127 16,570 4,981 3,548 3,114 2,228 2,046

16,543 19,096 24,804 30,532 33,420 35,316 36,183 35,822 35,689

（出典「奄美群島の概況（鹿児島県発行）」）

第 １ 次 産 業

第 ２ 次 産 業

第 ３ 次 産 業

第 ３ 次 産 業

第 ２ 次 産 業

第 １ 次 産 業

就 業 者 総 数
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２　農業産出額 （単位：百万円、％）

区分 S50 S60 H7 H12 H17 H22 H26 構成比（H26）

米 579 133 26 18 5 13 6 0.0

野菜 2,639 5,841 8,550 6,466 6,452 7,709 7,091 26.1

果樹 351 644 1,422 1,216 1,248 1,363 1,354 5.0

花き 901 3,004 6,444 5,866 4,825 4,327 3,484 12.8

さとうきび 8,836 15,079 9,560 8,297 7,087 10,142 7,182 26.4

畜産 4,202 3,932 4,313 4,603 6,427 5,371 7,655 28.2

その他 431 706 1,135 905 629 846 393 1.4

計 17,939 29,339 31,450 27,371 26,673 29,771 27,165 100.0

（出典「奄美群島の概況（鹿児島県発行）」）

３　大島紬生産量 （単位：反、百万円）

区分 S47 S55 H2 H12 H17 H22 H27 H28

生 産 反 数 297,628 269,778 126,311 37,339 27,273 8,919 5,106 4,732

生 産 額 12,871 28,758 9,856 3,014 2,219 695 424 386

（出典「奄美群島の概況（鹿児島県発行）」）

４　黒糖焼酎移出額 （単位：百万円）

区分 S50 S60 H7 H12 H17 H22 H27

移 出 額 1,434 3,790 3,777 4,994 10,583 7,783 7,303

（出典「奄美群島の概況（鹿児島県発行）」、奄美大島酒造組合資料）

５　奄美群島入込客数・入域客数 （単位：人）

区分 S50 S60 H7 H17 H22 H27 H28 H29

入 込 客 数 704,580 680,576 790,950 766,321 690,560 757,887 775,730 825,791

入 域 客 数 432,298 432,528 551,790 544,529 499,221 560,432 578,514 619,533

（出典「奄美群島の概況（鹿児島県発行）」）
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６　民営事業者数の推移

H3 H13 H18 H21 H24 H26

奄美群島 9,894 7,746 7,321 7,594 6,511 6,779

鹿児島県 92,919 86,303 81,582 85,000 77,335 80,079

全国 6,559,377 6,138,312 5,722,559 5,886,197 5,453,635 5,541,634

奄美群島 8,006 5,619 5,276 5,954 5,124 5,096

鹿児島県 64,987 56,151 52,204 52,077 46,985 47,695

全国 4,221,068 3,804,505 3,487,042 3,654,388 3,711,622 3,225,428

奄美群島 80.9 72.5 72.1 78.4 78.7 75.2

鹿児島県 69.9 65.1 64.0 61.3 60.8 59.6

全国 64.4 62.0 60.9 62.1 68.1 58.2

奄美群島 38,433 39,692 38,442 43,839 38,247 42,585

鹿児島県 620,749 655,485 641,157 724,429 674,469 747,966

全国 55,013,776 54,912,703 54,184,428 58,789,533 55,837,252 57,427,704

奄美群島 3.9 5.1 5.3 5.8 5.9 6.3

鹿児島県 6.7 7.6 7.9 8.5 8.7 9.3

全国 8.4 8.9 9.5 10.0 10.2 10.4

（出典「事業所・企業統計（総務省統計局）」、平成21年度以降は「経済センサス基礎・活動調査（総務省）」）

７　所得水準

S50 S60 H7 H17 H22 H25 H26

103,447 215,903 266,380 245,589 240,864 237,094 233,823

奄美群島 664 1,411 1,962 1,942 2,028 2,089 2,090

鹿児島県 786 1,610 2,258 2,273 2,401 2,391 2,389

沖縄県 809 1,616 2,150 2,040 2,037 2,100 2,129

全国 1,101 2,152 3,037 2,865 2,755 2,821 2,868

奄美群島 60.3 65.6 64.6 67.8 73.6 74.1 72.9

鹿児島県 71.4 74.8 74.3 79.3 87.2 84.8 83.3

沖縄県 73.5 75.1 70.8 71.2 73.9 74.4 74.2

84.5 87.6 86.9 85.4 84.5 87.4 87.5

（出典「奄美群島の概況（鹿児島県発行）」）

事業所数

 

割合
（％）

事業所数
（4人以下）

1事業者当たり
従業員数

（人）

従業者数
（人）

郡民所得（百万円）

対全国比較
（％）

人口一人当た
り所得
（千円）

対県比較（％）
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８　金融機関別貸出残高 （単位:百万円）

民間金融機関 （Ａ） 140,254 145,136 143,728 145,924 144,742

うち奄美基金（保証） （Ｂ） 4,731 4,764 4,491 3,794 3,163

政府系金融機関 （Ｃ） 21,999 23,083 23,527 21,792 19,967

うち奄美基金（融資） （Ｄ） 6,621 6,428 6,361 5,745 5,535

農業協同組合 （Ｅ） 20,460 19,180 18,239 16,590 15,121

漁業協同組合 （Ｆ） 25 24 23 38 34

その他金融機関 （Ｇ） 21,909 23,437 20,549 22,975 18,710

合計（Ａ）～（Ｇ） （Ｈ） 204,647 210,860 206,066 207,318 198,573

うち奄美基金（Ｂ）＋（Ｄ） （Ｉ） 11,351 11,191 10,852 9,538 8,698

（出典「奄美群島の概況（鹿児島県発行） 」）

９　奄美群島内金融機関のリスク管理債権比率（平成28年度末）

（出典「各金融機関ディスクロージャー資料、金融庁資料」）

奄美基金

H23 H27H26H25H24

総残高に占める奄美基金
の保証・融資残高の割合

政府系金融機関残高に占める
奄美基金の融資残高割合

（I）/（H）

（D）/（C）

4.4%

27.7%

1.8%

5.5% 5.3%

リスク管理債権比率

2.6%

5.7%～6.3%

52.7%

全国預金取扱金融機関平均

地方銀行

地元金融機関（信金、信組）

4.6%

30.1% 27.8% 27.0% 26.4%

5.3%
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