
製造業最終需要 100

県内からの自給額 27.32 移輸入依存額　72.68
県外への波及

原材料等投入額 16.16 粗付加価値額 11.16

移輸入依存額
7.42 8.74

県外への波及

生産誘発額　　9.68

5.62

雇用者所得　7.79（4.85+2.94）

5.22

県内からの 移輸入
自給額 依存額

3.56 1.66
県外への波及

雇用者所得　4.85

雇用者所得　2.94

雇用者所得　1.22

消費支出増加額

生産誘発額　4.32 うち粗付加価値額3.07

県内からの自給額

うち粗付加価値額

製造業の県内自給率

投入係数

県内自給率

逆行列係数

雇用者所得率

雇用者所得率

直
接
効
果

第
１
次
波
及
効
果

消費転換係数（ここでは平均消費性向）

消費支出構成（ここでは、民間消費支出構成比）

県内自給率

雇用者所得率

第
２
次
波
及
効
果 逆行列係数

３ 波及効果分析の一例 

 

 

 

 

 ここでは 13 部門の各係数を用いて波及効果を求める。 

経済波及効果分析は、通常、下図のような流れで進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 県内需要額と直接効果 

 通常、需要額の中には県外から移輸入するものも含まれており、これを取り除く必要

がある。 

 まず、製造業の県内自給率を求める。 

自給率は１－移輸入率     移輸入率は、移輸入額／県内需要額 

                （県内需要額＝総需要額―移輸出額） 

製造業で 100 億円の最終需要が生じた場合の県内産業への経済波及効果を求

める方法は次のとおり。 



直接効果まとめ （億円）
生産誘発額 うち粗付加価値誘発額 うち雇用者所得誘発額

27.32 11.16 4.85

投入係数表（抜粋） (億円）

製 造 業
01 農 林 水 産 業 0.021721 27.32×0.021721 0.59

02 鉱 業 0.016302 27.32×0.016302 0.45

03 製 造 業 0.331270 27.32×0.331270 9.05

04 建 設 0.005002 27.32×0.005002 0.14

05 電気・ガス・水道 0.027115 27.32×0.027115 0.74

06 商 業 0.047705 27.32×0.047705 1.30

07 金 融 ・ 保 険 0.024079 27.32×0.024079 0.66

08 不 動 産 0.005081 27.32×0.005081 0.14

09 運 輸 0.027172 27.32×0.027172 0.74

10 通 信 ・ 放 送 0.007221 27.32×0.007221 0.20

11 公 務 0.000000 27.32×0.000000 0.00

12 サ ー ビ ス 0.070545 27.32×0.070545 1.93

13 分 類 不 明 0.008195 27.32×0.008195 0.22

内 生 部 門 計 0.591408 内 生 部 門 計 16.16

家計外消費支出 0.025451 27.32×0.025451 0.70

雇 用 者 所 得 0.177474 27.32×0.177474 4.85

営 業 余 剰 0.118284 27.32×0.118284 3.23

資 本 減 耗 引 当 0.051613 27.32×0.051613 1.41

間接税（除く関
税 ）

0.037187 27.32×0.037187 1.02

（控除）補助金 -0.001417 27.32×-0.001417 -0.04

粗付加価値部門計 0.408592 粗付加価値部門計 11.16

県 内 生 産 額 1.000000 計 27.32

各産業等からの投入額

　基本表より（抜粋） （億円）

県内需要計
（ 控 除 ）
移 輸 入

県内自給率

農 林 水 産 業 148,346 -82,986 0.440595 0.59×0.440595 0.26

鉱 業 75,742 -64,650 0.146448 0.45×0.146448 0.07

製 造 業 2,600,511 -1,889,950 0.273239 9.05×0.273239 2.47

建 設 921,585 0 1.000000 0.14×1.000000 0.14

電 気 ・ ガ ス
・ 水 道

255,059 -43,757 0.828444 0.74×0.828444 0.61

商 業 777,795 -252,842 0.674925 1.30×0.674925 0.88

金 融 ・ 保 険 369,946 -86,427 0.766381 0.66×0.766381 0.50

不 動 産 597,235 -80,379 0.865414 0.14×0.865414 0.12

運 輸 294,102 -116,073 0.605331 0.74×0.605331 0.45

通 信 ・ 放 送 158,424 -38,320 0.758116 0.20×0.758116 0.15

公 務 285,939 0 1.000000 0×1.000000 0.00

サ ー ビ ス 1,921,011 -379,893 0.802243 1.93×0.802243 1.55

分 類 不 明 48,734 -1,229 0.974788 0.22×0.974788 0.22

計 7.42

県内からの調達額

自給率＝1－(1,889,950／2,600,511)＝0.2732 

 したがって、100 億円のうち県内製造業に対する需要額は、27.32 億円となる。 

① 原材料等調達額 

投入係数表の製造業の列の係数に 27.32 億円を乗じることにより原材料等調達額を求

める。            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2) 第１次波及効果 

① 原材料等調達額のすべてが県内でまかなわれるわけではないため、(1)の①で求めた産業

ごとの投入額に県内自給率を乗じて、県内からの原材料等調達額を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



第1次波及効果まとめ （億円）
生産誘発額 うち粗付加価値誘発額 うち雇用者所得誘発額

9.68 5.62 2.94

逆行列係数表（ 開放型） 　 （ 抜粋） （億円）
農林水産業 鉱 業 製 造 業 分類不明 県内からの調達額

農 林 水 産 業 1.065975 0.001023 0.011586 0.000905 0.26 0.32
鉱 業 0.000199 1.000239 0.002828 0.000293 0.07 0.08
製 造 業 0.055823 0.037263 1.106263 0.043921 2.47 2.90
建 設 0.005322 0.007602 0.007520 0.004251 0.14 0.21
電気・ガス・
水 道

0.009196 0.018822 0.028919 0.023774 0.61 0.79

商 業 0.036934 0.037469 0.039955 0.023358 0.88 1.09
金 融 ・ 保 険 0.033899 0.072513 0.028740 0.191940 0.50 0.79
不 動 産 0.002860 0.014369 0.007801 0.015961 0.12 0.21
運 輸 0.015754 0.029839 0.021607 0.024348 0.45 0.59
通 信 ・ 放 送 0.003661 0.010495 0.009346 0.030455 0.15 0.26
公 務 0.001041 0.003410 0.001670 0.168708 0.00 0.05
サ ー ビ ス 0.047964 0.166165 0.078053 0.117813 1.55 2.13
分 類 不 明 0.006187 0.020267 0.009928 1.002649 0.22 0.27

計 9.68

生産誘発額

× ＝

投入係数表(抜粋）

農林水産業 鉱 業 製　造　業 建 設
電気・ガ
ス・水道

商 業
金融・保

険
不 動 産 運 輸

通信・放
送

公 務 サービス 分類不明 平 均

雇用者所得 0.200468 0.220977 0.177474 0.345688 0.180815 0.496331 0.342800 0.025582 0.455756 0.260758 0.461551 0.439237 0.064464 0.287782

粗付加価値
部 門 計

0.545110 0.521881 0.408592 0.467917 0.683955 0.728441 0.715065 0.916870 0.685172 0.642792 0.806920 0.632891 0.294977 0.560821

県内生産額 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000

生産誘発額 0.32 0.08 2.90 0.21 0.79 1.09 0.79 0.21 0.59 0.26 0.05 2.13 0.27

× × × × × × × × × × × × × (億円）
粗付加価値

率
0.545110 0.521881 0.408592 0.467917 0.683955 0.728441 0.715065 0.916870 0.685172 0.642792 0.806920 0.632891 0.294977 計

粗付加価値
額誘発額

0.17 0.04 1.19 0.10 0.54 0.80 0.56 0.20 0.40 0.16 0.04 1.35 0.08 5.62

生産誘発額 0.32 0.08 2.90 0.21 0.79 1.09 0.79 0.21 0.59 0.26 0.05 2.13 0.27

× × × × × × × × × × × × × (億円）
雇用者所得

率
0.200468 0.220977 0.177474 0.345688 0.180815 0.496331 0.342800 0.025582 0.455756 0.260758 0.461551 0.439237 0.064464 計

雇用者所得
誘発額

0.06 0.02 0.52 0.07 0.14 0.54 0.27 0.01 0.27 0.07 0.02 0.94 0.02 2.94

② 次に、県内からの調達額を逆行列係数（開放型：移輸入を考慮）に乗じて（行列の積を 

求める。）、県内からの原材料等調達により県内で次々と生産誘発される額を算出する。 

これが、第 1 次波及効果による生産誘発額となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ このほか、(2)の②で求めた生産誘発額に粗付加価値率並びに雇用者所得率を乗じて、第 

  1 次波及効果に伴う粗付加価値誘発額並びに雇用者所得誘発額の合計を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 第２次波及効果 

直接効果及び第 1 次波及効果により誘発された雇用者所得は、消費拡大を通じてさらに

生産を誘発する。 

 雇用者所得 → 家計消費支出 → 消費による生産誘発額 

① 直接効果及び第１次波及効果により誘発された雇用者所得額を合計する。 

     直接効果      4.85 億円 

     第 1 次波及効果   2.94 億円 

        計      7.79 億円 



基本表(抜粋） （億円）

民 間 消 費
支 出

民間消費
支出構成

比
農 林 水 産 業 37,244 0.017690 0.09
鉱 業 0 0.000000 0.00
製 造 業 402,467 0.191156 1.00
建 設 0 0.000000 0.00
電 気 ・ ガ ス
・ 水 道

64,244 0.030513 × 5.22 ＝ 0.16

商 業 316,796 0.150466 0.78
金 融 ・ 保 険 123,222 0.058526 0.31
不 動 産 521,778 0.247824 1.29
運 輸 78,318 0.037198 0.19
通 信 ・ 放 送 50,507 0.023989 0.13
公 務 1,569 0.000745 0.00
サ ー ビ ス 509,291 0.241893 1.26
分 類 不 明 0 0.000000 0.00
内 生 部 門 計 2,105,436 1.000000 計 5.22

民間消費支
出増加の内

訳

（億円）
民間消費支
出増加の内

訳
県内自給率

農 林 水 産 業 0.09 × 0.440595 0.04
鉱 業 0.00 × 0.146448 0.00
製 造 業 1.00 × 0.273239 0.27
建 設 0.00 × 1.000000 0.00
電 気 ・ ガ ス
・ 水 道

0.16 × 0.828444 0.13

商 業 0.78 × 0.674925 ＝ 0.53
金 融 ・ 保 険 0.31 × 0.766381 0.23
不 動 産 1.29 × 0.865414 1.12
運 輸 0.19 × 0.605331 0.12
通 信 ・ 放 送 0.13 × 0.758116 0.09
公 務 0.00 × 1.000000 0.00
サ ー ビ ス 1.26 × 0.802243 1.01
分 類 不 明 0.00 × 0.974788 0.00

計 3.56

民間消費支出
増加の県内調

達分

② 雇用者所得の増加分すべてが消費に向けられるとは限らないので、ここではそのうち 

67％（富山市の平成 12 年の平均消費性向）が消費に振り向けられるとする。 

       7.79 億円×0.67＝5.22 億円 

③ 本来は消費額を各部門（製造業など）に割り振る必要があるが、消費パターン等のデー 

タ収集が困難なので、ここでは産業連関表中の民間消費支出の比率と同様と仮定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④ 民間消費支出増加のうち、県内で調達される分を求める。 

   (3)の③で求めた民間消費支出増加の内訳に県内自給率（(2)の①参照）を乗じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤ 民間消費支出増加の県内調達分による生産波及効果を求める。 

   県内調達額を逆行列係数（開放型：移輸入を考慮）に県内からの調達額を乗じて（行列

の積を求める。）、県内からの調達により県内で次々と生産誘発される額を算出する。こ

れが、第２次波及効果による生産誘発額となる。 

 

 

 



第２次波及効果まとめ （億円）
生産誘発額 うち粗付加価値誘発額 うち雇用者所得誘発額

4.32 3.07 1.22

（億円）
直接効果 第１次波及効果 第２次波及効果 合　計

生産誘発額 27. 32 9. 68 4. 32 41. 32
粗付加価値誘発額 11. 16 5. 62 3. 07 19. 85
雇用者所得誘発額 4. 85 2. 94 1. 22 9. 01

逆行列係数表（ 開放型） 　 （ 抜粋） （億円）
農林水産業 鉱 業 製 造 業 分類不明 県内からの調達額

農 林 水 産 業 1.065975 0.001023 0.011586 0.000905 0.04 0.05
鉱 業 0.000199 1.000239 0.002828 0.000293 0.00 0.00
製 造 業 0.055823 0.037263 1.106263 0.043921 0.27 0.38
建 設 0.005322 0.007602 0.007520 0.004251 0.00 0.05
電気・ガス・
水 道

0.009196 0.018822 0.028919 0.023774 0.13 0.19

商 業 0.036934 0.037469 0.039955 0.023358 0.53 0.59
金 融 ・ 保 険 0.033899 0.072513 0.028740 0.191940 0.23 0.35
不 動 産 0.002860 0.014369 0.007801 0.015961 1.12 1.16
運 輸 0.015754 0.029839 0.021607 0.024348 0.12 0.16
通 信 ・ 放 送 0.003661 0.010495 0.009346 0.030455 0.09 0.14
公 務 0.001041 0.003410 0.001670 0.168708 0.00 0.01
サ ー ビ ス 0.047964 0.166165 0.078053 0.117813 1.01 1.22
分 類 不 明 0.006187 0.020267 0.009928 1.002649 0.00 0.02

計 4.32

生産誘発額

× ＝

投入係数表(抜粋）

農林水産業 鉱 業 製　造　業 建 設
電気・ガ
ス・水道

商 業
金融・保

険
不 動 産 運 輸

通信・放
送

公 務 サービス 分類不明 平 均

雇用者所得 0.200468 0.220977 0.177474 0.345688 0.180815 0.496331 0.342800 0.025582 0.455756 0.260758 0.461551 0.439237 0.064464 0.287782

粗付加価値
部 門 計

0.545110 0.521881 0.408592 0.467917 0.683955 0.728441 0.715065 0.916870 0.685172 0.642792 0.806920 0.632891 0.294977 0.560821

県内生産額 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000

生産誘発額 0.05 0.00 0.38 0.05 0.19 0.59 0.35 1.16 0.16 0.14 0.01 1.22 0.02

× × × × × × × × × × × × × (億円）
粗付加価値

率
0.545110 0.521881 0.408592 0.467917 0.683955 0.728441 0.715065 0.916870 0.685172 0.642792 0.806920 0.632891 0.294977 計

粗付加価値
額誘発額

0.03 0.00 0.15 0.02 0.13 0.43 0.25 1.06 0.11 0.09 0.01 0.77 0.01 3.07

生産誘発額 0.05 0.00 0.38 0.05 0.19 0.59 0.35 1.16 0.16 0.14 0.01 1.22 0.02

× × × × × × × × × × × × × (億円）
雇用者所得

率
0.200468 0.220977 0.177474 0.345688 0.180815 0.496331 0.342800 0.025582 0.455756 0.260758 0.461551 0.439237 0.064464 計

雇用者所得
誘発額

0.01 0.00 0.07 0.02 0.03 0.30 0.12 0.03 0.07 0.04 0.00 0.54 0.00 1.22

 

⑥ このほか、(3)の⑤で求めた生産誘発額に粗付加価値率並びに雇用者所得率を乗じて、第 

２次波及効果に伴う粗付加価値誘発額並びに雇用者所得誘発額の合計を求める。 

 

 

 

(4) 計算結果 

第 2 次波及効果までをまとめると次のようになり、100 億円の需要によって 27.32 億円＋

9.68 億円＋4.32 億円＝41.32 億円の生産が県内で誘発されたこととなるが、県内への需要に

対してということであれば、27.32 億円の需要によって、41.32 億円（約 1.51 倍）の生産が

誘発されたという言い方ができよう。 

 

 

 

(5) 第 3 次波及以降の計算 

 第２次波及と同様、３次、４次という具合に、理論的には波及が続くことが考えられる 

が、在庫処分などにより、生産波及の中断が考えられるので通常は２次波及程度で留置く 



ことが妥当とされる。 

(6) 経済波及効果分析における留意点 

 ① 第２次波及効果の要因としては、雇用者所得以外にも営業余剰の増加による総固定資本 

形成の増加が考えられるが、営業余剰についてはその転換比率がないため、雇用者所得だ 

けを対象としていること。 

 ② 経済波及効果の達成される時期が明確でなく、１年以内に生じるとは限らないこと。 

 ③ 生産を行ううえでの制約条件（ボトルネック）は、一切ないものとする。 

 ④ 商品生産に必要な投入構造は商品ごとに固有であり、かつ、短期的には変化しないと仮 

定する。 

 ⑤ 各部門が使用する投入量は、その部門の生産水準に比例し、生産水準が２倍になれば使 

用する原材料等の投入量も２倍になるという「線形的な比例関係」を仮定する（規模の生 

産性はないものとする。）。 

 ⑥ 生産波及は、途中段階で中断することなく最後まで波及するものと仮定する。（追加需 

要にはすべて生産増で対応し、在庫取り崩し等による波及中断はない。） 

 

＜コラム＞ 
  これまで順を追って経済波及効果計算の過程を説明してきたが、単純な事例であれば、

以下のとおり同様の結果を得ることができる。 

 ただし、これらの方法は、原材料県内自給率などの条件を変えて経済波及効果を求める

場合には向かないので、注意が必要である。 

 

１ 直接効果＋第 1 次波及効果をまとめて求める方法 

  経済波及効果分析の対象が１部門であり、かつ県内自給率を産業連関表のもの同様と仮

 定する場合、次のようにすると、直接効果＋第 1 次波及効果をまとめて求めることができ

る。 
逆行列係数表（開放型）　 （億円）

製 造 業
県内自給率
(製造業）

需要増加
額

農 林 水 産 業 0.011586 × 0.2732 × 100 0.32
鉱 業 0.002828 × 0.2732 × 100 0.08
製 造 業 1.106263 × 0.2732 × 100 30.22
建 設 0.007520 × 0.2732 × 100 0.21
電気・ガス・
水 道

0.028919 × 0.2732 × 100 0.79

商 業 0.039955 × 0.2732 × 100 ＝ 1.09
金 融 ・ 保 険 0.028740 × 0.2732 × 100 0.79
不 動 産 0.007801 × 0.2732 × 100 0.21
運 輸 0.021607 × 0.2732 × 100 0.59
通 信 ・ 放 送 0.009346 × 0.2732 × 100 0.26
公 務 0.001670 × 0.2732 × 100 0.05
サ ー ビ ス 0.078053 × 0.2732 × 100 2.13
分 類 不 明 0.009928 × 0.2732 × 100 0.27
列 和 1.354217 計 37.00

生産誘発額

 

 



２ 最終需要項目別生産誘発係数を利用して第２次波及効果を求める方法 

県内自給率及び民間消費支出の構成比が産業連関表のものと同様と仮定する場合、民間 
消費支出部門の生産誘発係数を使用すると、それに伴う生産波及効果を簡単に求めること

ができる。 
 
 １の例をもとにする場合、まず生産誘発額から雇用者所得誘発額を求める。 
投入係数表(抜粋）

農林水産
業

鉱 業
製 造

業
建 設

電気・ガ
ス・水道

商 業
金融・保

険
不 動

産
運 輸

通信・放
送

公 務 サービス 分類不明 平 均

雇用者所得 0.200468 0.220977 0.177474 0.345688 0.180815 0.496331 0.342800 0.025582 0.455756 0.260758 0.461551 0.439237 0.064464 0.287782

粗付加価値
部 門 計

0.545110 0.521881 0.408592 0.467917 0.683955 0.728441 0.715065 0.916870 0.685172 0.642792 0.806920 0.632891 0.294977 0.560821

県内生産額 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000

生産誘発額 0.32 0.08 30.22 0.21 0.79 1.09 0.79 0.21 0.59 0.26 0.05 2.13 0.27

× × × × × × × × × × × × × (億円）
雇用者所得

率
0.200468 0.220977 0.177474 0.345688 0.180815 0.496331 0.342800 0.025582 0.455756 0.260758 0.461551 0.439237 0.064464 計

雇用者所得
誘発額

0.06 0.02 5.36 0.07 0.14 0.54 0.27 0.01 0.27 0.07 0.02 0.94 0.02 7.79  
 次に、雇用者所得の増加分すべてが消費に向けられるとは限らないので、ここではその

うち 67％（富山市の平成 12 年の平均消費性向）が消費に振り向けられるとする。 

     7.79 億円×0.67＝5.22 億円 

 このようにして求めた民間消費支出増加額を次のように最終需要項目別生産誘発係数

にあてはめる。 
最終需要項目別生産誘発係数（抜粋） （億円）

民 間

消 費 支 出
農 林 水 産 業 0.009949 × 5.22 0.05
鉱 業 0.000405 × 5.22 0.00
製 造 業 0.072709 × 5.22 0.38
建 設 0.008921 × 5.22 0.05
電気・ガス・水道 0.035909 × 5.22 0.19
商 業 0.114065 × 5.22 ＝ 0.59
金 融 ・ 保 険 0.067567 × 5.22 0.35
不 動 産 0.222527 × 5.22 1.16
運 輸 0.030420 × 5.22 0.16
通 信 ・ 放 送 0.026833 × 5.22 0.14
公 務 0.001342 × 5.22 0.01
サ ー ビ ス 0.23405 × 5.22 1.22
分 類 不 明 0.003545 × 5.22 0.02

計 0.828242 4.32

第２次波及効
果

消費にま
わる額

 

 

３ 経済波及効果の結果 

  １と２により求めた経済波及効果をまとめると、次のとおりとなる。 

 

生産誘発額の合計 （億円）
直接効果
＋第１次波及効果
第２次波及効果 4.32
計 41.32

37.00

 

  

 

 


