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はじめに 

 

2021（令和３）年７月、「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺産へ

の登録が決定しました。2005（平成 17）年 10月に、本県知事が世界遺産登録

を目指すことを表明して以来、17 年に及ぶ長い道のりでしたが、三内丸山遺

跡をはじめとする縄文遺跡群の価値が世界から認められたことは、長期化す

るコロナ禍において、私たち県民にとって誇らしく明るい話題となりました。   

先人たちがこの地域で自然と共に生き、平和で協調的な社会を１万年以上

にわたって築き上げた歴史と文化の先に、今私たちが暮らす青森県があるこ

とを改めて強く意識させてくれた出来事でもありました。 

本書「よくわかる青森県 2022」は、「青森県基本計画『選ばれる青森』への

挑戦」に掲げる４分野に沿って、本県の姿を様々な客観データから描き出すこ

とにより、本県の過去、現在そして未来に向けて挑戦する姿を多面的に紹介し

ています。単に統計資料にとどまらず、本県の姿を包括的に知ることができる

「ガイドブック」ともなっています。また、今回は「『北海道・北東北の縄文

遺跡群』世界文化遺産登録までの軌跡」を特集として掲載したほか、「東京 2020

オリンピック・パラリンピック聖火リレー」、「あおもり米新品種『はれわたり』

と命名」、「自信をもって伝えよう YES!AOMORI」の３つをトピックスとして取

り上げ、掲載しています。 

読者の皆様には、本書から、本県の強みや課題、さらには本県が有する自然、

歴史、文化、食、祭り、人財などに代表される多様な地域資源など、本県の新

たな価値や可能性を見出していただくとともに、用途に合わせ有効にご活用

いただければ幸いです。 

末筆となりますが、資料の提供をはじめ、本書の刊行にご協力くださいまし

た全ての皆様に感謝を申し上げます。 

２０２２年３月 

青森県企画政策部長 東 直樹  
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 ※本文中の図表については、端数処理のため、合計と内訳が一致しない場合が
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□ 青森県の姿 □ 
 

本項では、現在の青森県の姿を質的・量的側面から多角的に説明する。 

主に客観的データを基にして、青森県の姿を明らかにしていく。 

 

Ⅰ 青森県基本計画の推進 

  「青森県基本計画『選ばれる青森』への挑戦」に掲げる本県のめざす

姿や５つの戦略プロジェクトによる取組の重点化など、計画の概要を紹

介する。 

Ⅱ 基本情報 

  人口・世帯、財政、経済など本県の基本情報を紹介する。 

Ⅲ ４分野情報 

  「青森県基本計画『選ばれる青森』への挑戦」に掲げる 4 つの分野ご

とに様々なデータを紹介する。 

Ⅳ 地域別情報 

  県内６地域の特長を代表的なデータを用いて紹介する。 

□ 特集 「北海道・北東北の縄文遺跡群」世界文化遺産登録までの軌跡  

  2021 年７月 27 日に世界文化遺産に登録された「北海道・北東北の縄

文遺跡群」のこれまでの歩みや構成資産などを紹介する。 
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１ 青森県基本計画「選ばれる青森」への挑戦 ～支え合い、共に生きる～ 

 県行政全般に係る政策・施策の基本的な方向性を総合的・体系的に示す「青森県

基本計画『選ばれる青森』への挑戦」の概要を紹介する。 

  

(1) 「青森県基本計画『選ばれる青森』への挑戦」とは 

 ・県行政全般に係る政策及び施策の基本的な方向性について総合的かつ体系的に

示した県行政運営の基本方針 

・計画期間は５年間（2019～2023年度） 

・最重要課題は「人口減少克服」 

 

＜選ばれる青森＞ 

・若者や女性の皆さんから、学ぶ場所・働く場所・生きる場所として「選ばれる青森」 

・農林水産品や観光、北海道・北東北の縄文遺跡群など、様々な分野での青森県の価値が国内外から 

「選ばれる青森」をめざす、という２つの意味がある。 

＜支え合い、共に生きる＞ 

・2025年の超高齢化時代の到来を見据え、地域におけるつながりや助け合いを 

大切にしていく、という意味がある。 

 ＜ロゴマークのコンセプト＞ 

 ・Aomori の Aをモチーフに、これらが中心に向かって集まる様子をデザインし、 

青森県に人やモノが集まり、「選ばれる青森」を実現していくというメッセージ 

と、県民が持てる力を結集し、支え合うイメージを表現。 

 

(2) 2030年の青森県のめざす姿 

 ・2030年のめざす姿として「生活創造社会」を掲げ、その実現をめざす。 

 

 

 

・めざす姿（青森ブランド）の具体像 

  様々な分野の「生業」と「生活」が生み出す価値が一体となって世界から評価

され、県民自身もその価値を誇りに思い、存分に享受している状態 

 

 

 

 

 

 

 

青森県基本計画の推進 Ⅰ 
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(3) 今後の大きな課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜新型コロナウイルス感染症への対応＞ 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、県民生活に大きな変化をもたらし、様々な経済活

動に影響を及ぼしている。 

・感染拡大の防止に最大の注意を払いながら、危機感とスピード感を持って地域経済の回復に

も取り組んでいく必要がある。 

 

(4) 今後重視していく取組の方向性 

①経済を回す 

人口減少社会にあっても持続可能な地域づくりを着実に   

  進めるため、地域において魅力ある「しごと」をつくり、多   

様な雇用を生み出し、そこで生まれた収入を地域経済の中で 

しっかりと回していく「経済を回す」仕組みづくりを進める。 

②世界へ打って出る～Local to World～ 

グローバル化の進展やアジア諸国の経済成長を見据え、これ

まで以上に世界を視野に入れ、「攻めの姿勢」で取り組む。 

③労働力不足への対応 

若者の県内定着、人財還流を促進し、多様な働き方ができる環境づくりを進めるととも

に、ＡＩやＩｏＴ活用等による生産性向上に取り組む。 

④「青森県型地域共生社会」の実現 

県民の誰もが、地域で安心して老後を迎えることができる「青森県型地域共生社

会」の実現をめざす。 

⑤県民の健康づくり 

平均寿命、健康寿命の延伸に向け、県民の健康づくりに対する意識向上を図るとともに、

ライフスタイルに応じた生活習慣の改善、健診等受診率向上などに取り組む。 

⑥ふるさとあおもりへの自信と誇り 

県民誰もが本県への誇りを持ち、県外・海外に向けて自信を持って発信していけ

るよう、県民の意識醸成に取り組む。 

若者・女性の県外流出 

・進学や就職を契機とした若者の県外流出 

が人口減少の大きな要因となっている。 

・引き続き、多様で魅力あるしごとづくり 

を進めることが重要である。 

人手不足の顕在化と労働生産性の向上 

・多くの産業分野で慢性的な人手不足が顕 

在化している。 

・労働力の適正配分と、一人当たりの労働 

生産性を高めていくことが重要である。 

2025年超高齢化時代への対応 

・2025年には団塊の世代が全て後期高齢者 

となり、これまで経験したことのない超 

高齢化時代を迎える。保健・医療・福祉 

体制の一層の充実が大きな課題である。 

平均寿命・健康寿命の延伸 

・本県の平均寿命は着実に延伸している 

が、依然として全国最下位。 

・平均寿命とともに、健康寿命を延伸し 

ていくことも重要である。 
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(5) めざす姿の実現に向けて 

めざす姿の実現に向かって、それぞれの視点から取り組んでいく。 

 

＜全県計画４分野＞ 

４つの分野を設定し、全県的な視点で取組を展開していく。 

 

 

 

 

 

 

＜戦略プロジェクト＞ 

５つの戦略プロジェクトを設定し、分野横断で重点的に取り組んでいく。 

 
＜地域別計画＞ 

６つの地域県民局の圏域ごとに、各地が置かれている 

状況や、地域の特性を踏まえた取組を進めていく。 

 

 

 

＜ＳＤＧｓの理念を踏まえた施策展開＞ 

ＳＤＧｓの理念を踏まえながら計画の推進 

を図る。 
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１ 人口・世帯 

 青森県 全 国 

人口総数 

世帯総数 

１世帯当たり人員 

人口性比 

（女性 100 人に対する男性の数） 

人口密度 

123万 

51万 

2.42 

89.1 

 

128.3 

7,984人 

1,526世帯 

人 

人 

 

人／km2 

1億 2,614万 

5,583万 

 2.26 

94.7 

 

338.2 

6,099人 

154世帯 

人 

人 

 

人／km2 

資料：総務省統計局「国勢調査」（令和２年 10月１日現在） 

国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」 

① 総人口及び男女別人口の推移 

1920年から５年ごとに実施されてきた国勢調査によると、本県の総人口は、1985

年の 152万 4,448人をピークに減少に転じている。2020年 10月１日現在の人口は

123 万 7,984 人と 2015 年から７万 281 人の減少となり、減少数は過去最大となっ

ている。 

男女別では、男性は 1980年の 73万 5,444人、女性は 1985年の 79万 3,009人を

ピークに、以降男女とも減少が続いている。（図１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ※202１（令和３）年の数値は推計によるもの。 

基 本 情 報Ⅰ 基 本 情 報ⅠⅡ 
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1,383 
1,427 1,417 
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1,524 
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1,483 
1,482 

1,476 
1,437 

1,373 1,308 

1,238 1,221 

0
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1920

(T9)
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(H2)
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(H27)

20 21

(R3)

図１ 総人口及び男女別人口（青森県,各年10月1日現在）

男

女

（千人）

資料：総務省統計局「国勢調査」（1945年のみ「人口調査」）、県企画政策部「青森県人口移動統計調査」

年
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② 年齢３区分別人口の推移 

2020年 10月１日現在の本県の年齢３区分別人口は、14歳以下（年少人口）が 13

万 259人（総人口の 10.5％）、15～64歳（生産年齢人口）が 68万 9,910人（同 55.7％）、

65歳以上（老年人口）が 41万 7,815人（同 33.7％）となっている。 

近年は老年人口が急激に増加する一方で、少子化により年少人口が減少しており、

2000年調査からは老年人口が年少人口を上回っている。また、生産年齢人口も 1995

年調査以降減少が続いている。（図２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※201５年及び 2020年は「年齢不詳」をあん分等により補完した「不詳補完値」による。なお、割合は 2015年及び 

2020年は不詳補完値により、2010年以前は分母から年齢不詳を除いて算出している。 

 

③ 人口ピラミッドの変遷 

 

  

 

図３ 人口ピラミッドの変遷 

 

資料：総務省統計局「国勢調査」 

（千人）                 （千人）                     （千人）                  （千人） 

40.8 

41.0 

41.0 

41.6 

41.2 

40.8 

38.9 

37.9 

36.0 
31.6 

27.8 
25.9 

24.0 
22.2 

19.5 
17.0 

15.1 
13.9 

12.6 

11.4 

10.5 

54.8 

55.0 

55.3 

54.7 

55.1 

55.3 

57.5 

58.1 

59.5 
63.1 

65.9 

66.6 

67.1 

67.4 

67.5 

67.0 
65.4 

63.4 

61.7 

58.5 

55.7 

4.4 4.0 3.7 3.7 3.6 3.9 3.7 4.0 4.5 
5.3 6.3 

7.5 8.8 
10.4 

12.9 
16.0 

19.5 
22.7 

25.8 
30.1 

33.7 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

1920

(T9)

25 30

(S5)

35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

(H2)

95 2000 05 10 15 20年

(R2)

（％）（千人） 図２ 年齢３区分別人口（青森県）各年10月1日現在

年少人口 生産年齢人口 老年人口
年少人口割合 生産年齢人口割合 老年人口割合

資料：総務省統計局「国勢調査」

(1945年のみ「人口調査」）（右目盛）
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④ 人口動態（自然動態、社会動態） 

本県の自然動態（出生数-死亡数）は、1998年までは出生数が死亡数を上回って推

移（自然増）していたが、1999 年には出生数と死亡数が逆転し、自然減に転じた。

以降、減少幅は拡大傾向にあり、2020年の自然動態はマイナス 11,068人となった。 

社会動態（転入数-転出数）については、リーマンショックの 2008年から 2011年

まで転出超過数は減少傾向にあったが、2012年以降は 5,000人から 6,000人台で推

移していた。2020年は新型コロナウイルス感染症などの影響により、転出超過数は

マイナス 4,640人と前年に比べ 953人減少した。 

自然動態と社会動態を合わせた人口動態は、近年はマイナス幅が拡大傾向にあ

ったが、2020年は社会減の縮小によりマイナス 15,576人と前年に比べ 948人減少

した。（図４） 
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-15,000
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-5,000

0

5,000

10,000

15,000
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（人）

資料：青森県「人口移動統計調査」

図４ 本県の人口動態の推移

社会増減

自然増減

人口増減

6,556

-7,560

1,551

-14,823

-15,576

（S55） （R2）
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２ 財 政 

前年度対比 

県当初予算（令和４年度・一般会計） 7,333億円    2.0％増 

                        資料：県総務部 

 

① 県当初予算 

 県は、県民生活を支えるために様々な事業を担っているが、県の当初予算は、県

の事業が年間を通じてどのような形で実施されるのかを表現したものであって、県

民の納める税金等の貴重な財源が実際にどのような形で県民に還元されるのかが把

握できる。県では、「入るを量りて出ずるを為す」、すなわち、当該年度における収

入を適切に見込んだ上で、それに見合う範囲で支出を行うべきとの基本的な考え方

で毎年度の予算編成を行っている。 

 本県ではこれまで、基本計画に基づく県の重点課題等に着実に対応した上で、持

続可能な財政基盤の確立に向けた財政健全化努力を継続しており、一般会計当初予

算の規模は、平成 12（2000）年度の 9,184億円をピークに、近年では概ね 7,000億

円前後の規模で推移している。 

令和４（2022）年度一般会計当初予算は、令和３年度に引き続き、新型コロナウ

イルス感染症の拡大防止と地域経済の回復等の直面する課題に最大限対応した結果、

平成 18（2006）年度以降最大の規模である 7,333億円となった。（図１） 
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9,033
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4,000
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8,000

10,000
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（H12）
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予算額

図１ 一般会計当初予算額の推移(億円)

資料：県総務部

年度
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ア 歳入 

地方交付税、国庫支出金や県債など依存財源の割合が高く、地方交付税の割合

（29.3％）が、自主財源の主なるものである県税の割合（19.8％）を上回っている

ことから、本県は県税などの自主財源に乏しく、地方交付税への依存度合いが大き

い状況にある。（図２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【用語の解説】 

○一般会計 

 行政運営の基本的な経費全般を含む、県の会計の中心となる会計。 

○自主財源 

 県税、使用料、手数料、諸収入など県自らが徴収または収納しうる財源。 

○依存財源 

地方交付税、国庫支出金、地方譲与税など、国から定められた額を交付または割

り当てされる財源。 

・地方交付税 

所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税の一定割合の額を、国が各地方 

公共団体に人口、面積、財政力などに応じて交付する税。なお、使いみちは 

各団体が自由に決められる。 

・国庫支出金 

特定の事業を行うために国から交付される負担金、補助金及び委託金。 

・県債 

原則として、道路や学校などの公インフラ施設の建設費用にあてるための県 

の長期借入金。施設を将来利用する世代と現役世代との間で世代間の負担の 

公平化を図る役割を果たしている。 

 

 

歳入

7,333億円

依存
財源

自主
財源

県税

諸収入

地方消費税
清算金

その他

地方交付税

国庫
支出金

県債

図２ 歳入の構成比

資料：県総務部

19.8%

10.1%

8.4%

2.8%

41.1%
58.9%

29.3%

19.4%

6.7%

その他 3.5%
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イ 歳出 

一般的に歳出全体に占める比率が高いほど財政が硬直化していると言われる義務

的経費が、全体の 38.2％を占めているが、これまでの行財政改革における職員給与・

職員数の適正管理等の取組等により、近年は減少傾向にある。 

投資的経費（15.6％）は、普通建設事業費において毎年度計画的な実施に努めて

おり、その他（46.2％）については、主に補助費等において社会保障関係費の増に

伴い、増加傾向にある。（図３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【用語の解説】 

○義務的経費 

 県の支出が義務づけられ任意に節減できない硬直性の強い経費。 

・人件費：議員報酬、職員給与、退職手当など、職員等に対し勤労等の対価として

支払われる経費 

・扶助費：社会保障制度の一環として、生活保護法、児童福祉法、老人福祉法等に

基づき支出される経費 

・公債費：県債における元金、利子の返済等に要する経費 

○投資的経費 

 その支出の効果が資本形成に向けられ、施設等がストックとして将来に残るもの

に支出される経費。 

・普通建設事業費：道路や学校、庁舎などの公共施設の整備等に要する経費 

○その他 

 社会保障関係費などを含む補助費等、県が管理する公用施設等の保全経費や除排

雪経費を含む維持補修費、職員旅費などの消費的性質を持つ物件費などの、義務

的経費及び投資的経費以外の経費。 

歳出
7,333億円

義務的
経費

投資的経費

その他

人件費

扶助費

公債費

普通建設
事業費災害復旧

事業費

補助
費等

貸付

その他

図３ 歳出の構成比

資料：県総務部

21.5%

38.2%

15.6%

46.2% 2.7%

14.0%

15.0%

0.6%

29.1%

8.9%

8.2%
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② 県財政の状況 

ア 財源不足額（基金取崩額） 

これまでの財政健全化努力の継続の結果、平成 29（2017）年度以降当初予算編成

時における基金取崩額はゼロとなっている。（図４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 基金残高の推移 

行財政改革の取組等を着実に進め、基金取崩額の抑制に努めてきた結果、基金残

高の減少に歯止めがかかっているものの、平成 15（2003）年度との比較では半額以

下となっている。（図５） 
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図４ 基金取崩額（当初予算ベース）（億円）

資料：県総務部

※2013年度は６月補正予算後
(H17) (R4)
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資料：県総務部

図５ 基金残高の推移

※2021年度以降は、2022年度当初予算編成時の見込み額。

年度（H15）
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ウ 県債発行総額 

将来世代の負担軽減に向けて、県債発行総額の抑制に継続的に努めてきたことや、

北海道新幹線建設のための県債発行額が減少に転じたこと等もあり、平成 26（2014）

年度以降、県債発行総額は減少傾向となっている。なお、令和４（2022）年度は、臨

時財政対策債※が減額となったことにより、県債発行総額が前年度を下回った。（図

６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 臨時財政対策債：地方一般財源の不足に対処するため、地方財政法第５条の特例（投資的経費以外の経

費にも充てることができる）として発行される地方債｡臨時財政対策債の元利償還金相当額については､

その全額が後年度に地方交付税の基準財政需要額に算入される｡  

 

エ 県債残高の推移 

将来世代の負担軽減に向けて、県債発行総額の抑制等に努めてきた結果、県債残

高は、県政史上初めて減少に転じた平成 23（2011）年度以降着実に減少しており、

令和３（2021）年度末残高は平成 10（1998）年度以来 23年ぶりに１兆円を下回る見

通しである。（図７） 
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図７ 年度末県債残高の推移
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３ 経済 

 

(1) 県民所得 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 県内総生産(生産側) 

2018 年度の県内総生産（生産側、名目）は、４兆 3,744 億円で前年度比 1.3％の

減少となり、実質とともに３年連続のマイナス成長となった。 

第１次産業は、農業が前年度並みだったものの、するめいかの漁獲量の大幅な

減少やホタテガイの販売価格の低下の影響などにより水産業が減少したことなど

から、前年度に比べ 2.8％減の 2,077 億円となった。 

第２次産業は、公共土木の増加により建設業がやや増加したものの、一次金属

の大幅減少などにより製造業が減少したことなどから、前年度比 6.2％減の 9,190

億円となった。 

第３次産業は、不動産業、卸売・小売業、宿泊・飲食サービスなどが減少した

一方、専門・科学技術、業務支援サービス業、保健衛生・社会事業などが増加し

たことなどから、前年度とほぼ横ばいの３兆 2,728 億円となった。 

（県内総生産を 100 とした）産業別構成比は、第１次産業 4.7％、第２次産業

21.0％、第３次産業が 74.8％となった。 

県内総生産の増加率（名目経済成長率）に占める寄与度のうち、主なものは、

専門・科学技術、業務支援サービス業(＋0.29％）、保健衛生・社会事業（＋0.23％）、

製造業（－1.45％）、不動産業（－0.43％）などとなっている。（次頁表１） 

 

 

 

 

 

 

2017(H29)年度 2018(H30)年度

県内総生産(名目) 44,324 億円 43,744 億円 △ 1.9 △ 1.3

県内総生産(実質：連鎖方式) 43,008 億円 42,374 億円 △ 2.7 △ 1.5

県民所得 32,081 億円 31,665 億円 △ 3.5 △ 1.3

1人当たり県民所得 2,509 千円 2,507 千円 △ 2.4 △ 0.1

国内総生産(名目) 5,475,860 億円 5,483,670 億円 2.0 0.1

国内総生産(実質：連鎖方式) 5,320,204 億円 5,336,679 億円 1.9 0.3

国民所得 4,008,779 億円 4,042,622 億円 2.2 0.8

1人当たり国民所得 3,164 千円 3,198 千円 2.4 1.1

1人当たり県民所得の水準(国＝100) 79.3 78.4 － －

資料：県統計分析課「平成30年度青森県県民経済計算」、内閣府「平成30年度国民経済計算」

2017(H29)年度 2018(H30)年度

対前年度増加率(％)

青
森
県

全
　
国

項目　　／　　年度

実　　　　　額
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② 経済成長率 

2018 年度の本県経済は、個人消費などで弱い動きが見られたものの、生産動向

や雇用動向が堅調に推移し、緩やかな回復を続けたが、経済成長率は実質で 1.5％

減と３年連続のマイナス成長となった。（図２） 
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図２ 実質経済成長率の推移

資料：県統計分析課「平成30年度青森県県民経済計算」
内閣府「平成30年度国民経済計算」

青森県(実質)

国(実質)

(％)

年度

(単位：百万円、％)

2017(H29)年度 2018(H30)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度

１．農林水産業 213,598 207,719 -8.3 -2.8 4.8 4.7 -0.13

　(１) 農　業 176,666 175,992 -9.0 -0.4 4.0 4.0 -0.02

　(２) 林　業 2,538 2,883 -6.3 13.6 0.1 0.1 0.01

　(３) 水産業 34,394 28,844 -4.4 -16.1 0.8 0.7 -0.13

２．鉱　　業 10,683 9,580 4.5 -10.3 0.2 0.2 -0.02

３．製 造 業 693,708 629,455 -5.9 -9.3 15.7 14.4 -1.45

４．電気・ガス・水道・廃棄物処理業 115,185 112,034 -2.8 -2.7 2.6 2.6 -0.07

５．建 設 業 275,821 279,968 -8.5 1.5 6.2 6.4 0.09

６．卸売・小売業 536,633 530,480 0.2 -1.1 12.1 12.1 -0.14

７．運輸・郵便業 245,225 245,549 0.1 0.1 5.5 5.6 0.01

８．宿泊・飲食サービス業 104,606 100,963 2.2 -3.5 2.4 2.3 -0.08

９．情報通信業 117,935 121,688 -2.2 3.2 2.7 2.8 0.08

10．金融・保険業 151,874 158,732 0.9 4.5 3.4 3.6 0.15

11．不動産業 501,250 482,275 0.5 -3.8 11.3 11.0 -0.43

12．専門・科学技術、業務支援サービス業 253,984 266,748 0.1 5.0 5.7 6.1 0.29

13．公　　務 428,398 434,054 0.6 1.3 9.7 9.9 0.13

14．教　　育 192,977 190,277 -0.6 -1.4 4.4 4.3 -0.06

15．保健衛生・社会事業 429,540 439,627 0.6 2.3 9.7 10.0 0.23

16．その他のサービス業 193,622 190,345 2.0 -1.7 4.4 4.4 -0.07

小　　計 4,465,040 4,399,495 -1.7 -1.5 100.7 100.6 -1.48

    輸入品に課される税・関税 22,776 27,018 16.3 18.6 0.5 0.6 0.10

   (控除)総資本形成に係る消費税 55,373 52,094 28.5 -5.9 1.2 1.2 0.07

合　　計 4,432,443 4,374,419 -1.9 -1.3 100.0 100.0 -1.31

(再掲)第１次産業（１） 213,598 207,719 -8.3 -2.8 4.8 4.7 -0.13

　　　第２次産業（２．３．５） 980,212 919,003 -6.5 -6.2 22.1 21.0 -1.38

　　　第３次産業（４．６～16） 3,271,230 3,272,773 0.3 0.0 73.8 74.8 0.03

　※　構成比は、小計を100とした値。

資料：県統計分析課「平成30年度青森県県民経済計算」

表１　経済活動別県内総生産(生産側、名目)

項　　　　　　目
実　額 増加率 構成比 増　加

寄与度
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③ 県民所得 

2018 年度の県民所得の総額は３兆 1,665 億円で、前年度比 1.3％の減少となっ

た。内訳として、県民雇用者報酬が 0.5％増加、財産所得が 11.4％増加、企業所

得が 7.0％減少となっている。（図３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、１人当たり県民所得は、2018 年度 250 万 7,000 円と前年度を下回った。

国を 100 とした水準では 78.4 となっている。（図４） 
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図３ 県民所得（分配）（億円）
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資料：県統計分析課「平成30年度青森県県民経済計算」
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④ 県内総生産(支出側) 

県内総生産（名目）を支出側からみると、民間最終消費支出は、その大半を占

める家計最終消費支出において住居・電気・ガス・水道が減少したことなどから、

前年度比 1.3％の減少、政府最終消費支出は、国（国出先機関）が増加したこと

などから前年度比 0.8％の増加、総資本形成は、総固定資本形成で民間の企業設

備が減少したことなどから、前年度比 7.6％の減少となった。（図５） 

 

 

⑤ 移出と移入の推移 
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（％）(千円） 図４ １人当たり県民所得

資料：県統計分析課「平成30年度青森県県民経済計算」、内閣府「平成30年度国民経済計算」

国＝100とした水準
（右目盛）

年度

11,749 11,427 10,340 10,537 9,677 10,476 10,509 10,807 9,741 10,194 10,858 12,679 11,714
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図５ 県内総生産（支出側、名目）

資料：県統計分析課「平成30年度青森県県民経済計算」

民間最終消費支出

政府最終消費支出

総資本形成

県内総生産（合計）

財貨・サービスの移出入（純）等

年度
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純移出（移出から移入を差し引いたもの）は、移入超過の状態が続いている

が、2018 年度は前年度比で超過幅が 6.8％拡大し、7,391 億円の移入超過となっ

た。 
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資料：県統計分析課「平成30年度青森県県民経済計算」

年度
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⑥ 物価指数（デフレーター）の推移 

 県内総生産のデフレーターは、物価の総合的な動きを表し、県内総生産の名目

値を実質値で除して得られる指数である。 

一般的には、デフレーターが上昇した場合はインフレ、低下した場合はデフレ

といえる。ただし、原材料価格が上昇したものの最終製品価格への転嫁が不十分

だった場合、消費者物価指数や企業物価指数は上昇するが、付加価値が減少する

ため、県内総生産のデフレーターは低下することがある。 

 県内総生産のデフレーターは、近年上昇傾向にある。2018 年度は 103.2 とな

り、前年比 0.1 の上昇となった。（図７) 

 

 

102.1 

101.9 

102.5 

100.6 

100.7 

100.1 

99.4 

99.1 

100.8 

101.7 

102.3 

103.1 

103.2 

90

95

100

105

110

2006

(H18)

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

(H30)

図７ 県内総生産デフレーター（生産側、連鎖方式）
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資料：県統計分析課「平成30年度青森県県民経済計算」

（平成23暦年＝100）
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 (2) 家計・物価・賃金 

 青森県 全 国 

二人以上世帯の勤労者世帯の実収入 

（2019年、１か月平均） 

46万 3,269 円 53万 1,382 円 

消費者物価地域差指数(2020年・総合指数) 98.1 100 

所定内給与額（2019年１か月平均、常用雇

用者 10人以上、産業計) 

23万 9,000 円 30万 7,700 円 

資料：総務省「2019 年全国家計構造調査」、「2020年（令和２年）小売物価統計

調査（構造編）結果」、厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」 

 

① 勤労者世帯の家計収支 

 2019年の勤労者世帯（二人以上世帯）の１か月平均実収入は、全国の 53万 1,382

円に対し、本県は 46万 3,269円となっている。また、消費支出は、全国の 28万 9,503

円に対し、本県は 26万 4,325円となっている。 (表１) 

 家計消費支出に占める費目別の割合を全国と比較すると、「光熱・水道」、「家具・

家事用品」、「交通・通信」で全国を上回っている。(次頁図２) 

  

　（単位：円）

青森県 全国

3.14 3.17

実収入 463,269 531,382

世 帯 主 の 勤 め 先 収 入 282,342 362,212

世帯主の配偶者の勤め先収入 76,311 78,201

そ の 他 の 収 入 104,616 90,969

390,061 438,768

消費支出 264,325 289,503

食 料 68,482 76,185

住 居 16,172 20,929

光 熱 ･ 水 道 22,833 19,596

家 具 ･ 家 事 用 品 9,986 9,711

被 服 及 び 履 物 8,724 12,255

保 健 医 療 9,627 12,718

交 通 ･ 通 信 51,794 45,549

教 育 13,198 15,370

教 養 娯 楽 18,098 27,698

そ の 他 の 消 費 支 出 45,412 49,490

2019(令和元)年

世帯人員(人)

67.8

可処分所得

平均消費性向(％)
66.0

（消費支出/可処分所得）

資料：総務省「全国家計構造調査」

　　（二人以上の勤労者世帯）
表１　世帯当たり1か月間の平均家計収支
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② 消費者物価地域差指数 

 2020年の本県の消費者物価地域差指数（全国平均＝100）は、総合指数が 98.1と

なっている。費目別では「光熱・水道」が 110.8 と、全国で７番目に高い水準とな

っている。 (図３) 
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図２ 家計消費支出の費目別割合（2019(令和元)年）

食料 住居 光熱･水道 家具･家事用品

被服及び履物 保健医療 交通･通信 教育

教養娯楽 その他の消費支出
資料：総務省「全国家計構造調査」
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図３ 青森県の消費者物価地域差指数
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青森県(2020(R2))

※総合、住居の指数は持家の

帰属家賃を含まない。 資料：総務省「2020年（令和２年）小売物価統計調査（構造編）結果」
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③ 消費者物価指数の推移 

2020年を 100とした 2021年の青森市の消費者物価指数は、５年前の 2016年に比

べ「光熱・水道」が大きく上昇し、次いで「家具・家事用品」、「食料」、「教養娯楽」、

「住居」、「被服及び履物」、「保健医療」の順に上昇している。一方、「教育」、「交通・

通信」、「諸雑費」は下落している。（表４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 常用労働者の賃金 

常用労働者（期間を定めずに雇用されている労働者もしくは１か月以上の期間を

定めて雇用されている労働者）10人以上の事業所の所定内給与額（きまって毎月支

給される現金給与額から超過労働給与額を差し引いた額）は、2019年は前年比 2,200

円減の 23万 9,000円と、全国最下位となっている。(表５) 

 

現　金
給与額

所定内
給与額

歳 年 時間 時間 千円 千円 千円

全国計 43.1 12.4 160 13 338.0 307.7 950.9
北海道 44.1 11.9 160 13 308.8 280.8 763.1
青　森 44.5 12.6 164 11 258.8 239.0 605.1
岩　手 44.4 12.6 163 13 270.6 245.7 666.1
宮　城 43.6 12.8 160 13 316.6 287.3 840.7
秋　田 44.6 13.6 163 9 263.8 243.9 629.2
山　形 43.6 13.6 163 12 270.4 245.3 635.2
福　島 43.4 12.5 162 12 288.3 261.1 698.1

資料：厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」

　表５　都道府県別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び

勤　続

年　数

所定内

実労働
時間数

超　過

実労働
時間数

年間賞与

そ の 他
特　　別

給 与 額

年　齢 きまって支給する

　　　　年間賞与その他特別給与額（産業計、企業規模10人以上計）

表４　消費者物価指数の費目別推移（青森市）

2016 2021 2016

(H28) (R3) →2021

総合 97.6 98.6 99.9 100.6 100.0 100.0 2.4

食料 95.7 96.5 97.8 98.6 100.0 100.2 4.5

住居 99.0 98.5 98.5 99.2 100.0 100.7 1.7

光熱・水道 93.1 98.7 104.7 106.0 100.0 104.2 11.1

家具･家事用品 96.5 97.0 96.9 99.6 100.0 101.4 4.9

被服及び履物 97.2 96.2 96.5 99.3 100.0 98.3 1.1

保健医療 98.3 98.7 100.2 100.1 100.0 99.1 0.8

交通・通信 99.4 100.1 102.0 101.2 100.0 94.5 -4.9

教育 105.8 106.6 106.9 105.9 100.0 99.0 -6.8

教養娯楽 98.1 99.4 98.9 99.8 100.0 101.1 3.0

諸雑費 103.4 103.7 104.7 104.4 100.0 101.1 -2.3

資料：総務省「消費者物価指数」

20
(R2)

17 18
19

(R1)
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⑤ 産業別の所定内給与額と年間賞与額 

本県の産業別所定内給与額は、「教育・学習支援業」が 30 万 5,300 円と最も高く

（全国：38 万 7,900 円）、「宿泊業、飲食サービス業」が 19 万 9,500 円と最も低い

（全国：24万 7,800円）。 

一方、年間賞与額では、「金融業・保険業」が 95 万 5,900 円と最も高く（全国：

146万 4,200円）、「宿泊業、飲食サービス業」が 19万 2,700円と最も低くなってい

る（全国：36万 8,100円）。(図６) 

 

⑥ 学歴別初任給 

2019 年の本県の学歴別の初任給額（男女計）は、大学卒で 19 万 200 円（前年比

0.4％増）、高専・短大卒で 16万 4,700円（同 1.5％増）と増加したが、大学院修士

課程修了では同 0.5％減、高校卒では同 0.9％減となっている。 

なお、東京を 100 とした場合の水準は、大学院修士課程修了では男女とも、大学

卒では男において、前年と比べて格差が縮小している。(表７) 
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資料：厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」

図６ 産業別所定内給与額及び年間賞与額

青森 全国

(万円)

初任給額 格差 初任給額 格差 初任給額 格差 初任給額 格差

（千円） (東京=100) （千円） (東京=100) （千円） (東京=100) （千円） (東京=100)

男 228.6 91.8 196.0 87.5 163.2 81.8 151.7 85.8

女 225.9 90.1 184.0 85.1 165.6 82.1 149.4 82.9

男女計 226.3 90.7 190.2 86.3 164.7 82.0 150.5 84.5

表７　青森県の性別・学歴別　初任給額
（産業計、企業規模10人以上計）

資料：厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」

 

大学院修士課程修了 大学卒 高専・短大卒 高校卒
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 (3) 金 融 

県内金融機関貸出残高  (2021年３月末) 3 兆 2,123億円 

 

 

 

前年同期比  3.3％増加 

資料：日本銀行青森支店 

 

① 貸出残高 

  県内金融機関（国内銀行（ゆうちょ銀行を除く）、信用金庫、信用組合の青森県

内店舗）の貸出残高総額は、2014年以降緩やかな上昇傾向を示しており、2021年

３月末の貸出残高は、３兆 2,123億円と、前年同期比 3.3％の増加となった。（図

１） 

 

 

② 企業倒産 

2021年の県内の企業倒産（１件負債金額 1,000万円以上）は、件数では前年比

25.0％減の 33 件、負債金額では前年比 14.7％減の 60 億 4,700 万円となってい

る。１件当たりの負債金額は前年比 13.8％増の１億 8,324万円となった。（表２、

次頁図３、図４） 
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(R3年3月)

（億円）

図１ 県内金融機関貸出残高の推移（末残ベース）

資料：日本銀行青森支店

2012

(H24)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2021

(R3)

企 業 倒 産 件 数 (件) 57 53 66 52 49 44 44 61 44 33

企 業 倒 産 負 債 金 額 (百万円) 52,781 11,199 9,485 6,894 12,227 8,926 9,426 9,622 7,086 6,047

１件当たり負債金額 (万円) 92,598 21,130 14,371 13,258 24,953 20,286 21,423 15,774 16,105 18,324

表２　県内企業倒産の推移

区　　　　　　分

※ 企業倒産は、1件負債金額が1,000万円以上のものである。

  資料：(株)東京商工リサーチ青森支店
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図３ 企業倒産の状況倒産件数

(件)

負債金額
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年
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資料：(株)東京商工リサーチ青森支店

図４ 企業倒産１件当たり負債金額(万円)

年
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 (4) 景気動向 
 

地区ごとに見た景気の現状判断 

 

資料：県統計分析課「青森県景気ウォッチャー調査」 

※下北地区はサンプル数が少ないため参考値 

 

① 景気動向指数 

景気動向指数は、景気の現状把握及び将来予測に資するために作成された統合的

な景気指標であり、ＤＩ(Diffusion Index)とＣＩ(Composite Index)がある。 

ＤＩは、景気拡張の動きの各経済部門への波及効果を測定するとともに、景気局

面の判定に用いることを目的としているが、ＣＩは、景気変動の大きさ（景気の山

の高さや谷の深さ）やテンポ（拡張や後退の勢い）を測定することを目的としたも

のである。 

ＣＩには、景気に先行して動く先行指数、ほぼ一致して動く一致指数、遅れて動

く遅行指数の３本の指数があり、景気の現状把握には一致指数（以下「一致ＣＩ」）

を利用する。 

一般的に一致ＣＩが上昇している時が景気の拡張期（好況）、低下している時が後

退期（不況）であり、一致ＣＩの動きと景気の転換点はおおむね一致する。 

一致ＣＩの変化から拡張又は後退のテンポを読み取ることができるが、例えば景

気拡張局面においても一致ＣＩが単月で低下するなど、不規則な動きも含まれてい

ることから、移動平均値をとることにより、ある程度の期間の月々の動きをならし

て見ることが望ましい。 

本県の一致ＣＩをみると、特に 2020年３月から５月は新型コロナウイルス感染

症の影響により大きく低下し、2011年の東日本大震災の影響による落ち込みと比

べても低くなっている。2020年６月以降は上昇傾向にある。（次頁図１） 
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全国の一致ＣＩは、2014年４月の消費税引き上げ以降ほぼ横ばいであったが、2018

年後半以降は下降傾向にある。特に、2020年３月から５月は新型コロナウイルス感

染症の影響により大幅に落ち込んだが、同年５月を底に上昇トレンドとなっている。

（図２） 
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資料：県統計分析課「青森県景気動向指数」

図１ 青森県の景気動向指数（一致ＣＩ:2015年=100）
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資料：内閣府「景気動向指数」

図２ 全国の景気動向指数（一致ＣＩ:2015年=100）
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② 業況判断ＤＩ 

業況判断ＤＩは「良い」と答えた割合から「悪い」と答えた割合を引いて求める

ため、プラスになれば景気が良く、マイナスになれば景気が悪いと判断される。  

日本銀行企業短期経済観測調査（日銀短観）から本県の業況判断ＤＩをみると、

2012年６月期以降はマイナスに転じることなく推移していたが、2020年３月期以降

は全国的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大等によりマイナスに転じ、特に、

全国で緊急事態宣言が発出された後の同年６月期は大きなマイナスとなった。同年

９月期以降は、マイナス幅が小さくなってきたが、マイナスが続いている。（図３） 

 

 

業種別業況判断ＤＩは、全国、本県とも、2008年９月のリーマンショックに端を

発した世界的な不況により、製造業、非製造業ともに大きく低下した。2009年後半

から徐々に上昇が見られ、東日本大震災の影響等により一時的に低下したものの、

震災からの復興需要や国の経済政策の影響などにより、プラスの傾向にあった。2019

年頃から、全国、本県とも製造業がマイナスに転じ、2020年に入ると、新型コロナ

ウイルス感染症の全国的な感染拡大により、非製造業も大きくマイナスに転じた。

2021年は、本県では、製造業はプラスに転じたが、非製造業はマイナスが続いてい

る。（次頁図４、図５） 
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資料：日本銀行青森支店「県内企業短期経済観測調査結果」

図３ 日銀短観による業況判断ＤＩ（全産業）
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③ 景気ウォッチャー調査 

四半期ごとに実施している青森県景気ウォッチャー調査から、景気の現状判断Ｄ

Ｉをみると、東日本大震災直後の 2011年４月期、新型コロナウイルス感染症の影響

が拡大した 2020年４月期などに大きく下降している。2020年 10月期には景気の横

ばいを示す 50に近づいたが、2021年に入っても 50を下回っている。全国は、2021

年 10月期には 50を上回った。（次頁図６） 
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資料：日本銀行青森支店「県内企業短期経済観測調査結果」

図４ 日銀短観による業種別業況判断ＤＩ（青森県）
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資料：日本銀行調査統計局「全国企業短期経済観測調査結果」

図５ 日銀短観による業種別業況判断ＤＩ（全国）
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本県の家計関連、企業関連、雇用関連の分野別の現状判断ＤＩは、2020年４月期

に、新型コロナウイルス感染症の全国的な感染拡大に伴う緊急事態宣言の発出等の

影響により、いずれも大幅に悪化した。同年７月期以降は、ＤＩは 50に近づき、10

月期は雇用関連で 50 を上回ったが、2021 年には家計関連・企業関連で再び悪化す

るなど、不安定な動きとなっている。（図７） 
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図６ 景気現状判断ＤＩ
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図７ 青森県内の分野別景気現状判断ＤＩ
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2021 年７月 27 日に「北海道・北東北の縄文遺跡群」が世界文化遺産に登

録されました！ここでは、世界文化遺産登録までの歩みや構成資産など

をご紹介します。 
 
１ 世界文化遺産に登録されるまで 

 縄文遺跡群の世界遺産登録への挑戦は、2005 年 10 月に三村知事が青森県内の

縄文遺跡群の世界遺産登録を目指すことを表明したことに始まります。2006 年に

文化庁が世界遺産暫定一覧表への記載案件を公募することを表明し、青森県は「青

森県の縄文遺跡群」を、秋田県は「ストーンサークル」の提案書を文化庁に提出

しました。両提案は、文化審議会における審議の結果、継続審議となり、2007 年

に行われた「北海道・北東北知事サミット」において４道県で共同提案すること

を合意し、再度提案書を文化庁に提出しました。審議の結果、「北海道・北東北を

中心とした縄文遺跡群」として暫定一覧表へ記載することが決定し、2009 年 1 月

にユネスコ世界遺産暫定一覧表に記載されました。 

その後、４道県と関係自治体では、構成資産の検討や課題を整理しながらユネ

スコに提出する推薦書案の作成や機運醸成に取り組みました。2018 年、文化審議

会世界文化遺産部会は「北海道・北東北の縄文遺跡群」を世界文化遺産国内推薦

候補に選定しました。2019 年 12 月に推薦が閣議了解され、翌年１月にユネスコ

に推薦書が提出されました。その後、世界遺産委員会の諮問機関であるイコモス

（国際記念物遺跡会議）の現地調査を経て、2021 年 7 月 27 日に開催された第 44

回世界遺産委員会拡大会合において「北海道・北東北の縄文遺跡群（正式名称：

Jomon Prehistoric Sites in Northern Japan）」が世界遺産一覧表へ記載される

ことが決議され、国内初の先史時代の世界遺産が誕生しました。 

チャレンジを始めた 2005 年から 16 年。世界

遺産となった縄文遺跡群は、自然とともに生き、

平和で協調的な社会を形成していたことを物語

り、今日の SDGs にもつながる、私たちへの大切

なメッセージと示唆を与えてくれます。今後は、

縄文遺跡群をしっかりと守り、その価値を未来

へ伝えていくための取組を推進していきます。 

「北海道・北東北の縄文遺跡群」世界文化遺産登録までの軌跡 特集 

パブリックビューイング 
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２ ここがすごい！世界で認められた価値 

 「北海道・北東北の縄文遺跡群」は、約 15,000 年前から約 2,400 年前にかけ

て、北東アジアで発展した採集・漁労・狩猟を基盤とした定住の開始・発展・成

熟の過程を示し、農耕社会以前の先史時代の人々の生活と精神文化を伝える点が

評価され、世界遺産一覧表に記載されました。 

 

○自然と共存しながら１万年以上も定住生活を継続したことを示す 

 北海道・北東北の地域は、山地、丘陵、平

地、低地など変化に富んだ地形であり、内湾

又は湖沼及び水量豊富な河川も形成されて

います。ブナ林を中心とする冷温帯落葉広葉

樹の森林が広がり、海洋では暖流と寒流とが

交差し豊かな漁場が生まれ、サケ・マスなど

の回遊魚が遡上するなど、森林資源や水産資

源に恵まれていました。 

人々は、このような環境のもとで食料を安

定して確保することができ、約 15,000 年前

に定住を開始しました。その後１万年以上に

わたり、気候や自然環境の変化に合わせなが

ら採集・漁労・狩猟による定住を続け、道具

や技術も発達させたことを示します。 

 

 

○精緻で複雑な精神文化の発展を示す 

北海道・北東北では、定住生活のごく初期から精緻かつ複雑な精神文化が発達し

ました。人々は、墓地をはじめ、祭祀・儀礼の場である捨て場や盛土、石を丸く配

置した環状列石（ストーンサークル）などの施設をつくり、世代間、集落間で社会

的なつながりを確認したとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

三内丸山遺跡 

漆が塗られた容器（是川石器時代遺跡） 

環状列石（小牧野遺跡） 土坑墓（是川石器時代遺跡） 大型板状土偶 

（三内丸山遺跡） 
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３ 縄文遺跡群の紹介 

 「北海道・北東北の縄文遺跡群」は、北海道６遺跡、青森県８遺跡、岩手県１

遺跡、秋田県２遺跡の合計 17 遺跡で構成されています。また、縄文遺跡群の価

値と密接に関係する遺跡（関連資産）が北海道と青森県に１遺跡ずつあります。

縄文遺跡群を年代順にめぐる、エリア毎に巡るなどお気に入りの巡り方で、縄

文一万年の旅に出かけてみませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：北海道・北東北の縄文遺跡群キッズサイト JOMON ぐるぐる 

（https://jomon-japan.jp/kids） 

北海道・北東北の縄文遺跡群マップ 
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～青森県の縄文遺跡群～ 

 

特別史跡 三内丸山遺跡（青森市） 

 日本最大級の縄文集落。縄文時代の人々の生活や当時

の環境がよくわかる。土器、石器、漆製品、土偶などが多

数出土した。 

史跡 小牧野遺跡（青森市） 

タテヨコ交互に石垣を築くように配置された大型の環

状列石を主体とする祭祀遺跡。まつりに使われた三角形

岩盤も出土した。 

史跡 大森勝山遺跡（弘前市） 

岩木山麓にある環状列石を主体とする祭祀遺跡。冬至

の日には岩木山の山頂に太陽が沈むことが確認されてい

る。まつりに使われた円盤状石製品が出土した。 

史跡 是川石器時代遺跡（八戸市） 

美しい土器や土偶が多数出土。特に漆製品は優品が多

いことで有名。低地から水場が見つかるなど、当時のム

ラの様子がよくわかる。 

史跡 亀ヶ岡石器時代遺跡（つがる市） 

大型遮光器土偶が出土したことで有名。台地の上には多

数の墓が作られており、大規模な共同墓地であった。墓か

ら多くの副葬品が出土した。 

史跡 田小屋野貝塚（つがる市） 

数少ない日本海側の貴重な貝塚。ヤマトシジミが大半

でイルカやクジラの骨も出土した。ベンケイガイ製貝輪

の製作場所を考えられている。 

史跡 大平山元遺跡（外ヶ浜町） 

 北東アジア最古級の土器が出土。土器は定住の開始を示

し、縄文時代の始まりを考える上で重要。石鏃も出土し、

弓矢の使用も開始していたことがわかる。 

史跡 二ツ森貝塚（七戸町） 

  小川原湖を望む高台にある、東北有数規模の貝塚を伴

う集落遺跡。上層と下層で貝の種類が変わるなど、環境の

変化がよくわかる。 

写真画像の出典：JOMON ARCHIVES 等 


