
第３６６回理事会次第 

 

一般社団法人日本コミュニティーガス協会 

 

日  時  ２０１９年１１月１５日（金） １３時２０分～１４時３０分（予定） 

場  所  東京都千代田区 「霞山会館」  牡丹の間 

会議成立報告   

挨  拶     

議事録署名人   

 

議  題 

Ⅰ．会務関係  

 ＜審議事項＞ 

 １．入会の承認について（２０１９年９、１０月度）について     資 料 No. １ 

 ２．その他 

 ＜報告事項＞ 

１．任期中役員の辞任について                    〃 No. ２ 

２. ２０１９年度中間決算(本部単独分)について            〃 No. ３ 

３. 第４２回制度設計専門会合の概要について             〃 No. ４ 

４. 第１０回ガス事業制度検討ワーキンググループについて       〃 No. ５ 

 ５. 第２０回ガス安全小委員会の概要について             〃 No. ６ 

６．２０１９年度ガス保安功労者経済産業大臣表彰及び産業保安監督部長等表彰について 

                                  〃 No. ７ 

７．２０２０年度本部年間主要行事予定について            〃 No. ８ 

 ８．その他 

 

Ⅱ．事務局報告 

１．委員会関係 

（１）業務委員会関係（２０１９年度第３回委員会の審議概要）    〃  No. ９ 

（２）技術委員会関係（２０１９年度第３回委員会の審議概要）    〃  No.１０ 

２．ガス事業生産動態統計 （２０１９年７，８月度）         〃  No.１１ 

３．その他                  

 

Ⅲ．次回理事会の開催予定について 

  ２０２０年１月１６日（木） １５時３０分～（予定） 於：都内「霞山会館」 

 ＊なお、当日１７時から新春懇親会を予定しておりますので、併せてご予定ください。 

 

以 上 





会員数 会員数 会員数 入　会 会員数 会員数 入　会 会員数
2019.08.31 2019.09.30 2019.08.31 退　会 2019.09.30 2019.08.31 退　会 2019.09.30

51 51 2 2 11 11 64 65

133 133 6 6 15 15 154 165

342 2 340 10 10 23 23 373 381

96 96 3 3 21 21 120 124

37 37 3 3 10 10 50 54
1

168 1 167 7 8 17 17 192 200

120 120 5 5 14 14 139 143

60 60 1 1 3 3 64 68

216 216 8 8 24 24 248 253

28 28 5 5 4 4 37 37
1

1,251 3 1,248 50 51 142 142 1,441 1,490

4 4 1 1 26 26 31 31
1

1,255 3 1,252 51 52 168 168 1,472 1,521

会　　　　　　　員　　　　　　　数　（　09月度　）
(　2019．09．30　）

正　　　　会　　　　員 準　　　会　　　員 賛　　助　　会　　員
会員総数

支 部
会員総数入　会 退　会

北海道

東 北

関 東

沖 縄

小 計

本 部

合 計

東 海

北 陸

近 畿

中 国

四 国

九 州
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区分 会員 会　　員 入会申込 登　　録 地点 登　録 入　会
支部 種別 代 表 者 年 月 日 年 月 日 群数 地点数 年月日

近 畿 準 ㈱京福コミュニティサービス
代表取締役
岩本　裕夫

代表取締役
岩本　裕夫

910-0859 福井県福井市日之出１－６－１４ 2019年9月27日 2019年9月27日

09　月　度　入　会　員　概　要　

事　業　者　名 代　表　者 〒 住　　　所



区分

支部

関 東 正 ㈱ムラタヤ
代表取締役
村田　泰夫

311-3103 茨城県東茨城郡茨城町野曽９８５ 事業廃止

関 東 正 新日本瓦斯㈱
代表取締役社長
渡辺　大乗

364-0003 埼玉県北本市古市場１－５ 事業承継

近 畿 正 ㈱京福コミュニティサービス
代表取締役
岩本　裕夫

910-0859 福井県福井市日之出１－６－１４ 事業廃止

09月　度　退　会　員　名

会員種別 事　　業　　者 代　表　者 〒 所　　　　　　在　　　　　　地 摘　　　　　要



会員数 会員数 会員数 入　会 会員数 会員数 入　会 会員数
2019.09.30 2019.10.31 2019.09.30 退　会 2019.10.31 2019.09.30 退　会 2019.10.31

51 51 2 2 11 11 64 65

133 133 6 6 15 15 154 165

340 340 10 10 23 23 373 381

96 96 3 3 21 21 120 124

37 37 3 3 10 10 50 54

167 167 8 8 17 17 192 200

120 120 5 5 14 14 139 143

60 60 1 1 3 3 64 68

216 216 8 8 24 24 248 253

28 28 5 5 4 4 37 37

1,248 1,248 51 51 142 142 1,441 1,490

4 4 1 1 26 26 31 31

1,252 1,252 52 52 168 168 1,472 1,521

会　　　　　　　員　　　　　　　数　（　10月度　）
(　2019．10．31　）

正　　　　会　　　　員 準　　　会　　　員 賛　　助　　会　　員
会員総数

支 部
会員総数入　会 退　会

北海道

東 北

関 東

沖 縄

小 計

本 部

合 計

東 海

北 陸

近 畿

中 国

四 国

九 州
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 標記について、役員（理事）には、下記のとおり辞任の届出があった。 

 

 

記 

２０１９年８月１日付 

 辞 任   理 事  中野 充  北陸天然ガス興業㈱  取締役社長 

 

以 上 

任期中役員の辞任について  
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電力・ガス取引監視等委員会 第４２回制度設計専門会合 議事概要 

 
 
１．日時 ２０１９年１０月１８日（金）１5 ００～１5 ２０（ガスのみ） 
 
２．場所 経済産業省本館１７階第１・第２共用会議室 
 
３．出席者（委員） 

稲垣座⾧、林委員、圓尾委員、岩船委員、大橋委員、草薙委員、武田委員、 
松村委員 

（オブザーバー・ガス） 
大浦 夏樹   JXTGエネルギー株式会社 ガス事業部 部⾧ 
佐藤 美智夫  東京電力エナジーパートナー株式会社 取締役副社⾧ 
沢田 聡    一般社団法人 日本ガス協会 専務理事 
笹山 晋一   東京ガス株式会社 常務執行役員 
（代理）後藤 和彦   一般社団法人 日本コミュニティーガス協会 業務部⾧ 
下堀 友数   資源エネルギー庁 ガス市場整備室⾧ 

 
４．議題（ガスのみ） 

・ガス導管事業者の法的分離に伴う行為規制の検討について 
 
５．意見等 
 事務局から 
 「ガス事業者の法的分離をより実効性のあるものとするための取り組み」について 

  前回の議論において、ガス事業者の法的分離に関して、社内におけるネットワーク部門と
小売部門の力関係の現れ方に係る指摘から、ガス事業において小売部門の方が少し力が強
いと思われるところだが、2022年の法的分離後においては、法的分離の対象となる一般ガ
ス導管事業者（特別一般ガス導管事業者）のグループ内の小売・製造事業者が当該ガス導管
事業者に対し、情報の目的外使用や差別的取扱い等を要求・依頼することが行為規制上禁止
されている。 

  特別一般ガス導管事業者の中立性の一層の確保という法の趣旨を確実に実現するために
は、その前提として、行為規制を遵守するための組織体制が不可欠と考えられる。旧一般電
気事業者では2020年の法的分離に先立ち、社内カンパニー制を導入する等の方法により送
配電部門を小売・発電部門から独立させるなど、行為規制を一層確実に遵守するため組織体
制を構築していることを踏まえ、2022年の法的分離に先立ち、カンパニー制等を導入の上、
独立した企画部門・人事部門を設置するなど、小売り・製造部門からは独立した中立的な導
管会社の設立に向けた準備を段階的に進めることが望ましいと考えられる。 
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 「業務の受委託等に関する規律」について 
  改正ガス事業法では、法的分離の対象となる一般ガス導管事業者とグループ内の小売・製
造事業者との間での導管に係る業務の委託及び小売・製造業務の受託を原則として禁止し
ている。また、その例外について省令で規定することとされているところ、どのように規定
すべきか。 

  業務委託の禁止の例外についての考え方として、改正ガス事業法が特別一般ガス導管事
業者による業務委託を禁止する趣旨は３点(資料13頁)のような行為を通じて、特別一般ガ
ス導管事業者の中立性が損なわれることを防止するためと考えられる。そのため、13頁の
Ａ～Ｃのいずれにも該当しない業務委託は、ガス供給事業者間の適正な競争関係の阻害の
おそれのない場合として、禁止の例外としても問題ないと考えられる。また、災害時の復旧
対応、特別一般ガス導管事業者の子会社への業務委託は禁止の例外として問題ないと考え
る。 

  業務受託の禁止の例外についての考え方として、改正ガス事業法が特別一般ガス導管事
業者による業務受託を制限する趣旨は２点(資料15頁)のような行為を通じて、特別一般ガ
ス導管事業者の中立性が損なわれることを防止するためと考えられる。そのため、15頁の
Ａ～Ｂのいずれにも該当しない業務受託は、ガス供給事業者間の適正な競争関係の阻害の
おそれのない場合として、禁止の例外としても問題ないと考えられる。また、災害時の復旧
対応など、業務受託は禁止の例外として問題ないと考える。 

  最終保障供給業務を公募せずに委託できる場合として、改正ガス事業法は、特別一般ガス
導管事業者が最終保障供給の業務を公募することなくグループ内の小売事業者又は製造事
業者に委託することを、原則禁止しているが、災害時の復旧対応など、業務委託は禁止の例
外として問題ないと考える。 

 
 委員等から 

  大手3社とみられる旧一般ガス事業者の法的分離を、法の理念に沿うよう確実に進めてい
ただきたい。旧一般電気事業者の対応として、各社カンパニー制等の導入をされるなど対応
をされているが、分社化迄の期間を１年９カ月～４年かけている。都市ガスの場合も2022
年４月の法的分離から余裕をもって遡り、カンパニー制を導入する等の対策を実行するべ
きと考える。形式的にカンパニー制を導入すれば良いというわけではなく、法的分離の理念
に沿うように機能していることを確認する時間も必要となると考える。旧一般電気事業者
の法的分離に比べ２年遅れなので、電力の対応をしっかりと見て参考にできるというアド
バンテージを生かして確実に理想的な法的分離を規制していただきたいと考える。 
 顧客利便性の確保、安定供給の確保、効率性の著しい阻害の防止の観点から一定の範囲内
のネットワーク部門とそれ以外の部門との間の業務連携は、電気もガスも同様であるべき
と思う。ガス消費機器の調査修理業務に力を入れたいと考える新規の小売事業者・新規参入
者が存在感を増していると感じている。夜間・休日の消費機器調査・修理業務を必ずしも一
般ガス導管事業者に委託するしか無いというわけでもない場合に、安易に夜間休日だから
と言ってグループ内の一般ガス導管事業者に定型的に業務委託するのではなくて、この様
な新規参入者に一般ガス導管事業者と同等以上の業務獲得のチャンスを得て頂くべきと考
える。 
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  法的分離が、より実行性のあるものとする為の取組みについて、導管部門の法的分離に先
立ちカンパニー制を導入することが提案されたが、新規参入者にとっても賛同する。カンパ
ニー制によって導管事業の独立性・透明性が高まることで厳格な行為規制の遵守がなされ
るものと期待している。業務の受委託に関しては、12頁に記載のある託送業務を導管事業
者から小売事業者へ委託する場合、公募により受委託事業者を決定することになると思う
が、例えば出向検針業務は、首都圏の場合、集合住宅のオートロック解除情報が必要となっ
てくる。新規小売事業者は、その業務を受託しようとする場合オートロック解除情報を保有
していないために、自由化前の既得情報を持つグループの小売事業者や関連会社が独占し
て受託することが考えられる。公募条件により差別的取扱いが無いかについても確認して
いただきたい。 

  電力と同等の規制をかけることに異論はない。業務委託の例外的な考え方について13頁
のＣの公募を行えば問題が無いとの書きぶりだが、公募を行うが事実上関連グループの事
業者のみが公募に参加しうる場合も、この趣旨に反するのではないかと思う。 
 業務委託について、共同で物を調達する場合はどうなのか。共同で調達する場合に導管事
業者が持っている力を利用して競争することなく収益化を得る恐れというものを生出す場
合があるのではと考える。 

 
 事務局からの回答 

  公募を行えば問題ないということではなく、条件なり取扱いというのが差別的な取扱い
になっていないかということは、事務局側でもしっかりと確認監視していく考えである。 
 夜間休日の消費機器の調査修理業務については、15頁のＡ・Ｂに該当しないところにつ
いては業務の受託の例外になるので、グループ内で可能であるし、グループ外のところに関
しては元より可能であるため、しっかりと公正な対応がなされていくべきと考えている。 
 共同で調達する場合については、グループ内の小売・製造事業者とそれ以外のところが差
別的取扱いが無いように取扱われることが必要なことだと考える。 
  

 座⾧  
  事務局の提案に異論は無かったと思うので、原則事務局案の通りとして、取り纏めの際に 
全体として確認し成案とする。 

 
以上 
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総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会 

ガス事業制度検討ワーキンググループ（第10回）審議概要 

 

 

１．日 時 ２０１９年１１月１２日（火） １０ ００～１１ ４０  

 

２．場 所 経済産業省本館１７階 第１特別会議室 

 

３．出席者＜委員＞  

山内座⾧、市村委員、大石委員、男澤委員、柏木委員、橘川委員、草薙委員、武田委

員、二村委員、又吉委員、松村委員 

＜オブザーバー＞  

佐藤 美智夫 東京電力エナジーパートナー株式会社 取締役副社⾧ 

沢田 聡   一般社団法人日本ガス協会 専務理事 

中島 俊朗 石油資源開発株式会社 執行役員 経営企画部／広報IR部担当役員

補佐 

大浦 夏樹  ＪＸＴＧエネルギー株式会社 ガス事業部部⾧ 

伊藤 克彦  東邦ガス株式会社 取締役専務執行役員 

＜経済産業省＞  

下堀ガス市場整備室⾧、 他 

 

４．議事次第 

  1．開会 

  2．説明・自由討議 

  二重導管規制に係る変更・中止命令の判断基準に関する検討 

  熱量バンド制に関する検討 

3．閉会 

 

５．議事概要  

事務局より資料説明後、自由討議 

議題１  

＜二重導管規制に係る変更・中止命令の判断基準に関する検討について＞＊１ 

事務局より 

今後の検討事項として以下の検討を深めることとしてはどうか。 

 新制度の見直しの有無 

事業者の予見可能性確保の観点からも継続的な制度とすることが望ましいと考えられるが、エネルギ

ーを取り巻く環境が大きく変化している中、熱量バンド制の議論や託送制度見直し等の動向も踏まえ

つつ、新たな制度開始後３年を目途に、本規制の運用状況を確認することとしてはどうか。 
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 ネットワーク需要の算定期間 

ガスシステム改革小委員会においても「可能な限り⾧期の採録機関を設定することが適当」とされて

いるが、３年間の獲得可能量の算定根拠となるネットワーク需要の伸び率は直近何年分の平均をとる

べきか。 

 「届出」の判断基準 

新規参入者の事業予見可能性を高めるため、特定ガス導管事業の届出による需要獲得時点を

「届出時点」と明確化する場合、どのような書類が提出されれば「届出」が行われたと認定するに足るか。 

 ガスの供給実績がある既存需要に対する利益阻害性の評価 

既存需要に対してガスの供給実績がある特定ガス導管事業者については、当該需要の規模が、当

該特定ガス導管事業者が供給していた際の需要規模と比較して著しく大きくない場合には、当該ガス

導管事業者による供給を認めることとしている。この運用において、ガスの供給実績がある既存需要の

規模が、特定ガス導管事業者が供給していた際の需要規模と比較して著しく増大した場合の扱いにつ

いてはこれまで明示的に整理されていなかったところ、需要規模が著しく増大した場合は、ガスの供給実

績がある既存需要を除いた部分に対して利益阻害性の判断を行うこととしてはどうか。 

 

 委員から 

  届出の判断基準で、本来届出するべき書類以外の書類の作成義務が無いことは、比較的、特定ガ

ス導管事業者が対応しやすいと思われるので、競争を促進する観点からも良い基準だと思う。 

利益阻害性の評価について、新規参入者、特定ガス導管事業者の自営の導管もガスパイプライン

である以上は公共的な価値が考えられるということが、将来はあり得るかもしれない。具体的に整理する

上でどう評価するか課題になってくる。一例だが現行の標準熱量制度の変化の仕方によっては、特定ガ

ス導管事業者の導管を工夫して、一般ガス導管事業者のバックアップ機能を果たすことも不可能では

なくなるかもしれないと考える。その様になると、利益阻害性の考えも大きく変わってくると思われる。 

特定ガス導管事業者も一般ガス導管事業者も国のフォローアップへの協力を怠りなく行っていただき

たい。それを経てこそ新制度の更なる見直しと考える。 

  フォローアップの見直しの制度開始後3年を目途にとあるが、昨今目まぐるしく変化している環境を考え

ると、必ずしも３年を待つということではなく必要なタイミングで実施していただきたい。 

  利益阻害性の評価を行わない既存事業は、特定ガス導管事業者が過去に新規事業として供給を

開始したことがある既存需要に限定されている現行の基準について適切に運用していただくようお願いし

たい。 

  基本的にはフォローアップは３年かと思うが、随時色々な情報を事業者から提供いただく中で、必要

に応じて検討すべきところは検討すべきと考える。 

 特定導管を敷設されると、その特定ガス導管事業者は差別的取扱いは禁止されることになるので、

小売事業者も既存新規の事業者もどちらも利用し得る状況になってくる。その中で競争が起きることが

重要だと思うので、特定導管の利用状況もフォローアップの項目の中に入れていただきたい。 

  一般の需要家に関しては、旧一般ガス事業者しか選べない。より託送料が高くなって、二重導管規

制の範囲を大きくすることによって不利益を被らないのが二重導管規制であって、熱量バンド制を含め

総合的な考えが重要になってくる。３年は一つの目安であるが、目的が達成できているかどうかチェックを

入れながら適宜制度の見直しをしていくことが重要である。 
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  フォローアップの一つの目的は、二重導管規制の範囲内で未熱調ガスが供給できることになっても利

益阻害性の観点から問題が無いのに詳細な制度の設計の結果、需要が獲得できないということが問

題なので、新規参入者の方は、この制度の成約の為に獲得できなかったという情報が上がっていかない

とチェックのしようもない。制度の不具合によって起こっているのなら積極的な情報提供を期待している。 

新規事業者の方へのお願いだが、一般ガス導管事業者ほど規制がかかっていないが、原理的には託

送も出来、積極的に利用することもできる。託送料金の決め方も同じとは言わないが、託送料金もあり

異状に高い価格を仮につけていたら、既存事業者の託送料金は高すぎると主張しても説得力が無くな

る。その託送料金も合理的な料金にするよう留意していただきたい。 

  フォローアップの見直しについて、検証は３年を待たずに、必要であれば早期に対応をするべきと考え

る。 

座⾧ 

  意見を聞く限りでは、事務局の提案について概ね理解していただいたと思っているので、事務局では、

この議論を踏まえ具体的な制度運用を進めていただくこととする。 

 

 

議題２ 

＜熱量バンド制に関する検討について＞ 

事務局より 

  今年度末にかけて規制改革実施計画閣議決定との関係で中間整理を行うこととなっているので、今

後のスケジュール案を示した。6月から追加調査を行っているが、結果のまとまったものから随時ワーキン

グで報告する。現場に近い関係者からヒアリングを行い、年明けに調査結果をまとめて、出来るだけ定

量的に評価分析しメリット・デメリットの議論を行い、3月までに熱量バンド制への移行の方向性と論点

の中間整理を行うこととしたい。 

 

委員から 

  ヒアリング対象が供給者側だけでなく、熱量バンド制に対し懸念する需要側と積極的に行って欲しいと

する需要側のヒアリングを加えていただきたい。 

 

 事務局から 

 ＜欧州（英独）における熱量バンド制の調査報告について＞ 

 事務局より 

  欧州は、以前はガス品質が安定していた。しかし、近年ではガス田からつながる広域パイプライン網の

形成、域内ガス田の産出減少、ロシア産ガスの供給途絶リスク対策（LNGの活用）、統一市場の形

成と活発なガス取引の促進等の流通環境のため、熱量の不安定化する傾向にあるため、受入れ地点

である導管やLNG基地に熱量調整設備を有していない。そのため、一部の需要家は熱量安定化のた

めの対策が必要。 

  日本の都市ガスの供給安定性はLNGの調達の多様性に依存しており、受入れ地点であるLNG基

地は既に熱量調整設備をそなえているところが多数である。日本は、熱量調整を行うことにより、多様

なLNGの活用と安定した品質の都市ガス供給を両立させている。 
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  熱量バンドの欧州基準では、広めの熱量幅が決まっている。運用実態では、通常は±１％程度だ

が、近年は±２％を超える品質変動が生じている。ドイツでは、実機およびシミュレーションにより３年以

上の歳月をかけてガス品質変動の影響調査を実施した。 

  現在、バイオガスや水素注入等を検討中であり、需要家向けのガス熱量安定化の必要性が認識さ

れている。 

 

 東邦ガスからのヒアリング＜45MJへの標準熱量引下げ対応について＞ 

  業務用の需要量が8割をしめているため、熱量の引下げについても業務用需要家の対応がポイントと

なった。 

事前検討で特に尽力したのが消費機器対応で、安全性・製品の品質に及ぼす影響について同業

他社やメーカーへのヒアリングを行い、個別に調整や改造が必要な機器の洗い出しを行った。 

  金属加工等に使う工業炉はお客様ごとに仕様や使用状況が異なる為、製品品質への影響が懸念

されたことから、一部の機器で個別対応が必要と判断した。個別対応の機器は2,000台超となった。 

特に金属の強度や耐腐食性など必要な性質を持たせる「熱処理炉」が熱量引下げに伴い、製品品

質への影響が懸念された。熱処理炉の保有数は、中小企業も含め約1,800台あった。 

  「変性炉」「浸炭炉」では、一酸化炭素が必要なため、燃焼の他に都市ガスを原材料としている。一

酸化炭素は都市ガスの主成分であるメタン分を中心に作られるため、熱量変更に伴い都市ガスの組成

が変動すると製品の品質に影響を与えることとなる。 

ガスの組成が変わると品質管理基準を逸脱する可能性があるため、品質確認試験を操業に影響を

与えないように盆休み・年末年始等の期間を利用し、1件1件メーカーの力も借りておこなった。 

  熱量引下げ実施日は、24ｈ体制で2日間かけて実施し、熱量引下げ前後は、熱量変動が±

0.4％以内にとどまるよう安定したガスを供給している。 

 

委員から 

  熱量バンド制導入には時間が必要であり、仮にバンドとして熱量に変動がある場合、更なる準備が必

要になると思われる。時間をかけ熱量バンド制に移行するのか、また、どれだけの幅にするのか、あるいは

標準熱量制を維持しながら熱量の引下げを行う余地があるのか検討していただくことが必要と考える。

今回、全体としてどの位のコストがかかったのか、また、事前調査等のコストの割合も伺いたい。 

欧州の例で、浸炭目的の一部ユーザーが安定性を重視しLPGに切り替えているとあるが、浸炭目的

のユーザーが求める水準は極めて高いので、そのニーズに応えられないとLPGへの切り替えることが生じる

可能性がある。熱調して高い信頼を得ていた都市ガスが熱量バンド幅によっては、その信頼を失うことも

ある。 

  消費者へ事前に告知した場合の、期間とコストをお伺いしたい。また、事後に需要家から何か指摘が

あったかお伺いしたい。 

  電力会社のLNG基地は熱量調整設備を有していない方が多く、非常災害時に都市ガスネットワーク

をバックアップすることができない。熱量バンド制によって、熱量調整設備を備えていないLNG基地や電

気事業用ガス導管をガス事業用ネットワーク導管に繋げられることが、更なるエネルギーセキュリティーの

強化につながることと考える。 

既に、未熱調ガスを大量に取引しており、安定品質とコストメリットでお客様に喜んでいただいていると

いう実情もあるので、必ずしも熱量調整が必要とはいえないのではと考える。 
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  安定する熱量を１MJ下げるだけで、これだけ大変であったことから、熱量が変動するなら対応しなけれ

ばならない需要家も必然的に出てくる。バンド制にしたら対応が必要な需要家を全て網羅しているわけ

ではないと思うので、これより大きくなることを認識しなければならない。エネファームにおいても熱量が安

定していればよいのか、熱量が変動した場合はどうなのか聞いていきたい。エネファームが対応できないと

なると実現できないのではと考える。 

 

東邦ガスから 

  バンド制となるとコストは大きく変わってきます。メリットとしては2015年当時LPGの価格が高騰してい

たこともあり、LPGの削減で数億～十数億になるのでガス料金の低減効果になる。デメリットは事前対

応を含め約10億＋労務費となる。 

家庭用機器では、単純燃焼であり13A仕様の機器であり、引き下げ後も13Aグループ内であり問題

はない。 

需要家への告知では、変動制になったならどのように告知するのか難しいところだ。天然ガスを導入し

た時は数年かけてお客様に告知した。また、事業者からの事後の指摘は特になかった。 

エネファームの対応では、1MJ下げた場合はどうかと確認しただけなので、変動したらどうかとは確認し

てない。 

 

 委員から 

  料金の低減につながったのか、また、浸炭等どのような産業で影響が出るのかお伺いしたい。 

  熱量バンド制を導入することで、オンサイトでの対応は。また、旧一般ガス事業者の方が対応において

強みはないのかお伺いしたい。 

 

東邦ガスから 

  熱量を下げた時点で、料金改定を行っている。新しいLNG・LPGの構成によって基準料金価格をリセ

ットした。オンサイトでの対応では、お客様先で熱調設備を置くとなるとスペース・設備・管理体制が必要

となるため、厳しいと思われる。旧一般ガス事業者の強みとしては、お客様の機器はどのような物がある

かは熟知していること。しかしバンド制になったらどうなるか、どう調整したらよいか検討したことは無いの

で、旧一般ガス事業者だから有利ということはないと考える。 

 

 委員から 

  今後、事業者ヒアリングは、ガスのユーザーである産業界の意見を広く聞くようにしてほしい。 

  産業用が多い東邦ガスのようなところは、熱量バンド制の導入は難しいかもしれないが、家庭用が多

いところは熱量バンド制の方が良いのではないか。 

 

 事務局から 

  金属の加熱処理、メッキ、レンガ、タイル、磁器、ガラス産業に影響がでると思われる。 

  

６．次回、１２／２５（火）１０ ３０～ 場所については後日ご案内する。 

 

以上 
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産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会ガス安全小委員会（第 20回）の概要 

（令和元年 11月 12 日開催） 

 

議題１．次期ガス安全高度化計画の策定について 

１．全体のスケジュール  

 ●2019 年 3月の審議会で検討したスケジュールに沿って、検討を進める。2021 年 3 月のとりまとめ

までに昨年度の小委員会の実施を含め 5回の検討を実施する。 

 

２．個別検討項目 

（１）2020 年時点での達成見通しの確立（実施項目②） 

 ●現行の安全高度化指標については、全般的には指標達成に近づきつつある状況 

 ●2020 年時点での指標達成に向けて、各段階でアクションプランを実行するとともに、次期計画の

安全高度化指標やアクションプランを検討【次回ガス安全小委員会にて審議予定】 

 

 

 

注 1 2005 年～09 年の５年の事故件数平均値  注 2 2014 年～18 年の５年の事故件数平均値  注 3 2013 年～17
年の５年の事故件数平均値（昨年報告値）※自殺を除く。また、数値は事故の発生を許容するものではない。 
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（２）今後のガス事業展開と想定リスク（実施項目③） 

 ●想定リスク 

①担い手や需要家等の構造変化 ●産業構造審議会 2050 経済社会構造部会等の分析によると 

〈担い手の構造変化〉 

・担い手である熟練作業者が高齢化により減少、生産人口比率の減少も加速化 

・外国人労働者の人口が増加 

〈需要家の構造変化〉 

・少子高齢化が加速化 

・高年齢化が更に進行 

・単身世帯の増加（高齢化を含む）による需要家の構造変化 

②導管部門分社化（連携意識の

変化） 

●2022 年の導管部門の分社化による変化は未知。 

●ガスシステム改革による、新規小売事業者の拡大によりどのような変化が起き

るかについても未知。 

●導管部門と小売の連携だけではなく、ガス事業者全体の連携意識の変化が起こ

る可能性がある。 

③IoT の利用拡大、これに伴う

サイバーセキュリティ対策実施

の要求高まり 

●今後、スマートメーター、IoT、ビッグデータ、人工知能（AI）といった新た

なデジタル技術の導入が予想される。 

●国内外の様々な分野で制御システムにおけるインシデントが増加傾向 

 

 

今後のアクションプラン検討の前提条件とする 

 

（３）基本的方向（実施項目④） 

   これまでの事故状況、今後の想定リスクを踏まえ、次期安全高度化計画策定における基本的方向

の変更案を検討 

● 現行計画策定時には消費段階での死亡・人身事故が多かったが、全段階で高い保安レベルに達

してきているため、消費段階に特化せず全段階で対策を推進 

● これまで以上に、国、ガス事業者、需要家及び関係事業者等の連携が重要 

● 次期計画の基本的方向（案）及びその概要は下記のとおり。 

基本的方向（案） 概   要 

①各段階における対策

の推進継続 

消費段階の事故が多かった前回計画策定時と異なり、各段階ともに高

い保安レベルに達しているため、特定の段階の対策に特化するのでは

なく、各段階での対策の推進を継続する。 

②各主体の連携の維

持・向上 

国、ガス事業者、需要家及び関係事業者等の各主体が、安全のために

果たすべき各々の役割を明確化するとともに、相互に理解をし、連携

の維持・向上を図りつつ、着実に実行することにより、十分な保安の

確保を目指す。 

 

※担い手や需要家等の構造変化（ 事担い 不 及び高齢化、 齢

者・外国  率増加、災害対応等未経験者の増加等）等の環境変化が

想定される中、これまでの地道な取り組みに加えて、各主体の連携の

維持・向上により、現行の保安レベル維持を達成する。（例：経年管

対策、業務用の消費段階事故対策等での国・関係事業者との連携等） 
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基本的方向（案） 概   要 

③保安人材の育成 ガスの保安の確保には、保安人材の日々の地道な活動が果たす役割が

大きい。今後、担い手の構造変化等の環境変化が想定される中、現状

の高い保安レベルを保っていく上では、所要の知識・技能を有する人

材がこれまで以上に欠かせないことから、保安人材の育成に引き続き

注力する。 

④需要家に対する安全

教育・啓発 

ガスに係る安全水準は従来より向上したが、今後、需要家の構造変化

等の環境変化が想定されるなか、ガスの使い方を正しく理解し、誤っ

た使用をした場合の危険性を体験・体感する機会の少ない需要家が増

加することで、危険性への意識が希薄になる恐れがあることに鑑み、

安全啓発に関する効果的な教育・広報活動のあり方を検討し、その充

実を図る。 

●基本的方向の前文（案） 

安全高度化計画の策定に際しては、過去の事故分析に基づく現状の保安対策の評価、並びに今

後の社会環境の変化とそれに伴って想定されるリスクを考察し、その目指すべき基本的方向を検

討した。 

 その結果、着実に成果をあげてきたこれまでの保安対策を引き続き持続していくことを基本と

するものの、今後のリスクの変化を考慮して、 以下に示す４項目を検討の安全高度化計画策定

の基本的方向とする。 

 なお、新たなデジタル技術を活用し、より効果的な保安業務の実施を検討する。また、保安規

程に基づく監視・制御システムのサイバーセキュリティ対策を継続する。 

①各段階における対策の推進継続・・・ ②各主体の連携の維持・向上・・・ ③保安人材の育

成・・・④需要家に対する安全教育・啓発・・・ 

 

（４）安全高度化目標（実施項目⑤） 

  ●現行の安全高度化目標は普遍的な理念目標であり、次期安全高度化計画でも達成すべき内容であ

ることから、基本的には変更しない方向で再確認 

2030 年の死亡事故ゼロに向けて、国、ガス事業者、需要家及び関係事業者等が各々の果たす

べき役割を着実に実行するとともに、環境変化を踏まえて迅速に対応することで、各々が協働

して安全・安心な社会を実現する。 

 

（５）安全高度化指標（実施項目⑥） 

  ●段階毎の安全高度化指標は過去の事故を精査して、今後の社会環境の変化を鑑み、現行維持また

は引下げ可能かを検討 

  ●その上で全体の指標値をどうするか検討 【次回ガス安全小委員会にて審議予定】 

 

（６）アクションプラン（実施項目⑦） 

  ●今年度、定量的なアクションプラン（ねずみ鋳鉄管、経年管、耐震化率）について、達成見通し

の整理、次期計画の数値目標の検討を実施 【次回ガス安全小委員会にて審議予定】 

  ●次年度、現行アクションプランの実施状況、課題、評価を網羅的に実施の上、詳細なアクション

プラン検討を実施 【2021 年 3 月ガス安全小委員会にて審議予定】  
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【出された主な意見（要旨）】 

・安全高度化目標には、「ガス事故ゼロ」と数値目標を挙げているが、災害対応も高度化目標に

組み入れる必要があるのではないか。具体的な数値化目標は難しいとしても、例えば現状維持

にどの程度で回復させるなどの目標を立てる工夫が必要ではないか。 

・想定リスクとして、大きく 3点を挙げているが、最近の自然災害の高まりは無視できないこと

から、災害対策を 4点目の想定リスクとし検討してみてはどうか。 

・スマートメーター、IoT 技術等の導入においても、有事における対策をどうするかを検討する必

要がある。 

・高齢化に伴う家庭では安全確保が難しくなることが想定されるので、スマートメーターなどを

活用した見守りで家庭の安全を確保する必要があるのでは。 

 ⇒（ガス協）通信（スマートメーター）でのメーター遮断等については現在検討中である。 

・消費段階における家庭における事故の低減には安全装置付きガス機器の普及が大きく貢献して

いると思う。一方、業務用厨房における今後の事故低減にあたっては、業務用厨房機器への安

全装置の装備の拡大が必要と思う。 

・需要家に対する安全啓発は効果が目には見えないが継続することが重要である。また、低年齢

者及び高年齢者への安全啓発の充実をお願いしたい。 

 

議題２．規制改革実施計画への対応状況について 

１．内管保安・工事における競争環境整備の措置について 

（１）内管保安・工事における競争環境整備の対応方針（前回委員会にて提示） 

 ①「内管工事」の委託要件の透明化への対応方針 

  ●内管工事の委託要件を透明化するため、経済産業省から、日本ガス協会を通じ、全国の一般ガス

導管事業者に対し、保安水準の確保及び一般ガス導管事業者の自主的な保安の取り組みを前提に、

「委託要件の明確化」、「その要件の周知の仕組み作り」について要請する。 

  ●日本ガス協会では、要請を踏まえ、内管工事の工事店を指定・登録する際の要件等の基本的事項

を示した「ガイドライン」を作成し、全国の一般ガス導管事業者に適切な対応を周知する。（2019

年度内） 

  ●ガイドラインを受け、全国の一般ガス導管事業者は、各社ごとに「新規参入の手引き（仮称）」

を作成の上、情報開示の仕組みを整備し、委託要件の透明化を図る。 

  ●上記の委託要件の透明化の各社における実施状況については、定期的にフォローアップを行うこ

ととする。 

 ②「内管保安」の委託要件の透明化への対応方針 

  ●保安水準の確保及び一般ガス導管事業者の自主的な保安の取り組みを前提に、委託要件とすべき

項目を引き続き精査・抽出した上で、経済産業省から、日本ガス協会を通じ、全国の一般ガス導管

事業者に対し、要件項目を提示しつつ、適切な委託先の選定プロセスを含めた「委託要件の明確

化」、「その要件の周知の仕組み作り」について要請する。 

  ●日本ガス協会では、要請を踏まえ、内管保安を委託する際の要件等の基本的事項を示した「ガイ

ドライン」を作成し、全国の一般ガス導管事業者に適切な対応を周知する。（2019 年度内） 

  ●ガイドラインを受け、全国の一般ガス導管事業者は、各社ごとに「新規参入の手引き（仮称）」

を作成の上、情報開示の仕組みを整備し、委託要件の透明化を図る。 



5 
 

  ●上記の委託要件の透明化の各社における実施状況については、定期的にフォローアップを行うこ

ととする。 

（２）内管保安・工事における委託する際の要件の透明化について（要請） 

   経済産業省は、規制改革実施計画（平成 30年 6月 15 日閣議決定）を受け、「委託要件の明確

化」、「その要件の周知の仕組み作り」について、令和元年 10月 23 日、日本ガス協会に要請を実

施した。なお、要請文の概要は下記の通り。 

目次 概要 

１．はじめに ・趣旨、経緯 

２．委託要件の基本的事項  

 ２－１．内管工事 

 （１）前提 

 （２）要件項目 

・指定工事店、簡易内管施工登録店の双方を記載した

委託要件を明確化 

 ２－２．内管保安 

 （１）前提 

 （２）基本要件 

 （３）定期漏えい検査の要件 

 （４）開栓時漏えい確認の要件 

・内管保安のうち緊急保安を除く委託要件について、

定期漏えい検査と開栓時漏えい確認に分け要件を明確

化 

３．情報開示 ・２．の明確化した要件の情報開示の仕組みを整備 

 

（３）具体的な措置（今後のスケジュール） 

   ・2019 年度 

経済産業省 
「措置（要請文）」発出 

3/1 ガス安全小委員会での方針をもとに作成 
2019 年 10 月 

   

日本ガス協会 

「ガイドライン」発出・周知 

要請文をもとに、日本ガス協会が作成 

委託要件等の基本的事項を示す 

2019 年 12 月 

   

・2020 年度  

一般ガス導管事業者 

「手引き」作成 

ガイドラインを参考に、一般ガス導管事業者が 

内管漏えい検査・内管工事を委託する際の要件を示す 

2020 年度中 

※委託を実施する事業者に限る 

 

  上記の措置内容については、規制改革推進会議（投資等 WG）で適宜報告を実施予定 
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【出された主な意見（要旨）】 

・今後、内管保安・工事に新たに参入された事業者がどの程度あったのかなどについて、行政と

して状況をフォローアップし、公表していただきたい。 

・今後示されるガイドライン及び手引きが新規参入者にとって実効性のあるものとして欲しい。

新規に参入するのであるから、導管工事・漏えい検査の実績を問われると実効性のないものに

なってしまう。また、仮に委託選考から落ちたとしても、なぜ落選したのかその理由を明確に

示して欲しい。（同様の意見は他にもあり） 

・緊急時対応はこれまで通り一般導管事業者が担うことでよろしいとは思うが、今後新規参入

（内管工事の委託事業者）が入ってくることを考えると、緊急時における対策（技術のノウハ

ウ）を新規参入者へ技術伝承することも必要ではないかと思う。 
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２．ガスの保安規制整合化について 

（１）ガス事業法と液石法の間で不整合のある項目について 

   液石法における供給設備とガス事業法における特定ガス発生設備について、保安規制に差異があ

る事項に関し、「技術的に同じ評価が可能なものに関しては、可能な限り整合化を図る」との方針

に基づき検討を行った結果、以下の差異がある項目が確認された。設備実態、規制の現状、業界ニ

ーズ等から措置が望ましいものとして、「火気取扱設備との離隔距離」及び「付属設備（バルク貯

槽 3トン未満）」について整合化を行う。 

 

項目名 ガス事業法 液化石油ガス法 

火気取扱設備との距離 貯蔵能力に関係なく一律 8m 以上 

（前回小委にて LP 法に整合化行うことを了承

済み） 

貯蔵能力に応じ２ｍ、５ｍ、８ｍ 

付属設備等 バルク貯槽 3t 未満についても規定あ

り 

バルク貯槽 3t 未満について規定なし 

熱量等の測定義務 圧力の測定義務あり（常時） 圧力の測定義務あり（定時） 

防消火設備 消火器の能力単位 B-10 以上 

床面積基準で設置 

消火器の能力単位 A-4 及び B-10 以上 

貯蔵量基準で設置 

電気設備の防爆構造 規定あり 規定なし（業界指針あり） 

静電気除去 シリンダー容器及びバルク容器につ

いて規定あり 

シリンダー容器及びバルク容器につい

て規定なし 

保安電力等 規定あり 保安電力等が必要となる設備なし 

構成等 容器群 2 系列又は液面計設置ついて

規定あり 

規定なし（容器群 2 系列設置について

業界指針あり） 

 

（２）付属設備（バルク貯槽 3 トン未満）の整合化 

  ●ガス事業法において、特定ガス発生設備の容器の設置場所には、温度上昇を防止するための不燃

性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根若しくは遮蔽板を設けるか又は散水装置により容器が温

度 40度以上にならない構造が必要となる。 

（該当条文一部抜粋） 

・ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第 43 条第 2 項 

 容器又は容器の設置場所には、容器内の圧力が異常に上昇しないよう適切な温度に維持できる適切な措置を講

じなければならない。 

・ガス工作物技術基準の解釈例 第 100 条第 2 項 

 省令第 43 条第 2 項に規定する「適切な温度に維持できる適切な措置」とは、容器の設置場所に温度上昇を防

止するための不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根若しくは遮へい板を設けるか又は散水装置により

容器の温度が 40 度以上にならない構造のものをいう。 

 

  

 

遮へい板 

散水装置 
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 ●液石法においては、3トン未満のバルク貯槽には該当する規定はないが、ガス事業法におけるバル

ク貯槽（3トン未満）は、液石法で使用しているものと同等（高圧ガス保安法で定める特定設備検

査合格証又は特定設備基準適合証を有するもの）であり、これまでの液石法における十分な運用実

績を踏まえ、整合化を行うこととする。 

   具体的には、今年度末までにガス工作物技術基準の解釈例について所要の改正を行い、整合化を

実施する。 

 

（３）その他の不整合となっている項目について 

  ●火気取扱設備及びバルク貯槽（3トン未満）以外の項目について不整合となっている項目は以下

の通り。 

  ●設備実態、規制の現状、業界ニーズ等から、速やかな措置が望ましいものとしては、下記の理由

により、「火気取扱設備との離隔距離」及び「バルク貯槽（3トン未満）」に限られるものと考え

られる。 

項目名 ガス事業法及び液石法で不整合のある項目についての考え方 

１．熱量等の測定義務 供給設備等に関しては、いずれも圧力測定義務がある。末端の消費設備の入り口部分への

規定が若干異なっており、ガス事業法では常時、液化石油ガス法では定時（開栓時、4 年

に 1 度以上）に圧力測定を実施。ガス事業法においては小売り供給の相手方に対する供給

能力の確保義務が課されていることから、常時監視できるような設備が必要となる。現在

のところ問題も生じていない。 

２．防消火設備 いずれも粉末(ABC)消火器が使用されており基本的な差異はない。設置基準については、

ガス事業法では面積基準、液石法では貯蔵量基準で差異があるが、液石法では集団供給を

行う場合でも７０戸未満であるが、ガス事業法の特定製造所では非常に規模の大きい団地

（需要家数が数千戸以上）が存在しており、容器置き場の面積も多様であるため、一様に

LP 法に合わせることは困難。現在の基準に照らし 70 戸以上となった場合には、ガス事業

法に適合する防消火設備を設置することで対応する必要がある。 

３．電気設備の防爆構

造 

ガス事業法では、電気設備は防爆性能を有することが規定されているが、液石法では電気

設備に対する防爆仕様の規定が定められていない。しかしながら、高圧ガス保安協会の指

針において、一定規模以上の設備（貯蔵能力 500kg 超）には防爆性能を有することが定

められていることから、実態的には差異がないと考えられる。 

４．静電気除去 バルク貯槽及び貯槽については、ガス事業法及び液石法でいずれも静電気除去として接地

の措置等が取られている。シリンダー容器及びバルク容器については、液石法では静電気

除去の義務はないものの、容器設置後はその設置状況や使用状況にいずれも差異がなく現

在のところ問題が生じていないことから、あえて整合化を図る必要がないものと考えられ

る。 

５．保安電力等 ガス事業法では、製造設備を安全に停止させる装置その他保安上重要な設備には、停電等

により機能が喪失しないよう措置を講じなければならないが、液石法の小規模導管供給

（70 戸未満）においては、防消火設備に消火器、緊急遮断のための遮断弁として手動弁を

用いるなど保安電力を必要とする設備がほとんどないため停電等による問題は生じない。

ただ、供給規模の大きな特定ガス発生設備で保安電力が必要となる設備については、都市

ガスの設備と同様に、現行のガス事業法の規定に基づく措置が必要となるため、液石法へ

の整合化は行わないこととする。 

６．設備の構成等 ガス事業法では、ガス切れ防止の観点から容器群を 2 系列にするか、液面（残量）を確認

できる措置が義務付けられているが、液石法においても高圧ガス保安協会の指針に基づ

き、すでに同等の基準により実施済み。 
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（参考）火気取扱設備との離隔距離の整合化について（前回委員会にて整合化を了承済み） 

   ガス事業法における火気を取り扱う設備との距離は、原則として特定製造所の貯蔵能力に応じて

２ｍ超、５ｍ以上、８ｍ以上とするが、例外２項目（①受払設備を設置している場合、②圧力が１

MPa 以上となる気化器を設置している場合）のいずれか、または両方に当たる場合は従来通りガス

事業法の解釈例の定めるところにより、特定製造所の貯蔵能力に関係なく８ｍ以上とすることとし

たい。 

特定製造所の貯蔵能力 1,000 ㎏未満 
1,000 ㎏以上 

3,000 ㎏未満 
3,000 ㎏以上 

 Ａ 容器及びバルク貯槽 ２ｍ超 ５ｍ以上 ８ｍ以上 

 Ｂ 貯槽 ５ｍ以上 ８ｍ以上 

 ただし、 
①受払設備を設置している場合、また
は②圧力が 1MPa 以上となる気化器
を設置している場合であって、これら
①又は②のいずれか、または両方に該
当する場合 

８ｍ以上 

 

以上 



 

 

 

 

 

 

 

 2019 年度のコミュニティーガス事業関係者の受賞者・受賞予定者数等の状況は、次のとお

りとなった。 

 

（１） 経済産業大臣表彰受賞者  表彰実施日 ： 2019 年 11 月 14 日 

工場 ０件、工事業者 ２件、 個人 １６件、 団体 ２件、 合計 ２０件 

＊コミュニティーガス事業関係 

     個  人   ５件       

   （北海道支部 1 件、関東支部 ２件、 東海支部 １件、 近畿支部 １件） 

     団  体     １件 （北海道支部 1 件） 

 

区分 

年度 
工 場 等 工事業者 個 人 団 体 合 計 

２６年度   ５  ５ 

２７年度   ５  ５ 

２８年度   ６  ６ 

２９年度   ４  ４ 

３０年度   ７  ７ 

２０１９年度   ５ １ ６ 

 

（２）産業保安監督部長等表彰 （表彰実施日等は別表のとおり） 

工場等 ０件、 工事業者 ０件、 個人 ２５件、 団体 １件  合計２６件 

 

区分 

年度 
工事等 工事業者 

個  人 
団 体 合 計 

主 任 永 年 その他 計 

２６年度 １  １４ ９  ２３ ２ ２６ 

２７年度 １  １７ ７  ２４ １ ２６ 

２８年度   １６ ７  ２３  ２３ 

２９年度 １  １５ １０  ２５  ２６ 

３０年度 １  １１ １２  ２３ １ ２５ 

２０１９年度   １７ ８  ２５ １ ２６ 

 

以 上 

 

2019 年度ガス保安功労者 

経済産業大臣表彰及び産業保安監督部長等表彰について 

2019年度第366回理事会
資料ＮＯ.7-1



 

 

２０１９年度ガス保安功労者産業保安監督部長等表彰 

 

 

 工場等 
工 事 

業 者 

個      人 

団 体 合 計 
表 彰 

年月日 
主 任 

技術者 

永 年 

勤続者 
その他 計 

北海道    １  １ 1 ２ 11 月 5 日 

東 北   ２   ２  ２ 11 月 11 日 

関 東   ２ ３  ５  ５ 11 月 １日 

東 海   ３   ３  ３ 10 月 25 日 

北 陸   １ １  ２  ２ 10 月 30 日 

近 畿   １ １  ２  ２ 10 月 24 日 

中 国   ３   ３  ３ 10 月 23 日 

四 国   ２   ２  ２ 10 月 16 日 

九 州   ２ １  ３  ３ 11 月 2１日 

沖 縄   １ １  ２  ２ 11 月 20 日 

合 計   １７ ８  ２５ １ ２６  

 

前年度 １  １１ １２  ２３ １ ２５  
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2019年11月現在
一般社団法人日本コミュニティーガス協会

定時総会 理　事　会 常任理事会 業務委員会 技術委員会 そ　の　他　委　員　会

2020年１月 １６ １６ １６ １６

２月 

３月 １３ １３ ４ ５ １３　総務委員会・保安委員会

４月 

５月 １５ １５ １２ １４ １５　表彰選考委員会・総務委員会・（正副会長会議）

６月 １８ １８ １８

７月 ８ ９

８月 

９月 *２４～２５ *２４～２５

１０月 *８～９ *１５～１６

１１月 １３ １３ ２０　総務委員会　

１２月 ９ １０

2021年１月 ２１ ２１ ２１ ２１ ２１　５０周年式典      

２月 

３月 １９ １９ １０ １１ １９　総務委員会・保安委員会

（注）１． *印は地方開催を示す。　　　

[開催地]　*理事会、常任理事会：近畿　　　　　*業務委員会：中国　　　　　　*技術委員会：東北

　　　２． 現在、確定しているものは、　　　　　で示した。

　　　３． ２０２０年度経済産業大臣表彰式は、２０２０年１１月１２日（木）開催予定。

１１月開催の理事会等諸会議は、「ガス保安功労者経済産業大臣表彰式」の日程により、変更があり得る。

2019
年
度

2020

年

度

2020年度　本部年間主要行事予定表
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業 務 委 員 会 関 係 

2019年度 第3回（2019/10/10） 

審 議 概 要 

 

 

Ⅰ 審議事項 

   特になし 

 

Ⅱ 報告事項 

（１）第 40・41 回制度設計専門会合（7 月 31 日・9 月 13 日開催）の審議概要について 

第40・41回制度設計専門会合の審議概要について、事務局より説明した。 

 

（２）ガス事業制度検討ＷＧ（第9回）について 

ガスシステム改革の現状と今後の課題の審議概要について、事務局より説明した。 

 

（３）経過措置料金規制指定団地の指定解除について 

2020 年 3 月 1 日までに見込まれる指定団地数・自由化団地数及び特別な事後監視

対象団地数の推移について事務局より説明した。 

 

（４）ガスの適正な取引の確保について 

電力・ガス取引監視等委員会から、令和元年 7 月 30 日付けで発出された、「電気及び

ガスの小売供給契約の締結に係る適切な対応について（注意喚起）」について業務改善

勧告事例を踏まえ、事務局より説明した。 

 

（５）「一の団地」の基本的な考え方及び判断事例について 

ガス市場整備室から令和元年8月1日付けで発出された、ガス事業法等の解釈及び運

用通達における「一の団地」の基本的な考え方について、各種判断事例を織り込み

事務局から説明した。 

 

（６）消費税改定によるガス料金対応について 

「消費税率改定に伴う料金対応について」に関するＱ＆Ａを作成し、7 月 26 日に

協会ホームページにアップしたことを報告した。 

 
（７）標準係数の改定について 

指定旧供給地点に係る標準係数改定を見送る方向でガス市場整備室に、検討依頼を

出すことを事務局から説明した。 

 

 

2019年度第366回理事会
資料ＮＯ.9



（８）営業事例収集紹介の進捗状況について 

営業事例収集紹介実績の進捗状況について事務局より説明した。 

 

（９）感謝クイズキャンペーンの進捗状況について 

５０周年記念事業の１つとして行われる、お客様向け「感謝クイズキャンペーン」への

各事業者の申し込み（参加）状況について事務局より説明した。 

・参加事業者 229 社(17.4％)、374,050 枚(33.5％)、9/30 迄の応募数 7,489 通(2.0％) 

 

（10）コラボ活動について 

「台所・お風呂の川柳」受賞候補作決定、「第 13 回親子クッキングコンテスト」の応

募状況、「エネファームの導入事例」について、概略を事務局より説明した。 

 

（11）事業用原料の需給・価格変動等について 

事業用原料の需給・価格動向等（海外マーケット動向）について、 安澤委員より

説明された。 

 

（12）その他 

・2020 年度 地方開催業務委員会の候補場所について 

本来は関東支部管内であるが、2020 年はオリンピック・パラリンピックの開催に伴い

各種行事を秋に変更していることから、中国支部管内(広島)で調整することとした。 

 

以 上 
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技 術 委 員 会 関 係 

2019 年度 第 3回(2019/10/17) 

審 議 概 要 

 

【第 3回技術委員会審議概要】 

 １．事故事例研究 

   以下の事故につき、各委員からの報告をもとに原因の分析、再発防止対策等事例研究を行った。 

① 7 月 6 日北海道支部で発生した灯外内管入替工事に伴う酸欠事故 

② 3 月 11 日関東支部で発生した供給管損傷による差し水に伴う供給支障事故 

③ 7 月 5 日関東支部で発生した BF 式風呂釜の繰り返し点火に伴う物損事故 

④ 7 月 12 日関東支部で発生した敷地内他社工事による灯外内管損傷に伴う供給支障事故 

⑤ 7 月 25 日近畿支部で発生した他社工事による支管損傷に伴う漏えい・着火事故 

⑥ 5 月 21 日中国支部で発生した他社工事による供給管損傷に伴う供給支障事故 

⑦ 5 月 27 日九州支部で発生した他社工事による灯外内管損傷に伴う供給支障事故 

⑧ 6 月 7 日九州支部で発生した差し水による本支管損傷に伴う供給支障事故 

⑨ 6 月 10 日九州支部で発生した他社工事による本支管損傷に伴う供給支障事故 

 

 ２．制度設計専門会合（第 40・41 回）の概要について 

   事務局より、標記会合の概要について説明した。 

  ① ガスの卸取引に関する競争の促進について 

  ② ガス導管事業者の法的分離に伴う行為規制の検討について 

 

 ３．ガス事業制度検討 WG（第 9回）の概要について 

   事務局より、標記 WG の概要について説明した。 

  ① 二重導管規制に係る変更・中止命令の判断基準に関する検討 

  ② LNG 基地の第三者利用に関する検討 

  ③ スタートアップ卸に関する受付窓口設置状況 

  ④ ガス小売営業に関する指針（改定案） 

 

 ４．経年内管対策実施状況の追跡調査結果について 

   事務局より、昨年度に引き続き行った経年内管対策実施状況の追跡調査の結果を報告した。 

   平成 30 年度末保安上重要な建物の経年内管残存本数は 2,674 本で、内訳は、民間施設が 1,347

本、公的施設が 1,327 本であった。 

 

 ５．2019 年上期「コミュニティーガス事業のガス事故発生状況」について 

   事務局より、2019 年上期のコミュニティーガス事業のガス事故発生状況を報告した。 

ガス事故発生件数は、以下のとおり。 

総発生件数 9 件 （内訳 製造 1 件、供給 8 件、消費 0 件） 

前年同期の総発生件数 22 件より 13 件減少した。 
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段階別の前年同期との比較は以下のとおり。 

製造段階：5 件減  供給段階：1 件増  消費段階：9 件減 

 

 ６．技術図書検討部会の審議概要について 

   事務局より、標記部会における審議概要について説明した。 

  ① 技術図書の改訂状況及び今後の対応方針（案）について 

  ② 「導管維持管理指針（本支管編）、（供給管・内管編）」の改訂について 

 

 ７．「一の団地」の基本的な考え方について 

   事務局より「ガス事業法等の解釈及び運用通達における『一の団地』の基本的な考え方につい

て」（令和元年 8 月 1 日付事務連絡 エネ庁ガス市場整備室）について説明した。 

以上 



　　　　　　　　（令和元年７月分） 資 源 エ ネ ル ギ ー 庁

電 力 ・ ガ ス 事 業 部

ガ ス 市 場 整 備 室

ガス事業生産動態統計の概況
（ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））

（３）総生産量（販売量）

（２）需要家メーター取付数等

令和元年７月分のガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。）の総生産量（販売量）は、８，２９１，０
７０ となり、対前年同月比１００．７％、調定数は、対前年同月比９９．２％、平均販売量は、対前年同月比１０１．５％だった。

（１）供給地点群数等

　総生産量（販売量）は、８，２９１，０７０ で、そのうち家庭用は、７，５６９，８８６ （構成比９１．３％）となっている。

需要家メーター取付数は、１，３４４，１５５個（対前年同月比９９．４％）、調定数は、１，１２２，４６７件（対前年同月比９９．２％）、そのうち家庭用
メーター取付数は、１，３３２，５００個、調定数は、１，１１３，４１６件である。
メーター取付数は、全体で対前月７６７個の減少（対前月比９９．９％）、調定数は、対前月１，３３４件の減少（対前月比９９．９％）であった。

供給地点群数及び供給地点数は、それぞれ７，３１６（対前月より８地点群減少、対前年同月比９９．５％）、１，８２７，２０９（対前月より１，３３８地点減
少、対前年同月比９９．７％）となった。

－1－
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（令和元年７月分）

（ ／月）　

家　庭　用　 総　販　売　量　 平成３０年７月　 令和元年７月　 対前年同月比（％）　

北　海　道 93.16  94.19  5.41  5.14  95.03  

東　北 103.90  101.60  8.53  8.75  102.59  

関　東 106.36  105.21  8.19  8.68  105.98  

中　部 101.51  100.85  7.93  8.02  101.15  

北　陸 100.24  100.21  6.68  6.75  101.06  

近　畿 95.99  96.20  7.16  6.96  97.10  

中　国 96.63  96.07  6.86  6.65  97.02  

四　国 96.63  96.44  6.48  6.36  98.22  

九　州 98.08  97.72  6.46  6.39  98.90  

沖　縄 109.60  109.21  4.77  5.10  107.09  

全　国 101.31  100.65  7.28  7.39  101.48  

＊　　＊　　＊　　平　　均　　販　　売　　量　　＊　　＊　　＊

生産量（販売量）対前年同月比（％） 　平　均　販　売　量
経済産業局名

－2－



注1．（　）内は圧縮天然ガス。内数である。

総括表

項目／経済産業局名 北海道 東北 関東 中部 北陸 近畿 中国 四国 九州 沖縄 合　　計

供給地点群数 342 613 2,093 647 285 1,008 614 352 1,172 190 7,316
( 21 ) ( 21 )

供給地点数 141,853 156,243 527,972 173,513 59,744 218,210 142,256 72,072 302,736 32,610 1,827,209
( 4,030 ) ( 4,030 )

原料 い号 ろ号 合計

月始在庫量

　液化石油ガス （㎏） 5,629,489 4,920 5,634,409

  圧縮天然ガス （ ） 0

受入量
　液化石油ガス （㎏） 896,851 1,762,288 5,785,197 1,749,517 403,317 1,692,940 1,053,561 592,260 2,673,181 291,406 16,860,544 39,974 16,900,518

  圧縮天然ガス （ ） 37,303 37,303

消費量
　液化石油ガス （㎏） 6,828,107 37,742 6,865,849

  圧縮天然ガス （ ） 0

過欠補正
　液化石油ガス （㎏） 78,395 2,504 80,899

  圧縮天然ガス （ ） 0

月末在庫量

　液化石油ガス （㎏） 5,757,233 8,370 5,765,603

  圧縮天然ガス （ ） 0

需要家メーター数 （個）

家庭用　取付数 97,559 113,687 383,761 127,607 39,033 156,139 95,974 57,167 229,609 31,964 1,332,500
( 3,466 ) ( 3,466 )

　　　　調定数 83,101 94,572 328,078 107,992 29,543 122,999 78,214 43,972 195,833 29,112 1,113,416
( 3,002 ) ( 3,002 )

商業用　取付数 1,621 1,382 3,455 586 182 695 297 134 659 13 9,024
( 20 ) ( 20 )

　　　　調定数 977 1,040 2,722 481 147 588 232 76 594 11 6,868

( 20 ) ( 20 )

その他　取付数 509 331 415 163 86 272 280 23 537 15 2,631

　　　　調定数 404 292 352 134 66 217 231 19 458 10 2,183

計　　取　付　数 99,689 115,400 387,631 128,356 39,301 157,106 96,551 57,324 230,805 31,992 1,344,155

( 3,486 ) ( 3,486 )

計　　調　定　数 84,482 95,904 331,152 108,607 29,756 123,804 78,677 44,067 196,885 29,133 1,122,467

( 3,022 ) ( 3,022 )

生産量（販売量） （ ）

　家　　庭　　用 363,627 704,581 2,619,801 815,299 173,419 810,760 494,764 273,178 1,168,552 145,905 7,569,886

( 43,319 ) ( 43,319 )

　商　　業　　用 39,751 91,518 207,230 45,290 17,357 29,090 13,021 2,406 33,038 1,939 480,640

( 1,100 ) ( 1,100 )

　そ　　の　　他 30,947 43,172 46,422 10,410 10,010 21,235 15,761 4,775 56,940 872 240,544

計 434,325 839,271 2,873,453 870,999 200,786 861,085 523,546 280,359 1,258,530 148,716 8,291,070

( 44,419 ) ( 44,419 )

＊＊＊ガス事業生産動態統計集計表(令和元年７月分）＊＊＊
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地区別表 （ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））　注1．（　）内は圧縮天然ガス。内数である。
項目／都道府県名 北海道 青　森 岩　手 宮　城 秋　田 山　形 福　島 茨　城 栃　木 群　馬

供給地点群数 342 73 102 137 19 102 180 305 171 170

供給地点数 141,853 21,810 25,510 36,765 2,285 26,846 43,027 88,523 43,960 38,771

原　料　受入量
　液化石油ガス （㎏） 896,851 210,789 259,628 456,561 17,305 339,721 478,284 748,441 587,213 444,513

圧縮天然ガス （ ）

需要家メーター数 （個）

家庭用　取付数 97,559 19,059 19,387 26,454 1,997 18,353 28,437 54,469 31,703 29,485

　　　　調定数 83,101 15,007 15,467 22,598 1,658 15,504 24,338 45,286 25,920 23,999

商業用　取付数 1,621 504 114 125 4 401 234 215 362 168

　　　　調定数 977 354 85 116 4 328 153 172 275 121

その他　取付数 509 117 74 41 1 31 67 92 60 31

　　　　調定数 404 103 64 39 1 28 57 78 48 19

計　　取　付　数 99,689 19,680 19,575 26,620 2,002 18,785 28,738 54,776 32,125 29,684

計　　調　定　数 84,482 15,464 15,616 22,753 1,663 15,860 24,548 45,536 26,243 24,139

生産量（販売量） （ ）

　家　　庭　　用 363,627 75,473 113,633 213,276 8,915 95,936 197,348 371,795 213,552 173,848

　商　　業　　用 39,751 12,929 2,953 12,812 17 48,428 14,379 7,046 62,722 42,549

　そ　　の　　他 30,947 1,433 2,771 2,782 0 13,684 22,502 10,583 2,354 6,346

計 434,325 89,835 119,357 228,870 8,932 158,048 234,229 389,424 278,628 222,743

＊＊＊ガス事業生産動態統計集計表(令和元年７月分）＊＊＊
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地区別表 （ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））
項目／都道府県名

供給地点群数

供給地点数

原　料　受入量
　液化石油ガス （㎏）

圧縮天然ガス （ ）

需要家メーター数 （個）

家庭用　取付数

　　　　調定数

商業用　取付数

　　　　調定数

その他　取付数

　　　　調定数

計　　取　付　数

計　　調　定　数

生産量（販売量） （ ）

　家　　庭　　用

　商　　業　　用

　そ　　の　　他

計

（ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））注1．（　）内は圧縮天然ガス。内数である。
埼　玉 千　葉 東　京 神奈川 新　潟 長　野 山　梨 静　岡 富　山 石　川

444 219 63 233 34 151 115 255 156 127
( 21 )

135,116 60,151 11,436 55,286 10,102 26,840 19,613 51,358 24,996 34,565
( 4,030 )

1,659,214 565,695 171,688 695,130 64,039 283,068 193,414 483,069 157,178 245,339

37,303

101,681 40,224 9,546 45,477 8,572 20,541 15,737 36,344 17,034 21,816
( 3,466 )

91,556 35,664 8,459 39,822 7,352 16,159 12,428 29,078 13,062 16,357
( 3,002 )

556 61 4 338 212 1,343 99 118 49 133
( 20 )

431 54 4 251 175 1,102 55 96 43 104
( 20 )

88 40 1 27 18 9 11 47 12 74

82 36 1 22 18 6 9 41 7 59

102,325 40,325 9,551 45,842 8,802 21,893 15,847 36,509 17,095 22,023
( 3,486 )

92,069 35,754 8,464 40,095 7,545 17,267 12,492 29,215 13,112 16,520
( 3,022 )

765,802 313,448 73,923 315,550 29,602 103,679 81,978 227,071 70,628 102,426
( 43,319 )

23,698 4,768 1,411 13,652 4,334 37,852 4,087 5,214 4,434 12,923
( 1,100 )

9,637 7,691 0 951 523 3,741 704 4,092 7 10,003

799,137 325,907 75,334 330,153 34,459 145,272 86,769 236,377 75,069 125,352
( 44,419 )

＊＊＊ガス事業生産動態統計集計表(令和元年７月分）＊＊＊
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地区別表 （ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））
項目／都道府県名

供給地点群数

供給地点数

原　料　受入量
　液化石油ガス （㎏）

圧縮天然ガス （ ）

需要家メーター数 （個）

家庭用　取付数

　　　　調定数

商業用　取付数

　　　　調定数

その他　取付数

　　　　調定数

計　　取　付　数

計　　調　定　数

生産量（販売量） （ ）

　家　　庭　　用

　商　　業　　用

　そ　　の　　他

計

（ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））注1．（　）内は圧縮天然ガス。内数である。
福　井 愛　知 岐　阜 三　重 大　阪 兵　庫 滋　賀 京　都 奈　良 和歌山

61 191 184 207 97 221 256 153 90 130

12,852 35,665 48,526 76,321 20,009 48,369 52,278 28,656 25,465 30,581

96,955 360,567 492,937 786,526 185,938 350,778 397,561 299,584 172,767 189,357

8,503 29,489 35,234 53,049 16,057 35,637 35,665 21,814 18,084 20,379

6,311 24,818 30,075 45,578 11,752 27,207 29,632 17,950 14,114 16,033

71 173 255 137 23 167 225 122 16 71

71 124 222 121 19 112 192 120 11 63

7 32 34 88 56 54 52 61 11 31

7 17 31 78 26 51 45 56 7 25

8,581 29,694 35,523 53,274 16,136 35,858 35,942 21,997 18,111 20,481

6,389 24,959 30,328 45,777 11,797 27,370 29,869 18,126 14,132 16,121

40,456 169,393 226,161 369,663 74,176 173,024 210,569 122,616 97,758 92,161

2,046 5,669 25,798 13,720 349 7,153 5,622 11,567 282 2,071

15 1,278 1,882 7,050 10,459 1,193 257 6,161 825 2,325

42,517 176,340 253,841 390,433 84,984 181,370 216,448 140,344 98,865 96,557

＊＊＊ガス事業生産動態統計集計表(令和元年７月分）＊＊＊
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地区別表 （ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））
項目／都道府県名

供給地点群数

供給地点数

原　料　受入量
　液化石油ガス （㎏）

圧縮天然ガス （ ）

需要家メーター数 （個）

家庭用　取付数

　　　　調定数

商業用　取付数

　　　　調定数

その他　取付数

　　　　調定数

計　　取　付　数

計　　調　定　数

生産量（販売量） （ ）

　家　　庭　　用

　商　　業　　用

　そ　　の　　他

計

（ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））注1．（　）内は圧縮天然ガス。内数である。
鳥　取 島　根 岡　山 広　島 山　口 徳　島 香　川 愛　媛 高　知 福　岡

66 82 167 209 90 89 81 107 75 556

14,108 12,384 30,760 68,851 16,153 16,354 14,577 20,302 20,839 144,171

102,138 114,381 189,054 519,616 128,372 141,249 83,605 160,307 207,099 1,255,038

8,676 8,706 20,706 45,156 12,730 12,713 11,949 16,549 15,956 112,318

7,096 7,514 15,976 37,953 9,675 9,726 8,210 13,153 12,883 95,344

42 4 67 173 11 16 2 94 22 167

37 4 53 130 8 15 1 45 15 164

59 22 17 153 29 1 4 8 10 146

48 21 14 137 11 1 2 7 9 137

8,777 8,732 20,790 45,482 12,770 12,730 11,955 16,651 15,988 112,631

7,181 7,539 16,043 38,220 9,694 9,742 8,213 13,205 12,907 95,645

41,006 51,214 94,289 248,057 60,198 57,863 42,980 77,820 94,515 562,807

1,387 560 1,175 9,858 41 799 35 685 887 15,289

6,346 952 213 6,847 1,403 0 3,311 87 1,377 5,091

48,739 52,726 95,677 264,762 61,642 58,662 46,326 78,592 96,779 583,187

＊＊＊ガス事業生産動態統計集計表(令和元年７月分）＊＊＊

－7－



地区別表 （ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））
項目／都道府県名

供給地点群数

供給地点数

原　料　受入量
　液化石油ガス （㎏）

圧縮天然ガス （ ）

需要家メーター数 （個）

家庭用　取付数

　　　　調定数

商業用　取付数

　　　　調定数

その他　取付数

　　　　調定数

計　　取　付　数

計　　調　定　数

生産量（販売量） （ ）

　家　　庭　　用

　商　　業　　用

　そ　　の　　他

計

（ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））注1．（　）内は圧縮天然ガス。内数である。
佐　賀 長　崎 熊　本 大　分 宮　崎 鹿児島 沖　縄 合　計

64 117 94 78 136 127 190 7,316
( 21 )

9,928 40,068 19,672 20,923 26,065 41,909 32,610 1,827,209
( 4,030 )

81,119 387,149 151,447 139,339 257,204 401,885 291,406 16,900,518

37,303

7,318 29,513 14,690 13,460 19,869 32,441 31,964 1,332,500
( 3,466 )

6,048 25,417 12,467 11,698 16,359 28,500 29,112 1,113,416
( 3,002 )

7 61 19 45 26 334 13 9,024
( 20 )

7 56 17 37 19 294 11 6,868
( 20 )

10 70 10 24 53 224 15 2,631
( 0 )

8 64 6 13 45 185 10 2,183
( 0 )

7,335 29,644 14,719 13,529 19,948 32,999 31,992 1,344,155
( 3,486 )

6,063 25,537 12,490 11,748 16,423 28,979 29,133 1,122,467
( 3,022 )

35,522 158,268 76,410 60,978 89,127 185,440 145,905 7,569,886
( 43,319 )

129 5,065 672 1,608 987 9,288 1,939 480,640
( 1,100 )

81 1,567 64 1,629 33,165 15,343 872 240,544
( 0 )

35,732 164,900 77,146 64,215 123,279 210,071 148,716 8,291,070
( 44,419 )

＊＊＊ガス事業生産動態統計集計表(令和元年７月分）＊＊＊
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　　　　　　　　（令和元年８月分） 資 源 エ ネ ル ギ ー 庁

電 力 ・ ガ ス 事 業 部

ガ ス 市 場 整 備 室

ガス事業生産動態統計の概況
（ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））

（３）総生産量（販売量）

（２）需要家メーター取付数等

令和元年８月分のガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。）の総生産量（販売量）は、７，１９８，１
２６ となり、対前年同月比１１１．８％、調定数は、対前年同月比９９．１％、平均販売量は、対前年同月比１１２．８％だった。

（１）供給地点群数等

　総生産量（販売量）は、７，１９８，１２６ で、そのうち家庭用は、６，３８６，７３４ （構成比８８．７％）となっている。

需要家メーター取付数は、１，３４３，０５１個（対前年同月比９９．４％）、調定数は、１，１２０，９１７件（対前年同月比９９．１％）、そのうち家庭用
メーター取付数は、１，３３１，３９５個、調定数は、１，１１１，８１９件である。
メーター取付数は、全体で対前月１，１０４個の減少（対前月比９９．９％）、調定数は、対前月１，５５０件の減少（対前月比９９．９％）であった。

供給地点群数及び供給地点数は、それぞれ７，３０７（対前月より９地点群減少、対前年同月比９９．５％）、１，８２６，２４１（対前月より９６８地点減少、
対前年同月比９９．７％）となった。

－1－
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（令和元年８月分）

（ ／月）　

家　庭　用　 総　販　売　量　 平成３０年８月　 令和元年８月　 対前年同月比（％）　

北　海　道 95.72  96.89  4.75  4.64  97.82  

東　北 105.68  104.72  7.33  7.76  105.85  

関　東 120.42  117.68  6.39  7.58  118.56  

中　部 117.80  116.23  5.85  6.82  116.61  

北　陸 109.51  108.76  5.15  5.67  110.20  

近　畿 113.76  112.60  5.26  5.99  113.70  

中　国 116.17  114.01  4.93  5.68  115.31  

四　国 107.89  107.32  5.05  5.54  109.84  

九　州 109.93  108.52  5.00  5.50  109.89  

沖　縄 103.98  103.25  4.55  4.64  102.01  

全　国 113.50  111.77  5.69  6.42  112.80  

＊　　＊　　＊　　平　　均　　販　　売　　量　　＊　　＊　　＊

生産量（販売量）対前年同月比（％） 　平　均　販　売　量
経済産業局名
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注1．（　）内は圧縮天然ガス。内数である。

総括表

項目／経済産業局名 北海道 東北 関東 中部 北陸 近畿 中国 四国 九州 沖縄 合　　計

供給地点群数 342 612 2,091 647 283 1,007 613 350 1,172 190 7,307
( 21 ) ( 21 )

供給地点数 141,858 156,178 527,759 173,513 59,491 218,100 142,089 71,891 302,752 32,610 1,826,241
( 4,030 ) ( 4,030 )

原料 い号 ろ号 合計

月始在庫量

　液化石油ガス （㎏） 5,608,459 8,370 5,616,829

  圧縮天然ガス （ ） 0

受入量
　液化石油ガス （㎏） 783,651 1,477,576 4,956,617 1,405,235 332,008 1,368,627 857,344 514,355 2,250,646 253,401 14,169,703 29,757 14,199,460

  圧縮天然ガス （ ） 35,911 35,911

消費量
　液化石油ガス （㎏） 6,019,235 40,591 6,059,826

  圧縮天然ガス （ ） 0

過欠補正
　液化石油ガス （㎏） 153,111 9,975 163,086

  圧縮天然ガス （ ） 0

月末在庫量

　液化石油ガス （㎏） 5,732,288 5,730 5,738,018

  圧縮天然ガス （ ） 0

需要家メーター数 （個）

家庭用　取付数 97,537 113,571 383,478 127,601 38,900 155,989 95,856 56,978 229,523 31,962 1,331,395
( 3,466 ) ( 3,466 )

　　　　調定数 82,993 94,455 327,741 108,015 29,397 122,668 78,100 43,722 195,616 29,112 1,111,819
( 3,014 ) ( 3,014 )

商業用　取付数 1,621 1,381 3,457 585 181 697 297 134 665 13 9,031
( 20 ) ( 20 )

　　　　調定数 1,002 1,042 2,729 480 147 587 235 76 603 10 6,911

( 20 ) ( 20 )

その他　取付数 508 330 415 163 86 270 280 23 535 15 2,625

　　　　調定数 413 291 353 134 66 215 230 19 456 10 2,187

計　　取　付　数 99,666 115,282 387,350 128,349 39,167 156,956 96,433 57,135 230,723 31,990 1,343,051

( 3,486 ) ( 3,486 )

計　　調　定　数 84,408 95,788 330,823 108,629 29,610 123,470 78,565 43,817 196,675 29,132 1,120,917

( 3,034 ) ( 3,034 )

生産量（販売量） （ ）

　家　　庭　　用 315,337 573,248 2,215,214 678,017 145,935 686,269 413,775 236,527 989,588 132,824 6,386,734

( 38,450 ) ( 38,450 )

　商　　業　　用 47,930 116,015 239,422 52,440 16,587 29,567 13,222 1,805 36,761 1,346 555,095

( 770 ) ( 770 )

　そ　　の　　他 28,683 54,305 53,365 10,933 5,422 23,221 19,645 4,534 55,149 1,040 256,297

計 391,950 743,568 2,508,001 741,390 167,944 739,057 446,642 242,866 1,081,498 135,210 7,198,126

( 39,220 ) ( 39,220 )

＊＊＊ガス事業生産動態統計集計表(令和元年８月分）＊＊＊
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地区別表 （ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））　注1．（　）内は圧縮天然ガス。内数である。
項目／都道府県名 北海道 青　森 岩　手 宮　城 秋　田 山　形 福　島 茨　城 栃　木 群　馬

供給地点群数 342 73 102 136 19 102 180 304 171 169

供給地点数 141,858 21,832 25,510 36,677 2,285 26,846 43,028 88,434 43,960 38,600

原　料　受入量
　液化石油ガス （㎏） 783,651 155,836 202,113 361,231 14,156 304,836 439,404 677,389 526,604 387,863

圧縮天然ガス （ ）

需要家メーター数 （個）

家庭用　取付数 97,537 19,065 19,385 26,366 1,997 18,333 28,425 54,361 31,692 29,391

　　　　調定数 82,993 15,008 15,400 22,526 1,658 15,517 24,346 45,201 25,905 23,920

商業用　取付数 1,621 504 114 125 4 400 234 216 363 171

　　　　調定数 1,002 356 85 115 4 328 154 172 276 125

その他　取付数 508 117 74 41 1 31 66 92 59 31

　　　　調定数 413 103 64 39 1 27 57 78 48 19

計　　取　付　数 99,666 19,686 19,573 26,532 2,002 18,764 28,725 54,669 32,114 29,593

計　　調　定　数 84,408 15,467 15,549 22,680 1,663 15,872 24,557 45,451 26,229 24,064

生産量（販売量） （ ）

　家　　庭　　用 315,337 61,936 93,152 168,423 6,598 77,265 165,874 310,838 190,858 143,824

　商　　業　　用 47,930 17,346 2,913 13,897 14 59,191 22,654 8,525 72,282 47,309

　そ　　の　　他 28,683 1,973 2,778 2,099 0 14,507 32,948 12,352 2,703 6,687

計 391,950 81,255 98,843 184,419 6,612 150,963 221,476 331,715 265,843 197,820

＊＊＊ガス事業生産動態統計集計表(令和元年８月分）＊＊＊
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地区別表 （ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））
項目／都道府県名

供給地点群数

供給地点数

原　料　受入量
　液化石油ガス （㎏）

圧縮天然ガス （ ）

需要家メーター数 （個）

家庭用　取付数

　　　　調定数

商業用　取付数

　　　　調定数

その他　取付数

　　　　調定数

計　　取　付　数

計　　調　定　数

生産量（販売量） （ ）

　家　　庭　　用

　商　　業　　用

　そ　　の　　他

計

（ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））注1．（　）内は圧縮天然ガス。内数である。
埼　玉 千　葉 東　京 神奈川 新　潟 長　野 山　梨 静　岡 富　山 石　川

444 219 63 233 34 151 115 255 155 126
( 21 )

135,178 60,151 11,438 55,287 10,099 26,825 19,613 51,358 24,829 34,479
( 4,030 )

1,309,630 479,518 147,765 562,562 54,431 305,659 167,645 421,579 129,430 202,578

35,911

101,626 40,222 9,546 45,478 8,571 20,541 15,735 36,324 16,995 21,722
( 3,466 )

91,464 35,652 8,457 39,790 7,358 16,142 12,439 29,069 13,027 16,243
( 3,014 )

553 61 4 338 212 1,343 99 118 49 132
( 20 )

429 54 4 252 175 1,105 55 96 43 104
( 20 )

88 41 1 27 18 9 11 47 12 74

82 37 1 22 17 6 9 42 7 59

102,267 40,324 9,551 45,843 8,801 21,893 15,845 36,489 17,056 21,928
( 3,486 )

91,975 35,743 8,462 40,064 7,550 17,253 12,503 29,207 13,077 16,406
( 3,034 )

628,861 266,357 63,970 266,112 23,492 91,629 73,552 197,634 61,503 84,123
( 38,450 )

24,663 5,421 1,213 12,942 4,931 50,809 5,543 5,876 6,187 10,400
( 770 )

9,210 8,592 0 792 1,185 4,099 698 7,174 4 5,418

662,734 280,370 65,183 279,846 29,608 146,537 79,793 210,684 67,694 99,941
( 39,220 )

＊＊＊ガス事業生産動態統計集計表(令和元年８月分）＊＊＊
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地区別表 （ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））
項目／都道府県名

供給地点群数

供給地点数

原　料　受入量
　液化石油ガス （㎏）

圧縮天然ガス （ ）

需要家メーター数 （個）

家庭用　取付数

　　　　調定数

商業用　取付数

　　　　調定数

その他　取付数

　　　　調定数

計　　取　付　数

計　　調　定　数

生産量（販売量） （ ）

　家　　庭　　用

　商　　業　　用

　そ　　の　　他

計

（ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））注1．（　）内は圧縮天然ガス。内数である。
福　井 愛　知 岐　阜 三　重 大　阪 兵　庫 滋　賀 京　都 奈　良 和歌山

60 191 184 207 97 221 256 153 90 130

12,752 35,665 48,526 76,321 20,009 48,369 52,268 28,656 25,465 30,581

76,296 295,580 396,976 628,651 144,969 297,369 314,669 233,036 149,377 152,911

8,401 29,489 35,237 53,049 16,049 35,637 35,648 21,810 18,070 20,374

6,264 24,823 30,075 45,588 11,523 27,201 29,624 17,924 14,106 16,026

72 172 255 137 23 167 225 123 16 71

72 124 221 121 19 110 192 120 11 63

7 32 34 88 56 52 52 61 11 31

7 17 31 78 26 49 45 56 7 25

8,480 29,693 35,526 53,274 16,128 35,856 35,925 21,994 18,097 20,476

6,343 24,964 30,327 45,787 11,568 27,360 29,861 18,100 14,124 16,114

32,816 139,271 187,547 309,595 64,068 144,804 173,892 104,076 82,895 83,718

1,998 5,689 31,421 15,238 367 6,734 5,398 12,584 259 2,227

14 2,033 1,639 7,134 10,980 1,127 367 7,323 843 2,567

34,828 146,993 220,607 331,967 75,415 152,665 179,657 123,983 83,997 88,512

＊＊＊ガス事業生産動態統計集計表(令和元年８月分）＊＊＊
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地区別表 （ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））
項目／都道府県名

供給地点群数

供給地点数

原　料　受入量
　液化石油ガス （㎏）

圧縮天然ガス （ ）

需要家メーター数 （個）

家庭用　取付数

　　　　調定数

商業用　取付数

　　　　調定数

その他　取付数

　　　　調定数

計　　取　付　数

計　　調　定　数

生産量（販売量） （ ）

　家　　庭　　用

　商　　業　　用

　そ　　の　　他

計

（ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））注1．（　）内は圧縮天然ガス。内数である。
鳥　取 島　根 岡　山 広　島 山　口 徳　島 香　川 愛　媛 高　知 福　岡

65 82 167 209 90 87 81 107 75 556

13,973 12,384 30,760 68,851 16,121 16,173 14,577 20,302 20,839 144,197

79,579 86,043 152,693 417,307 121,722 124,057 77,273 143,914 169,111 1,044,367

8,593 8,722 20,697 45,141 12,703 12,528 11,949 16,547 15,954 112,281

7,049 7,521 15,982 37,877 9,671 9,725 8,190 13,124 12,683 95,298

42 4 67 173 11 17 2 93 22 173

37 4 53 133 8 16 1 44 15 170

59 22 17 153 29 1 4 8 10 144

48 21 13 137 11 1 2 7 9 135

8,694 8,748 20,781 45,467 12,743 12,546 11,955 16,648 15,986 112,598

7,134 7,546 16,048 38,147 9,690 9,742 8,193 13,175 12,707 95,603

31,812 42,075 76,053 213,260 50,575 49,746 36,154 65,637 84,990 472,601

1,197 549 1,147 10,288 41 359 37 647 762 18,236

8,507 796 224 8,592 1,526 0 3,264 86 1,184 4,992

41,516 43,420 77,424 232,140 52,142 50,105 39,455 66,370 86,936 495,829

＊＊＊ガス事業生産動態統計集計表(令和元年８月分）＊＊＊
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地区別表 （ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））
項目／都道府県名

供給地点群数

供給地点数

原　料　受入量
　液化石油ガス （㎏）

圧縮天然ガス （ ）

需要家メーター数 （個）

家庭用　取付数

　　　　調定数

商業用　取付数

　　　　調定数

その他　取付数

　　　　調定数

計　　取　付　数

計　　調　定　数

生産量（販売量） （ ）

　家　　庭　　用

　商　　業　　用

　そ　　の　　他

計

（ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））注1．（　）内は圧縮天然ガス。内数である。
佐　賀 長　崎 熊　本 大　分 宮　崎 鹿児島 沖　縄 合　計

64 117 94 78 136 127 190 7,307
( 21 )

9,928 40,068 19,672 20,923 26,065 41,899 32,610 1,826,241
( 4,030 )

58,235 297,597 128,843 128,497 222,342 370,765 253,401 14,199,460

35,911

7,316 29,503 14,685 13,439 19,866 32,433 31,962 1,331,395
( 3,466 )

6,012 25,361 12,437 11,684 16,333 28,491 29,112 1,111,819
( 3,014 )

7 61 19 45 26 334 13 9,031
( 20 )

7 57 17 38 19 295 10 6,911
( 20 )

10 70 10 24 53 224 15 2,625
( 0 )

8 64 6 13 45 185 10 2,187
( 0 )

7,333 29,634 14,714 13,508 19,945 32,991 31,990 1,343,051
( 3,486 )

6,027 25,482 12,460 11,735 16,397 28,971 29,132 1,120,917
( 3,034 )

29,231 130,606 66,667 50,552 76,009 163,922 132,824 6,386,734
( 38,450 )

121 6,144 649 1,474 1,061 9,076 1,346 555,095
( 770 )

70 400 57 1,693 30,928 17,009 1,040 256,297
( 0 )

29,422 137,150 67,373 53,719 107,998 190,007 135,210 7,198,126
( 39,220 )
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