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Ⅰ．前経営強化計画の実績についての総括 

  当組合は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第 27条第 1項の規定に基づ

く「経営強化計画」（2019年 4月～2022年 3月。以下「前計画」という。）を策定し、資

本増強による当組合の財務基盤の強化を背景に、適切かつ積極的な金融仲介機能の発揮

による中小規模事業者・個人の皆様に対する信用供与の維持・拡大と、各種サービスの向

上に努めてまいりました。 

この結果、前計画の実績は、以下のとおりとなりました。 

１．主要勘定 

   2022 年 3 月期の預金積金の末残は、コロナ禍（＝新型コロナウィルスの感染拡大に

よる災難や危機的状況。以下、同様）における自己資金確保傾向や、不動産売却代金の

滞留等が要因で、前期比 475 百万円の増加となり、平残では 787 百万円の増加となり

ました。同末残は、計画を 1,543百万円上回り、対始期比では 2,090百万円上回りまし

た。 

   また、貸出金の末残は、営業推進体制の強化等の諸施策に積極的に取り組みましたが、

コロナ禍の影響を受け、2022 年 3 月期は、対計画比では 2,842 百万円下回りました。

対始期比では 272 百万円上回りました。 

（単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019/3期 

（始期） 

20/3期 21/3期 

実績 前期比 計画 計画比 実績 前期比 計画 計画比 

預金積金（末残） 51,453 51,114 339 51,500 △386 53,068 1,954 51,700 1,368 

預金積金（平残） 50,444 51,333 889 51,000 333 52,152 819 51,300 852 

貸出金（末残） 35,686 35,764 78 36,200 △436 37,357 1,593 37,500 △143 

貸出金（平残） 33,486 35,565 2,079 35,700 △135 35,762 197 36,900 △1,138 

 22/3期 

実績 前期比 計画 計画比 始期比 

預金積金（末残） 53,543 475 52,000 1,543 2,090 

預金積金（平残） 52,939 787 51,500 1,439 2,495 

貸出金（末残） 35,958 △1,399 38,800 △2,842 272 

貸出金（平残） 36,117 355 38,200 △2,083 2,631 
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２．収益状況（計画期間 3ヶ年累計。計数は別表 1に記載） 

（１）業務純益 

   貸出金利回りの低下等により、貸出金利息（2022 年 3 月期 3 ヶ年累計額）が対

計画比 36百万円下回り、また、預け金利息が、運用環境の厳しさから、対計画比

5 百万円下回ったこと等から、資金運用収益全体では、対計画比 34 百万円下回り

ました。 

   役務取引等収益も、与信関係手数料の減少等により、対計画比 10百万円下回り

ました。 

   この結果、その他の業務収益を加えた業務収益全体では、対計画比で 43百万円

下回りました。 

     業務費用は、預金利息が、預金金利の低下により、対計画比 43 百万円下回り、

また経費が対計画比 113 百万円下回り、一般貸倒引当金繰入が対計画比 138 百万

円下回ったこと等から、対計画比 305百万円下回りました。 

     この結果、業務収益の減少を業務費用の削減等によりカバーすることとなり、業

務純益は、対計画比 262百万円上回る結果となりました。 

 

（２）コア業務純益 

業務純益から、一般貸倒引当金繰入を控除したコア業務純益は、対計画比 123百

万円上回ることができました。 

 

（３）当期純利益 

   コア業務純益の計画達成に加え、2021 年 3 月期において、多額の繰延税金資産

を計上したこと等から、当期純利益は累計で対計画比 330 百万円上回ることがで

きました。 

  



 

3 

 

【別表 1】                               （単位：百万円） 

 

３．経営強化計画の終期において達成されるべき経営の改善の目標に対する実績 

（１）収益性を示す指標（コア業務純益） 

     2022 年 3 月期は、対計画比で、貸出金利回りは 0.04 ポイント上回ったものの、

貸出金平残が 2,083百万円下回ったことから、貸出金利息は 26百万円下回りまし

た。 

    また、対計画比で、余資運用収益が 1百万円上回る一方で、役務取引等収益は 12

百万円下回った結果、業務収益は 38百万円下回りました。 

一方、一般貸倒引当金を除く業務費用は、経費抑制等により対計画比 83百万円

下回ったことから、コア業務純益は計画を 44百万円上回る 199 百万円を計上して

おります。 

 2019/3期 

（始期） 

20/3期 

実績 

21/3期 

実績 

22/3期 

実績 

3年間 

累計実績 

3年間 

累計計画 
計画比 

業務純益 67 236 186 275 697 435 262 

 業務収益 855 894 880 877 2,651 2,694 △43 

 貸出金利息 714 750 745 749 2,244 2,280 △36 

預け金利息 30 25 22 22 69 74 △5 

有価証券利息配当金 38 43 46 47 136 129 7 

役務取引等収益 53 52 50 41 143 153 △10 

国債等債券関係 - - - - - - - 

業務費用 787 658 694 602 1,954 2,259 △305 

 預金利息 33 26 20 14 60 103 △43 

役務取引等費用 29 29 29 26 84 98 △14 

国債等債券関係 - 0 0 0 0 0 - 

一般貸倒引当金繰入額 81 △63 - △75 △138 - △138 

経費 643 664 644 637 1,945 2,058 △113 

(うち人件費) 432 456 448 444 1,348 1,410 △62 

(うち物件費) 197 194 182 180 556 606 △50 

経費（除く機械化関連費

用） 
573 591 570 563 1,724 1,830 △106 

業務粗利益 792 837 830 837 2,504 2,493 11 

コア業務純益 148 173 186 199 558 435 123 

不良債権処理損失 8 100 - 81 181 30 151 

当期純利益 47 135 319   161 615 420 195 
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  （単位：百万円） 

 

 

2019/3期 

（始期） 

20/3期 21/3期 

計画 実績 計画比 計画 実績 計画比 

コア業務純益 148 135 173 38 145 186 41 

 

 

 

22/3期 計画始期比 

計画 実績 計画比 計画 実績 計画比 

コア業務純益 155 199 44 7 51 44 

 

（２）業務の効率性を示す指標（業務粗利益経費率） 

2022 年 3 月期の業務粗利益経費率は、対計画比で、業務粗利益が 9 百万円下回

り、経費は抑制が進み 49百万円下回ったことから、計画を 5.08 ポイント、始期を

5.09ポイントそれぞれ下回りました。 

 

（単位：百万円、％） 

 

 

2019/3期 

（始期） 

20/3期 21/3期 

計画 実績 計画比 計画 実績 計画比 

経費（機械化関

連を除く） 
573 608 591 △17 610 570 △40 

業務粗利益 792 816 837 21 831 830 △1 

業務粗利益

経費率 
72.35 74.51 70.61 △3.90 73.41 68.67 △4.74 

 

 

 

22/3期 計画始期比 

計画 実績 計画比 計画 実績 計画比 

経費（機械化関連を除く） 612 563 △49 39 △10 △49 

業務粗利益 846 837 △9 54 45 △9 

業務粗利益経費率 72.34 67.26 △5.08 △0.01 △5.09 △5.08 

 

４．中小規模事業者に対する信用供与の円滑化の指標に対する実績 

（１）中小規模事業者向け貸出 

中小規模事業者に対する資金の供給を経営の最優先課題として取り組みました

が、コロナ禍における営業活動の制限等により、2022 年 3 月期における中小規模

事業者向け貸出残高は、計画 30,398百万円に対して、582百万円下回る 29,816百
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万円となりました。また、総資産に占める割合は、計画 46.76％を下回る、46.58％

となりました。 

     今後とも、業域及び地域の中小規模事業者に対し、積極的に金融仲介機能を発揮

し、その発展に努めてまいります。 

 

（２）経営改善支援等取組み推移 

「事業支援室」を中心に、積極的に取り組んだ結果、2022 年 3 月期の経営改善

支援等の取組先数は 109先となり、計画に対して先数で 17先、支援取組率で 3.22

ポイント上回ることができました。 

今後とも、コンサルティング機能の発揮に努め、お客様の経営改善や成長発展に

向けた支援や資金供給を実施してまいります。 

 

【中小規模事業者向け貸出残高の推移】 

（単位：百万円、％）  

  
2019/3期 

（始期） 
19/9期 20/3期 20/9期 21/3期 21/9期 22/3期 始期比 

貸出残高 

計画 - 28,448 28,658 28,968 29,578 29,888 30,398 - 

実績 28,305 28,966 28,796 28,822 30,769 29,367 29,816 1,511 

計画比 - 518 138 △146 1,191 △521 △582 - 

総資産 

計画 - 61,700 62,200 62,800 64,100 64,700 65,000 - 

実績 61,487 62,278 61,080 63,543 63,646 63,690 64,001 2,514 

計画比 - 578 △1,120 743 △454 △1,010 △999 - 

貸出比率 

計画 - 46.10 46.07 46.12 46.14 46.19 46.76 - 

実績 46.03 46.51 47.14 45.35 48.34 46.10 46.58 0.55 

計画比 - 0.41 1.07 △0.77 2.20 △0.09 △0.18 - 
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 【経営改善支援等取組み推移】 

（単位：先、％） 

 2019/3期 

（始期） 

20/3期 

実績 

21/3期 

実績 

22/3期 

計画 実績 計画比 始期比 

経営改善支援等取組先数 85 100 124 92 109 17 24 

 

 

 

 

 

 

創業・新事業開拓支援先 8  9 6 9 3 △6 △5 

経営相談先 12 13 13 15 14 △1 2 

早期事業再生支援先 0 1 0 1 0 △1 0 

事業承継支援先 0 0 37 1 39 38 39 

担保・保証に過度に依存しない融資推進先 65 77 68 66 53 △13 △12 

期初債務者数 538 545 555 575 567 △8 29 

支援取組率 15.79 18.34 22.34 16.00 19.22 3.22 3.43 

 

Ⅱ．経営強化計画の実施期間 

  当組合は、金融機能強化法第 33 条第 1 項の規定に基づき、2022 年 4 月から 2025 年 3

月までの経営強化計画（以下、「本計画」という。）を実施いたします。 

  なお、今後本計画に記載された事項について重要な変化が生じた場合、または生じるこ

とが予想される場合には、遅滞なく全国信用協同組合連合会（以下「全信組連」という。）

を通じて金融庁に報告いたします。 

 

Ⅲ．経営強化計画の終期において達成されるべき経営の改善の目標 

本計画の実施により達成されるべき経営の改善の目標を以下のとおりとし、その必達

に向けて取り組んでまいります。 

 

１．収益性を示す指標 

  本計画における収益環境は、金融緩和政策の継続による利鞘の縮小、国内経済の後退

懸念等から非常に厳しいものが想定されますが、前計画において取り組んできた貸出

業務強化を軸とした諸施策をさらに推進することにより、コア業務純益の拡大に努め

てまいります。 

  なお、計画期間の当初 2年度は、コア業務純益が始期の水準を下回ることになります

が、これは、貸出金利競争の一層の激化が予想されること、将来に亘る持続可能なビジ

ネスモデル再構築のための経費増加等を踏まえたもので、計画終期には、収益の柱であ

る貸出金利息の増加により、始期を上回る水準を計画しております。 
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  【コア業務純益】                         （単位：百万円） 

 2020/3期 

実績 

21/3期 

実績 

22/3期 

実績 

計画始期

の水準 

23/3期 

計画 

 24/3 期 

計画 

25/3期 

計画 
始期比 

コア業務 

純益 
173 186 199 199 174 187 215 16 

      ＊コア業務純益＝業務純益 ＋ 一般貸倒引当金繰入額 － 国債等債券関係損益 

       ＊計画始期の水準については、直近の決算期の実績を設定しております。 

 

２．業務の効率性を示す指標 

    経費につきましては、前計画において積極的な削減に努めてまいりましたが、今後の

業容拡大・業務展開を考えると、これ以上の削減は難しいと判断しており、むしろ人件

費及び物件費については、業務拡大に向け上昇していくことを前提とした運営が必要

と考えております。従って、今後は一層、業務の見直し・効率化、職員の業務遂行力強

化等による生産性の向上等により業務粗利益の拡大を図り、経費率の改善に努めてま

いります。 

  前述のとおり、2年度目までは収益の減少要因があり、業務粗利益経費率は始期の水

準を若干上回ることとなりますが、計画終期には始期を下回って改善されることとな

ります。 

 

   【業務粗利益経費率（ＯＨＲ）】                    （単位：％） 

 2020/3期 

実績 

21/3期 

実績 

22/3期 

実績 

計画始期

の水準 

23/3期 

計画 

24/3期 

計画 

25/3期 

計画 

始期から

の改善幅 

ＯＨＲ 70.61 68.67 67.26 67.26 70.40 69.10 66.89 0.37 

      ＊業務粗利益経費率 ＝ （経費 － 機械化関連費用） ÷ 業務粗利益 

       ＊計画始期の水準については、直近の決算期の実績を設定しております。 

       ＊機械化関連費用には、全国信組共同センター使用料、事務機器等の減価償却費、保守関連

費用等を計上しております。 

       

Ⅳ．経営の改善の目標を達成するための方策 

１．経営の現状認識 

  （１）これまでの取組みと今後の課題 

当組合は、2019年 6月に策定した「経営強化計画」（2019年 4 月～2022年 3月）

に基づき、重点施策として「貸出業務増強等トップラインの拡大による収益力の強

化」「人材育成の強化」「信用リスク管理等、リスク管理体制の一層の強化」「業務

の効率化・事務の堅確化」を掲げ、役職員一丸となって経営改善に取り組んでまい
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りました。 

この結果、計画の最終年度における経営改善の計数目標は、中小規模事業者向け

貸出残高及び同貸出残高の総資産に対する比率以外のすべてを達成することがで

きました。 

しかしながら、収益構造は、経費の削減による効果が大きく、最重要課題であっ

た貸出業務の増強等による本来的な収益力の強化は、未達成の状況にあります。 

前計画における主要施策の進捗状況と課題認識は以下のとおりですが、前計画

から継続して取り組むべき課題も多くあり、また、新たに対処すべき課題も浮き彫

りになってきております。 

したがって、今後とも、当組合が持続的な成長を遂げていくためには、これらの

課題を再認識し、より強固な経営基盤・収益基盤の構築に向け、取り組みを一層強

化していく必要があるものと考えております。 

 

①貸出業務増強等トップラインの拡大による収益力の強化 

コア業務純益の達成は、貸出金利息の低調さを、経費の削減によりカバーする

ことができたことが主因であり、利回りの低下やコロナ禍等もあり、貸出金増強

等による収益力強化は、不十分な結果に終わりました。 

また、収益の内訳をみると、不動産業向け貸出による収益の割合が高くなって

おり、適切な貸出ポートフォリオ戦略の策定を行う必要があります。 

更に、金融機関の金利競争により、貸出金利の低下を余儀なくされており、貸

出金利息の増強をはじめ、持続可能な成長を支える安定した収益基盤の確保に

向けた方策が必要であります。 

また、業域における裾野拡大は進んだものの、貸出残高や収益基盤への寄与は

依然として不十分であり、業域信用組合を標榜する当組合として今後も持続的

な発展を目指すには、将来の取引基盤である業域との取引拡大・収益基盤確立は

喫緊の課題であります。 

前計画において、役員以下、一体となった活動により、業域分野のマーケット

分析を詳細に行うとともに、当組合が活躍できる分野を検討してまいりました。

その結果をもとに、内外のリソースを最大限に活用して、要員を効果的に投入し、

取引拡大に向けた方策を講じる必要があると考えております。 

以上のようなことから、今後、持続的成長を支える収益基盤の確立を最重要課

題として位置づけ、より効果的な施策の策定と推進力の強化が必要であると考

えております。 

  

②人材育成の強化 

前計画においては、中長期的な観点での人材育成が当組合にとって大きな課
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題であるという観点から、人材育成を重点施策として位置づけ、計画的な人材育

成ができる体制の整備に努めるとともに、職員一人ひとりの能力向上を図って

まいりました。 

その結果、「能力開発規程」及び「資格別・検定試験・通信教育ガイドライン

運用要領」に基づく職員の自己啓発・研修は、計画に基づき進捗し、また、業域

分野における資格取得等も概ね計画通り進捗しました。また、人事考課・業績評

価制度は職員の中に浸透し、職員のモチベーション向上に寄与したと思われま

すが、評価を一層的確に行う観点から、制度の改正を次年度より実施することと

しました。 

事務ミスに関して、為替関係のような重大な事案は減少したものの、全体とし

て、発生件数は依然として多く、今後、基本を踏まえた事務力の一層の強化が課

題となっています。 

また、業域取引拡大の前提となる事業性評価や目利き力の一層の強化にも努

める必要があります。 

そこで、今後は、このような分野の強化も見据えた研修等に一層注力していく

必要があると考えています。 

一方、業容の拡大とともに、当組合の業務上、組織上の課題を踏まえた人材の

確保が課題となりました。前計画では、新卒採用や外部人材の招聘、女性職員の

登用等に努めましたが、退職者もあり、思うように進展しませんでした。今後、

一定の業務遂行力を維持するためには、要員の確保と養成が必要であると考え

ております。 

 

③信用リスク管理等、リスク管理体制の一層の強化 

前計画においては、審査体制の厳格化、取引先管理の充実、営業店の審査能力

向上等に係る諸施策を推進してまいりました。その結果、信用リスク管理にかか

る体制面の整備・強化は一層進展したものと認識しております。 

また、不良債権処理も順調に進捗し、金融再生法上の不良債権は計画始期の水

準から 723百万円減少し、不良債権比率は 9.5%から 7.4%へと低下しました。な

お、2019年 12月、金融検査マニュアルが廃止されたことに対応し、2021年 3月

に、引当・償却に関して新たな手法を導入しました。 

信用リスク管理については、引き続き、ポートフォリオに内在するリスク、特

に不動産業者に対する融資や大口融資のリスク管理を中心に管理態勢を一段と

強化していくことが必要と考えております。 

市場リスクについては、運用対象の拡大に伴う、リスクの拡大に対応して、VaR

（Value at Risk）による管理手法を導入し、モニタリングを適切に行ってきて

おります。今後もこの手法による管理を継続してまいります。 
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オペレーショナル・リスクについては、基本的な動作の誤りに起因する事務ミ

スの削減が喫緊の課題であり、再発防止に向けた努力を継続・強化してまいりま

す。 

また、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与リスク、サイバーセキュリテ

ィは、国家的な重要課題であり、政府の方針等に従い、体制を整備してきており

ます。今後も、一層の対応能力の向上へ向けて、年度計画を策定し、体制の一層

の強化を図ってまいります。 

 

④業務の効率化・事務の堅確化 

前計画においては、最大 70名の人員体制を視野に活動してきましたが、新規

採用者を増やす一方、退職者の補充が必要となり、戦略的な人員配置と業務展開

は不十分に終わりました。 

今後、収益基盤の確保・拡大を図り、一層の収益力強化に繋げていくためには、

ある程度の人員増加と人件費の上昇は前提とせざるを得ず、職員一人ひとりの

効率性や生産性の向上が一層必要になると認識しております。 

また、前計画においては、営業店事務の効率化・合理化の観点から、営業店で

行うロギング処理の効率化のための方策を取引先とともに、検討実施する予定

としておりましたが、コロナ禍の影響もあり、進捗しませんでした。今後も、業

務の見直し・効率化、生産性の向上の観点からの効率化を推進していくことが必

要と考えております。 

 

⑤責任ある経営体制の確立（経営管理態勢・内部管理態勢の整備・強化） 

内部管理に関する体制の整備・強化は概ね計画通りに進捗し、インフラ面は整

備構築されたものと認識しております。 

マネー・ローンダリングやサイバーセキュリティ等の新たなリスクに対して

も、組織・規程を整備し適切に運用しております。 

今後も、経営環境や法制度等の動向を十分踏まえ、迅速・的確に対応していく

ことが必要と考えております。 

 

（２）当組合の主たる営業区域の状況 

①業域 

定款三業種（医療・福祉・環境衛生）の動向は、以下のとおりとなっておりま

す。 

なお、当組合の業域の営業範囲は定款で東京都一円、神奈川県 2市及び埼玉県

6市と定められております。 
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【医療】 

東京都内の医療施設数は、病院数は減少傾向で、診療所数（入院施設がない又は

患者数 19人以下の入院施設を有するもの）は増加傾向となっています。 

医師、薬剤師は増加しているものの、医療の高度化・専門化等による業務量増加

を背景に、医師不足、医療の長時間労働が問題化しています。特に、コロナ禍に伴

う、診療や入院の増大により、医療逼迫状況が続いています。 

歯科医師は減少しているものの、未だ供給過多であり、コンビニ数を超えるクリ

ニックの乱立により歯科経営は年々厳しくなっています。 

全国の薬局数はコンビニ数を超え、小規模店舗が乱立している状況で、経営者の

高齢化や、薬価引き下げ等を背景に、中小規模の薬局は厳しい環境に置かれており、

大手による寡占化が進むものと予想されます。 

このように、医療の市場は、規模は拡大しているものの、質的な転換を迫られて

いるのが実情で、この分野における金融機関が果たすべきコンサルティング機能

及び金融仲介機能の必要性は高まっているものと思われます。 

 

【東京都の医療施設の状況】 （注 1）       

施設の種類 
2016年 

施設数 

2019年

施設数 

過去 3年間 

の伸び率 

病院 651 638 -2.0% 

一般診療所 13,184 13,707 +4.0% 

歯科診療所 10,658 10,670 +0.1% 

合計 24,493 25,015 +2.1% 

 

【東京都の医療専門職従事者数】（注 2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注 1）東京都福祉保健局 （2019年 10月時点） 

（注 2）厚労省 HP（2018年 12月時点） 

 

種類 
2016年人数

（千人） 

2018年人数 

（千人） 

過去 2年間 

の伸び率 

 

医師 41 46 +12.2%  

歯科医師 17 16 -5.9%  

薬剤師 49 50 +2.0%  

合計 107 112 +4.7%  
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【福祉】 

介護サービス市場は、高齢者人口の増加に伴う要介護・要支援認定者の増加と、

介護保険制度の施行によるサービスの拡充及び多様化によって、年々拡大してい

ます。 

政府は、団塊の世代が後期高齢者となる 2025年度を見据え、介護施設を 2020年

代初頭までに 50 万人分、保育施設を 50 万人分整備する大掛かりな方針を打ち出

しており、今後も更なる拡大が見込まれます。 

東京都は、2021 年 3 月に、新しい「東京都高齢者保健福祉計画」を公表しまし

た。この中では、介護サービス基盤の整備と円滑・適正な制度運営、介護人材対策

の推進、保険者機能強化と地域包括ケアシステムのマネジメントなどが重点分野

とされており、今後、このような計画に基づき、高齢者福祉施設や医療施設等の整

備が進められていくと予想されます。 

2000 年の介護保険制度の開始により、社会福祉法人や医療法人等の特定の法人

以外に、民間企業の参入が認められ、市場の拡大を背景に、競争が激化しています。 

一方で、厳しい介護保険財政、介護職員の慢性的不足等、事業者がサービスに見

合った対価を得て経営を行っていくための条件が十分整っておらず、経営環境は

厳しい状態が続くものと思われます。 

また、介護市場のみならず障害者支援、児童福祉の分野でも、行政の積極的な推

進が本格化してきており、この領域の規模も拡大していくことが見込まれます。 

障害者福祉は、2003 年 4 月の「支援費制度」の導入（行政主導の「措置」的サ

ービスの提供から契約によるサービスの利用への転換）以降、2006 年 4 月の「障

害者自立支援法」の施行とその後の改正、2012 年 6 月の「障害者総合支援法」へ

の改正等により、就労移行支援・就労継続支援の事業所が増加するなど、障害者支

援ニーズの多様化への対応・サービスの質の確保・向上に向けた環境整備が進めら

れてきています。民間企業の算入も増えてきており、市場を巡る動きは活発化して

います。 

他方、児童福祉の分野に関しては、全国の待機児童は年々増加し、東京都も 2017

年には、2007 年と比較すると約 2 倍になっています。待機児童解消のため、国は

2018 年に子育て安心プランを策定し、保育の受け皿拡大に動くなど、この分野で

の動きは活発化しています。児童福祉の分野は、小規模な事業所が多く、金融機関

のコンサル力に対するニーズが他の領域よりも大きいと思われます。 

このような状況下で、福祉の分野に対する金融機関へのニーズも、施設整備等に

係る資金供給、創業の支援、事業運営に関するコンサルティング力の発揮等更に拡

大することが見込まれます。 
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【東京都の社会福祉施設数】（注 3）         【東京都で福祉事業を営む事業者数】（注 3） 

事業者 事業者数 シェア 

社会福祉法人 1,008 12.5% 

ＮＰＯ法人 944 11.7% 

医療法人 444 5.5% 

その他公益法人 439 5.4% 

民間企業 4,924 61.0% 

個人その他 307 3.8% 

合計 8,066 100% 

                               

（注 3）東京都福祉保健局 社会福祉施設等一覧。（2021年 10月時点） 

 

【環境衛生】 

 環境業界（ごみ、産業廃棄物収集）は、東京都の人口が年々増加していること、

耐用年数超過による修繕工事も含め、社会資本投資が暫く続くと予想されること

等から、当面市場は拡大傾向にあるものと思われます。 

     現在、東京環境保全協会への加入員数は、64 先となっており、この業界につい

ては加入員数にほぼ変動はなく、安定的に推移していくものと考えております 

（注 4）。 

（注 4）東京環境保全協会ホームページ 

 

②地域 

      当組合は、業域以外の地域として、店舗所在地（新宿区、台東区、小平市、青

梅市）の他に、周辺である千代田区、中央区、渋谷区、中野区、東久留米市、東

村山市、西東京市、羽村市の認可を受け、営業活動を展開しております。 

  

施設区分 施設数 

介護・老人福祉 2,875 

障害者支援 9,727 

児童福祉 4,925 

合計 17,527 
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【店舗所在地区の状況】 

 

人口 中小企業数 

信組 

数 
産業等の特徴 

（人） 
中小企

業社数 

中小企

業比率

(%) 

新宿区 340,929  20,187  98.1 7 

都内有数の高度経済地区。新宿駅西口は高層ビル群を

中心としたビジネス街、東口は高度商業地域。小売年間

販売額は 23区内トップクラス。 

地域柄、製造業の事業所数は少なく、卸・小売り、宿泊・

飲食等のシェアが高いが、不動産事業所数が多いのが

特徴である。 

台東区 203,775  16,193  99.1 8 

区の面積は 23区中最も狭く、産業、商業、娯楽等の密

度が非常に高い地域。皮革関連、ジュエリー関連の消費

財を扱う製造業や卸・小売業が集積。就業者に占める 

家族従業者の割合が高く、小規模事業者によって支えら

れている産業が多い。また、開業 50年以上の事業所が

多い。 

小平市 195,340 3,263 99.8 1 

都心部のベッドタウン化、工場の進出等により人口は

年々増加。第三次産業が 70％以上で大企業はほとんど

ない。 

 

青梅市 130,989  3,242  99.9 1 

古くは宿場町として養蚕や繊維で栄えた町であるが、今

はその面影はなく、都心部のベッドタウン化。大企業はほ

とんどなく、中小製造業の工業団地あり。福祉施設が多

いのが特徴。 

 

※人口 東京都ホームページ「東京都の統計」住民台帳による東京都の世帯と人口（2022年 2月現在） 

※中小企業数 「東京都の産業と雇用就業（2020）」2016年現在 

 

２．経営の基本戦略 

   当組合は、業域信用組合としてスタートし、その後、店舗所在地を中心とする地域へ

も業務展開を図るという独自の経営戦略をとってまいりました。 

   昨今のコロナ禍や経済金融環境の変化等で苦境にある中小規模事業者の多様な実情

やニーズに的確に応えていくためには、資金の仲介だけでなく、ヒト・モノ・情報の仲

介等の幅広い支援が必要であります。 
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   したがって、今後、金融機関の課題解決のためのコンサルティング機能及び金融仲介

機能の発揮の必要性は一層高まっていくものと思われます。 

   このような状況の中で、当組合は、相互扶助の理念や、組合員とのコミュニティ形成

を通じた地域づくりという信用組合の原点に立ち、今後も「業域を基盤として、地域へ

の広がりも兼ね備えた」特色のある信用組合として、持続可能なビジネスモデルを構築

すべく、以下の基本戦略により業務展開を図ってまいります。  

（１）「業域」と「地域」の双方の領域で、お客様とのリレーションと、これまでに培

ったノウハウを基に、フェース・トウ・フェースでの、きめ細かいサービスの提供

とコンサルティング機能を発揮することにより、双方の領域の中小規模事業者等

の皆様に良質な金融サービスを提供いたします。 

（２）中小規模事業者等の皆様のニーズを的確に捉え、提案型営業の推進により、お客

様へ必要なソリューションの提供を行います。 

 

３．本計画における基本方針（目標） 

（１）業域信用組合として、持続的に金融仲介機能を果たしていくため、取引基盤・収益

基盤の拡大を図ります。 

（２）「業域」と「地域」の双方で業務展開を行う実質唯一の信用組合として、その存在

感を高めます。 

（３)資金の仲介だけでなく、ヒト・モノ・情報の仲介等、顧客に寄り添った幅広い支援

を行います。  

(４)持続可能な収益性と将来にわたる健全性に留意しながら、業務展開を図ります。 

 

４．重点施策 

   以上の基本方針に基づき、以下の五つの事項を重点施策として位置づけ、これらの取

組みを通して、「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化」を図るとともに、「責任

ある経営体制の確立」に努めてまいります。 

  【重点施策】 

   （１）持続的成長を支える収益基盤の確立 

   （２）業域取引の基盤再構築と拡大 

   （３）人材育成の強化 

   （４）信用リスク管理等、リスク管理体制の一層の強化 

   （５）業務の効率化・事務の堅確化 

 

５．具体的施策 

（１）持続的成長を支える収益基盤の確立 

当組合が業域や地域における金融仲介機能を継続的に発揮していくためには、経
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営基盤の安定が必要であり、そのためには、持続可能なビジネスモデルを構築して、

収益力を強化するとともに、経営を支える安定的な収益基盤を確立することが必要

不可欠であります。そして同時に、健全性に留意することが必要であります。 

しかしながら、前計画では、収益の柱となる貸出金利息は、計画を下回りました。

余資運用益は運用市場が厳しい状況であったため、貸出金利息の低調さを補完する

ものとはなりませんでした。 

また、役務取引等収益も、収益の柱にはなり得ていません。 

そこで、本計画では次のような施策を講じ、収益構造の転換及び収益力の強化に努

めてまいります。 

     a.適正な貸出金利の設定 

収益基盤の確立のためには、収益の中心となる貸出金利息を一層拡大し、 

安定的に計上していくことが必要であります。 

前計画において、顧客のリスク、属性、コスト等を踏まえた適正な金利を設

定するため、内部で定めた基準金利を意識した適正な貸出金利率の設定に努

めてまいりました。営業店にもこのようなマインドは浸透しつつあります。 

本計画においても、このような観点から、適正な貸出金利率の設定に一層努

めてまいります。 

       そして、適正な金利を提示するため、顧客の理解を得るべく、交渉力の向上

を図ります。 

     b.不動産業向け貸出以外の貸出による利息収入の拡大 

       前計画においては、貸出金利息のうち、不動産業向け貸出の占める割合は

50%を超えておりますが、今後の安定的な収益確保のためには、その他の貸出

金利息の拡大が必要であります。 

       とりわけ、業域向け貸出金利息の拡大を図ることが必要であると考えてお

ります。 

     c.リスク管理を適切に行った不動産業向け貸出の実施 

       不動産業向け貸出については、一定の収益確保には必要であることから、今

後も引き続き、リスク管理を適切に行った上で取り組むものといたします。 

       そのため、引き続き、リファイナンス案件の抑制、慎重な案件審査、貸出実

行後の適切な債権管理等により、信用リスク削減を図ることといたします。 

       また、不動産業向け貸出ポートフォリオについては、従来同様、適時適切に

管理してまいります。その一環として、市場環境や収益状況等を勘案のうえ、

一定の運営目途を念頭に取り組むものとし、定例的にモニタリングを行い、必

要に応じ随時、対応策を協議する運営といたします。 

ｄ.余資運用収益の強化 

       貸出競争の激化により、トップライン拡大のためには、余資運用による安定
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的な収益確保が重要な課題となっております。 

       しかしながら、マイナス金利の導入以降、運用環境は極めて厳しくなってい

るため、運用対象の多様化も必要であることから、前計画下においては、国債

のみならず、比較的利回りの高い J-REITへの運用対象の拡大を図る方針で臨

みました。しかし、コロナ禍の影響もあり、適切な運用対象が見つからず、投

資金額は少額にとどまり、収益面での寄与は不十分な結果となりました。 

       本計画期間中も、同様の環境が想定され、また要員・体制面の制約が多い中

ではありますが、外部機関からの情報収集に努めるとともに、運用担当者の市

場分析力・情報収集力及び運用商品に対する知識向上等とリスク管理部門の

リスク管理力の強化等を通して、運用収益の確保・拡大に努めてまいります。 

       また、運用対象の多様化に備え、将来に向けた適切なポートフォリオの構築

を検討してまいります。 

     e.役務取引による収益の拡大 

       金利政策に影響を受ける貸出金利息を補うものとして、役務取引による収

益は重要なものと考えられます。役務取引による収益は、リスクを伴わず、貴

重なものと認識しております。 

       しかしながら、前計画においては、与信取引における手数料収入以外は低調

で、役務取引等収支は、業務粗利益の 2%程度に止まりました。 

       前計画においては、この収支を拡大すべく、不動産情報の紹介による手数料

収入を収受するため、不動産事業会社 2社と提携を行いました。 

今後、高齢者福祉分野においては、介護ニーズの増大に伴い、新たな施設建

設や建て替え、介護職員の確保のための宿泊施設等のニーズが見込まれます

ので、当組合が顧客のそのような多様なニーズを汲み取り、解決策を提供でき

る機会も拡大していくと思われます。 

       また、前計画では、各種手数料について、コストを勘案して、見直しを行い、

引き上げを実施しました。 

       本計画においても、コストを踏まえ、適正な手数料を収受すべく見直しを図

ってまいります。 

       以上のような活動により、役務取引等収支の業務粗利益に対する比率は 5%

を目標といたします。 

     f.預金金利の引き下げ 

       収益力強化に向けた費用の削減のため、預金金利につき、顧客ニーズ、預金

残高、収益状況、他行状況等を踏まえて、可能な限り引き下げを図ります。 

ｇ.収益目標に一層重点を置いた営業店評価体制の構築 

当組合が収益の拡大を図っていくためには、営業店における収益意識の向

上は不可欠であります。 
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そのため、貸出金利息や役務取引等収益を一層重視した業績評価目標体制

の整備を図ります。 

 

（２）業域取引の基盤再構築と拡大 

  ①対象とする市場と取引開拓・深耕 

   ア.対象とする市場 

       当組合の顧客層は、中小規模事業者及び個人であり、基本はニッチマーケッ       

トが対象となります。したがって、メジャーマーケットでは捕捉できないニッ

チでのニーズを常に模索し、そのニーズに的確かつ柔軟に対応していくこと

が必要であります。 

       前計画においては、限られた人員で効率的に取引拡大を図っていくため、当

組合が参入可能なマーケット、得意とするマーケットを見極める活動を行い

ました。 

その結果、高齢者福祉マーケットが特に有望であるとの認識に至りました。

総人口に占める高齢者（65歳以上）の割合は、17%（2000年）から、30%（2025

年予想）へ増加することが予想されており、介護サービス市場は、高齢者人口

の増加に伴う要介護・要支援認定者の増加と、介護保険制度の施行によるサー

ビスの拡充及び多様化により年々拡大することが見込まれています。このよ

うな状況の中、前計画においては、経営困難な高齢者福祉施設の再建に向け、

ニーズを把握し、高齢者福祉施設協議会との連携の下、支援を行いました。       

この他、高齢者福祉施設へのトップセールスにより、様々な経営ニーズを捕

捉することができましたので、融資だけでなく、ヒト・モノ・情報の仲介に努

めた結果、当組合への期待度も高まってまいりました。 

      本計画においても、高齢者福祉施設からの更なる期待に応えるべく、以下の

ような施策により、取引拡大や取引深耕に注力してまいります。 

       

   イ.取引開拓・深耕のための施策 

a.業域法人の抱える経営課題の把握と的確なソリューションの提供 

融資だけでなく、ヒト・モノ・情報の仲介により、経営ニーズに細やかに

応えてまいります。 

顧客の様々な経営課題を早期に的確に把握するためには、キーパーソンへ

のアプローチが重要であります。そのためには、理事長以下、役員によるセ

ールスが有用であり、そのため、トップセールスを推進してまいります。 

ｂ.フェース・トウ・フェース(対面)によるきめ細やかなリレーションの強化 

         当組合は、従来から、顧客との対面による、顧客に寄り添った営業活動

に力を入れてまいりました。その結果、多数の顧客との信頼関係を築くこ
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とができました。今後も、このような活動を一層拡大してまいります。 

ｃ.外部機関・外部専門家等との連携の強化 

         前計画においては、外部機関の紹介により、高齢者福祉施設との取引を

開始し新たな関係を築くことができました。 

         業域マーケットは幅広いため、取引拡大に必要な情報や知識を、当組合

の限られた要員のみで収集するには限界があり、外部機関や外部専門家と

の連携が必要不可欠であります。 

         前計画においては、高齢者福祉施設協議会との連携を図り、高齢者福祉

施設との取引拡大につなげることができました。 

         今後も、従来以上に、外部機関や外部専門家へのアクセスを積極的に行

い、事業性評価に必要な目利き力等の向上に努めて、高齢者福祉施設等と

の新たな取引開拓等に繋げてまいります。 

         また、総代の方々とは、役員往訪等により、業域関連情報の収集に努め

てまいります。更に、最近は総代の世代交代が進んでいることから、事業

承継ニーズへの対応と併せて、後継者に対するアプローチも強化してまい

ります。 

 

     ウ.その他の福祉関係マーケット 

       障害者福祉の分野は、前計画においては重要マーケットとして位置づけ、取

引先数の増加や貸出残高の積み上げに努めました。今後も顧客のニーズに応

えて、「障害者グループホーム事業者向け融資」や「障害者支援事業所向け融

資」の活用、「女性・若者・シニア創業サポート融資制度」におけるアドバイ

ザーとの連携による障害者支援事業進出への支援等を行ってまいります。 

       児童福祉の分野については、保育所等のマーケット動向を見ながら、ニーズ

と取引展開の可能性を模索してまいります。 

       医療分野においては、前計画においては、歯科医師向けのメンバーズローン

を主力商品としてアプローチしてきましたが、コロナ禍により営業活動が制

限を受けたこともあり、取引は頭打ち状態となっています。今後は、歯科医師

のニーズを踏まえながら、対応してまいります。 

また、医師や医療法人との取引拡大の余地は小さいものと思われますが、開

業前の医師については、ニッチ市場としてビジネスチャンスがあるものと思

われますので、引き続き、「医師向け開業ローン」の活用等に努めてまいりま

す。 

薬剤師については、前計画においては、取引拡大は不調に終わりました。今

後は、業界の状況を見ながら対応してまいります。 
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②経営改善支援業務の伴走型展開による業域取引の拡大 

      信用組合にとって、中小企業の事業内容や成長可能性などを的確に評価（事

業性評価）し、それを踏まえた解決策を検討・提案して必要な支援等を行って

いくことは重要な責務であります。特に、目利き力を発揮し、企業の事業性評

価を重視した融資やコンサルティング機能を果たすことにより、企業の経営

改善のための支援等の取組みを一層強化していくことが重要であると認識し

ております。   

当組合は、単なる金融サービスではなく、このような付加価値の高いサー

ビスを提供することにより、安定的な収益の確保及び健全性の維持・向上を

図ってまいります。 

       このため、次のような体制により施策を遂行し、業域取引の拡大を図りま

す。 

      a.事業支援室による取り纏め 

従来同様、事業支援室を主体とし、経営改善等支援先の経営課題の把

握・分析、経営改善計画の策定支援等につき、外部専門家とも連携しなが

ら推進してまいります。 

       b.事業支援連絡協議会による特定先の支援 

           取引先の事業再生に対する取組みを強化するため、2014年 9月に、事業

支援室・審査部・営業店合同による「事業支援連絡協議会」を設置し、以降

本会議を軸に取引先の事業再生支援を推進する体制を確立いたしておりま

す。具体的には、本会議において支援先を選定の上、中小企業診断士の指導

のもとに「経営改善計画書」を策定し、この計画に沿ってモニタリングを継

続、必要な支援を行うものです。 

        前計画においては、コロナ禍の影響もあり、十分な活動はできませんで

したが、今後も、特定の支援先については、従来同様、中小企業診断士と

連携しながら、事業支援連絡協議会において支援策を協議してまいりま

す。また、同協議会を通じて今までに培ったノウハウを活用し、新たな支

援先を発掘してまいります。 

c.医療コンサルティング機関の活用 

   以上のような業務の拡大のため、医療コンサルティング機関による医師

の紹介を受ける等、その活用を図ってまいります。 

 

③営業推進体制の機能維持・強化 

    ア．お客様のニーズに的確に応えるための業務運営体制 

      「業務部」「福祉・医療開拓推進室」（以下「推進室」という。）「事業支援室」

により構成される営業推進本部と営業店が連携し、お客様のニーズに応えて
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いく体制は定着したものと思われます。 

      今後も、営業推進本部は、当組合のマーケットを熟知し、かつ、お客様との

リレーションが深い常務理事が本部長として統括し、各営業店長との連携を

緊密に図り、双方向の関係で、お客様のニーズに的確に応え、営業力を強化し

てまいります。 

また、「推進室」につきましては、前計画と同様、その機能を「戦略本部」

的機能（戦略の策定、情報収集・発信等）に特化し、具体的な営業推進活動は、

基本的には営業店が行う体制といたします。そして、営業店に対する管理・指

導は、「業域開拓推進委員会」（「推進室」と営業店で構成）で対応いたします。 

 

  イ．営業店特性を明確にした営業戦略の策定と要員配置 

       当組合は、1953 年の本店（現浅草支店）の開設以降、新宿支店（現本店）、

小平支店、青梅支店を開設し、現在 4営業店体制で業務を行っております。 

       前計画の下、効果的・効率的な店舗運営を行うため、営業店毎の特性を分析

し、その特性に合った営業戦略を策定の上、営業推進活動を行ってまいりまし

た。 

今後も全体のコストパフォーマンスを上げるためには、更なるメリハリの

ある運営が必要であると認識しております。 

本計画においては、各営業店の置かれたマーケット、要員配置状況等を踏ま

え、強み・弱みを明確化するとともに、取引拡大の可能性のあるマーケットの

有無、貸出・預金業務のウエイト等の観点から、更に検証を行い、その内容を、

営業推進本部及び営業店が共有し、より営業店特性に合った営業戦略を策定

の上、営業推進にあたってまいります。 

また、営業店特性を踏まえて、地域における営業戦略を明確化いたします。 

  地域における主要取引先との親密化、取引戦略の明確化等により、事業性融資

の拡大を図ります。貸出残高では不動産事業者向けのウエイトが高くなって

おりますが、今後も不動産市況、業績等信用リスクに十分留意しながら、引き

続きニーズに対応してまいります。 

 

ウ．役員・本部・営業店一体となった営業推進体制の維持と更なる強化 

       前計画においては、役員・本部・営業店が確実かつ効果的に行える体制の構

築を目指してまいりました。具体的には、理事長以下役員によるトップセール

スの展開、「営業推進会議」及び営業推進本部の臨店による運営方針・計画の

進捗状況・課題・対応策の周知・共有化、営業店を、理事長を初めとする営業

推進本部スタッフが訪問することによる営業職員末端までの方針の徹底・浸

透、目標達成に向けた一体感の醸成等であります。 
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       この結果、理事長によるトップセールスをはじめ、各種会議体運営、臨店は

定着化し、一体運営の枠組みはより強固なものになったと考えております。ま

た、この過程を通して営業推進本部による営業店管理体制は拡大し、一層強化

されたものと認識しております。 

       本計画においては、定着した以下の諸施策について、運営面の一層の充実を

図ることにより、営業推進体制を盤石なものとし、更なる強化を図ってまいり

ます。 

       a.実効性のあるトップセールスの継続実施 

         トップセールスは、顧客の経営課題や具体的ニーズを迅速・的確に捕捉

するために有用であり、理事長及び営業推進本部長が各営業店と協議の

上、継続して実施し、その実効性を高めてまいります。 

       b.業務計画の進捗状況についての月次の管理サイクル継続と円滑・効率的

な運営 

         業務計画の進捗状況についての管理サイクル（営業推進会議－営業店

からの月 3回の報告－業務部による確認）を継続し、運営の精度をより高

めてまいります。 

c.営業推進のための各種会議の有機的連携と合理化・効率化の推進  

  前計画においては、営業推進本部及び営業店が参加する諸会議（営業推

進会議、業域開拓推進委員会、事業支援連絡協議会等）を、定期的に開催

し、営業推進方針の末端までの徹底、職員の目標達成意識等の向上を図っ

てまいりました。 

このような会議は、本部方針の周知徹底や営業店の状況の的確な把握

等の観点から有用であり、今後も継続してまいります。更に、業務環境の

変化に応じ会議の運営方法・管理ツールの見直しを行うとともに、諸会議

の一層の有機的連携を強化し、効果的・効率的な運営を図ってまいります。 

       d.業務部の営業店統括機能の強化 

前計画においては、営業推進本部（業務部）の営業推進支援・営業店指

導機能の強化を目指し、業務部において営業店の活動に資するデータ・情

報の提供等を行ってまいりました。しかしながら、現時点で、まだ不十分

な状況にあるものと考えております。 

このため、本計画においては、業務部による営業店の統括体制を強化し

てまいります。 

具体的には、毎期の業務計画の達成に向け営業店で必要とされる活動

内容の提示、取引先管理のデータの整備と営業店へのタイムリーな提供

及びその活用策についてのアドバイス、営業活動における成功事例及び

不芳事例の共有化、取引先ニーズにマッチした新商品の開発等でありま
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す。 

       e.重層管理の一層の徹底 

2016年 8月に、それまで営業店が業務部に提出していた、「重層管理先

訪問結果報告」に、審査部所管の「特定高額先管理報告」を一体化させ、

「高額先管理報告」制度として運用し、定着しています。 

本計画においても、この報告制度を更に有効に運用し、顧客管理の一層

の徹底を図ってまいります。 

       f.営業職員の行動管理強化 

従来より、営業職員の行動管理ツールとその運用ルールの見直しを行

い、行動管理の徹底・強化を図ってまいりました。 

2017年 10月には、営業店事務の効率化・合理化推進を目的として、渉

外支援システム(タブレット端末)を導入し、営業職員の行動管理に活用

しております。 

本計画においても、引き続き既往の行動管理ツールによる管理の強化

や、渉外支援システム(タブレット端末)の活用に努めてまいります。 

       g.効果的なキャンペーンの実施 

従来より、顧客ニーズを捉えて各種のキャンペーンを実施してきてお

ります。 

今後も、過去に実施したキャンペーンの結果を踏まえながら、季節性の

キャンペーン、商品・顧客のターゲットを絞ったキャンペーン等、顧客ニ

ーズを捉えて効果的に実施してまいります。  

 

    ④存在感の向上のための PR 

      前計画においては、業界団体との連携により、多数の団体の傘下会員に対し当

組合のリーフレットを配布し、ＰＲに努めるとともに、業界紙等に広告を掲載す

るなど、役職員一丸となって当組合の認知度向上に努めました。 

      しかしながら、当組合の認知度は依然、関連業界においては高くはなく、この

ため、当組合が提供可能なサービスが、それを必要とする事業者等に十分提供さ

れていない可能性があります。 

      今後、当組合が、得意とする分野を通じて、金融仲介機能を十分に果たしてい

くためには、認知度を一層向上させ、お客様のニーズを的確に捉えて対応してい

く必要があります。 

      そこで、当組合は、今後も次のような方策を進めてまいります。 

a.配布物の内容、配布対象、配布機会の工夫及び拡大 

         前計画においては、当組合の商品を紹介するリーフレット等の配布配

信を、関係団体と連携しその協力を得ながら行った結果、お客様からの問
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い合わせも増え、顧客獲得に繋げることができました。 

         本計画においても、このような配布物の記載内容について、一層の工夫 

を行うとともに、配布対象や配布機会の拡大に努めてまいります。 

 b.業界の掲載対象紙、掲載内容の工夫及び拡大 

         前計画においては、当組合の顧客の属する業界に関わる新聞等に、当組

合名や取り扱う商品名等を掲載していただくことにより、ＰＲに努めて

まいりました。その結果、ある程度の認知度向上は図られたものと思われ

ます。 

         本計画においても、一層の認知度向上へ向けて、工夫を行ってまいりま

す。 

       c.当組合ホームページの内容拡充、他の機関のホームページとのリンク 

         当組合は、決算関係事項、経営理念、経営管理態勢、リスク管理態勢、

地域貢献に関する情報等をホームページで公開し情報開示に努めており

ます。 

         本計画においては、掲載内容の一層の拡充に努め、認知度向上に努めて

まいります。また、業務上関係の深い先との連携を図るべく、他の機関の

ホームページとのリンクも推進してまいります。 

       d.セミナー・相談会等の開催 

         中小規模事業者の抱える経営課題等に的確に応えていくためには、セ

ミナーや相談会等の開催は有用であり、従来より、外部専門家等とも連携

し多数の相談会を開催いたしております。 

         このようなセミナーや相談会等は、当組合の取組姿勢や取組内容等を

顧客向けに直接ＰＲできる絶好の機会でありますので、今後も開催して

まいります。 

 

  ⑤個人向けローンの拡大 

            前計画においては、個人向けローンは低調な結果に終わりました。 

個人向けローンは、取引基盤の維持・拡大、収益の確保の観点から重要であ

り、2017 年 3 月期から新たに営業店の業績目標に追加しております。今後

も、以下の諸施策により、貸出残高の回復・拡大を図ります。 

       ア．提携型個人ローンの積極的推進 

提携型個人ローンについては、現在 3社と提携し、個人向けローンの推

進を図っております。 

本計画においては顧客の利便性の向上のための商品内容の見直しを行

うと共に、提携先との連携を深め、引き続き取引拡大を図ってまいります。 
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イ．定期積金の推進を通じた個人ローン情報の収集 

         定期積金は、定例の集金訪問時に、年金振込・定期預金及び個人ローン・

住宅ローンのセールスや情報収集・情報提供の機会が得られる商品であ

ることから、個人取引の基盤となる商品と位置付けており、従来同様、積

極的に拡大を図ります。 

 

       ウ．効果的なキャンペーンの実施 

         顧客のニーズを捉えて、タイムリーかつ効果的なキャンペーンによる

取引拡大を図ってまいります。 

 

       エ．ホームページの活用による個人ローンの拡大 

         ホームページを閲覧した個人からの Web による個人ローン申し込みが

可能であり、その活用が図られています。 

本計画においても、その活用を一層図るため内容の充実に努めてまい

ります。 

 

オ．住宅ローンの拡大 

         住宅ローンは、ターゲット先や金利体系を明確に定めた商品として

2017年 3月から取扱いを開始しております。    

本計画においても、特に、営業店の地元不動産業者との連携をより強化

することにより、取組案件の増大を図ります。 

     

    ⑥貸出ポートフォリオのモニタリング体制強化 

      従来より、貸出戦略面においても信用リスク管理面においても、ポートフォリ

オ管理の重要性を考慮し、貸出ポートフォリオのデータ整備を行ってきました。

また、前計画においては、貸出金利息の業域・地域別管理を開始しました。 

      本計画においても、持続可能なビジネスモデル構築のためのポートフォリオ

管理のため、貸出ポートフォリオのデータ整備の一層の強化を図るととともに、

当該データをもとに、業域と地域のバランス等を考慮した貸出戦略を策定し、業

務運営を適切に行ってまいります。 

 

（３）人材育成の強化 

   営業推進力、顧客ニーズ対応力、業務遂行力、専門知識、リスク管理、マネジメ

ント力、ガバナンス等、営業基盤や経営基盤を支える能力の強化のため、人材育成

は重要な課題であると認識しております。 

このような観点から、前計画下において諸施策を展開してまいりました。その結
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果、職員の知識・能力、意識向上は相当程度進捗いたしましたが、一人ひとりの業

務遂行力は、未だ改善の余地があり、更なる育成強化が必要になっております。 

当組合は、入組 5年以内の若年層が 3割を占めており、今後の持続可能な成長の

ためには、若年層の能力開発・向上は特に重要であります。 

   人材育成は相応の時間を要する中長期的課題であることから、本計画において

も、人材育成を重点施策として位置づけ、以下のように、計画的な人材育成ができ

る体制の整備に努めるとともに、職員一人ひとりの能力向上を図ってまいります。 

   また、必要な人材の確保や育成に向け、新たな施策を展開してまいります。 

 

①人事考課・業績評価制度の運用の充実による職員のモチベーション向上とマン

パワーアップ 

      前計画において、職員のモチベーションの向上を図るとともに、人材の登用、

個人の意欲や適性に応じた要員配置等を通じ、組合全体のマンパワーのアップ

を図るため、人事考課・業績評価制度に基づき、業務目標策定時及び評価時にお

ける上司と本人の面談の充実、評価結果に対する評価者と人事担当との意見交

換の徹底・強化等を行ってまいりました。 

      しかしながら、営業店における評価が、業績達成に重点が置かれ、人材育成、

経費管理、事務関連業務等が十分評価に反映されていないと思われることから、

制度を見直し、2022年 4月より実施することといたしました。 

      本計画におきましては、業績評価及び人事考課等の趣旨・目的を十分浸透させ、

この制度の精度を一層向上させてまいります。 

 

②事務能力・業務スキル向上に向けた諸施策の実施 

      当組合として、事務ミスや苦情を削減することは、顧客からの信頼、業務の効

率化等の観点から重要な課題となっています。 

      しかしながら、前計画においては、基礎的知識やチェックの不十分さから、多

数の事務ミスが発生しております。 

      そこで、各職員の事務能力・業務スキル向上を図るため、組合内集合研修や入

組 3年以内の職員の育成強化等を検討実施してまいります。 

 

③計画的な能力開発 

      前計画において、人材育成強化の観点から、能力開発規程及び資格別・検定試

験・通信教育ガイドライン運用要領に基づき、体系的な研修、新入職員の育成、

各種資格の取得奨励等を実施してまいりました。 

本計画においても、このような規程の趣旨に沿った運営の充実を図り、資格保

有者の増大と業務への活用等により人材育成の強化を図ります。 
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また、業務拡大や環境の変化に伴う、通信教育の受講、外部研修への参加、新

入職員の教育プログラムの見直し等を検討実施いたします。 

 

④人材の確保 

  当組合が持続可能な成長を果たしていくためには、業務拡大に必要な人材を

恒常的に確保することが必要であります。 

  そのため、採用チャネルの拡大や通年採用等により、必要な人員の確保を図り

ます。 

 

⑤外部人材の活用 

  前計画において、外部人材を招聘し、人員不足を補うとともに、同人材の知識・

ノウハウを活用することにより、当組合の業務推進力の強化を図ってまいりま

した。 

今後も業務拡大に向け、当組合が補強すべき分野、業務を分析の上、組織体制・

人員構成を踏まえて外部人材の招聘を図ります。 

 

⑥女性職員の登用・活用 

  前計画において、女性職員の知識・能力やスキル等を十分考慮し、適材適所の

観点から、女性職員の登用・活用を図りました。今後も、業務拡大に向け、一層

の積極的な登用・活用策を検討してまいります。 

 

⑦業域分野におけるプロフェッショナルの養成及び職員の能力向上 

  喫緊の課題である業域取引の基盤再構築と拡大のため、それを支える専門人

材の育成及び能力向上に向けて施策を実施してまいります。 

      「医療経営士」「介護福祉経営士」等、業域に直結する資格取得の奨励や、介

護職員初任者研修への派遣を行ってまいります。 

  更に、業域取引の拡大に向け、若手・中堅職員の目利き力・コンサルティング

能力の向上等に資する研修を拡充してまいります。併せて、業域に関する外部セ

ミナーへの参加によるノウハウの吸収を継続いたします。 

  

（４）信用リスク管理体制の一層の強化  

前計画において、信用リスク管理体制の整備・強化は概ね想定通り進捗し、不良

債権処理も計画以上に進捗いたしました。 

本計画においても引き続き審査体制の厳格化、取引先管理の強化等に係る諸施

策を推し進め、信用リスク管理体制の一層の強化を図ってまいります。 

①個社別クレジットラインの導入 
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      前計画におきまして、貸出ポートフォリオ上、大口先への集中リスク等が高ま

りつつあります。 

      そのため、本計画においては、取引先の信用力に基づいて的確なリスク管理を

行うため、個社別クレジットラインを導入することといたしました。今後、同ク

レジットラインの適切な運用に努めてまいります。 

②不動産業向け貸出ポートフォリオの管理 

      当組合が収益基盤を強化していくためには、不動産業向け貸出は必要である      

ものの、不動産業向け貸出への業種偏重リスクを抱えることは、リスクが顕在化

した場合、収益や自己資本に与える影響が大きいことを考慮し、全体として適切

なポートフォリオ管理を行ってまいります。 

    ③不良債権の圧縮 

      前計画においては、不良債権処理は進捗し、その結果、2022 年 3 月末におい

て不良債権比率は大幅に低下いたしました。 

本計画においても、従来同様、不良債権の圧縮に努めるとともに、不良債権発

生の予防等、体制の一層の強化に向けた方策を実施してまいります。 

    ④信用リスク管理の高度化 

     ア.リスクを踏まえた貸出の管理の徹底 

       貸出にあたっては、リスク状況を十分考慮しながら、信用リスク管理の徹底

を図ります。 

 

     イ.貸出審査体制の厳格な運営 

総与信額 100百万円以上については、理事長以下の常勤役員で構成する「融

資審議会」等で審議・決裁する体制を継続しており、審査体制の厳格化を図っ

ております。 

また、審査面における理事会の牽制機能強化のため、全決裁案件（条件変更、

否決案件を含む）の一覧と融資審議会案件の否決を含めた決裁状況を理事会

に報告する体制を継続しております。 

このような報告制度は、有効に機能しているものと認識しております。 

    そこで今後も、このように定着した体制に基づき厳格な運営に努めるとと

もに、必要に応じ検証を加えていくことといたします。 

 

     ウ.稟議書等関連資料の充実 

従来から、月次の自己査定結果、破綻懸念先以下の債権の回収計画、貸出残

高分布・未保全額の状況等の信用リスク管理に関する資料を整備し、経営強

化計画進捗管理委員会及び理事会に管理状況を報告しております。  

このような体制により、信用リスクの判断に必要な情報が、適時適確に提供
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されているものと認識しております。 

そこで今後についても、現状の体制を継続するとともに、稟議書関連資料等

の一層の充実を図り、信用リスク管理体制の一層の強化を図ってまいります。 

 

    ⑤営業店の融資判断に係るスキル・能力の向上 

      従来より、審査部が、個別稟議案件を通じての指導や注意喚起文書等の発信を

適時行うことにより、営業店担当者全員の融資判断に係るスキル・能力の向上が

図られてきております。 

   本計画におきましても、営業店担当者全員の融資判断に係るスキル・能力の一

層の向上を図るべく、引き続き、審査部主体による指導等を継続実施してまいり

ます。 

 

  （５）リスク管理体制の一層の強化 

    ①信用リスク 

      （４）に記載のとおり。 

 

    ②市場リスク 

      前計画においては、余資運用による収益の拡大を図る観点から、運用対象を、

国債だけでなく、劣後債や J-REITへ拡大いたしました。このような価格変動商

品の増加に伴い、市場リスクは一層高まってきたため、リスク管理の高度化の観

点から、2019年度より VaR(Value at Risk)による計測手法を導入いたしており

ます。その後、バックテストを行い、同計測手法の信頼性、適正性を検証してお

ります。 

      本計画においても、VaRによる計測及びその検証を継続し、的確な市場リスク

管理に努めてまいります。 

 

    ③オペレーショナル・リスク 

      前計画においては、職員の基本的な動作の誤りに起因する事務ミスが多数発

生しております。また、個人情報漏えい等に係る事案も発生しております。 

      そのため、事務リスクの削減に向け、事務ミスの原因分析と的確な対応策の実

施、事務ミス事例の共有化による認識向上等を図ってまいります。 

      また、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、サイバーセキュリティ

については、経営戦略等における重要課題として位置付け、政府のガイドライン

等に則り、一層の体制整備に努めてまいります。 
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（６）業務の効率化・事務の堅確化 

経費の削減による経営の効率化は、相当の水準まで進捗しており、今後は、業務

の見直し・効率化、生産性向上の観点から、更に経営の効率化を推進する必要があ

るものと認識しております。 

①戦略的・効率的な要員体制の構築 

      前計画期間において、要員数については、外部からの人材招聘の可能性も考慮

に入れ、収益動向如何によっては、最大 70名を視野に入れた運営を行いました。

そのため、新規採用に力を入れた結果、要員数は 63 名から 68 名に増加しまし

た。人件費は、これに伴い、432百万円から 444百万円に増加いたしました。 

今後、収益基盤の確保・拡大を図り、収益力強化に繋げていくためには、業務

基盤の拡大や業務課題の解決が必要になります。 

これを踏まえ、本計画では、2015 年度から再開した新卒者の採用を継続して

実施していくとともに、要員の若干名の増員と、モラール・モチベーションの維

持向上の観点から対応してまいります。 

具体的には、要員数は、70名程度と想定しております。 

人件費については、2023年 3月期から上昇に転じることを想定しております。 

 

 

【要員・人件費計画】                         （単位：人、百万円、％） 

 

   

2019/3期 

（前始期） 

22/3期 

実績 

23/3期 

計画 

24/3期 

計画 

25/3期 

計画 

常勤役職員数 63 68 69 72 73 

人件費 432 444 460 463 465 

業務粗利益 

人件費率 
54.5 53.0 54.2 53.6 52.0 

      ※常勤役職員数には、被出向者・期末退職者を含む（除く派遣社員・パート） 

      ※2022年 4月 1日現在の常勤役職員数は 67 名。 
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②営業店事務の効率化・合理化・堅確化 

前計画においては、規程類の趣旨に則った運営の徹底を図ることにより、事務

処理の統一化・改善を進めるとともに、本部・営業店が一体となって事務処理の

効率化・合理化を推進してまいりました。しかしながら、コロナ禍により、計画

で予定した活動は十分できなかったため、事務処理の効率化・合理化には更なる

取組みの必要性があります。また、営業店においては、基本動作に係る事務ミス

が依然として発生しており、事務ミスの削減が引き続き重要な課題となってお

ります。 

  本計画においては、現行の事務手続き等の検証を通じて、課題や問題点を抽出

し、更なる業務の効率化と事務の堅確化に向けて取り組みます。 

      また、営業店職員の業務効率化を図る観点から、2017年 10 月に、渉外支援シ

ステム(タブレット端末)を全営業店に導入いたしましたが、一層の改善が必要と

思われます。 

  そのため、次のような施策を前計画に引き続き、検討実施してまいります。 

 ア．事務の効率化、事務処理能力の向上 

   営業店で毎月大量に行っている、社会福祉施設内の入居者から施設への各

種振込に関する事務の合理化・効率化等を検討実施してまいります。 

イ．渉外支援システム(タブレット端末)の一層の活用 

   同端末のデータ内容や出力帳票を見直すことによる利便性の向上、同シス

テムが保有しているデータの営業日誌としての活用、新たに導入予定の印鑑

照合機とのリンク等を検討してまいります。 

 ウ．事務ミスの削減、事務の堅確化 

   事務ミス発生事例等を踏まえた事務処理手順、事務規程類の見直し、事務チ

ェックポイントの作成とサーバーへの登録、事務ミス事例集の発行、実効性あ

る自店検査の実施の検討など、関係部による取組みを強化するとともに、それ

らを通じて、営業店への指導・支援を強化してまいります。 

   また、経費事務管理に関して、システムを活用した管理による堅確化を検討

実施してまいります。 

 

    ③動産・不動産の適切な管理 

      当組合が保有する店舗、職員寮、設備等の動産・不動産については、日々の営

業活動の円滑な推進に支障を来たすことのないようにするため、築年数、保有年

数、業務への影響、経費、予算等を考慮し、計画的にリニューアルや補修を行っ

ていくことが必要であります。 

      前計画においては、各営業店等の実態を調査した上で、老朽化した設備の補修
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等を進めましたが、コロナ禍の影響もあり、工事等が順調に進まず、依然として、

補修等が必要な動産・不動産があります。 

そこで本計画では、更に、各営業店の店舗設備や職員寮の実態調査を行うとと

もに、今後の対応方針の策定等を検討実施してまいります。 

 

    ④取扱業務の見直し 

      前計画においては、直近 10年間で外国為替取次業務の実績がないこと等を考

慮し、同業務からの撤退を行いました。 

      本計画においては、信組情報サービス(株)の第 7次システム更改に伴う IT関

係の業務対応について、顧客利便性や業務コスト等を踏まえながら検討してま

いります。 

      その他、既存の取扱業務について、実効性や効率性等の観点から、見直しを随

時図ってまいります。 

  

⑤物件費の抑制 

      物件費につきましては、前計画期間中に、197百万円から 180百万円に減少い

たしました。これは、予算管理体制の強化と職員の意識向上が功を奏したものと

認識しております。 

      今後につきましても、経費予算管理体制を一層強化し、引き続き地道な抑制努

力を継続してまいります。  

 

       【物件費計画】                    （単位：百万円） 

 2019/3期 

（前始期） 

22/3期 

実績 

23/3期 

計画 

24/3期 

計画 

25/3期 

計画 

物件費(a) 197 180 200 200 200 

うち機械化関連(b) 70 74 77 80 81 

除く機械化関連(a)-(b) 127 106 123 120 119 

 

（７）経営強化計画の確実な履行体制の構築 

    ①統括管理部署 

      前計画同様、企画部を統括管理部署とし、本計画における各種施策の進捗状況

の統括及び計画の成否に係る主な施策の企画・立案を行ってまいります。 

      また、毎月開催する「経営強化計画進捗管理委員会」において、各所管部署に

おける各種施策の取組状況等に対する検証を行い、改善策を検討・策定してまい

ります。 
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②ＰＤＣＡサイクルによる管理 

      各種施策の実施状況管理につきましては、「ＰＤＣＡ」サイクルにより、実効

性ある管理を行ってまいります。 

     Ｐ(Plan）  企画部等による各施策の企画・立案 

     Ｄ(Do)   本部各部並びに営業店による施策の実行 

Ｃ(Check)  経営強化計画進捗管理委員会による計画の進捗管理及び各施策の

検証 

          Ａ(Act)   企画部等による改善策の検討並びに策定 

 

Ⅴ．従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項 

１．業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策 

  （１）経営管理（ガバナンス）態勢の強化 

①経営監視・牽制の適正化 

当組合は、経営管理（ガバナンス）態勢の確立を、経営の重要課題として位置

付け、定例理事会及び定例監事会を隔月に開催するほか、常勤理事会を毎月開催

し、経営監視・牽制が適正に機能する体制としております。 

常勤理事は、それぞれの担当業務の内容やリスクを十分理解するとともに、非

常勤理事も経営の意思決定の客観性を確保する観点から、自らの役割意識を高

めるなど、理事一人ひとりが自らの役割・責任を果たすことで牽制機能を高めて

まいります。 

また、総代は、組合員の代表として、総代会を通じて組合員の意見・要望等を

経営に反映させる重要な役割を担っています。当組合では、日頃から、理事長以

下で総代を往訪すること等により、総代の方々との意見交換を図るとともに、総

代会の適切な開催に努めてまいります。 

 なお、前計画では、総代の高齢化に伴うガバナンス強化の観点から、総代への

定年制の導入について検討する方針でしたが、比較的高齢者の多い当組合の総

代会の機能状況や、年齢で一律に就任に制限を設けることの問題点等を考慮し、

同制度の導入は見送ることといたしました。 

 

   ②監査体制の強化 

     前計画において、組合業務に内在する各種リスクの縮小化を図るための監査体

制の整備を図ってまいりました。 

監査部においては、毎年度、内部監査計画を策定し、監査方針や監査項目を定め

た上で監査を行うとともに、監査指摘事項等に対するフォローアップ監査を行う

など、監査の充実を図ってきております。 
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     本計画においても、従来の体制を維持するとともに、監査の実効性の更なる向上

へ向けた施策を検討実施してまいります。 

     また、従来同様、常勤監事は組合内の重要な会議に出席するとともに、監査部の

臨店監査に同行する体制を継続し、監査の充実を図ってまいります。 

非常勤監事は、常勤監事から監査状況について随時報告を受けるとともに、必要

に応じ臨店監査に同行する等、監査の客観性の向上を図ってまいります。 

 

   ③経営の客観性・透明性の向上 

     本計画の進捗状況の管理・監督、経営戦略や基本方針についての客観的な立場で

評価・助言を受け、経営の客観性・透明性を高めるため、信用組合業界の系統中央

金融機関である全信組連の経営指導を定期的に受けるとともに、年 1 回の全国信

用組合監査機構監査を受査してまいります。 

 

   ④経営陣のリーダーシップの確保 

    ア．経営方針の周知 

経営方針については、半期毎の部店長会議において当該期の経営方針・業務運

営方針を伝達し、理事長メッセージを社内ＬＡＮにより全部店宛て配布し徹底

を図るほか、毎月開催される経営強化計画進捗管理委員会、常勤理事会、営業推

進会議等で検証し、必要に応じ部店宛て伝達する体制として、全役職員への周知

を図っており、前計画でも有効に機能したとものと認識しております。 

計画の達成のためには、役職員一丸となった活動が必須でありますので、今後

もこのような体制を継続するとともに、経営方針の一層の周知徹底を図ってま

いります。 

イ．職員意見の吸い上げ 

      上記の諸会議において、当組合の経営課題等について協議することにより、常

勤役員が職員の意見を認識することが可能な体制を継続してまいります。 

      また、理事長はじめ役員が臨店する場合に、職員と直接懇談する時間を設け、

その中で、当組合の経営方針等を直接伝えるとともに、営業店の現場の意見を吸

い上げることにより、経営管理態勢の強化と職場の活性化に取り組んでまいり

ます。 

 

２．リスク管理の体制の強化のための方策 

（１）統合的リスク管理態勢 

     従来から企画部が統合的リスク管理の統括管理部署として、業務全般に内在す

る各種リスクについてリスク枠を設定の上、自己資本に対する使用状況のモニタ

リングを行い、毎月の常勤理事会において、モニタリング結果を報告し、リスク管
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理の問題点等を確認する体制としております。 

また、不動産業に対する貸出が増加してきたことを考慮し、信用リスクへの対応

強化の観点から、同業種に対する貸出ポートフォリオの運営方針を毎期定め、同業

種に対する貸出比率や信用リスク量等を毎月モニタリングするなど、業務環境に

応じた対応により管理を強化してきております。 

このような管理体制は前計画において有効に機能したものと思われますので、

今後も、このような体制を継続するとともに、「統合的リスク管理委員会」におい

て各種リスクの計測方法の検証と見直しを行い、経営陣がリスク量について適切

に評価・判断できる体制をさらに強化してまいります。 

また、ＡＬＭ運営についても、本委員会が常勤理事会を補佐し、必要な対応を協

議する体制を継続いたします。 

 

（２）信用リスク管理態勢 

     前述のとおり、信用リスク管理の強化に関する諸施策を確実に履行し、一層の信

用リスク管理態勢の強化に努めてまいります。 

 

  （３）市場リスク管理態勢 

     市場リスク管理については、毎期初に資金運用方針・資金運用計画を策定し、こ

れに基づき具体的な運用を行い、その市場リスクを検証する体制としております。  

具体的には、統合的リスク管理の一環として半期毎に市場リスク量の上限値を

設定し、企画部において月次の状況をモニタリングするとともに、毎月保有有価証

券のストレステストを実施し、常勤理事会に報告する体制としております。 

     運用対象の多様化に伴い、市場リスクは高まってきたと思われることから、前計

画においては、リスク管理の高度化のため、VaRによるリスク計測手法の導入を行

いました。そして、同計測手法の信頼性・適正性を検証しました。 

マイナス金利政策の下、資金運用環境は、極めて厳しい状況が続いていますが、

今後も上記の体制でリスク管理を適切に行うことにより、運用収益の安定化・極大

化に努めてまいります。 

   

（４）流動性リスク管理態勢 

当組合では、流動性リスクを適切に管理するため「流動性リスク管理方針」「流

動性リスク管理規程」及び「流動性危機対応要領」等、規程類を整備し、「平常時・

懸念時・緊急時」の資金繰り逼迫度区分により、資金繰りを管理しております。 

日常的な流動性リスク管理については、日々の資金繰り状況を理事長まで報告

するとともに、月次の状況を常勤理事会に報告しております。 

また、緊急時における対応を想定して、現金輸送訓練を定期的に実施しておりま
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す。 

前計画においては、このような体制で特段の問題はなかったことから、今後につ

きましても、規程に則った迅速な対応態勢で万全を期すとともに、流動性の確保に

留意した資金運用を行ってまいります。 

 

（５）オペレーショナル・リスク管理態勢 

当組合では、オペレーショナル・リスク管理態勢強化のため、オペレーショナル・

リスク管理方針及びオペレーショナル・リスク管理規程に基づいて、オペレーショ

ン事故報告制度を導入しております。 

発生したオペレーション事故については、発生店部から本部が迅速に報告を受

け、具体的な対応策を協議し、毎月その内容を常勤理事会に報告する体制としてお

ります。 

また、オペレーション事故の内容・対応策については、営業店及び本部において

原因を分析し、必要に応じ総務部事務システム課から組合内に通達を発信して周

知徹底を図るとともに、臨店指導及び事務課長会議等により類似案件の再発防止

と注意喚起を行っております。 

従来より、オペレーショナル・リスクを構成する事務リスク、システムリスク、

情報セキュリティリスク等に関する規程類の制定・改正を継続的に行ってきてお

ります。 

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策は、経営戦略等の重要課題と位置

付け、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与リスクをオペレーショナル・リス

クの一環として管理していく体制といたしております。 

また、近時重要性を増しているサイバーセキュリティについては、毎年度策定し

た「サイバーセキュリティ対応計画」に基づき、外部機関による脆弱性診断を定期

的に受けるとともに、政府主催の分野横断的演習等に参加しております。そして、

それらの結果に基づき対応策を講じるなど、体制整備に努めてきております。 

このように、オペレーショナル・リスクを構成する個別のリスク毎に、管理態勢

の強化を図っております。 

今後は、体制面の整備の趣旨に沿った運用面の充実を図ることにより、管理態勢

を一層強化してまいりますが、特に事務リスク軽減の観点から、営業店の事務処理

体制の整備・強化に重点的に取り組んでいく所存です。 

 

３．法令遵守の体制の強化のための方策 

（１）法令等遵守態勢 

法令等遵守態勢の整備については、当組合にとって重要な課題と認識し、お客

様・組合員の皆様からの信頼・信用を確保するため、役職員一人ひとりのコンプラ
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イアンス意識の醸成・徹底に取り組んでおります。 

具体的な運営面では、半期毎にコンプライアンス・プログラムを作成し、これに

基づき活動を行っており、各部店に配置しているコンプライアンス責任者が毎月

開催するコンプライアンス責任者会議で各部店における遵守状況を報告しており

ます。     

また、四半期に 1回、理事長を委員長とするコンプライアンス委員会を開催し、

組合全体のコンプライアンスへの取組状況、違反事案、苦情事例などを審議・確認

しており、委員会の内容、決定事項等を理事会に報告する体制としております。 

さらに、コンプライアンスに対する認識を高めるために、原則毎月、各部店にお

いてコンプライアンス勉強会を開催し、コンプライアンス責任者会議で開催状況

を確認しております。 

前計画においては、このような体制により、コンプライアンス上の課題が抽出さ

れ、対応も有効に行われたものと認識しております。 

今後につきましても、現状の運営態勢を基本に推進し、必要に応じ見直しを行う

等、一層の態勢の強化に努めてまいります。 

 

（２）反社会的勢力への対応、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策 

反社会的勢力への対応につきましては、従来より、規程類を整備するとともに、

信組情報サービス（株）の提供する疑わしき取引の検知システムを導入し、全銀協

反社情報データと当組合の取引先の全件突合を実施するなど、反社会的勢力のチ

ェック体制を整備しております。2020 年度には、疑わしい取引等の新たなチェッ

クシステム（SAMLシステム）を導入いたしました。 

また、2018 年度には、金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対

策に関するガイドライン」に則り、同対策を経営戦略等における重要課題と位置付

け、当組合の抱えるリスクを分析し特定・評価した上で、規程類の制改定や組織体

制の構築を行っており、その後毎年度、マネロン等対策に係る年度計画を策定し、

管理態勢の一層の高度化を図ることといたしております。 

今後も、このような態勢により運用面の充実を図り、反社会的勢力との取引根絶

に向け取組みを強化してまいります。 

 

（３）顧客保護等管理態勢の構築 

従来より、お客様の保護及び利便性の向上を図り、業務の健全性及び適切性の確

立を目的として、顧客保護等に関する方針・規程類の見直しを行い態勢の整備に努

めております。 

     2018 年度には、お客様本位の業務運営に関する取組方針を制定し公表いたしま

した。 
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     お客様からの相談・苦情等については、業務部内への「お客様相談」専用フリー

ダイヤルの設置、ホームページ上への「苦情・ご意見」書き込み欄の設置等により、

お客様の声に対して適切に対応してきております。 

また、営業店における苦情の受付状況を定例的に、常勤理事会及び理事会に報告

し、苦情の内容と対応状況を共有化することにより、顧客保護等の管理を強化して

おります。 

今後とも、顧客サポート等の適切性及び充分性を確保し実効性のあるものとす

べく取り組んでまいります。 

 

４．経営に対する評価の客観性の確保のための方策 

（１）全信組連による経営指導、全国信用組合監査機構の監査受査 

経営に対する評価の客観性を確保するため、信用組合業界の系統中央金融機関

である全信組連の経営指導を定期的に受けるとともに、年に 1 回の全国信用組合

監査機構監査を受査しております。 

これにより、当組合の経営戦略や基本方針について客観的な立場で評価・助言を

受け、経営の客観性・透明性を高めてまいります。 

 

（２）経営諮問会議 

経営の客観性・透明性を確保するため、外部有識者で構成される「経営諮問会議」

を 2014年 10 月に設置し、半期に 1回、定期的に開催しております。 

当会議は、経営全般について助言・提言をいただき、これを経営に反映させるこ

とにより、経営の客観性・透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスを強化する

ことを目的としております。今後も客観的な立場で評価・助言をいただき、経営に

適切に反映してまいります。 

     なお、議事概要は、従来通り、毎回当組合ホームページ上で公表してまいります。 

 

５．情報開示の充実のための方策 

   当組合は、情報開示に関する基本方針として、「ディスクロージャー・ポリシー（情

報に関する基本的な考え方）」を制定・公表し、適時適切かつ透明性の高い情報開示に

努めております。 

   これに基づくディスクロージャー誌につきましては、引き続き、決算期ごとに法令で

定められた開示内容以外に、経営理念、リスク管理態勢、コンプライアンス管理態勢の

状況、地域貢献に関する情報、総代の構成等、当組合を理解していただくための経営情

報を分かりやすく伝えられるように工夫し、店頭に備え置く他、当組合のホームページ

上など、広く公開してまいります。 

   また、お客様にとって、分かりやすく利用しやすいホームページとするため、前計画
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においてもリニューアルを実施しました。 

今後も当組合への理解を深めていただき、経営の透明性を確保することを目的とし

て、迅速かつ充実した経営情報の開示を行ってまいります。 

 

 

Ⅵ．中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている業域

及び地域における経済の活性化に資する方策 

 １．中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている業

域及び地域における経済の活性化に資するための方針 

    当組合は、業域と地域の両面から中小規模事業者に対する信用供与を行っており、

地域に関しては、東京という産業集積地の中で店舗周辺地域を中心に業務を行って

おります。 

（１）業域（定款三業種）の現状 

   当組合の業域に従事する事業者は、医師・歯科医師、薬局、医療法人、社会福祉

法人、福祉に参入した民間法人、清掃事業請負会社等であり、そのほとんどが中小

規模の事業者ないしは個人となっております。 

   前述のとおり、定款三業種は社会的ニーズの増大により、今後マーケットは拡大

していくものと予想されますが、事業環境としては厳しい状況にあり、制度改革の

動向も踏まえながら、質的な変革を迫られる時代に入ってきております。 

  

  （２）地域の状況 

     2021年度は国内外において、ワクチン接種等により新型コロナウィルス（以下、

コロナ）との共生が進む中で、消費や投資を柱とする自律的な回復へのシフトへ向

けた動きを見せ始めました。しかしながら、2022 年に入ると、半導体の需給逼迫

のほか、オミクロン株変異株などのコロナの感染再拡大や、ロシアのウクライナ侵

攻による資源高や穀物高、円安進行、物価上昇等により、経済の減速化が懸念され

ることとなりました。 

    コロナの感染拡大から 2年が経過し、2022年 3月 22日には、まん延防止等重点

措置も全面解除されましたが、消費や人の移動が本格回復するには時間がかかる

ものと考えられます。 

    また、資源高や円安による消費者物価の上昇により、国内消費低迷が懸念される

と共に、海外では、コロナの影響を受けた中国経済の減速等が日本経済に悪影響を

与える可能性があります。 

東京都の経済情勢については、個人消費は、コロナ感染症拡大の影響がみられる

ものの、百貨店売上高やコンビニエンスストア売上高が前年を上回るなど、緩やか

に持ち直しています。 
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     しかしながら、信用組合の主たる取引先である中小規模事業者の業況は、経営者

の高齢化や後継者問題、人手不足などにより、厳しい経営環境におかれています。 

 

（３）基本方針 

     こうした環境の下、当組合においては、中小規模事業者に対する信用供与は最重

要課題であるとの認識の下、業域及び地域の中小規模事業者に対して、その活性

化・発展のために円滑な信用供与に努めるとともに、前計画において、取引先の経

営改善・事業再生への支援体制の一層の整備を行い、その実績も上がってまいりま

した。 

今後とも本課題の重要性に鑑み、これらの体制面を一層強化し、中小規模事業者

の資金需要に迅速に対応し、信用供与の維持拡大を図るとともに、さらなるコンサ

ルティング機能の発揮に努め、その責務を果たしていきたいと考えております。 
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【中小規模事業者向け貸出計画】             （単位：百万円、％） 

 
2019/3期 20/3期 21/3期 22/3期 

実績 

22/9期 

実績 実績 実績 計画 

中小規模事業者向け貸出残高 28,305 28,796 30,769 29,816 30,500 

総資産   61,487 61,080 63,646 64,001 64,100 

中小規模事業者向け貸出比率 46.03 47.14 48.34 46.58 47.58 

          

  
23/3期 23/9期 24/3期 24/9期 25/3期 

計画 計画 計画 計画 計画 

中小規模事業者向け貸出残高 30,500 30,530 30,550 31,350 32,200 

総資産   64,200 64,300 64,400 64,700 65,000 

中小規模事業者向け貸出比率 47.50 47.48 47.43 48.45 49.53 

 

  (注)・中小規模事業者向け貸出比率＝中小規模事業者向け貸出残高 ÷ 総資産 

    ・中小規模事業者向け貸出とは、協同組合による金融事業に関する法律施行規則別表第 1 号に

おける「中小企業等」から個人事業者以外の個人を除いた先に対する貸出で、かつ次の貸出

を除いたもの 

        政府出資主要法人向け貸出及び特殊法人向け貸出、土地開発公社向け貸出及び地方住宅

供給公社向け貸出等、大企業が保有する各種債権又は動産・不動産の流動化スキームに

係るＳＰＣ向け貸出、その他金融機能強化法の趣旨に反するような貸出  
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【経営改善支援等取組計画】                     （単位：先、％） 

 (注)・期初債務者数とは、「日本標準産業分類」の大分類に準じた業種別区分に基づく「地方公共団

体」「雇用・能力開発機構等」「個人（住宅・消費・納税資金等）」を総債務者数から除いた数

といたします。 

     ・「経営改善支援等取組先」は以下の取組先といたします。 

     （1）創業・新事業開拓支援先 

        創業・新規事業の開設資金を支援した先。創業・新事業開拓関連融資制度（当組合の

提携先・市町村・保証協会等）を利用した先 

     （2）経営相談先 

        経営改善指導に係る助言等を継続的に行っている先 

     （3）早期事業再生支援先 

        「事業支援連絡協議会」等を通じ、抜本的な条件変更対応等により経営改善支援を行

った先 

  
2019/3期 20/3期 21/3期 22/3期 22/9期 

実績 実績 実績 実績 計画 

経営改善支援等取組先数 85 100 124 109 112 

  創業・新事業開拓支援先 8 9 6 3 8 

  経営相談先 12 13 13 14 17 

  早期事業再生支援先 0 1 0 0 2 

  事業承継支援先 0 0 37 39 20 

  担保・保証に過度に依存しない融資推進先 65 77 68 53 65 

期初債務者数 538 545 555 567 579 

支援取組率 15.79 18.34 22.34 19.22 19.34 

 

  
23/3期 23/9期 24/3期 24/9期 25/3期 

計画 計画 計画 計画 計画 

経営改善支援等取組先数 112 114 114 116 116 

  創業・新事業開拓支援先 8 8 8 8 8 

  経営相談先 17 18 18 19 19 

  早期事業再生支援先 2 2 2 2 2 

  事業承継支援先 20 20 20 20 20 

  担保・保証に過度に依存しない融資推進先 65 66 66 67 67 

期初債務者数 579 590 590 601 601 

支援取組率 19.34% 19.32% 19.32% 19.30% 19.30% 
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     （4）事業承継支援先 

        事業承継に係る相談に対し助言等を行った先 

     （5）担保・保証に過度に依存しない融資推進先 

        「診療報酬・介護給付費等の債権譲渡担保融資」を実施した先。無担保融資商品を取

扱った先。その他制度融資を含む無担保融資を実施した先。提携型保証付融資を実施

した先。 

   

２．中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策 

（１）中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制整備のための方策 

①円滑な信用供与体制に向けた体制の整備 

前述のとおり、業域取引の基盤再構築と拡大、お客様のニーズに的確に応える

ための業務運営体制、役員・本部・営業店一体となった営業推進体制の更なる強

化等により、信用供与の円滑化に向けた体制の強化を図ってまいります。 

 

   ②経営改善支援等の取組みに向けた体制の整備 

当組合は、経営改善支援等の取組みのための専門組織として、「事業支援室」

を設置し、「経営革新等支援機関」の認定を取得しております。そして、事業支

援室が主体となり、支援先の経営課題の把握・分析、経営改善の取組みにかかる

企画立案、経営改善計画の策定支援などについて、中小企業診断士の協力を得

て取り組んできております。本計画期間においても現体制を維持し、外部の専

門家の協力を得ながら、一層の取組みの強化を図ってまいります。 

また、お客様に対するノウハウ提供や、組合職員の経営支援に対する意識及

び知識の向上の観点から、外部専門家との協働で、セミナーや相談会を開催す

ることは有用と思われます。今後も顧客のニーズを十分に踏まえた上で、実施

してまいります。 

 

（２）担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要

に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策 

①「債権譲渡担保融資」の促進 

当組合は、従来から、医療機関や特別養護老人ホーム、介護サービス事業者等

を対象として、診療報酬、調剤報酬、介護給付費等を担保として「債権譲渡担保」

による融資を実施し、当該取引先の資金需要に対応してきております。今後も

業域マーケットに対して提供できる有効な商品として、引き続きこの商品の推

進に積極的に取り組んでまいります。 
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   ②保証付き融資の促進 

中小規模事業者の多くは、財務体質が脆弱であるほか、十分な担保も有してお

りませんので、他機関との提携による保証付融資が事業者にとって有効な資金

調達手段となっております。 

当組合では従来から信用保証協会の保証付融資制度を積極的に活用してきて

おりますが、今後とも同協会との定期的な情報交換や協議、勉強会の開催による

信用保証制度並びに信用保証制度を活用した各種制度融資の趣旨等の適切な理

解の下、信用保証付融資の促進に取り組んでまいります。 

また、ノンバンクとの提携による保証付融資についても、積極的に取り組んで

まいります。 

 

    ③小口無担保ローンの開発・推進 

信用組合にとって、事業性評価に基づく融資の取組み強化は重要な課題とな

っております。当組合では、特に業域信用組合として培ったノウハウを基に目利

き力の向上に努め、東京環境保全協会会員向け融資や障害者就労支援事業所向

け融資など、業域取引先に対する無担保ローンの取組みに注力しております。 

今後も新商品の開発検討も含め、事業性評価に基づく無担保ローンの取組み

を強化してまいります。 

     

④経営者保証ガイドラインを踏まえた融資の促進 

中小企業の経営者による個人保証については、積極的な事業展開や早期事業 

再生を阻害する要因となっていることから「経営者保証に関するガイドライン」

による運用が明示されておりますが、当組合においても「経営者保証に関するガ

イドライン対応マニュアル」を策定し、各営業店に対する説明会の実施等により、

周知徹底を図っております。 

引き続き、同マニュアルの趣旨を踏まえた上で、中小規模事業者への新規融資

に対する適用、回収局面における保証解除等に対して真摯に取り組んでまいり

ます。 

 

（３）中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画を適切かつ円滑に実施するための方策 

①中小規模事業者等向け商品の販売促進及び新商品の開発 

     当組合では、お取引先の資金繰りをサポートし、中小規模事業者等の事業発展

に向けて長期的に安定した資金調達が可能となる商品を提供してまいりました。 

     今後も業域及び地域の中小規模事業者の資金需要にマッチした新商品の開発

を検討してまいります。 
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②経営改善支援等の取組み強化 

    ア．コンサルティング機能の向上 

中小規模事業者に対するコンサルティング機能発揮のためには、職員の能

力向上が必要不可欠であり、従来より、外部専門家を講師とする研修の実施、

外部団体が開催する研修会等への参加等により、組合全体のコンサルティン

グ能力の向上に努めてまいりました。 

前計画においては、関東財務局より案内を受けた「事業再構築支援勉強会」

及び「デジタル支援勉強会」を、本部・営業店の職員が web 上で視聴するな

ど、知識・スキルの向上に努めました。 

この結果、職員の本業務に対する意識向上が図られたとともに、職員のコン

サルティング能力も徐々にではありますが、向上してきているものと認識し

ております。 

今後も、引き続き研修の実施、研修会等への参加、実例を通しての学習等に

よりコンサルティング能力の向上に努めてまいります。 

 

    イ．中小企業再生支援協議会等外部団体及び外部専門家の活用 

限られた要員の中では、外部専門家等との連携が必要不可欠であり、従来よ

り、連携体制作りに注力してまいりました。この結果、中小企業診断士、中小

企業基盤整備機構等の外部専門家、創業アドバイザー、当組合の取引先の専

門家等との基本的な連携体制を構築することができました。しかしながら、

業域取引の基盤再構築と取引拡大のためには、更なる連携体制の構築が必要

と思われます。 

そこで、今後も引き続き、この連携体制の強化を図るとともに、必要に応じ

税理士、会計士、中小企業診断士等連携先の拡大にも努めてまいります。 

 

３．その他主として業務を行っている業域及び地域における経済の活性化に資する方策 

業域及び地域における経済の活性化に資することは、当組合に求められている重

要な使命であると認識し、経営改善に向けての相談業務、創業・新事業開拓支援、中

小企業の再生支援、事業承継に関する支援を内容とする経営改善支援等の業務に取

り組んでまいりました。 

この結果、前計画の 3 ヶ年間において、上記取組みの先数は計画累計 143 先に対

し、251先の実績となり、体制整備と取組強化の成果が出てきたものと認識しており

ます。 

経営改善支援等の業務の重要性を考慮し、本計画においても以下の方策に積極的

に取り組んでまいります。 

（１）創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能強化のための方策 
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   当組合の定款三業種は社会的ニーズの増大により、マーケットにおける新規創

業、異業種からの新規参入等が増加してきており、この傾向は、今後さらに強くな

ることが予想されます。 

   このような状況から、業域及び地域における創業支援と新事業開拓の重要性は

ますます高まってくるものと考えられますので、前計画において取り組んできた

施策について、さらに踏み込んだ対応を行っていきたいと考えております。 

具体的には、東京都の「女性・若者・シニア創業サポート融資」への更なる協力、

「医師向け開業ローン」の積極的推進、在宅医療・介護事業等の開業支援を行って

いる事業会社とのビジネスマッチング契約に基づく開業資金の融資実行等であり

ます。 

また、外部機関が実施する創業・新事業開拓セミナー情報等の紹介、創業支援等

に係る各種制度融資・保証の利用促進、制度融資・保証を補填するプロパー融資の

活用等、様々な支援策を実施してまいります。 

   更に、創業予定者及び新事業開拓に取り組む事業者に対する相談業務を強化す

るべく、外部研修等への職員派遣などを継続的に実施してまいります。 

 

（２）経営に関する相談その他の取引先の企業に対する支援に係る機能強化のための

方策 

     中小規模事業者が抱える経営の問題はこれまで以上に深刻であり、改善に向け

ての支援ニーズは確実に高まっているものと認識しております。 

取引先からの相談については、東京都よろず支援拠点の出張相談会を開催する

など、必要に応じて外部機関や外部専門家の指導を仰ぎつつ、営業店と本部が一

体となって解決に資するサポートに取り組んでまいります。特に業域の取引先か

らの相談については、当組合のノウハウを結集して解決のための方策を提案でき

るよう努めます。 

また、通常の営業活動において、常にビジネスマッチングの可能性について念

頭に置きながら取引先の紹介に努めたいと考えております。 

 

 （３）早期の事業再生に資する方策 

    取引先の事業再生に対する取組みを強化するため、事業支援室・審査部・営業店

合同による「事業支援連絡協議会」を設置し、本会議を軸に取引先の事業再生支援

を推進する体制を構築しております。 

具体的には、本会議において、医療法人などの支援先を選定の上、中小企業診断

士の指導のもとに「経営改善計画書」を策定し、この計画に沿ってモニタリングを

継続して、再生の後押しを行うものです。前計画においては、このようなプロセス

による事業再生支援を 5先に対して行いました。 
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このような取組みにより、事業再生のノウハウを培ってまいりましたので、本計

画においても、この体制を継続し、ノウハウを活かして新たな支援先を発掘するな

ど、事業再生支援の取組みを一層強化してまいります。 

 

 （４）事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策 

中小規模事業者においては、経営者の高齢化及び後継者不在問題による廃業の

増加が懸念されており、事業承継は大きな社会的課題となっております。 

ただ、中小規模事業者の後継者不在による廃業が増加している反面、事業承継に

具体的に取り組んでいる企業の割合は依然低い状況にあります。 

    こうした状況を踏まえ、従来、外部研修会への参加等により、職員の意識・知識

の向上を図ってまいりましたが、支援実績は殆どありませんでした。 

本計画においては、東京都が実施する「地域金融機関による事業承継促進事業」

など、政府・地方公共団体の進める事業に積極的に参画してまいります。また、取

引先向けセミナーの開催や相談会の開催など、顧客のニーズを的確に捉えた対応

を行うことにより、支援実績の増加に努めてまいります。 

 

Ⅶ．全信組連による優先出資の引受に係る事項 

１．種類  社債型非累積的永久優先出資 

２．申込期日（払込日） ２０１４年３月３１日（月） 

３．発行価額 

非資本組入額 

１口につき２０，０００円（額面金額１口５００円） 

１口につき１０，０００円 

４．発行総額 ５，０００百万円 

５．発行口数 ２５０，０００口 

６．配当率  １２か月日本円ＴＩＢＯＲ＋０．５１％（発行価額に対する配当率） 

７．累積条項 非累積的 

８．参加条項 非参加 
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Ⅷ．剰余金の処分の方針 

 １．基本的な考え方 

   協同組織金融機関として、取引先及び優先出資者の皆様から出資金をお預かりして

金融事業を行い、利益剰余金の中から配当金をお支払することとしています。 

これまでに 2014 年 3月期で繰越損失金を一掃し、2015年 3月期以降、毎期計画どお

り配当金をお支払いいたしており、2022 年 3 月期も計画どおり配当金をお支払いいた

しました。今後も、本計画の実践による収益力の強化と業務の効率化を進め、安定した

配当を実施・継続していく方針であります。 

なお、役員に対する賞与につきましては、今後も期限を定めず当面の間支給は行いま

せん。 

  

２．財源確保の方針 

   全信組連から最大限のサポートを得ながら、本計画に盛り込んだ諸施策を着実に遂

行することにより収益力の強化と業務の効率化を進め、安定した利益を確保し、財源の

積み上げに努めてまいります。 

   なお、これにより、優先出資消却積立金は 2038 年 3 月期において、2,150 百万円ま

で積み上がると見込んでおり、これに資本準備金 357百万円および優先出資金 2,500百

万円を加えた 5,007百万円が優先出資 5,000百万円の返済財源となります。 

  

９．残余財産の分配 次に掲げる順序により残余財産の分配を行う 

① 優先出資者に対して、優先出資の額面金額に発行済優先出資の総口数

を乗じて得た額をその有する口数に応じて分配する。 

② 優先出資者に対して、優先出資の払込金額から額面金額を控除した金

額に発行済優先出資の総口数を乗じて得た額をその有する口数に応じて

分配する（当該優先出資の払込金額が額面金額を超える場合に限る。）。 

③ ①及び②の分配を行った後、なお残余があるときは、払込済みの普通

出資の口数に応じて按分して組合員に分配する。 

④ 残余財産の額が①、②により算定された優先出資者に対する分配額に

満たないときは、優先出資者に対して、当該残余財産の額をその有する

口数に応じて分配する。 
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【利益剰余金の推移】           （単位 ： 百万円） 

  
2013/3期 

実績 

14/3期 

実績 

15/3期 

実績 

16/3期 

実績 

17/3期 

実績 

18/3期 

実績 

19/3期 

実績 

当期純利益 △80 △945 271 1,244 765 962 47 

資本準備金 - 2,500 357 357 357 357 357 

利益剰余金 △1,197 △2,142 271 1,426 2,105 2,981 2,951 

 
利益準備金 - - - 28 158 235 332 

優先出資消却積立金 - - - - - 50 100 

         

  
20/3期 

実績 

21/3期 

実績 

22/3期 

実績 

23/3期 

計画 

24/3期 

計画 

25/3期 

計画 

26/3期 

計画 

当期純利益 135 319 161 122 135 153 158 

資本準備金 357 357 357 357 357 357 357 

利益剰余金 3,015 3,262 3,352 3,401 3,460 3,536 3,617 

  

  

利益準備金 350 365 397 414 430 446 462 

優先出資消却積立金 150 200 250 320 350 390 440 

         

  
27/3期 

計画 

28/3期 

計画 

29/3期 

計画 

30/3期 

計画 

31/3期 

計画 

32/3期 

計画 

33/3期 

計画 

当期純利益 166 173 180 187 198 213 224 

資本準備金 357 357 357 357 357 357 357 

利益剰余金 3,706 3,802 3,905 4,015 4,136 4,272 4,419 

  
利益準備金 478 495 513 531 550 570 592 

優先出資消却積立金 500 570 640 720 810 910 1,020 

         

  
34/3期 

計画 

35/3期 

計画 

36/3期 

計画 

37/3期 

計画 

38/3期 

計画 

当期純利益 235 242 249 256 264 

資本準備金 357 357 357 357 - 

利益剰余金 4,577 4,742 4,914 5,093 3,136 

  
利益準備金 615 639 664 689 715 

優先出資消却積立金 1,140 1,270 1,470 1,770 7 
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Ⅸ．財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策 

 １．経営管理に係る体制 

（１）内部統制基本方針 

当組合では、2011 年 6 月の経営陣刷新以降、経営の透明性の向上を図り適切な

経営管理態勢を確保しております。 

また、理事会は「内部統制基本方針」のほか、これに基づく「法令等遵守基本方

針」「顧客保護等管理方針」及び「統合的リスク管理方針」の趣旨に則り、その重

要性をあらゆる機会を通じて全役職員に対して周知徹底することにより、適切な

業務運営の確保に努めてまいります。 

 

（２）内部監査体制 

理事会は、「内部監査基本方針」に基づき、内部監査部署である監査部を理事長

直轄の組織として、その独立性を確保するとともに、同部の機能を強化してまいり

ます。 

監査部は、当方針に基づく監査を通じて、各部室店における内部監査態勢、法令

等遵守態勢、顧客保護等管理態勢及びリスク管理態勢の有効性を評価し、問題点の

発見・指導にとどまらず、問題点の改善方法の提言を行ってまいります。 

 

２．各種のリスク管理の状況 

   各種リスク全般を管理する「統合的リスク管理委員会」の組織体制、信用リスク管理、

市場リスク管理、流動性リスク管理、オペレーショナル・リスク管理態勢については「Ⅴ．

２．リスク管理の体制の強化のための方策」に記載のとおりです。 

 

Ⅹ．経営強化のための計画の前提条件 

（１）金利 

    日本銀行による長期にわたるマイナス金利政策の継続により、金利は低位安定

的に推移してきております。 

2022年 4月の金融政策決定会合においても、日本銀行は、2％の「物価安定の目

標」の実現を目指し、これを安定的に持続するために必要な時点まで、「長短金利

操作付き量的・質的金融緩和」を継続することを決定しました。 

このように、現在の低金利水準を維持することが決定されましたので、本計画期

間内においては、現行程度の水準で推移するとの前提条件で作成しております。 

 

（２）株価 

    2022年の年初から下落基調だった日経平均株価は、2月の後半以降、米国の金融

引き締めへの懸念とウクライナ問題の影響で、さらに下落し、3月 9日に底をつけ
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ると、今度は短期のうちに急騰しました。 

    ただ、これは一時的要因によるもので、例えば、ロシアとウクライナの停戦交渉

が進展するとの見方が一時浮上し、株価の上昇要因になったものの、その後になっ

て早期停戦は望み薄の状況と判明し、株価は 3 月下旬から再び下落基調に戻って

います。 

    このように不安定な状況のなか、今後の株価に影響する要因として、「ウクライ

ナ侵攻問題」「米国の利上げ」「円安」「消費者物価上昇」「企業収益」等が考えられ

ます。 

    今後については、日本もプラス成長が進むとの見方がある一方、内閣府が 5月に

発表した 2022年 1～3月の実質国内総生産（GDP）速報値が、前期比マイナス 1.0%

であったことや消費者物価上昇による消費回復の鈍さ等を考慮し、本計画では現

状より若干株安で推移するとの前提条件で作成しております。 

 

（３）為替 

       日米の金融政策の違いが、ドルを押し上げ、2022年春先から急ピッチなドル高・

円安が続いてきています。 

すなわち、米ＦＲＢは 5 月 4 日のＦＯＭＣで、6 月からのバランスシート縮小

（ＱＴ）に加えて、0.5％ポイントの利上げを決定しました。一方、日銀は 3月末

以降、連続指し値オペを通知したことに加え、4月の金融政策決定会合で、長短金

利操作や ETFの買い入れ等既往の金融緩和を維持することに加え､指し値オペを原

則毎営業日実施することを決定しました。 

このように、日米の金融政策の違いから、当面は、ドル円相場に上昇圧力がかか

りやすい地合いとなり、円安傾向が続くとの前提条件で作成しております。 

                           

   【前提条件】                        (単位：%、円) 

 

 

 

 

 

       

(注)各数値は月中平均。 

    以上  

 
2022/3期 

実績 

22/4期 

実績 

23/3期 

前提 

24/3期 

前提 

25/3期 

前提 

金 

利 

無担保コール翌日物 △0.04 △0.03 △0.03 △0.03 △0.03 

10 年国債利回り 0.20 0.42 0.42 0.42 0.42 

日経平均株価 26,584 27,043 27,000 27,000 27,000 

為替相場（円/米ドル） 118.70 126.41 127.0 127.0 127.0 



 

内閣府令第８１条第１項第１号に掲げる書類 

 

○ 最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書、当該貸借対照表

等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近にお

ける業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類 

 

 

 



別紙様式第２号（第15条関係）

第 ４ 年 ３ 日現在） 貸　借　対　照　表

4 年 4 月 26 日　作成

4 年 6 月 8 日　備付

千円 千円

( )

( )

△

純 資 産 の 部 合 計 9,040,208

資産の部合計 64,001,237 負債及び純資産の部合計 64,001,237

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

土 地 再 評 価 差 額 金 57,220

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 107,893

自 己 優 先 出 資 申 込 証 拠 金

組 合 員 勘 定 合 計 8,932,314

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 50,673

当 期 未 処 分 剰 余 金 2,705,272

自 己 優 先 出 資

そ の 他 利 益 剰 余 金 2,955,272

特 別 積 立 金 250,000

（ 優 先 出 資 消 却 積 立 金 ） 250,000

利 益 剰 余 金 3,352,272

利 益 準 備 金 397,000

（ う ち 個 別 貸 倒 引 当 金 ） △ 537,247 資 本 準 備 金 357,310

そ の 他 資 本 剰 余 金

債 務 保 証 見 返 156 優 先 出 資 申 込 証 拠 金

貸 倒 引 当 金 △ 766,767 資 本 剰 余 金 357,310

繰 延 税 金 資 産 121,996 普 通 出 資 金 722,732

再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 資 産 優 先 出 資 金 4,500,000

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 （ 純 資 産 の 部 ）

前 払 年 金 費 用 出 資 金 5,222,732

の れ ん 債 務 保 証 156

リ ー ス 資 産 負 債 の 部 合 計 54,961,028

無 形 固 定 資 産 395 繰 延 税 金 負 債 -

ソ フ ト ウ ェ ア 395 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債 22,252

建 設 仮 勘 定 睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 700

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 32,296 偶 発 損 失 引 当 金 1,050

土 地 1,158,640 退 職 給 付 引 当 金 130,538

リ ー ス 資 産 役 員 退 職 慰 労 引 当 金

有 形 固 定 資 産 1,374,083 賞 与 引 当 金 31,360

建 物 183,146 役 員 賞 与 引 当 金

リ ー ス 投 資 資 産 資 産 除 去 債 務

そ の 他 の 資 産 45,343 そ の 他 の 負 債 5,263

金 融 派 生 商 品 金 融 商 品 等 受 入 担 保 金

金 融 商 品 等 差 入 担 保 金 リ ー ス 債 務

先 物 取 引 差 金 勘 定 売 付 債 券

保 管 有 価 証 券 等 金 融 派 生 商 品

未 収 収 益 47,553 借 入 有 価 証 券

先 物 取 引 差 入 証 拠 金 売 付 商 品 債 券

全 信 組 連 出 資 金 425,000 先 物 取 引 差 金 勘 定

前 払 費 用 5,961 借 入 商 品 債 券

そ の 他 資 産 528,120 職 員 預 り 金

未 決 済 為 替 貸 4,261 先 物 取 引 受 入 証 拠 金

買 入 外 国 為 替 前 受 収 益 47,303

取 立 外 国 為 替 払 戻 未 済 金 28,042

外 国 他 店 預 け 給 付 補 塡 備 金 4,163

外 国 他 店 貸 未 払 法 人 税 等 2,440

当 座 貸 越 76,110 未 決 済 為 替 借 11,605

外 国 為 替 未 払 費 用 32,271

手 形 貸 付 1,664,830 未 払 外 国 為 替

証 書 貸 付 34,212,883 そ の 他 負 債 131,090

貸 出 金 35,958,389 外 国 他 店 借

割 引 手 形 4,564 売 渡 外 国 為 替

株 式 8,700 外 国 為 替

そ の 他 の 証 券 359,375 外 国 他 店 預 り

短 期 社 債 債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金

社 債 402,550 コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー

国 債 5,990,159 コ － ル マ ネ －

地 方 債 売 現 先 勘 定

そ の 他 の 商 品 有 価 証 券 再 割 引 手 形

有 価 証 券 6,760,784 売 渡 手 形

商 品 地 方 債 借 入 金

商 品 政 府 保 証 債 当 座 借 越 1,100,000

商 品 有 価 証 券 譲 渡 性 預 金

商 品 国 債 借 用 金 1,100,000

買 入 金 銭 債 権 定 期 積 金 3,402,014

金 銭 の 信 託 そ の 他 の 預 金 191,826

買 現 先 勘 定 通 知 預 金 642

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金 定 期 預 金 29,889,193

コ ー ル ロ ー ン 貯 蓄 預 金

現 金 964,643 預 金 積 金 53,543,880

預 け 金 19,059,434 当 座 預 金 337,995

（資産の部） （負債の部）

令和 信 用 組 合 名 東京厚生 信 用 組 合

令和 理 事 長 田代　智彦

買 入 手 形 普 通 預 金 19,722,208

69 期（令和 月 ３１

住 所 東京都新宿区西新宿6-2-18

科目 　金　　　額　 科目 　金　　　額　



 

 

 

 

貸借対照表の注記事項 

 

1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

なお、以下の注記については、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 

2. 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その

他有価証券については原則として時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし、市

場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

3. 土地の再評価に関する法律(平成 10 年法律第 34 号)に基づき、事業用の土地の再評価を行ってお

ります。 

なお、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」と

して負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産に計上しており

ます。 

再評価を行った年月日         平成 10 年 3月 31 日 

当該事業用土地の再評価前の帳簿価額     ５９３百万円 

当該事業用土地の再評価後の帳簿価額     ６７２百万円 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令(平成10年政令第 

119 号)第 2 条第 1号に定める地価公示法に基づいて、合理的な調整を算出。 

※同法律第 10条に定める再評価を行った事業用土地の決算期における時価の合計額と当該事業 

用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額    △１７６百万円 

4. 有形固定資産の減価償却(リース資産を除く)は、定率法(ただし、平成 10 年 4 月 1 日以後に取得

した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物

については定額法）を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

     建 物    １０年～４７年 

     その他     ３年～１５年 

5. 無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は定額法により償却しております。 

なお、自組合利用のソフトウェアについては、当組合内における利用可能期間（5 年）に基づいて

償却しております。 

6. 貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

  「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日

本公認会計士協会・銀行等監査特別委員会報告第４号)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相

当する債権については、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出

した貸倒実績率等に基づき引当てております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額



 

 

から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める

額を引当てております。 

破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及 

び保証による回収可能見込額を控除した残額を引当てております。 

   全ての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を

実施しており、その査定結果により上記の引当を行っております。 

7. 賞与引当金は、従業員への賞与の支払に備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、

当事業年度に帰属する額を計上しております。 

8. 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。 

なお、中小企業退職金共済機構の退職金共済契約への移行により増額した退職給付債務（５５百

万円）は職員平均残存勤務期間２１年による按分額を費用処理しております。 

   また、当組合は、複数事業主(信用組合等)により設立された企業年金制度(総合型厚生年金基金)

を採用しております。 

当該企業年金制度に関する事項は次のとおりです。 

(1)制度全体の積立状況に関する事項(令和 3年 3月 31 日現在) 

年金資産の額             ２３８，５７７百万円 

年金財政計算上の数理債務の額と 

最低責任準備金の額との合計額     ２２９，５９０百万円 

差引額                  ８，９８７百万円 

(2)制度全体に占める当組合の掛金拠出割合 

    (令和 2年 4月～令和 3年 3 月分)      ０．２９５％ 

  (3)補足説明 

 上記(1)の差引額の主な原因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高１５，７６６百万円及び

別途積立金２４，７５３百万円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間１２

年の元利均等償却であり、当組合は当期の計算書類上、特別掛金１０百万円を費用処理しており

ます。 

    なお、上記(2)の割合は当組合の実際の負担割合とは一致しておりません。 

9. 睡眠預金払戻損失引当金は負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるた 

め、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積もり、必要と認める額を計上しております。 

10. 偶発損失引当金は信用保証協会の責任共有制度による負担金の将来における支出に備えるため、

将来の負担金支出見込額を計上しております。 

11. 金融商品の状況に関する事項 

  ⑴金融商品に対する取組方針 

   当組合は、預金業務、融資業務および市場運用業務などの金融業務を行っております。 

   このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理(SKC－ALM 



 

 

システム活用)をしております。 

  ⑵金融商品の内容及びそのリスク 

   当組合が保有する金融資産は、主として当組合の定款業種先および事業地区内のお客様に対する 

貸出金です。 

   また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的、純投資目的及び事業推 

進目的で保有しております。      

これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒され 

ております。 

一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されております。 

  ⑶金融商品に係るリスク管理体制 

①信用リスクの管理 

当組合は、信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について、個別案件ごとの与信審査、

与信限度額、信用情報管理、保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を

整備し運営しております。 

これらの与信管理は、各営業店のほか審査部により行われ、また、経営陣による融資審議会を

開催し、審議・報告を行っております。 

②市場リスクの管理 

(ⅰ)金利リスクの管理 

当組合は、ALM によって金利の変動リスクを管理しております。為替の変動リスクに関し

て、個別の案件ごとに管理しております。 

金利リスクに関する規程等において、リスク管理手法や手続き等を記載しており、理事会

において決定された市場リスク管理方針に基づき、常勤理事会において実施状況の把握・確

認、今後の対応等の協議を行っています。 

  (ⅱ)為替リスクの管理 

当組合は、為替の変動リスクに関して、個別の案件ごとに管理しております。 

(ⅲ)価格変動リスクの管理 

       有価証券を含む市場運用商品の保有については、常勤理事会の監督の下、資金運用規程に

従い行われております。 

       このうち総務部経理課では、市場運用商品の購入を行っており、事前審査、投資限度額の

設定のほか、継続的なモニタリングを通じ、価格変動リスクの軽減を図っております。 

       これらの情報は企画部を通じ、常勤理事会において定期的に報告されております。 

   ③資金調達に係る流動性リスクの管理 

    当組合は、流動性リスク管理規程の下、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、 

市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理しております。 

  ⑷金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され 



 

 

た価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異 

なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 

12. 金融商品の時価等に関する事項 

令和 4年 3月 31 日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は次のとおりであります。 

なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません。 

(単位：百万円) 

 

 

貸借対照表 

計 上 額 
時 価 差 額 

⑴ 預け金 

⑵ 有価証券 

   満期保有目的の債券 

   その他有価証券 

⑶ 貸出金 

   貸倒引当金 

 

１９，０５９ 

６，７６０ 

５，００１ 

１，７５９ 

３５，９５８ 

△７６６ 

３５，１９１ 

１９，０９３ 

６，８２５ 

５，０６５ 

１，７５９ 

３６，４０１ 

△７６６ 

３６，４０１ 

３３ 

６４ 

６４ 

― 

４４３ 

 

１，２１０ 

金融資産計 ６１，０１１ ６２，３１９ １，３０８ 

⑴  預金積金 ５３，５４３ ５３，５６５ ２１ 

⑵   借用金 １，１００ １，１００ － 

金融負債計 ５４，６４３ ５４，６６５ ２１ 

 

金融商品の時価等の算定方法 

金融資産 

⑴預け金 

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価と

しております。満期のある預け金については、市場金利で割り引くことで現在価値を算定し、当該

現在価値を時価とみなしております。 

⑵有価証券 

   株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっておりま 

す。投資信託は、公表されている基準価格によっております。 

   なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する注記事項については２．に記載しております。 

⑶貸出金 

   貸出金は、以下の①～②の合計額から貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控

除する方法により算定し、その算出結果を簡便な方法により算出した時価に代わる金額として記載

しております。 

①6 ヶ月以上延滞債権等、将来キャッシュ・フローの見積りが困難な債権については、その貸借

対照表の貸出金勘定に計上している額(貸倒引当金控除前の額)。 

②①以外は、貸出金の種類ごとにキャッシュ・フローを作成し、元利金の合計額を市場金利(TONA、

SWAP 等)で割引いた価額を時価とみなしております。 



 

 

 

 

金融負債 

⑴預金積金 

   要求性払預金については、決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしておりま

す。定期預金の時価は、一定の金額帯および期間帯ごとに将来キャッシュ・フローを作成し、元利

金の合計額を一種類の市場金利(TONA)で割り引いた価額を時価とみなしております。 

⑵借用金 

   借用金については、帳簿価額を時価としております。 

13. 有価証券の時価、評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには「国債」、「地方

債」、「社債」、「その他の証券」が含まれております。以下 16．まで同様であります。 

⑴売買目的有価証券に区分した有価証券はありません。 

⑵満期保有目的の債券 

[時価が貸借対照表計上額を超えるもの] 

貸借対照表        時 価       差 額 

計 上 額 

国  債   ５，００１百万円     ５，０６５百万円     ６４百万円 

小  計    ５，００１百万円     ５，０６５百万円     ６４百万円 

 

   [時価が貸借対照表計上額を超えないもの] 

貸借対照表        時 価       差 額 

計 上 額 

      国  債       －百万円         －百万円      －百万円 

小  計        －百万円         －百万円      －百万円 

 

合   計    ５，００１百万円     ５，０６５百万円     ６４百万円 

（注）時価は当事業年度末における市場価格等に基づいております。 

 

⑶その他有価証券 

[貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの] 

貸借対照表       取得原価       差 額 

計 上 額 

      国  債     ９８８百万円      ９８３百万円      ５百万円 

社  債     ２０２百万円      ２００百万円      ２百万円 

そ の 他       ３２４百万円      ２５９百万円     ６５百万円 

小  計    １，５１６百万円    １，４４２百万円     ７４百万円 

 



 

 

[貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの] 

貸借対照表        取得原価      差 額 

計 上 額 

      国  債       －百万円        －百万円      －百万円 

社  債     １９９百万円      ２００百万円      ０百万円 

そ の 他      ３４百万円       ３７百万円      ３百万円 

小  計      ２３４百万円      ２３７百万円      ３百万円 

 

合   計    １，７５０百万円    １，６８０百万円     ７０百万円 

（注）貸借対照表計上額は、当事業年度末における市場価格等に基づく時価により計上した

ものであります。 

14. 当期中に売却した満期保有目的の債券はありません。 

15. 当期中に売却したその他有価証券はありません。 

16. その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間毎の償還予定額は次のとお 

りであります。 

1 年以内    1 年 超     5 年 超     10 年 超 

5 年以内       10 年以内      

債  券               ５，００１百万円       －百万円 １，３９１百万円 

国  債            ５，００１百万円       －百万円   ９８８百万円 

地方債                

社  債                                                ４０２百万円 

外国債券        

    その他                                     

合  計        ５，００１百万円        －百万円  １，３９１百万円 

 

17. 協同組合による金融事業に関する法律及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づ

く債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の貸出金、「その他資産」中の未収利息

及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるものであります。 

   破産更生債権及びこれらに準ずる債権額    ２５２百万円 

   危険債権額               １，３５１百万円 

   三月以上延滞債権額               －百万円 

   貸出条件緩和債権額           １，０６２百万円 

   合計額                 ２，６６５百万円 

   破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申し

立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。    



 

 

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、

契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及び

これらに準ずる債権に該当しないものであります。 

三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から三月以上延滞している貸

出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。 

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息

の支払い猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破

産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものでありま

す。 

なお、債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

18. 手形割引により取得した銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形の額面金額は、４百万円であり

ます。 

19. 有形固定資産の減価償却累計額      １，１４３百万円 

20. 理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額     該当なし 

21. 理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債務総額     該当なし 

 

22. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。 

    繰延税金資産 

     繰越欠損金                    １８２百万円 

     貸倒引当金損金算入限度超過額             １８３ 

     減価償却限度超過額                ２８ 

     退職給付引当金                 ３６ 

     その他                      ２７ 

繰延税金資産小計                           ４５９ 

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額     △１１２ 

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額  △２０４ 

評価性引当額小計（注）                    △３１７ 

繰延税金資産合計                              １４１ 

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金                      １９ 

繰延税金負債合計                          １９ 

    繰延税金資産の純額                １２１百万円 

 

（注）評価性引当額に重要な変動が生じた主な理由は、繰延税金資産の回収可能性を見直したことによ

るものであります。 

 



 

 

税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額  

 1 年以内 1 年超 2年以内 2 年超 3年以内 3 年超 4年以内 4 年超 合計 

税務上の繰越  

欠損金（a）  

５９ １２３ － － － １８２百万円 

評価性引当額  ３０ ８２ － － － △１１２百万円 

繰延税金資産（b） ２８ ４１ － －  － ６９百万円 

 

（a）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 

（b）税務上の繰越欠損金は１８２百万円（法定実効税率を乗じた額）について、繰延税金資産６９百

万円を計上しております。当期税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所

得の見込みにより回収可能と判断しております。 

 

23. 担保に提供している資産は、次のとおりであります。 

担保提供している資産   預け金 ３，５０１百万円 

担保資産に対応する債務  借用金 １，１００百万円 

24. 出資 1 口当たりの純資産額は２，８４８円６２銭です。 



別紙様式第３号（第15条関係）

令和 ３ 年 ４ 月 １ 日 から

令和 ４ 年 ３ 月 ３１ 日 まで

4 年 4 月 26 日　作成
4 年 6 月 8 日　備付

理　事　長

千円

当 期 未 処 分 剰 余 金 2,705,272

法 人 税 等 合 計 30,315

当 期 純 利 益 161,390
繰 越 金 （ 当 期 首 残 高 ） 2,543,882

税 引 前 当 期 純 利 益 191,705

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,440
法 人 税 等 調 整 額 27,875

減 損 損 失
金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額
そ の 他 の 特 別 損 失

そ の 他 の 特 別 利 益
特 別 損 失 120

固 定 資 産 処 分 損 120

固 定 資 産 処 分 益
負 の の れ ん 発 生 益
金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 取 崩 額

そ の 他 の 経 常 費 用 3,873

経 常 利 益 191,826
特 別 利 益

株 式 等 償 却
金 銭 の 信 託 運 用 損
そ の 他 資 産 償 却

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 6,337
貸 出 金 償 却 229
株 式 等 売 却 損

物 件 費 179,606
税 金 13,457

そ の 他 経 常 費 用 10,440

そ の 他 の 業 務 費 用 61
経 費 637,263

人 件 費 444,200

国 債 等 債 券 償 還 損
国 債 等 債 券 償 却
金 融 派 生 商 品 費 用

外 国 為 替 売 買 損
商 品 有 価 証 券 売 買 損
国 債 等 債 券 売 却 損 121

支 払 為 替 手 数 料 5,972
そ の 他 の 役 務 費 用 20,552

そ の 他 業 務 費 用 183

金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息
そ の 他 の 支 払 利 息

役 務 取 引 等 費 用 26,525

売 現 先 利 息
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息
コ マ － シ ャ ル ・ ペ － パ － 利 息

借 用 金 利 息
売 渡 手 形 利 息
コ ー ル マ ネ ー 利 息

預 金 利 息 11,945
給 付 補 塡 備 金 繰 入 額 2,314
譲 渡 性 預 金 利 息

そ の 他 の 経 常 収 益 1,224
経 常 費 用 688,672

資 金 調 達 費 用 14,259

償 却 債 権 取 立 益 1,280
株 式 等 売 却 益
金 銭 の 信 託 運 用 益

そ の 他 の 業 務 収 益 6,763
そ の 他 経 常 収 益 2,504

貸 倒 引 当 金 戻 入 益

国 債 等 債 券 売 却 益
国 債 等 債 券 償 還 益
金 融 派 生 商 品 収 益

そ の 他 業 務 収 益 6,763
外 国 為 替 売 買 益
商 品 有 価 証 券 売 買 益

役 務 取 引 等 収 益 41,287
受 入 為 替 手 数 料 19,007
そ の 他 の 役 務 収 益 22,279

有 価 証 券 利 息 配 当 金 47,432
金 利 ス ワ ッ プ 受 入 利 息
そ の 他 の 受 入 利 息 9,882

コ － ル ロ － ン 利 息
買 現 先 利 息
債 券 貸 借 取 引 受 入 利 息

貸 出 金 利 息 749,974
預 け 金 利 息 22,652
買 入 手 形 利 息

田代　智彦
科　　　　　　　　　　目 金 額

経 常 収 益 880,498
資 金 運 用 収 益 829,942

令和 住　　　　　所 東京都新宿区西新宿6-2-18

令和 信 用 組 合 名 東京厚生 信 用 組 合

第 69 期 ［ ］ 損　益　計　算　書



剰余金処分計算書 （単位：円）

当　期　未 処 分　剰 余 金 2,705,272,643

計

　　これを次のとおり処分します

利　　益　　準　　備　　金 17,000,000

出 資 に 対 す る 配 当 金 72,515,210

うち、優先出資に対する配当 65,318,000

うち、普通出資に対する配当 7,197,210

優 先 出 資 消 却 積 立 金 70,000,000

計 159,515,210

繰　越　金（当 期 末 残 高） 2,545,757,433



第７表　単体自己資本比率
（単位：千円、％）

8,859,799

5,580,042

3,352,272

72,515

229,519

229,519

7,152

9,096,471

58,810

58,810

9,037,660

31基準日 2022 3

自己資本の額（（イ）－（ロ））
（ハ）

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に
該当するものに関連するものの額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに
係る無形固定資産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに
限る。）に関連するものの額

コア資本に係る調整項目の額
（ロ）

自己資本

特定項目に係る10％基準超過額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に
該当するものに関連するものの額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに
係る無形固定資産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに
限る。）に関連するものの額

特定項目に係る15％基準超過額

負債の時価評価により生じた時価評価差額であっ
て自己資本に算入される額

前払年金費用の額

自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるも
のを除く。）の額

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本
調達手段の額

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額

信用協同組合連合会の対象普通出資等の額

うち、のれんに係るものの額

うち、のれん及びモーゲージ・サービシン
グ・ライツに係るもの以外の額

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の
額

適格引当金不足額

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額

適格旧資本調達手段の額のうち、経過措置（自己
資本比率改正告示附則第3条第12項及び第13項）に
よりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて
発行された資本調達手段の額のうち、経過措置
（自己資本比率改正告示附則第4条第6項）により
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の
45％に相当する額のうち、経過措置（自己資本比
率改正告示附則第5条第7項）によりコア資本に係
る基礎項目の額に含まれる額

コア資本に係る基礎項目の額
（イ）

コア資本に係る調整項目　　（２）

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライ
ツに係るものを除く。）の額の合計額

うち、利益剰余金の額

うち、外部流出予定額（△）

うち、上記以外に該当するものの額

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金
の合計額

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額

うち、適格引当金コア資本算入額

項目
当期末

経過措置による
不算入額

コア資本に係る基礎項目　　（１）

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員
勘定又は会員勘定の額

うち、出資金及び資本剰余金の額



38,454,166

38,454,009

79,472

79,472

156

1,621,100

40,075,266

　 22.55 ％

 (注) 1．本表は、国内基準の適用を受ける信用組合が記載するものとする。

　　　2．本表における項目の内容については、「協同組合による金融事業に関する法律施行規則第69条第1項第5号ニ等の規定に基づき、

　　　　自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項（平成19年金融庁告示第17号）における別紙様式第1号に従うものとする。

(単位：千円)

      4．大口与信の基準となる自己資本の額（自己資本の額から適格旧資本調達手段のうち補完的項目に該当していたものを除いた額）（単位：千円）　

9,037,660

      5．信用リスクに関する記載：（標準的手法採用組合等＝1、基礎的内部格付手法採用組合等＝2、先進的内部格付手法採用組合等＝3）　 1

      6．ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙ・ﾘｽｸに関する記載：（基礎的手法を使用＝1、粗利益配分手法を使用＝2、先進的計測手法を使用＝3）　 1

うち、国内TLAC規制対象会
社の同順位商品であって、
経過措置（5年間）により
150％のリスク・ウェイト
を適用していない額

対象資本等調達手段のうち対
象普通出資等及びその他外部
TLAC関連調達手段に該当する
もの以外のもの（に相当する
もの）

その他外部TLAC関連調達手段

うち、経過措置対象その他
外部TLAC関連調達手段で
あって、経過措置（10年
間）により150％のリス
ク・ウェイトを適用してい
ない額

　　　3．他の金融機関等（自己資本比率告示第14条第3項に規定する「他の金融機関等」をいう。）の対象資本等調達手段の額について、
　　　　以下の表に記載すること。

区分 残高（末残）

対象普通出資等（に相当する
もの）

連合会の対象普通出資等（に
相当するもの）

425,000

自己資本比率（（ハ）／（ニ））

中央清算機関関連エクスポージャーに係る信用
リスク・アセットの額

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8％で
除して得た額

信用リスク・アセット調整額

オペレーショナル・リスク相当額調整額

リスク・アセット等の額の合計額
（ニ）

自己資本比率

うち、他の金融機関等の対象資本調達手
段に係るエクスポージャーに係る経過措
置（自己資本比率改正告示附則第12条第8
項）を用いて算出したリスク・アセット
の額から経過措置を用いずに算出したリ
スク・アセットの額を控除した額

うち、上記以外に該当するものの額

オフ・バランス取引等項目

CVAリスク相当額を8%で除して得た額

リスク・アセット等　（３）

信用リスク・アセットの額の合計額

資産（オン・バランス）項目

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算
入される額の合計額



（ ）（ ）

出資金口数

人

口

（ ）うち出張所

（ ）

（ ）

１９６
１９５

そ の 他 利 益 剰 余 金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

役 員 賞 与 引 当 金

（ ）

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産

９１

無 形 固 定 資 産

（ う ち 金 融 機 関 貸 付 金 ）

純 資 産
出 資 金

１７６

１７５
１７４
１７３

自 己 優 先 出 資 申 込 証 拠 金

そ の 他 負 債

外 国 為 替

借 用 金

預 金 積 金

有 形 固 定 資 産

そ の 他 資 産

外 国 為 替

貸 出 金

有 価 証 券

商 品 有 価 証 券

預 け 金

現 金

１９９
１９８

利 益 剰 余 金

資 本 剰 余 金

１９７負 債 及 び 純 資 産 計

期 中 損 益
合 計

１２９
債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金

（ ）

優 先 出 資 申 込 証 拠 金 １８１
１８２
１８３

優 先 出 資 金
普 通 出 資 金

土 地 再 評 価 差 額 金

繰 越 金

特 別 積 立 金
（ う ち 目 的 積 立 金 ）

利 益 準 備 金

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金

自 己 優 先 出 資
未 処 分 剰 余 金

１９３
１９４

１９１
１９２

１９０
１８９

１８６
１８７

１８８

１８４

１８５

資 本 準 備 金
そ の 他 資 本 剰 余 金

１７２

賞 与 引 当 金

１３５

金 融 派 生 商 品

１３１

１３６

１３４
１３３
１３２

１２８

外 国 他 店 預 り
外 国 他 店 借
売 渡 外 国 為 替

未 払 外 国 為 替

コ マ ー

年 金 基 金 未 払 割 賦 金

負 債 計

退 職 給 付 引 当 金

特 別 法 上 の 引 当 金
そ の 他 の 引 当 金

再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債
繰 延 税 金 負 債

債 務 保 証

未 払 法 人 税 等
前 受 収 益

未 払 諸 税
未 払 配 当 金
払 戻 未 済 金

払 戻 未 済 持 分

先 物 取 引 受 入 証 拠 金
先 物 取 引 差 金 勘 定

借 入 商 品 債 券
借 入 有 価 証 券

売 付 商 品 債 券
売 付 債 券

給 付 補 て ん 備 金
未 払 費 用

未 決 済 為 替 借

短 期 社 債

２２

１９
１８

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金

３９

４１
４０

３８
３７
３６

５１
５２

４３
４２

９７
９６

７４

７３

５３
５４
５５

５６
６１
６２

６３
６４
６５
６６

６７
６８
７０

７１
７２

７６
７５

８７
８６

９５
９４

９３

８９
８８

７８
７９

８０
８１

８２
８３

８４

９８

３３
３４

３５

繰 延 税 金 資 産
再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 資 産

債 務 保 証 見 返

そ の 他 の 引 当 金

貸 倒 引 当 金

（ う ち 個 別 貸 倒 引 当 金 ）

本 支 店 勘 定

全 信 組 連 出 資 金

シ ャ ル ・ ペ ー パ ー

１７１
１７０

１６９

１６５

１６７

１３７

１３８
１３９

１５３

１５２
１５１
１５０
１４９

１４８
１４７
１４５

１４４
１４３
１４２

１４１
１４０

１５６

１５４
１５５

１５７
１５８

１５９
１６０

１６２

１６４

１６８

１６３代 理 業 務 勘 定

本 支 店 勘 定
そ の 他 の 負 債
仮 受 金
未 払 送 金 為 替

職 員 預 り 金
厚 生

そ の 他 出 資 金

前 払 費 用
未 収 収 益
先 物 取 引 差 入 証 拠 金

先 物 取 引 差 金 勘 定
保 管 有 価 証 券 等

仮 払 金

そ の 他 の 資 産

土 地

建 物

の れ ん

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産

リ ー ス 資 産 （ 有 形 ）

金 融 派 生 商 品

国 債
地 方 債

そ の 他 の 証 券

（ そ の 他 社 債 ）
（ 金 融 債 ）
（ 公 社 公 団 債 ）

外 国 証 券

株 式

投 資 信 託
貸 付 信 託

社 債

割 引 手 形
手 形 貸 付

当 座 貸 越

証 書 貸 付

外 国 他 店 預 け

買 入 外 国 為 替
取 立 外 国 為 替

外 国 他 店 貸

組 合 員 数

常勤役職員数 人 店店 舗 数

未 決 済 為 替 貸

うち本・支店 店

店

うち女性職員 人

人

人

うち男性職員

う ち 役 員

金 銭 の 信 託

買 入 金 銭 債 権

そ の 他 の 商 品 有 価 証 券

商 品 国 債
商 品 地 方 債

商 品 政 府 保 証 債

３２

２６

２１

２３

２４

３１

買 現 先 勘 定 １１２
１７
１６

１５
１４

２

１

３
４

５
６
７
８

９

（ ）
（ ）
（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

売 現 先 勘 定

買 入 手 形

現 金
（ う ち 小 切 手 ・ 手 形 ）
外 国 通 貨

金
預 け 金

（ う ち 全 信 組 連 預 け 金 ）

譲 渡 性 預 け 金

コ ー ル ロ ー ン

係 印検 印

コード番号

都道府県名

組合名／店舗名

Ａ４４１

日 計 表 （ 年 月 ）

円

金 額科 目
負 債 及 び 純 資 産

コ ー ル マ ネ ー
売 渡 手 形
再 割 引 手 形

当 座 借 越
借 入 金

譲 渡 性 預 金

［ 小 計 ］
外 貨 預 金
非 居 住 者 円 預 金

［ 小 計 ］
定 期 積 金
定 期 預 金

［ 小 計 ］
納 税 準 備 預 金
別 段 預 金
通 知 預 金

貯 蓄 預 金
普 通 預 金
当 座 預 金

１２２
１２３

１２４
１２５
１２６

１２７

１２１
１１７

１０１

１０２
１０３
１０４

１０５

１０７
１０６

１０８

１０９
１１０
１１１

１１３
１１４

円

資 産
科 目 金 額

役 員 退 職 慰 労 引 当 金
１６６

リ ー ス 資 産 （ 無 形 ）
９０

建 設 仮 勘 定

８５

リ ー ス 債 務

１６１

資 産 除 去 債 務

１７７

リ ー ス 投 資 資 産

９２

合 計

９９

７７金 融 商 品 等 差 入 担 保 金

金 融 商 品 等 受 入 担 保 金

前 払 年 金 費 用

１００

そ の 他 の 出 資 金 １７８

４ ５

東京厚生信用組合

636349175 53305759531
636349175 344728618

249685 19635282475
0 0
0 2107480

19267420864 248709156
19267420864 6866826
18119001778 20237694555

0 29677922976
0 3390142000
0 33068064976
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1100000000
0 0
0 1100000000
0 0
0 0

6690280781 0
5984239063 0

0 0
0 0

400000000 0
0 0
0 0

400000000 0
8700000 0

0 79014386
297341718 11758960

0 29421133
0 4302676

35864806516 0
0 0

4178460 2577571
1945330000 2862369
33839327911 28042000

75970145 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

524142568 0
5503242 0

425000000 0
10000 0

0 0
47553440 0

0 0
0 0
0 49677
0 0
0 0
0 0

7241537 31360500
38834349 0

0 130538462
1379433764 0
188114549 1750000

1158640827 0
0 0
0 22252254

32678388 144780
395280 54670819913
395280 9018640022

0 5223962000
0 723962000
0 4500000000
0 0

141703000 0
0 357310294

144780 357310294
▲ 766767198 0
▲ 537247788 3380147643

0 397000000
63737909530 2983147643

250000000
66 4 250000000

0
5 4 2733147643

0
42 0 0

0
19 1,447,924 0

57220085
8,501 63689459935

48449595
63737909530



（ ）

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

の れ ん

無 形 固 定 資 産

５９２

（ う ち 金 融 機 関 貸 付 金 ）

６９６
６９５

そ の 他 利 益 剰 余 金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

役 員 賞 与 引 当 金

（ ）

６９２
６９３
６９４

６９７

６９８
６９９

６８８
６８９

６７２

６７０

６８７
６８６

６７５
６７４
６７３

６８２
６８３
６８４

６８５

６７６

６８１

６６９
６６８

６９１

６９０

資 本 準 備 金

優 先 出 資 申 込 証 拠 金

優 先 出 資 金

負 債 及 び 純 資 産 計

期 中 損 益
合 計

そ の 他 資 本 剰 余 金

利 益 準 備 金

特 別 積 立 金

繰 越 金

土 地 再 評 価 差 額 金

未 処 分 剰 余 金

資 本 剰 余 金

普 通 出 資 金

負 債 計

再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債
繰 延 税 金 負 債

債 務 保 証

利 益 剰 余 金

自 己 優 先 出 資

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金

（ う ち 目 的 積 立 金 ）

出 資 金
純 資 産

自 己 優 先 出 資 申 込 証 拠 金

特 別 法 上 の 引 当 金
そ の 他 の 引 当 金

賞 与 引 当 金

退 職 給 付 引 当 金

金 融 派 生 商 品

代 理 業 務 勘 定

本 支 店 勘 定
そ の 他 の 負 債
仮 受 金
未 払 送 金 為 替

借 入 有 価 証 券

売 付 商 品 債 券
売 付 債 券

職 員 預 り 金
厚 生 年 金 基 金 未 払 割 賦 金

未 払 法 人 税 等
前 受 収 益

未 払 諸 税
未 払 配 当 金
払 戻 未 済 金

払 戻 未 済 持 分

先 物 取 引 受 入 証 拠 金
先 物 取 引 差 金 勘 定

借 入 商 品 債 券

給 付 補 て ん 備 金

債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金
売 現 先 勘 定

コ ー ル マ ネ ー
売 渡 手 形

外 国 他 店 預 り
外 国 他 店 借
売 渡 外 国 為 替

未 払 外 国 為 替

コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー

未 払 費 用

未 決 済 為 替 借

借 用 金

再 割 引 手 形

当 座 借 越
借 入 金

譲 渡 性 預 金

外 国 為 替

そ の 他 負 債

預 金 積 金

そ の 他 の 引 当 金
合 計

（ う ち 個 別 貸 倒 引 当 金 ）
貸 倒 引 当 金

債 務 保 証 見 返
再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 資 産

繰 延 税 金 資 産

有 形 固 定 資 産

土 地

建 物

建 設 仮 勘 定
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産

そ の 他 の 資 産
本 支 店 勘 定

仮 払 金

未 決 済 為 替 貸

金 融 派 生 商 品
保 管 有 価 証 券 等
先 物 取 引 差 金 勘 定

先 物 取 引 差 入 証 拠 金
未 収 収 益
前 払 費 用

そ の 他 出 資 金
全 信 組 連 出 資 金

そ の 他 資 産

外 国 他 店 貸

取 立 外 国 為 替
買 入 外 国 為 替

外 国 他 店 預 け
外 国 為 替

証 書 貸 付

当 座 貸 越

手 形 貸 付
割 引 手 形

貸 出 金

有 価 証 券

地 方 債

国 債

そ の 他 の 商 品 有 価 証 券

短 期 社 債

社 債

貸 付 信 託
投 資 信 託

株 式

外 国 証 券

（ 公 社 公 団 債 ）
（ 金 融 債 ）
（ そ の 他 社 債 ）

そ の 他 の 証 券

商 品 有 価 証 券

預 け 金

現 金

６６２

６６６

６６３

６６０
６５９

６６５
６６４

６６７

６５８
６５７
６５６

６５４
６５３

６５５

６４７
６４８

６４９
６５０
６５１
６５２

６３５

６３１

６３４
６３３
６３２

６３９
６４０
６４１

６４２
６４３
６４４

６４５

６３８

６３７
６３６

６２９

６２７
６２８

６２２
６２３

６２４
６２５
６２６

６２１
６１７

５２２

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金

（ ）

５９８

５９３

５９４
５９５

５９６
５９７

５９９

５８９

５８４

５８３
５８２

５８１
５８０

５７９

５８７

５８８

５８５

５８６

５５３
５５４
５５５

５５６
５６１
５６２

５６３
５６４
５６５
５６６

５７７

５７４
５７５

５７１

５７０
５６８
５６７

５７２
５７３

５４２
５４３
５５１

５３９

５４１
５４０

５３８
５３７
５３６

５３４

５３２
５３３

５３５

５５２

金 銭 の 信 託

買 入 金 銭 債 権

商 品 国 債
商 品 地 方 債

商 品 政 府 保 証 債

５３１

５２４

５２３

５１９
５２１

５２６

６１２

５０２

５０１

５０３
５０４

５０５
５０６
５０７
５０８

５０９
５１４
５１５

５１６
５１７
５１８

（ ）
（ ）
（ ）

（ ）

（ ）

買 現 先 勘 定

買 入 手 形

現 金

（ う ち 小 切 手 ・ 手 形 ）
外 国 通 貨

金
預 け 金

（ う ち 全 信 組 連 預 け 金 ）

譲 渡 性 預 け 金

コ ー ル ロ ー ン

係 印検 印

コード番号

都道府県名

組合名／店舗名

Ａ４４３

平残日計表（ 年 月 ）

円

金 額科 目
負 債 及 び 純 資 産

［ 小 計 ］
外 貨 預 金
非 居 住 者 円 預 金

［ 小 計 ］
定 期 積 金
定 期 預 金

［ 小 計 ］
納 税 準 備 預 金
別 段 預 金
通 知 預 金

貯 蓄 預 金
普 通 預 金
当 座 預 金

６０１

６０２
６０３
６０４

６０５

６０７
６０６

６０８

６０９
６１０
６１１

６１３
６１４

円

資 産
科 目 金 額

６７１

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

リ ー ス 資 産 （ 有 形 ）

リ ー ス 資 産 （ 無 形 ）
５９０
５９１

リ ー ス 債 務

６６１

資 産 除 去 債 務

６７７

５７６

リ ー ス 投 資 資 産 ５７８

金 融 商 品 等 差 入 担 保 金

金 融 商 品 等 受 入 担 保 金

前 払 年 金 費 用

６００

そ の 他 の 出 資 金 ６７８

４ ５

（ 期 中 平 残 ）

東京厚生信用組合

826326072 53343395269
826326072 340172915

832537 19681002005
0 0
0 1057765

19091003379 97298247
19091003379 6726597
18254402429 20126257529

0 29806270898
0 3410866842
0 33217137740
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1100000000
0 0
0 1100000000
0 0
0 0

6690402665 0
5984239063 0

0 0
0 0

400000000 0
0 0
0 0

400000000 0
8700000 0

0 81549034
297463602 10959149

0 31608672
0 4179699

35873043660 2360000
0 0

4558446 1531179
1858518524 2862395
33933427332 28042000

76539358 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

523490132 0
4750927 0

425000000 0
10000 0

0 0
47553440 0

0 0
0 0
0 5940
0 0
0 0
0 1023

6179425 31360500
39996340 0

0 130538462
1376994629 0
185996890 1750000

1158640827 0
0 0
0 22252254

32356912 149120
395280 54710995662
395280 9018139366

0 5223461344
0 723461344
0 4500000000
0 0

141703000 0
0 357310294

149120 357310294
▲ 766767198 0
▲ 537247788 3380147643

0 397000000
63756740739 2983147643

250000000
250000000

0
2733147643

0
0
0
0

57220085
63729135028

27605711
63756740739



償 却 債 権 取 立 益

３４０

無 形 固 定 資 産 償 却

３８４
３８５

賞 与 引 当 金 繰 入 額
役 員 賞 与 引 当 金 繰 入 額

役 員 賞 与 引 当 金 取 崩 額
賞 与 引 当 金 取 崩 額

４８５

（ ）（ う ち 金 融 機 関 貸 付 金 利 息 ）

貸 倒 引 当 金 取 崩 額

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 取 崩 額
金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 取 崩 額

特 別 利 益

臨 時 収 益

そ の 他 業 務 収 益

役 務 取 引 等 収 益

預 け 金 利 息

貸 付 金 利 息

引 当 金 繰 入 額 等
そ の 他 の 特 別 損 失 ３７４

減 損 損 失
固 定 資 産 処 分 損
特 別 損 失

臨 時 費 用
雑 損
金 融 派 生 商 品 費 用

そ の 他 業 務 費 用

役 務 取 引 等 費 用

有 形 固 定 資 産 償 却
預 金 保 険 料

人 事 厚 生 費
事 業 費
固 定 資 産 費

事 務 費
物 件 費

人 件 費

借 用 金 利 息

預 金 利 息

台店舗外現金自動設備 店

台店舗内現金自動設備 店

台う ち Ａ Ｔ Ｍ 店

う ち Ｃ Ｄ 台店

台う ち Ａ Ｔ Ｍ 店

う ち Ｃ Ｄ 台店（

）（

）

（

（

）

）

４１８債 券 貸 借 取 引 受 入 利 息

３２５

債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息

税 金

（うち法人税、住民税及び事業税）

外 国 通 貨 売 買 損
金 売 買 損
商 品 有 価 証 券 売 買 損

国 債 等 債 券 売 却 損

国 債 等 債 券 償 却
国 債 等 債 券 償 還 損

外 国 為 替 売 買 損

そ の 他 の 役 務 取 引 等 費 用
そ の 他 の 支 払 手 数 料

支 払 為 替 手 数 料

３８９
３８８

３８３

３８２
３８１

３９２

３９０
３９１

３３４
３３５

３３６
３３７
３３８
３３９

３４１
３４２

３４４
３４５

３３３

３３１

３１７

３１８
３１９
３２０

３２１
３２２
３２３
３２４

３３２

３４３

３７３

３６３

３６２
３６１

３５９
３５８
３５７

３５６
３５５
３５４
３５３

３５２
３５１
３５０

３４９
３４８
３４７

３４６

３７１
３７２

コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー 利 息
金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息

そ の 他 の 支 払 利 息

報 酬 ・ 給 料 ・ 手 当
退 職 給 付 費 用

社 会 保 険 料 等

そ の 他
そ の 他 の 引 当 金 繰 入 額

貸 倒 引 当 金 繰 入 額

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額

（ う ち 個 別 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 ）

金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額

そ の 他 の 臨 時 費 用

そ の 他 資 産 償 却
金 銭 の 信 託 運 用 損

株 式 等 償 却
株 式 等 売 却 損
貸 出 金 償 却

法 人 税 等 調 整 額
損 失 計
期 中 損 益

合 計

有 価 証 券 借 入 料

３６０

３８６

３８７

３９３

退 職 給 付 費 用 （ 臨 時 分 ）

４２３
４２２

４２１
４２０

４２４
４３１

４４４

４４３
４４２
４４１

４３４
４３３
４３２

４４６
４４７

４４８

４５０

４４５

４９０

４６３
４６４

４６５
４７１
４７２

４７３

４８１

４８２
４８３
４８４

４８６

４６２
４６１

商 品 有 価 証 券 売 買 益
金 売 買 益

外 国 通 貨 売 買 益
外 国 為 替 売 買 益

そ の 他 の 役 務 取 引 等 収 益
そ の 他 の 受 入 手 数 料
受 入 為 替 手 数 料

国 債 等 債 券 償 還 益

有 価 証 券 貸 付 料

雑 益

国 債 等 債 券 売 却 益

（ う ち 受 入 雑 利 息 ）
（ う ち 出 資 配 当 金 ）
（ う ち 買 入 金 銭 債 権 利 息 ）

有 価 証 券 利 息 配 当 金

そ の 他 の 受 入 利 息
金 利 ス ワ ッ プ 受 入 利 息

（ ）

そ の 他 の 臨 時 収 益

金 銭 の 信 託 運 用 益

（ ）

（ ）
（ ）

金 融 派 生 商 品 収 益

そ の 他 の 特 別 利 益

固 定 資 産 処 分 益

利 益 計

そ の 他 の 引 当 金 取 崩 額

法 人 税 等 調 整 額

引 当 金 取 崩 額 等

（ う ち 個 別 貸 倒 引 当 金 取 崩 額 ）

目 的 積 立 金 目 的 取 崩 額
そ の 他

４４９

４８７
４８８

４８９

４９３

４９１

買 現 先 利 息
売 現 先 利 息

検 印 係 印

コード番号

都道府県名

組合名／店舗名

Ａ４４２

日 計 表 （ 年 月 ）

（ 損 益 勘 定 ）

再 割 引 料

借 入 金 利 息
当 座 借 越 利 息

売 渡 手 形 利 息
コ ー ル マ ネ ー 利 息

円

金 額科 目
利 益

（ ）

（ ）

損 失
科 目 金 額

円

３０２

３０１

３０３
３０４

３１１
３１２
３１３
３１４

３１５
３１６

預 金 積 金 利 息

給 付 補 て ん 備 金 繰 入 額
譲 渡 性 預 金 利 息

買 入 手 形 利 息

コ ー ル ロ ー ン 利 息

譲 渡 性 預 け 金 利 息
預 け 金 利 息

手 形 割 引 料

貸 出 金 利 息 ４０１

４０２
４０３
４０４

４１１

４１３
４１２

４１５

４１６
４１７

４１９

負 の の れ ん 発 生 益

４７５

株 式 等 売 却 益

４ ５

東京厚生信用組合

1775310 173413558
1450234 0
325076 173362652

0 50906
0 3314296
0 3314296
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 3395891
0 0
0 0
0 0

66084162 0
55492034 0
2745028 7104693
7847100 2850199
33369058 4254494
22128135 0
7428772 759260
3611252 0
200899 0

0 0
0 0
0 0

4828996 0
448096 0

4106712 0
837418 759260
160818 232000

3108476 232000
40774 0

0 0
0 0
0 0
0 0

40774 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

1316444 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

1306260 0
10184 188219698

373647
373647

0
0 4 4
0
0 0 0
0
0 4 4
0
0
0 0 0
0
0 0 0

27875000
139770103 0 0
48449595
188219698


