
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第４４章章  

各各種種指指標標のの状状況況  

  

  

  

  

 

 

 



 

 
 

   

 

１ 人口の状況 
 

岩手県毎月人口推計 〔政策地域部調査統計課公表資料〕 
 

○沿岸12市町村の総人口は、247,208人（平成27年４月１日）と震災前（平成23年３月１日）と比
較すると、25,729人（9.4％）の減少となっている。 

 
○人口減少の大きい市町村は次のとおりとなっている。 
 
 ① 陸前高田市（-4,047人）  ② 釜石市（-4,024人）  ③ 宮古市（-3,978人） 
 ④ 大槌町（-3,648人）    ⑤ 山田町（-2,810人）  ⑥ 大船渡市（-2,382人） 
 
 
○人口減少率の大きい市町村は次のとおりとなっている。 
 
 ① 大槌町（-24.0％）    ② 陸前高田市（-17.4％） ③ 山田町（-15.2％） 
 ④ 釜石市（-10.2％）    ⑤ 岩泉町（-9.7％）    ⑥ 野田村（-8.8％） 
 
   ＊沿岸12市町村の人口増減率は、震災前３ヵ年の平均で-1.5％であった。 
    震災直後の平成23年４月～平成24年３月（平成23年度）は-4.8％と大きく減少した

ものの、平成24年４月～平成25年３月（平成24年度）は-1.4％、平成25年４月～平成
26年３月（平成25年度）も同じく-1.4％、平成26年４月～平成27年３月（平成26年度）
は-1.2％と、沿岸12市町村の人口の減少傾向は続いているが、人口増減率は震災前の
水準に戻っている。 

 

（参考）市町村ごとの人口総数（沿岸、各月1日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各種指標の状況等（１ 人口の状況） 

（単位:人）

平成23年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

３月 ４月 ４月 ４月 ４月 ４月

洋野町 17,775 17,683 17,395 17,148 16,742 16,449 -1,326 -7.5% -293 -1.8% -1.6% -731

久慈市 36,789 36,684 36,202 35,922 35,544 35,235 -1,554 -4.2% -309 -0.9% -1.2% -818

野田村 4,606 4,537 4,413 4,354 4,267 4,201 -405 -8.8% -66 -1.5% -1.4% -232

普代村 3,065 3,044 2,994 2,967 2,933 2,871 -194 -6.3% -62 -2.1% -1.6% -81

田野畑村 3,838 3,802 3,701 3,633 3,557 3,513 -325 -8.5% -44 -1.2% -1.9% -130

岩泉町 10,708 10,636 10,416 10,198 9,902 9,672 -1,036 -9.7% -230 -2.3% -2.1% -378

宮古市 59,229 58,746 57,484 56,565 55,943 55,251 -3,978 -6.7% -692 -1.2% -1.5% -1,612

山田町 18,506 18,033 16,578 16,218 15,962 15,696 -2,810 -15.2% -266 -1.7% -1.4% -1,398

大槌町 15,222 15,222 12,392 12,020 11,765 11,574 -3,648 -24.0% -191 -1.6% -1.4% -1,912

釜石市 39,399 38,708 36,951 36,431 35,858 35,375 -4,024 -10.2% -483 -1.3% -1.8% -1,427

大船渡市 40,579 40,006 38,874 38,638 38,373 38,197 -2,382 -5.9% -176 -0.5% -1.1% -763

陸前高田市 23,221 23,221 19,849 19,570 19,381 19,174 -4,047 -17.4% -207 -1.1% -1.2% -1,510

沿岸部計 272,937 270,322 257,249 253,664 250,227 247,208 -25,729 -9.4% -3,019 -1.2% -1.5% -10,992

(参考)内陸計 1,053,706 1,051,714 1,047,640 1,042,421 1,036,490 1,028,804 -24,902 -2.4% -7,686 -0.7% -0.7% -4,371

(参考)県全体 1,326,643 1,322,036 1,304,889 1,296,085 1,286,717 1,276,012 -50,631 -3.8% -10,705 -0.8% -0.8% -15,363

　注1．震災以後の増減率＝平成23年3月から平成27年4月まで（震災以降の49ヶ月）の増減率

　注2．直近1年間の増減率＝平成26年４月～平成27年3月まで(12ヶ月)の増減率

　注3．震災前の増減率＝平成19年度(平成19年4月～平成20年3月)、平成20年度(平成20年4月～平成21年3月)及び平成21年度(平成21年4月～平成22年3月)

　　　の3ヶ年それぞれの増減率の平均

　注4.人口は、各月1日現在のもの

（参考）

うち

社会増減

震災以後

の増減率

(49ヶ月)

注1.

震災前の

増減率

注3.

直近1年間

の

増減率

注2.

震災以後

の増減数

(49ヶ月)

直近1年間

の増減数
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２ 経済の状況 
 

岩手県景気動向指数 〔政策地域部調査統計課公表資料〕 
 

○平成26年12月の景気動向指数（ＣＩ一致指数、平成22年＝100）は131.7となった。 
 
○震災のあった平成23年３月は67.0まで落ち込んだものの、その後は生産施設やサプライチェーンの回

復等により県内陸部の生産活動が再開したことを受け、同年５月までに急激なＶ字回復を果たした。 
 
○平成23年６月以降は伸び悩みの状態がやや続いたものの、12月には110.6と震災前水準（平成23年２

月：108.5）や、いわゆるリーマンショック前水準（平成20年９月：108.3）を上回った 
 
○平成24年２月以降は120を下回らない水準で推移、落ち込みも見られたものの、その後回復し、平成

26年１月には137.7まで上昇、直近５年間で最も高い水準となった。 
 

＊本県でリーマンショックの影響を受け始めたと考えられるのは平成20年10月であるため、平

成20年９月をリーマンショック前水準とした。 

 

 

 

景気動向指数（一致指数）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各種指標の状況等（２ 経済の状況） 

H20 124.1 129.0 125.7 122.3 120.3 115.5 116.2 106.8 108.3 106.8 99.2 87.9

H21 75.1 66.7 65.0 68.4 70.9 74.0 77.0 78.5 80.8 86.1 86.3 87.3

H22 92.3 92.2 99.1 99.1 100.3 99.6 99.1 101.7 101.2 102.0 104.4 109.0

H23 104.5 108.5 67.0 82.6 94.9 96.5 97.6 104.1 106.2 105.0 103.9 110.6

H24 117.6 129.8 135.2 133.0 135.5 134.9 133.8 128.1 123.7 121.7 120.8 122.6

H25 128.1 127.3 131.9 124.8 126.6 126.7 129.8 130.7 126.8 127.7 136.4 133.1

H26 137.7 137.0 135.9 133.9 128.5 126.9 129.0 122.7 123.9 126.2 130.8 131.7

５月 ６月 ７月 12月８月 ９月 10月 11月１月 ２月 ３月 ４月

129.0

108.3

65.0
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景気動向指数回復

（H23.12）
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３ 被害の状況 
 

人的被害・建物被害状況一覧 〔総務部総合防災室公表資料〕 
 

 

＜平成27年３月31日現在＞  

 

 ○平成23年３月11日（本震及び津波）及び４月７日に係る被害状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ＊死者数は岩手県警調べ（ただし、関連死は復興局調べ） 

  ＊家屋倒壊数は、全壊数及び半壊数の合計 

 

 

 

最新の状況については、県公式ホームページで公表しています。 
（いわて防災情報ポータル：http://www2.pref.iwate.jp/~bousai/） 

 

 

 

各種指標の状況等（３ 被害の状況） 

うち関連死
うち死亡届の

受理件数(件)

陸前高田市 1,601 45 207 203 不明 4,041

大船渡市 417 77 79 75 不明 3,937

釜石市 991 103 152 152 不明 3,655

大槌町 854 51 426 424 不明 4,167

山田町 686 82 148 147 不明 3,167

宮古市 473 53 94 94 33 4,098

岩泉町 10 3 0 0 0 200

田野畑村 17 3 15 15 8 270

普代村 0 0 1 1 4 0

野田村 39 1 0 0 19 479

久慈市 3 1 2 2 10 278

洋野町 0 0 0 0 0 26

沿岸計 5,091 419 1,124 1,113 74 24,318

内陸計 33 33 5 4 136 1,845

総　計 5,124 452 1,129 1,117 210 26,163

死者数(人) 行方不明者数(人) 負傷者数
(人)

家屋倒壊数
(棟)
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４ 国内外からの支援の状況 
 

皆様からのご支援  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※こちらの掲載情報は、県で集めた情報のみを掲載したものである（震災直後は混乱の中にあり、全体を集約し

た情報ではなく、この他にも、独自に被災地に物資を届けられた方、千羽鶴や応援メッセージなど、数え切れ

ないたくさんのご支援いただいており、また、企業・団体等についても、県として把握している範囲で掲載し

ている。）。 

 

 
 
 

 

 

 

各種指標の状況等（４ 国内外からの支援の状況） 

項　目 時　点

義援金

【岩手県に直接寄せられた義援金】
義援金額　183億7,167万円

【日赤等から配分された義援金】
義援金額　352億3,799万円

平成27年3月31日

寄附金

件数　22,651件
寄附金額　269億9,130万円

（内訳）
　・いわての学び希望基金（孤児基金分）
　　件数: 15,346件
　　金額:  73億1,348万円
　・孤児基金以外
　　件数:  7,305件
　　金額: 196億7,782万円

平成27年4月30日

人的支援
（職員派遣等）

【県内外の自治体・国】
県への派遣：73団体（延べ220,997人日）
市町村への短期派遣：延べ76,281人日
市町村への中長期派遣：726人
岩手県内に事務所を設置し、支援：延べ3団体

企業・団体等
企業等から県への派遣　25社（団体）　延べ3,807人日

平成27年4月30日
（市町村への
中長期派遣は

平成27年4月1日）

ボランティア
　

災害ボランティアセンターを通じた活動者数　52万9千人 平成27年3月31日

文化・スポーツ・
芸能関係の来県者

延べ2,214人（団体） 平成26年12月31日

内　　容

101



 

 
 

   

 

５ いわて復興インデックス報告書 
 

○ いわて復興インデックスは、沿岸被災12市町村を中心とした本県の復旧・復興状況の現状や
その推移を把握するため、復興計画に掲げる「復興に向けた３つの原則」の状況を示す代表的
な統計データを取りまとめたもの。 

  次のデータは、最新（第14回:平成27年５月公表）のデータ及び平成26年度の同時期（第10
回:平成26年５月公表）のデータである。 

 

最新
(第14回)

前年度
(第10回)

項目
最新

(第14回)
前年度

(第10回)
差 単位 最新時点 範囲

まちづくり まちづくり(面整備)の進捗率 12% 3% 進捗率★ 1,012 247 +765 区画 平成27年３月31日 沿岸

防災 津波防災施設の整備率 36.3% 26.7% 整備率★ 25.2 19.0 + 6.2 km 平成27年３月31日 沿岸

交通事故件数 [-] -20.4% -23.1%
前年

同期間比
74 93 -19 件

平成27年
1月～3月

沿岸

復興道路の供用率 31% 31% 供用率★ 123 123 +0 km 平成27年４月30日 県

地表付近の放射線量（盛岡）[-] ±0.00 ±0.00 前回差 0.04 0.04 +0.00 μSv/h 平成27年４月８日 －

地表付近の放射線量（一関）[-] -0.01 -0.03 前回差 0.06 0.05 +0.01 μSv/h 平成27年４月６日 －

人口総数 -9.4% -8.3%
平成23年
３月比

247,208 250,227 -3,019 人 平成27年4月1日 沿岸

人口の社会増減（累計） -1,052 -1,265 前回差 -10,992 -9,993 -999 人
平成23年９月
～平成27年3月

沿岸

新設住宅着工戸数 +3.6% +18.6%
前年

同期間比
768 741 +27 戸

平成27年
1月～3月

沿岸

災害公営住宅の進捗率 26% 10% 進捗率★ 1,525 574 +951 戸 平成27年３月31日 県

応急仮設住宅入居戸数 [-] -27.1% -13.3%
平成23年
12月比

9,648 11,464 -1,816 戸 平成27年4月30日 沿岸

生活保護世帯数 [-] -16.1% -14.9%
平成23年
３月比

2,228 2,260 -32 世帯 平成27年3月31日 沿岸

雇用 有効求人倍率（原数値） -0.39 -0.32 前回差 1.08 1.22 -0.14 － 平成27年3月 沿岸

介護施設等定員数 115.8% 108.6%
平成23年
３月比★

4,365 4,092 +273 人 平成27年4月1日 沿岸

医療提供施設数
【医療機関】

90.4% 90.4%
平成23年
３月比★

217 217 +0 施設 平成27年4月30日 沿岸

医療提供施設数
【薬局】

90.0% 92.0%
平成23年
３月比★

90 92 -2 施設 平成27年4月30日 沿岸

学校施設復旧率
【県立学校】

100.0% 94.7% 復旧率★ 19 18 +1 校 平成27年4月30日 沿岸

学校施設復旧率
【市町村立学校】

73.1% 73.1% 復旧率★ 49 49 +0 校 平成27年4月30日 沿岸

ＮＰＯ法人数 +107.3% +81.8%
平成23年
３月比

114 100 +14 団体 平成27年3月31日 沿岸

ボランティア活動人数 -7.5% -42.9%
前年

同期間比
4,888 5,278 -390 人

平成27年
1月～3月

沿岸

倒産 企業倒産件数（年度累計）[-] +80.0% +0.0%
前年

同期間比
9 5 4 事業所

平成26年４月
～平成27年３月

沿岸

雇用 有効求職者数 -4.0% -11.9%
前年

同月比
6,423 6,689 -266 人 平成27年3月 沿岸

補助事業による
新規登録漁船数（累計）

96.8% 94.6% 整備率★ 6,478 6,332 +146 隻
平成23年４月

～平成27年４月
沿岸

養殖施設整備台数（累計） 99.4% 87.1% 整備率★ 17,377 17,329 +48 台
平成23年４月

～平成27年３月
沿岸

産地魚市場水揚量(年度累計) 81.6% 63.9%
３年平均

比★
138,381 108,320 30,061 トン

平成26年４月
～平成27年３月

沿岸

養殖生産量(年度累計) 60.8% 59.1%
３年平均

比★
28,873 28,170 703 トン

平成26年４月
～平成27年３月

沿岸

農業 農地復旧率 91.4% 89.1% 復旧率★ 467 401 +66 ha 平成27年4月30日 沿岸

大型小売店販売額 +2.5% -0.3%
前年

同月比
10,287 10,040 +247 百万円 平成27年2月 県

鉱工業生産指数（原指数） -0.9% +5.4%
前年

同月比
97.5 98.4 -0.9 － 平成27年2月 県

公共工事請負金額（年度累計） +6.4% +41.9%
前年

同期間比
525,217 493,620 31,597 百万円

平成26年４月
～平成27年３月

全県

観光 主要観光地入込客数 -3.7% -1.6%
前年

同期間比
647,504 672,306 -24,802 人回

平成27年
1月～3月

県

注１：指標の後に [-] が付いているものはマイナス指標（減少することが望ましいもの）。

注２：指標値で「＋」「－」記号が付いている％は増減率を示す。

また、「＋」記号がない正の％は構成比（進捗率・整備率等、指標項目に★が付いているもの）を示す。

注３：データ範囲における「沿岸」とは、原則として、沿岸12市町村（宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町、

岩泉町、山田町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町）を指すが、一部の項目で遠野市、住田町を含む場合がある。

指標 データ
分
類

項 目

な
り
わ
い
（

産
業
）

水産業

商工業

安
全

放射能

暮
ら
し

人口

生活

保健
医療
福祉

教育

地域
活動

交通

各種指標の状況等（５ いわて復興インデックス報告書） 
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○データ出典一覧 

 

 

 

 

 

 

分類 指標化 出典
データ
範囲

備考

まちづくり まちづくり（面整備）の進捗率 進捗率
業務統計
（まちづくり再生課）

沿岸 　進捗率＝完成区画数/宅地供給予定区画数

防災 津波防災施設の整備率 整備率
業務統計
（県土整備企画室）

沿岸
　整備率=施設整備済総延長
　/要整備区間総延長

交通事故件数[-]
前年

同期間比
「交通事故発生状況」
（警察本部）

沿岸

復興道路の供用率 供用率
業務統計
（県土整備企画室）

県 　供用率=供用延長/計画延長

地表付近の放射線量（盛岡）[-] 前回差 － 　盛岡市役所の地上50cmの放射線量

地表付近の放射線量（一関）[-] 前回差 － 　一関市役所の地上50cmの放射線量

人口総数
平成23年
３月比

沿岸

人口の社会増減（累計） 前回差 沿岸

新設住宅着工戸数
前年

同期間比
「建築動態統計調査」　＊
（建築住宅課）

沿岸

災害公営住宅の進捗率 進捗率
業務統計
（まちづくり再生課）

県 　進捗率＝完成戸数/建設予定戸数

応急仮設住宅入居戸数[-]
平成23年
12月比

業務統計
（生活再建課）

沿岸

生活保護世帯数[-]
平成23年
３月比

業務統計
（地域福祉課）

沿岸 　速報値

雇用 有効求人倍率（原数値） 前回差 岩手労働局 沿岸 　一般とパートの合計

介護施設定員数
平成23年
３月比

業務統計
（長寿社会課）

沿岸 　新設含む

医療提供施設数
（医療機関、薬局）

平成23年
３月比

業務統計
（医療政策室、健康国保課）

沿岸 　新設含む

教育 学校施設復旧率 復旧率
業務統計
（教育委員会）

沿岸 　復旧率=復旧整備済校/被災校

ＮＰＯ法人数
平成23年
３月比

業務統計
（若者女性協働推進室）

沿岸

ボランティア活動人数
前年

同期間比
岩手県社会福祉協議会
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動ｾﾝﾀｰ

沿岸

倒産 企業倒産件数（年度累計）[-]
前年

同期間比
東京商工リサーチ、
同盛岡支店　＊

沿岸

雇用 有効求職者数
前年

同月比
岩手労働局 沿岸

補助事業による
新規登録漁船数（累計）

整備率 沿岸
　整備率=補助事業による新規登録漁船数(累計)
　/整備目標数

養殖施設整備台数（累計） 整備率 沿岸
　整備率=養殖施設整備台数(累計)
　/整備計画数

産地魚市場水揚量(年度累計) ３年平均比 沿岸
　平成20年度～22年度の３年平均との比較
　速報値

養殖生産量(年度累計) ３年平均比 沿岸
　平成20年度～22年度の３年平均との比較
  速報値

農業 農地復旧率 復旧率
業務統計
（農村建設課）

沿岸 　復旧率=復旧済面積/復旧対象面積

大型小売店販売額（全店舗）
前年

同月比
東北経済産業局　＊ 県

　百貨店とスーパーの合計
　（県内61店舗(H26年11月)）

鉱工業生産指数（原指数）
前年

同月比
岩手県鉱工業生産指数
（調査統計課）　＊

県
　平成22年(2010年)基準
　速報値

公共工事請負金額（年度累計）
前年

同期間比

北海道建設業信用保証（株）、
東日本建設業保証（株）、
西日本建設業保証（株）　＊

全県
　公共工事請負金額は、県内で発注された国、
　独立行政法人、県、市町村等の事業の合計

観光 主要観光地入込客数
前年

同期間比
業務統計
（観光課）

県 　14主要観光地調査

指標項目

交通

放射能

保健
医療
福祉

安全

「地表付近の放射線量」
（環境保全課）

・＊については「最近の景況」（調査統計課）でも確認可能
・業務統計と書かれたもの以外についてはそれぞれのホームページ上で公表されており入手可能

暮らし

人口
「岩手県毎月人口推計」
（調査統計課）

生活

地域
活動

なりわい
（産業）

水産業
業務統計
（水産振興課）

商工業

各種指標の状況等（５ いわて復興インデックス報告書） 
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６ 平成26年度の復興のあゆみ 
 

2014.4.1 
大船渡市 社会福祉法人三陸福祉会介護施設再開（さんりくの園デイ
サービスセンター、グループホームさんりくなど） 

5 
三陸鉄道南リアス線 吉浜～釜石間の運行再開により、全線で運転再
開 

5 
山田町立船越小学校、被災校舎から移転・新築した新校舎で授業開始
（被災3県で初） 

6 
三陸鉄道北リアス線 小本～田野畑間の運行再開により、全線で運行
再開 

12 釜石線花巻～釜石間でSL銀河が営業運転を開始 

23 大船渡市新魚市場の完成式典開催 

23 
用地取得迅速化のための「東日本大震災復興特別区域法の一部を改正
する法律」が成立 

25 碁石海岸園地開所式 

28 被災３県で初の応急仮設団地集約計画を発表（釜石市） 

5.14 摂待防潮林再生記念植樹（県有防潮林の再生植栽第1号） 

18 陸前高田市米崎町の水田で「たかたのゆめ」を田植え 

29 リアスハーバー宮古の復旧工事完了・供用開始 

6.1 
山田町 医療法人晃生会介護老人保健施設さくら山（旧シーサイドか
ろ）再開（震災後、復旧を予定していた全ての高齢者福祉施設が復旧） 

23 県栽培漁業協会が震災後初のアワビ種苗を出荷 

26 
国・県・陸前高田市による「高田松原津波復興祈念公園基本構想」策
定 

7.26 ラジオdeウォーク（碁石海岸） 

8.9 陸前高田市の奇跡の一本松駐車場に「観光物産施設」がオープン 

11 津波で全壊した「吉里吉里保育園」が新園舎で保育開始 

24 震災後事業化した県内の復興道路が全て着工 

30 
フランス・パリ市で「東北復幸祭”環＜ＷＡ＞”in PARIS」開催（～
31日） 

9.20 
「第７回いわての森林の感謝祭」開催（震災後、沿岸初開催（陸前高
田市）） 

10.17 「いわての原木しいたけ産地再生の集い」開催（盛岡市） 

26 一般国道397号「津付道路」が供用を開始 

31 
「東日本大震災からの復興の象徴となる国営追悼・祈念施設（仮称）
の設置について」閣議決定（陸前高田市（高田松原）） 

 

 

各種指標の状況等（６ 平成26年度の復興のあゆみ） 
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11. 7 
フランス・パリ市で「つながりに感謝」～東日本大震災津波・岩手県
復興報告会～を開催 

7 「コルマール国際旅行博」に出展（～9日） 

7 若手女性職員による「三陸ブランド創造隊」発足（県沿岸広域振興局） 

12. 8 東日本大震災復興・成長支援ファンドの設立 

18 釜石警察署平田駐在所が開所（警察施設の災害復旧第１号） 

21 宮古市民文化会館が完成 

2015.1.5 「小袖海女センター」が開所（久慈市） 

8 「いわて三陸復興フォーラムin神戸」を開催 

15 「いわて三陸復興フォーラム全体会・交流会」を開催 

22 全ての合板工場等の復旧整備完了（北上プライウッド㈱） 

28 
宮古市立田老第三小学校グラウンドの応急仮設住宅を解体し、用地を
学校へ返還（学校グラウンドからの完全撤去は岩手県と宮城県で初） 

30 道の駅「高田松原」が「重点道の駅」に選定 

2.2 県立学校共同実習船「海翔」が完成 

6 
県・ＪＲ東日本・沿線４市町村・三陸鉄道がＪＲ山田線の「鉄道復旧
に関する基本合意と覚書」を締結 

12 「東北４県・東日本大震災復興フォーラムin東京」を開催 

3. 2 ラグビーワールドカップ2019の開催都市に「岩手県・釜石市」が決定 

7 ＪＲ山田線宮古～釜石間 鉄道復旧工事 着工式 

11 東日本大震災津波から4年、各地で追悼式などが挙行 

14 
国連主催「第３回国連防災世界会議」が仙台市をメイン会場に開催、
県は「防災･復興に関する岩手県からの提言」を世界に発信（～18日） 

14 「いわて復興未来フォーラム」を開催 

14 「3.11東日本大震災遠野市後方支援資料館」が開所 

16 
津波で全壊した「釜石保育園」が新園舎で保育開始（４月からは幼保
連携型認定こども園の「かまいしこども園」に」） 

19 県立高田高等学校新校舎等が完成 

24 
山田町まちなか再生計画の認定（県内初・被災3県で2例目）[制度開始
4月1日～] 

31 牧草地の除染作業完了 

 

各種指標の状況等（６ 平成26年度の復興のあゆみ） 
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