
Ⅰ　医療・子育て・福祉 Ⅱ　産業・観光・雇用 Ⅲ　農林水産業 Ⅳ　環境 Ⅴ　県民生活・防災 Ⅵ　教育・人づくり Ⅶ　文化・スポーツ Ⅷ　社会資本
　　　政策の柱

幸福要素

幸福の要素ごとに想定される取組（たたき台）

1 健康

［1　健康・医療］
◎医療を担う人づくり
◎質の高い医療が受けられ
る体制の整備
◎質の高い医療が受けられ
る体制の整備（小児医療）
◎感染症対策の推進
◎生活習慣病予防等の推進
◎こころのケア活動の推進
◎自殺対策の推進
　〇質の高い医療が受けら
れる体制の整備（周産期医
療）

[2 子育て］
◎障害児の療育支援、家族
の支援
◎被災した子どもたちのこ
ころのケア
　〇安全・安心な出産環境
など親と子の健康づくりの
充実
　〇子育て家庭への支援
　〇子どもの貧困対策

[3　地域福祉］
　〇生活支援の仕組みづく
り

［4　高齢者福祉］
◎高齢者が住み慣れた地域
で安心して生活し続けるこ
とができる環境の構築

[5 障がい福祉］
　〇障がい者が必要なサー
ビスを利用しながら安心し
て生活ができる環境の構築

［1　ものづくり産業］
　〇医療機器関連産業の振興
（新たな取組の視点）
・医工連携の推進、ニーズ・シーズの発掘か
ら事業化に至るまでのコーディネート機能の
強化、関連機器開発や部材・加工技術提供を
含めた関連分野への県内企業の参入と取引拡
大を促進

［4　中小企業、雇用・労働］
　〇安定雇用の拡充
　〇人材の確保と若年者の就業支援
（新たな取組の視点）
・県内企業の深刻な人手不足に対応した県内
外からの人材確保
　〇企業における雇用・労働環境整備の促進

［1農業　2林業　3水産業］
　〇地域の核となる経営体の育
成
（新たな取組の視点）
・新たな担い手や就業者を確保
する農福連携の推進
　〇高度な技術の開発と普及
（新たな取組の視点）
・県産農林水産物の健康機能の
解明や産業応用化に関する研究
の推進

［4　流通］
　〇県産農林水産物の高付加価
値化の推進
（新たな取組の視点）
・健康志向に訴求できる加工品
の開発や機会の提供

［1　低炭素社会構築】
◎気候変動適応策の推進
　〇地球温暖化対策の推進

［3　環境保全］
　〇水と緑を守る取組の推進
　〇環境学習の推進と県民等
との連携・協働の取組の促進
　〇自然とのふれあいの促進

［2　防犯・交通安全］
　〇犯罪被害者等に対する支援
　〇性犯罪・性暴力被害者に対する支援
(新たな取組の視点 )
・性犯罪等被害者に被害直後から提供する総合的な
支援の推進

［3　消費生活・動物愛護］
◎人獣共通感染症対策
(新たな取組の視点)
・人獣共通感染症の検査施設の整備
　〇安全で環境負荷の少ない食品の生産・製造等の
推進
(新たな取組の視点)
・中小規模の食品等事業者の自主管理体制高度化の
支援
・食品衛生監視員の育成
　〇食品に関する信頼の向上と県民理解の増進
(新たな取組の視点)
・食の安全安心推進計画の進捗管理
・ＨＰやリスクコミュニケーションによる正しい知
識の普及啓発
・食品表示法に基づく点検指導
　〇監視・指導の強化等による食の安全安心を支え
る体制の充実
(新たな取組の視点)
・食品衛生監視指導計画に基づく監視指導の実施
・講習会等による食中毒対策の普及啓発
　〇地域に根ざした食育の推進
(新たな取組の視点)
・関係団体と協働した食育推進の取組展開
　〇生活衛生同業組合の機能強化及び組織の活性化
（新たな取組の視点）
・生活衛生関係営業の衛生水準の向上・確保及び地
域活性化
　〇多角化する生活衛生関係営業に対する衛生水準
の向上・確保
（新たな取組の視点）
・出張理美容や多角化する宿泊業に対する衛生水準
の向上・確保
　〇県民の動物愛護思想の高揚
(新たな取組の視点)
・動物愛護週間行事の開催と学校等と連携したいの
ちの教室、ふれあい授業の実施
　〇適正飼養及び飼主のいない猫対策の推進
(新たな取組の視点)
・終生飼養及び繁殖制限措置の普及啓発
　〇収容動物の生存の機会の拡大
(新たな取組の視点)
・収容動物の返還・譲渡の仕組みの構築
　〇災害時の動物救護
(新たな取組の視点)
・資材の備蓄、同行避難訓練の実施、被災者の動物
継続飼養支援

［4　地域コミュニティ・NPO活動支援］
　〇「多様な主体の連携・協働の取組」の拡大と定
着に向けた普及啓発・仕組みづくり
　〇「多様な主体の連携・協働の取組」を担うＮＰ
Ｏへの支援機能の充実

［5　若者・女性活躍支援］
　〇若者の活躍への支援
　〇女性に対する暴力の根絶と女性の健康支援

［1　児童生徒の教育・人づくり］
◎健やかな体の育成
　〇学校指導体制の整備

［2　生涯学習・地域課題解決」
　〇産学官の連携強化
（新たな取組の視点）
・産学官それぞれの強みを生か
した重層的な連携
　〇地域課題解決に向けた取組

［3　多様文化理解・国際交流］
　〇国際交流・多文化共生の取
組による地域の振興

［1　文化芸術振興］
　○岩手に根付いた文化芸術の
振興
　○新しい文化芸術の創造
（新たな取組の視点）
・新しい文化芸術創造の場づく
り
・メディア芸術等の新しい文化
芸術の振興
　○アール・ブリュットの振興
（新たな取組の視点）
・アール・ブリュットに対する
県民の理解増進
・芸術活動に取り組む障がい者
等への活動支援

［2　スポーツ振興］
◎県民がスポーツに親しむ機会
の充実
◎障がい者スポーツの振興
◎スポーツ医・科学サポートの
推進
　〇スポーツによる地域活性化

［1　社会資本整備・基盤づくり］
　〇日常を支える安全な道づく
りの推進
　〇環境に配慮し快適で豊かに
暮らせる居住環境づくりの推進
　〇衛生的で快適な生活環境の
確保

［3　情報通信］
　〇暮らしや産業振興、地域振
興等へのICT利活用の推進
（新たな取組の視点）
・スマート農業など、担い手不
足への対応や収益拡大に向けた
ＩＣＴ利活用の推進
・行政保有データのオープン
データ化の推進及びデータの利
活用支援
・マイナンバーカードを活用し
た行政サービスの向上及び民間
での利活用推進

※ 関連が強い取組には「◎（一つの取組につき２つまで）」、関連がある取組には「〇」を付しているもの。
※ 「新規の取組（現計画の政策項目にはない新たな視点を加えた取組）には下線」を付し、「斜字により各要素に該当する新たな視点」を記載しているもの。

資料４
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幸福要素

2 家族

［1　健康・医療］
◎質の高い医療が受けられ
る体制の整備（周産期医
療）
　〇医療を担う人づくり
　〇質の高い医療が受けら
れる体制の整備（小児医
療）
   〇自殺対策の推進
　〇こころのケア活動の推
進

［2　子育て］
◎若者が家庭や子育てに希
望を持てる環境の整備
◎安全・安心な出産環境な
ど親と子の健康づくりの充
実
◎児童虐待のない地域づく
りに向けた体制や連携の強
化
◎家庭環境に恵まれず社会
的養護を必要とする子ども
たちへの支援
　〇子育て家庭への支援
　〇障害児の療育支援、家
族の支援
　〇被災した子どもたちの
こころのケア

［3　地域福祉］
　〇生活支援の仕組みづく
り

[5 障がい福祉］
◎引きこもりの支援
（新たな取組の視点）
・引きこもり者に対する支
援

［4　中小企業、雇用・労働］
　〇企業における雇用・労働環境整備の促進

［1農業　2林業　3水産業］
　〇地域の核となる経営体（農
業、林業、水産業）の育成
（新たな取組の視点）
・ICT等（スマート農林水産業
を活用する経営体の育成

［3　環境保全］
　〇自然とのふれあいの促進

［2　防犯・交通安全］
　〇県民の防犯意識の高揚
　〇地域における防犯活動の促進
　〇犯罪被害者等に対する支援
　〇少年の非行防止と保護対策の推進
　〇性犯罪・性暴力被害者に対する支援
(新たな取組の視点 )
・性犯罪等被害者に被害直後から提供する総合的な
支援の推進

［3　消費生活・動物愛護］
◎県民の動物愛護思想の高揚
(新たな取組の視点)
・動物愛護週間行事の開催と学校等と連携したいの
ちの教室、ふれあい授業の実施
◎適正飼養及び飼主のいない猫対策の推進
(新たな取組の視点)
・終生飼養及び繁殖制限措置の普及啓発
◎収容動物の生存の機会の拡大
(新たな取組の視点)
・収容動物の返還・譲渡の仕組みの構築
◎災害時の動物救護
(新たな取組の視点)
・資材の備蓄、同行避難訓練の実施、被災者の動物
継続飼養支援
　〇消費者施策の推進
　〇地域に根ざした食育の推進
(新たな取組の視点)
・関係団体と協働した食育推進の取組展開
　〇人獣共通感染症対策
(新たな取組の視点)
・人獣共通感染症の検査施設の整備

［5　若者・女性活躍支援］
◎男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備
　〇個性・主体性を尊重した「人づくり」
　〇健全な青少年を育む「地域づくり」
　〇青少年を事件・事故から守る「環境づくり」
　〇若者の活躍への支援
　〇東日本大震災津波からの復興と防災における男
女共同参画の推進
　〇女性の活躍支援
　〇女性に対する暴力の根絶と女性の健康支援

［1　児童生徒の教育・人づくり］
　〇確かな学力の育成（全国の
学力水準中位以上の維持）
　〇学校・家庭・地域の連携・
協働の推進
　〇私立学校教職員の安定した
労働環境の整備
（新たな取組の視点）
・私立学校教職員の働き方改革
の推進

［2　生涯学習・地域課題解決］
　〇地域課題解決に向けた取組

［1　文化芸術振興］
　〇岩手に根付いた文化芸術の
振興
　〇アール・ブリュットの振興
（新たな取組の視点）
・アール・ブリュットに対する
県民の理解増進
・芸術活動に取り組む障がい者
等への活動支援
　〇文化芸術による地域活性化
（新たな取組の視点）
・国内外に向けた本県の文化芸
術の魅力発信
・文化芸術を生かした交流人口
拡大

［2　スポーツ振興］
　〇県民がスポーツに親しむ機
会の充実
　〇障がい者スポーツの振興
　〇スポーツによる地域活性化

［1　社会資本整備・基盤づくり］
　〇ハード・ソフトを組み合わ
せた防災・減災対策
　〇復興まちづくり・住宅再建
の促進
　〇環境に配慮し快適で豊かに
暮らせる居住環境づくりの推進

［3　情報通信］
　〇暮らしや産業振興、地域振
興等へのICT利活用の推進
（新たな取組の視点）
・スマート農業など、担い手不
足への対応や収益拡大に向けた
ＩＣＴ利活用の推進
・行政保有データのオープン
データ化の推進及びデータの利
活用支援
・マイナンバーカードを活用し
た行政サービスの向上及び民間
での利活用推進
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幸福要素

3 収入

［1　ものづくり産業］
◎自動車関連産業の集積促進
（新たな取組の視点）
・自動車の進化に伴う新たな集積・生産技術
革新を目指す地場企業への支援、高度ものづ
くり人材の確保・育成
◎半導体関連産業の集積促進
（新たな取組の視点）
・世界的な業績好調を受け、更なる集積や技
術の高度化を促進
◎地域クラスターの形成促進
◎医療機器関連産業の振興
（新たな取組の視点）
・医工連携の推進、ニーズ・シーズの発掘か
ら事業化に至るまでのコーディネート機能の
強化、関連機器開発や部材・加工技術提供を
含めた関連分野への県内企業の参入と取引拡
大を促進
◎新産業の創出
◎ものづくり革新への対応
◎ものづくり産業人材の育成
◎企業誘致の推進

［2　地域産業、商業・サービス］
◎ＦＣＰ等による総合協働体制の構築
◎新たな事業活動に取り組む事業者等の支援
◎水産加工業の復興支援
◎県産品の販売拡大に向けた支援
◎地場産業事業者の新規需要開拓への支援
◎新商品の企画・開発等に対する支援
◎事業者の海外ビジネス展開への支援
（新たな取組の視点）
・「いわて海外展開支援コンソーシアム」や
海外事務所を活用した、海外ビジネス展開に
取り組む事業者の計画、商談、貿易実務等の
各段階の一貫支援による事業者数の拡大
◎いわてからの輸出の拡大
（新たな取組の視点）
・「いわて海外展開支援コンソーシアム」を
通じた県内企業等の取組促進
・海外事務所等の有効活用等による県産品の
海外輸出促進
・これまで構築した海外大手商社や国内大手
流通事業者等ビジネスパートナーとのネット
ワークを活用した商品取引を拡大

［3　観光］
◎地域資源を生かした魅力的な観光地づくり
◎観光人材の育成や二次交通などの受入態勢
の充実
◎効果的な情報発信と誘客活動
◎消費拡大と観光産業の活性化
（新たな取組の視点）
・高付加価値商品の造成など、様々なニーズ
に合わせた旅行商品を造成
◎国際観光の振興
（新たな取組の視点）
・ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2019ＴＭや東京オリ・パ
ラの開催を見据え、効果的な情報発信による
認知度向上や受入態勢の整備を促進

［3 地域福祉］
　〇安全・安心のセーフ
ティネットづくり

[5 障がい福祉］
◎障がい者工賃の水準向上

［1農業　2林業　3水産業］
◎地域農業の核となる経営体
（農業、林業、水産業）の育成
（新たな取組の視点）
・ICT等（スマート農林水産
業）の新たな技術を活用する経
営体の育成
・新たな担い手や就業者を確保
する農福連携の推進
◎全国トップレベルの「安全・
安心産地」の形成
（新たな取組の視点）
・持続可能な林業、水産業を目
指す森林認証（FSC）や水産エ
コラベル（MSC、MEL）等の認証
取得の支援
◎生産性・市場性の高い産地づ
くりの推進
（新たな取組の視点）
・ロボットや自動化技術を駆使
した超省力化生産技術の普及・
拡大
◎生産基盤整備の推進
（新たな取組の視点）
・水田の汎用化に向けた地下水
位制御システムの導入
◎鳥獣被害防止対策の推進
◎高度な技術の開発と普及
（新たな取組の視点）
・県産農林水産物の健康機能の
解明や産業応用化に関する研究
の推進
◎地域協働による地域資源の維
持・継承と生産活動の継続
（新たな取組の視点）
・集落営農組織と自治組織との
協働による地域運営組織の活動
支援
◎農山漁村ビジネスの振興と交
流人口の拡大
◎環境ビジネスの推進と再生可
能エネルギーの利活用促進
　〇農山漁村の快適な生活環境
の整備と防災・減災対策の推進
　〇環境と調和した農林水産業
の推進

［4　流通］
◎県産農林水産物の高付加価値
化の推進
（新たな取組の視点）
・生産者と消費者等との協働に
よる農林水産物の新たな価値共
創の取組
・業務用商材の開発支援（飲食
業界や食品メーカーの人手不足
に対応した業務用食品の開発）
◎県産農林水産物のブランド化
等の推進
（新たな取組の視点）
・県産食材や本県の観光、歴
史・文化等を総合的に情報発信
する取扱店の拡大
◎県産農林水産物の輸出促進
（新たな取組の視点）
・県産食材や本県の観光、歴
史・文化等を総合的に情報発信
する取扱店の拡大
◎生産者と消費者の結びつきを
深めた地産地消の推進
（新たな取組の視点）
・生産者と料理人等のコラボに
よる魅力的で話題性のある料
理・商品の創出（結びつきの更
なる深化）

［1　低炭素社会構築】
　〇再生可能エネルギーの導
入促進
　〇低炭素社会に向けた次世
代技術の活用・普及
（新たな取組の視点）
・地域における次世代自動車
（ EV、 FCV等）の導入促進
・水素エネルギーの利活用
・スマートグリッド化の推進
　〇自然とのふれあいの促進

［3　消費生活・動物愛護］
　〇安全で環境負荷の少ない食品の生産・製造等の
推進
(新たな取組の視点 )
・中小規模の食品等事業者の自主管理体制高度化の
支援
・食品衛生監視員の育成
　〇食品に関する信頼の向上と県民理解の増進
(新たな取組の視点 )
・食の安全安心推進計画の進捗管理
・ＨＰやリスクコミュニケーションによる正しい知
識の普及啓発
・食品表示法に基づく点検指導
　〇地域に根ざした食育の推進
(新たな取組の視点 )
・関係団体と協働した食育推進の取組展開
　〇生活衛生同業組合の機能強化及び組織の活性化
（新たな取組の視点）
・生活衛生関係営業の衛生水準の向上・確保及び地
域活性化
　〇（公財）岩手県生活衛生営業指導センターの活
動基盤の強化
（新たな取組の視点）
・生活衛生同業組合全体の意識向上及び行政との活
動連携の推進
　〇多角化する生活衛生関係営業に対する衛生水準
の向上・確保
（新たな取組の視点）
・出張理美容や多角化する宿泊業に対する衛生水準
の向上・確保

［4　地域コミュニティ・NPO活動支援］
　〇「多様な主体の連携・協働の取組」の拡大と定
着に向けた普及啓発・仕組みづくり
　〇「多様な主体の連携・協働の取組」を担うＮＰ
Ｏへの支援機能の充実

［5　若者・女性活躍支援］
　〇個性・主体性を尊重した「人づくり」
　〇若者の活躍への支援
　〇女性の活躍支援
　〇男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備

［1　児童生徒の教育・人づくり］
◎私立学校教職員の安定した労
働環境の整備
（新たな取組の視点）
・私立学校教職員の働き方改革
の推進
　〇私立学校の特色ある教育の
支援
　〇教育費負担の軽減による修
学の支援
（新たな取組の視点）
・授業料等教育費の軽減等によ
る家計負担の軽減

［2　生涯学習・地域課題解決］
◎大学・自治体・企業等が一体
となった若者定着への支援
（新たな取組の視点）
・大学と企業及び学生と企業と
のマッチング機会の充実
　〇産学官の連携強化
（新たな取組の視点）
・産学官それぞれの強みを生か
した重層的な連携
　〇地域課題解決に向けた取組
　〇地域を牽引する専門人材育
成
（新たな取組の視点）
・  海外の大学とも連携したグ
ローバルな教育機会の活用

［3　多文化理・国際交流］
　〇国際交流・多文化共生の取
組による地域の振興

［1　文化芸術振興］
◎文化芸術による地域活性化
（新たな取組の視点）
・国内外に向けた本県の文化芸
術の魅力発信
・文化芸術を生かした交流人口
拡大
　〇岩手に根付いた文化芸術の
振興
　〇新しい文化芸術の創造
（新たな取組の視点）
・新しい文化芸術創造の場づく
り
・メディア芸術等の新しい文化
芸術の振興
　〇アール・ブリュットの振興
（新たな取組の視点）
・アール・ブリュットに対する
県民の理解増進
・芸術活動に取り組む障がい者
等への活動支援
　〇世界文化遺産の価値・理念
の普及及び新規・拡張登録の推
進

［2　スポーツ振興］
◎スポーツによる地域活性化
　〇県民がスポーツに親しむ機
会の充実
　〇競技力向上とトップアス
リートの育成
　〇障がい者スポーツの振興
　〇スポーツ医・科学サポート
の推進

［1　社会資本整備・基盤づくり］
◎物流の効率化など生産性の向
上に資する社会資本の整備・利
活用
◎観光産業振興に資する社会資
本の整備・利活用
　〇災害に強い道路ネットワー
クの構築
　〇ハード・ソフトを組み合わ
せた防災・減災対策
（新たな取組の視点）
・洪水減災対策協議会などを通
じた国、県、市町村の連携体制
の確立
・水位監視カメラや量水標設置
促進など監視機能の強化による
情報提供の充実
　〇日常を支える安全な道づく
りの推進
　〇復興まちづくり・住宅再建
の促進
　〇快適で魅力あるまちづくり
の推進
　〇環境に配慮し快適で豊かに
暮らせる居住環境づくりの推進

［2　社会資本の維持管理、担い手
育成・確保］
　〇「岩手県公共施設等総合管
理計画」に基づく適切な維持管
理等の推進
　〇地域の建設業の持続的・安
定的な確保
（新たな取組の視点）
・ICT技術の活用や施工時期の
平準化などによる建設現場にお
ける生産性向上の推進
・若者や女性の建設業への就業
促進

［3　情報通信］
　◎暮らしや産業振興、地域振
興等へのICT利活用の推進
（新たな取組の視点）
・スマート農業など、担い手不
足への対応や収益拡大に向けた
ＩＣＴ利活用の推進
・行政保有データのオープン
データ化の推進及びデータの利
活用支援
・マイナンバーカードを活用し
た行政サービスの向上及び民間
での利活用推進
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　　　政策の柱

幸福要素

3
収入

（続き）

［4　中小企業、雇用・労働］
◎経営力向上の取組や人材育成の支援
◎商店街活性化やまちづくりの支援
◎市町村と連携した沿岸部の新たな商店街の
構築
◎新たな事業活動等の経営革新の取組に対す
る支援
◎人材の育成支援、事業の円滑な承継支援
◎創業の支援
◎資金の円滑な供給
◎産業支援機関による伴走型支援の推進
◎被災事業者の再建支援
◎安定雇用の拡充
◎人材の確保と若年者の就業支援
（新たな取組の視点）
・Ｕ・Ｉターンに関する相談対応や職業紹
介、県内企業の情報発信や就職情報サイト活
用支援
・ふるさといわて定住財団が行う就職面接会
やＵ・Ｉターンフェアと連携し、県内企業の
採用活動を支援
◎職業能力開発
（新たな取組の視点）
・非正規雇用労働者等を対象とした、国家資
格の取得等により正社員就職に導く長期の訓
練コースの実施
◎企業における雇用・労働環境整備の促進

［5　科学技術］
◎次代を担う人材の育成・確保
（新たな取組の視点）
・大学発ベンチャーの起業化を促進するシス
テムの構築
◎研究開発基盤の整備
◎研究開発への資金支援
◎イノベーションの創出に向けた産学官連携
（新たな取組の視点）
・国内外の研究機関や企業とをつなぐ国際的
なコーディネーター人材の育成
◎国際リニアコライダー（ILC)の実現による
イノベーションの創出
（新たな取組の視点）
　・居住環境、医療、教育等の分野における
外国人研究者の受入環境整備
　・地域のものづくり産業の加速器関連分野
への参入促進
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Ⅰ　医療・子育て・福祉 Ⅱ　産業・観光・雇用 Ⅲ　農林水産業 Ⅳ　環境 Ⅴ　県民生活・防災 Ⅵ　教育・人づくり Ⅶ　文化・スポーツ Ⅷ　社会資本
　　　政策の柱

幸福要素

4 余暇

［1　健康・医療］
　〇生活習慣病予防等の推
進

［3　環境保全］
◎豊かな自然との共生
◎自然とのふれあいの促進
　〇水と緑を守る取組の推進
　〇環境学習の推進と県民等
との連携・協働の取組の促進

［1農業　2林業　3水産業］
　〇農林漁村ビジネスの振興と
交流人口の拡大（農山漁村での
滞在、企業の社員研修の受入
等）

［3　観光］
◎地域資源を生かした魅力的な観光地づくり
◎観光人材の育成や二次交通などの受入態勢
の充実
◎効果的な情報発信と誘客活動
◎消費拡大と観光産業の活性化
（新たな取組の視点）
・高付加価値商品の造成など、様々なニーズ
に合わせた旅行商品を造成
◎国際観光の振興
（新たな取組の視点）
・ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2019ＴＭや東京オリ・パ
ラの開催を見据え、効果的な情報発信による
認知度向上や受入態勢の整備を促進

［1　社会資本整備・基盤づくり］
　〇観光産業振興に資する社会
資本の整備・利活用

［3　情報通信］
　〇暮らしや産業振興、地域振
興等へのICT利活用の推進
（新たな取組の視点）
・スマート農業など、担い手不
足への対応や収益拡大に向けた
ＩＣＴ利活用の推進
・行政保有データのオープン
データ化の推進及びデータの利
活用支援
・マイナンバーカードを活用し
た行政サービスの向上及び民間
での利活用推進

［4　公共交通］
　〇全県的な公共交通マネジメ
ントの的確な実施
（新たな取組の視点）
・持続可能なバス等地域公共交
通ﾈｯﾄﾜｰｸの構築・運営
　〇三セク鉄道路線の維持・確
保
（新たな取組の視点）
・ＪＲ山田線（宮古－釜石）間
の円滑な経営移管、安定経営支
援

［1　文化芸術振興］
◎岩手に根付いた文化芸術の振
興
　〇新しい文化芸術の創造
（新たな取組の視点）
・新しい文化芸術創造の場づく
り
・メディア芸術等の新しい文化
芸術の振興
　〇アール・ブリュットの振興
（新たな取組の視点）
・アール・ブリュットに対する
県民の理解増進
・芸術活動に取り組む障がい者
等への活動支援
　〇世界文化遺産の価値・理念
の普及及び新規・拡張登録の推
進
　〇文化芸術による地域活性化
（新たな取組の視点）
・国内外に向けた本県の文化芸
術の魅力発信
・文化芸術を生かした交流人口
拡大

［2　スポーツ振興］
◎県民がスポーツに親しむ機会
の充実
　〇障がい者スポーツの振興
　〇スポーツ医・科学サポート
の推進
　〇スポーツによる地域活性化

［2　生涯学習・地域課題解決］
　〇社会教育の充実と生涯を通
じた学びの環境づくり
（新たな取組の視点）
・障がい者のサテライト授業等
による遠隔地域での学習の推進
　〇地域課題解決に向けた取組

［3　消費生活・動物愛護］
◎県民の動物愛護思想の高揚
(新たな取組の視点)
・動物愛護週間行事の開催と学校等と連携したいの
ちの教室、ふれあい授業の実施
◎適正飼養及び飼主のいない猫対策の推進
(新たな取組の視点)
・終生飼養及び繁殖制限措置の普及啓発
◎収容動物の生存の機会の拡大
(新たな取組の視点)
・収容動物の返還・譲渡の仕組みの構築
　〇地域に根ざした食育の推進
(新たな取組の視点)
・関係団体と協働した食育推進の取組展開

［4　地域コミュニティ・NPO活動支援］
　〇「多様な主体の連携・協働の取組」の拡大と定
着に向けた普及啓発・仕組みづくり
　〇「多様な主体の連携・協働の取組」を担うＮＰ
Ｏへの支援機能の充実

［5　若者・女性活躍支援］
　〇若者の活躍への支援
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Ⅰ　医療・子育て・福祉 Ⅱ　産業・観光・雇用 Ⅲ　農林水産業 Ⅳ　環境 Ⅴ　県民生活・防災 Ⅵ　教育・人づくり Ⅶ　文化・スポーツ Ⅷ　社会資本
　　　政策の柱

幸福要素

［3　地域福祉］
　〇生活支援の仕組みづく
り

[4 高齢者福祉］
　〇高齢者が住み慣れた地域
で安心して生活し続けるこ
とができる環境の構築

[5 障がい福祉］
　〇障がい者が必要なサービ
スを利用しながら安心して
生活ができる環境の構築

［4　中小企業、雇用・労働］
　〇企業における雇用・労働環境整備の促進
　〇安定雇用の充実

［5　科学技術］
○国際リニアコライダー（ILC)の実現による
イノベーションの創出
（新たな取組の視点）
・居住環境、医療、教育等の分野における外
国人研究者の受入環境整備

［1農業　2林業　3水産業］
◎農山漁村の快適な生活環境の
整備と防災・減災対策の推進
　〇鳥獣被害防止対策の推進
　〇地域協働による地域資源の
維持・継承と生産活動の継続
　〇農山漁村ビジネスの振興と
交流人口の拡大（農山漁村への
移住・定住の促進）

［1　低炭素社会構築］
◎地球温暖化対策の推進
◎再生可能エネルギーの導入
促進
◎低炭素社会に向けた次世代
技術の活用・普及
（新たな取組の視点）
・地域における次世代自動車
（ EV、 FCV等）の導入促進
・水素エネルギーの利活用
・スマートグリッド化の推進
　〇気候変動適応策の推進

［2　循環型地域社会形成］
◎廃棄物の発生抑制を第一と
する３Ｒの促進
◎廃棄物処理体制の強化
◎産業廃棄物の適正処理の推
進
◎公共関与による産業廃棄物
処理体制の構築
◎青森県境産業廃棄物不法投
棄事案に係る原状回復と排出
事業者等の責任追及

［3　環境保全］
◎水と緑を守る取組の推進
◎環境学習の推進と県民等と
の連携・協働の取組の促進
◎良好な大気・水環境の保全
◎北上川清流化対策
◎環境負荷低減への自主的取
組の促進
　〇豊かな自然との共生
　〇自然とのふれあいの促進

［1　文化芸術振興］
　〇岩手に根付いた文化芸術の
振興
　〇アール・ブリュットの振興
（新たな取組の視点）
・アール・ブリュットに対する
県民の理解増進
・芸術活動に取り組む障がい者
等への活動支援

［2　スポーツ振興］
　〇県民がスポーツに親しむ機
会の充実
　〇障がい者スポーツの振興

［1　社会資本整備・基盤づくり］
◎復興まちづくり・住宅再建の
促進
◎快適で魅力あるまちづくりの
推進
◎環境に配慮し快適で豊かに暮
らせる居住環境づくりの推進
◎衛生的で快適な生活環境の確
保
　〇ハード・ソフトを組み合わ
せた防災・減災対策
（新たな取組の視点）
・洪水減災対策協議会などを通
じた国、県、市町村の連携体制
の確立
・水位監視カメラや量水標設置
促進など監視機能の強化による
情報提供の充実
　〇日常を支える安全な道づく
りの推進

［2　社会資本の維持管理、担い手
育成・確保］
　〇社会資本の維持管理に係る
県民意識の醸成

［3　情報通信］
◎県民誰もがICTの利便性を享受
できる情報通信基盤の整備
　〇暮らしや産業振興、地域振
興等へのICT利活用の推進
（新たな取組の視点）
・スマート農業など、担い手不
足への対応や収益拡大に向けた
ＩＣＴ利活用の推進
・行政保有データのオープン
データ化の推進及びデータの利
活用支援
・マイナンバーカードを活用し
た行政サービスの向上及び民間
での利活用推進

［4　公共交通］
◎全県的な公共交通マネジメン
トの的確な実施
（新たな取組の視点）
・持続可能なバス等地域公共交
通ﾈｯﾄﾜｰｸの構築・運営
◎三セク鉄道路線の維持・確保
（新たな取組の視点）
・ＪＲ山田線（宮古－釜石）間
の円滑な経営移管、安定経営支
援

5 居住環境

［1　防災］
　〇県民が自らの身を自らが守る意識の醸成(自助)
　〇地域の安全を地域が守る体制の整備（共助）
　〇実効的な防災・減災体制の整備（公助）
(新たな取組の視点 )
・災害発生時に被害を未然に防止又は最小化するた
め、地域防災計画の見直しや訓練等を実施

［2　防犯・交通安全］
　〇治安基盤の強化
　〇県民の防犯意識の高揚
　〇地域における防犯活動の促進
　〇交通事故抑止対策の推進

［3　消費生活・動物愛護］
◎水道事業の広域連携による基盤強化
（新たな取組の視点）
・人口減少に伴う水需要の減少のため、水道料金の
減による小規模水道事業者の経営悪化への対応
◎適正な管理による健全な水道施設の保持
（新たな取組の視点）
・計画的な水道施設の更新及び大規模災害に備えた
耐震化の促進
　〇消費者施策の推進
　〇地域に根ざした食育の推進
(新たな取組の視点 )
・関係団体と協働した食育推進の取組展開
　〇生活衛生同業組合の機能強化及び組織の活性化
（新たな取組の視点）
・生活衛生関係営業の衛生水準の向上・確保及び地
域活性化
　〇（公財）岩手県生活衛生営業指導センターの活
動基盤の強化
（新たな取組の視点）
・生活衛生同業組合全体の意識向上及び行政との活
動連携の推進
　〇多角化する生活衛生関係営業に対する衛生水準
の向上・確保
（新たな取組の視点）
・出張理美容や多角化する宿泊業に対する衛生水準
の向上・確保
　〇県民の動物愛護思想の高揚
　 (新たな取組の視点 )
・動物愛護週間行事の開催と学校等と連携したいの
ちの教室、ふれあい授業の実施
　〇適正飼養及び飼主のいない猫対策の推進
　 (新たな取組の視点 )
・終生飼養及び繁殖制限措置の普及啓発
　〇収容動物の生存の機会の拡大
　 (新たな取組の視点 )
・収容動物の返還・譲渡の仕組みの構築
　〇人獣共通感染症対策
（新たな取組の視点）
・人獣共通感染症の検査施設の整備
　〇災害時の動物救護
　 (新たな取組の視点 )
・資材の備蓄、同行避難訓練の実施、被災者の動物
継続飼養支援

［1　児童生徒の教育・人づくり］
　〇教育の機会の確保
（新たな取組の視点）
・ＩＬＣ誘致を踏まえた外国人
児童生徒の受入れ体制の整備
　〇安全で安心な教育環境の確
保

［2　生涯学習・地域課題解決］
　〇地域課題解決に向けた取組

［3　多文化理解・国際交流］
　〇地域における国際交流拠点
の活発化
（新たな取組の視点）
・県、市町村、県・市町村国際
交流協会における意識共有と連
携強化
　〇国際交流・多文化共生の取
組による地域の振興
　〇県全体の知識・経験の蓄積
による活動の更なる活発化
（新たな取組の視点）
・関係機関による地域課題・先
進事例の共有やネットワーク構
築による外国人へのワンストッ
プ対応の仕組みの構築
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　　　政策の柱

幸福要素

5

［4　地域コミュニティ・NPO活動支援］
◎移住希望者層に訴求力の高い情報発信
◎多様な主体と連携した受入れ体制の強化
（新たな取組の視点）
・移住経験者と連携したきめ細かな受入れ相談対応
◎移住定住に取り組む市町村支援
（新たな取組の視点）
・広域振興局と一体となった市町村支援体制の強
化、国の支援策の共有
　〇地域コミュニティ活動支援に取り組む市町村支
援
（新たな取組の視点）
・広域振興局と一体となった市町村支援体制の強化
　〇持続可能な地域コミュニティ活動モデルの創出
　〇地域づくりの担い手の育成と活動の強化
　〇「多様な主体の連携・協働の取組」の拡大と定
着に向けた普及啓発・仕組みづくり
　〇「多様な主体の連携・協働の取組」を担うＮＰ
Ｏへの支援機能の充実

［5　若者・女性活躍支援］
　〇若者の活躍への支援

居住環境
（続き）
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　　　政策の柱

幸福要素

［1　健康・医療］
　〇医療を担う人づくり
　〇生活習慣病予防等の推
進

［2　子育て］
◎子育て家庭への支援
　〇遊びの提供を通じた子
どもの健やかな成長支援

［3 地域福祉］
　〇生活支援の仕組みづくり
　〇安全・安心のセーフ
ティネットづくり

[5 障がい福祉］
　〇障がい者が必要なサー
ビスを利用しながら安心し
て生活ができる環境の構築

［1農業　2林業　3水産業］
◎地域の核となる経営体（農
業、林業、水産業）の育成
（新たな取組の視点）
・ICT等（スマート農林水産
業）の新技術を活用する経営体
の育成
・新たな担い手や就業者を確保
する農福連携の推進
◎生産性・市場性の高い産地づ
くりの推進
（新たな取組の視点）
・ロボットや自動化技術を駆使
した超省力化生産技術の普及・
拡大
◎高度な技術の開発と普及
（新たな取組の視点）
・県産農林水産物の健康機能の
解明や産業応用化に関する研究
の推進
◎農山漁村ビジネスの振興と交
流人口の拡大
　〇生産基盤整備の推進
　〇農山漁村の快適な生活環境
の整備と防災・減災対策の推進
　〇環境ビジネスの推進と再生
可能エネルギーの利活用促進

［4　流通］
◎県産農林水産物の高付加価値
化の推進
◎県産農林水産物のブランド化
等の推進
◎県産農林水産物の輸出促進

［1　ものづくり産業］
◎自動車関連産業の集積促進
（新たな取組の視点）
・自動車の進化に伴う新たな集積・生産技術
革新を目指す地場企業への支援、高度ものづ
くり人材の確保・育成
◎半導体関連産業の集積促進
（新たな取組の視点）
・世界的な業績好調を受け、更なる集積や技
術の高度化を促進
◎地域クラスターの形成促進
◎医療機器関連産業の振興
（新たな取組の視点）
・医工連携の推進、ニーズ・シーズの発掘か
ら事業化に至るまでのコーディネート機能の
強化、関連機器開発や部材・加工技術提供を
含めた関連分野への県内企業の参入と取引拡
大を促進
◎新産業の創出
◎ものづくり革新への対応
◎ものづくり産業人材の育成
◎企業誘致の推進

［2　地域産業、商業・サービス］
◎ＦＣＰ等による総合協働体制の構築
◎新たな事業活動に取り組む事業者等の支援
◎水産加工業の復興支援
◎県産品の販売拡大に向けた支援
◎地場産業事業者の新規需要開拓への支援
◎新商品の企画・開発等に対する支援
◎事業者の海外ビジネス展開への支援
（新たな取組の視点）
・「いわて海外展開支援コンソーシアム」や
海外事務所を活用した、海外ビジネス展開に
取り組む事業者の計画、商談、貿易実務等の
各段階の一貫支援
◎いわてからの輸出の拡大
（新たな取組の視点）
・「いわて海外展開支援コンソーシアム」を
通じ、県内企業等の取組を促進
・海外事務所等の有効活用や、商談会・展示
会への出展、輸出体制の整備等により、安全
安心な県産品をバイヤーや消費者にＰＲし、
県産品の海外輸出を促進
・これまで構築した海外大手商社や国内大手
流通事業者等ビジネスパートナーとのネット
ワークを活用した商品取引を拡大、現地ニー
ズに対応した商品づくり等を推進

［3　観光］
◎地域資源を生かした魅力的な観光地づくり
◎観光人材の育成や二次交通などの受入態勢
の充実
◎効果的な情報発信と誘客活動
◎消費拡大と観光産業の活性化
（新たな取組の視点）
・高付加価値商品の造成など、様々なニーズ
に合わせた旅行商品を造成
◎国際観光の振興
（新たな取組の視点）
・ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ 2019ＴＭや東京オリ・パ
ラの開催を見据え、効果的な情報発信による
認知度向上や受入態勢の整備を促進

6 仕事

［1　児童生徒の教育・人づくり］
◎キャリア教育・県内定着の推
進
◎私立学校教職員の安定した労
働環境の整備
（新たな取組の視点）
・私立学校教職員の働き方改革
の推進
　〇特別支援教育の充実
　〇ＩＣＴを活用した人材の育
成
　〇グローカルな視点を持ち岩
手と世界をつなぐ人材の育成
（新たな取組の視点）
・英語力の取得に向けた指導改
善ツール（英検 IBA）の活用
　〇イノベーションを牽引する
人材の育成
（新たな取組の視点）
・科学技術やモノづくりに対す
る関心を高めるための理科・数
学の探究活動の充実
　〇学校指導体制の整備
（新たな取組の視点）
・教員育成指標に基づく教員の
人材確保、資質向上
・部活動の適正な運営に向けた
指導員の活用

［2　生涯学習・地域課題解決］
◎産学官の連携強化
（新たな取組の視点）
・産学官それぞれの強みを生か
した重層的な連携
◎大学・自治体・企業等が一体
となった若者定着への支援
（新たな取組の視点）
・大学と企業及び学生と企業と
のマッチング機会の充実
◎地域課題解決に向けた取組
◎地域を牽引する専門人材育成
（新たな取組の視点）
・  海外の大学とも連携したグ
ローバルな教育機会の活用
　〇県内高等教育機関の魅力発
信
（新たな取組の視点）
　・研究内容、特徴的な取組、
就職先等について高校生、保護
者等への情報発信

［3　多文化理解・国際交流］
　〇国際交流・多文化共生の取
組による地域の振興

［1　社会資本整備・基盤づくり］
◎物流の効率化など生産性の向
上に資する社会資本の整備・利
活用
◎観光産業振興に資する社会資
本の整備・利活用
　〇災害に強い道路ネットワー
クの構築
　〇ハード・ソフトを組み合わ
せた防災・減災対策
（新たな取組の視点）
・洪水減災対策協議会などを通
じた国、県、市町村の連携体制
の確立
・水位監視カメラや量水標設置
促進など監視機能の強化による
情報提供の充実
　〇日常を支える安全な道づく
りの推進
　〇復興まちづくり・住宅再建
の促進
　〇快適で魅力あるまちづくり
の推進
　〇環境に配慮し快適で豊かに
暮らせる居住環境づくりの推進
　〇衛生的で快適な生活環境の
確保

［2　社会資本の維持管理、担い手
育成・確保］
◎「岩手県公共施設等総合管理
計画」に基づく適切な維持管理
等の推進
◎地域の建設業の持続的・安定
的な確保
（新たな取組の視点）
・ICT技術の活用や施工時期の
平準化などによる建設現場にお
ける生産性向上の推進
・若者や女性の建設業への就業
促進

［3　情報通信］
　〇暮らしや産業振興、地域振
興等へのICT利活用の推進
（新たな取組の視点）
・スマート農業など、担い手不
足への対応や収益拡大に向けた
ＩＣＴ利活用の推進
・行政保有データのオープン
データ化の推進及びデータの利
活用支援
・マイナンバーカードを活用し
た行政サービスの向上及び民間
での利活用推進
　〇県民誰もがICTの利便性を享
受できる情報通信基盤の整備

［4　公共交通］
　〇全県的な公共交通マネジメ
ントの的確な実施
（新たな取組の視点）
・持続可能なバス等地域公共交
通ﾈｯﾄﾜｰｸの構築・運営
　〇三セク鉄道路線の維持・確
保
（新たな取組の視点）
・ＪＲ山田線（宮古－釜石）間
の円滑な経営移管、安定経営支
援

［1　低炭素社会構築］
　〇再生可能エネルギーの導
入促進
　〇低炭素社会に向けた次世
代技術の活用・普及
　（新たな取組の視点）
・地域における次世代自動車
（ EV、 FCV等）の導入促進
・水素エネルギーの利活用
・スマートグリッド化の推進

［3　消費生活・動物愛護］
　○安全で環境負荷の少ない食品の生産・製造等の
推進
　○食品に関する信頼の向上と県民理解の増進
　○監視・指導の強化等による食の安全安心を支え
る体制の充実
　○地域に根ざした食育の推進
　〇生活衛生同業組合の機能強化及び組織の活性化
（新たな取組の視点）
・生活衛生関係営業の衛生水準の向上・確保及び地
域活性化
　〇（公財）岩手県生活衛生営業指導センターの活
動基盤の強化
（新たな取組の視点）
・生活衛生同業組合全体の意識向上及び行政との活
動連携の推進
　〇多角化する生活衛生関係営業に対する衛生水準
の向上・確保
（新たな取組の視点）
・出張理美容や多角化する宿泊業に対する衛生水準
の向上・確保

［4　地域コミュニティ・NPO活動支援］
◎「多様な主体の連携・協働の取組」の拡大と定着
に向けた普及啓発・仕組みづくり
◎「多様な主体の連携・協働の取組」を担うＮＰＯ
への支援機能の充実
　〇移住希望者層に訴求力の高い情報発信
　〇多様な主体と連携した受入れ体制の強化
（新たな取組の視点）
・移住経験者と連携したきめ細かな受入れ相談対応
　〇移住・定住に取り組む市町村支援
（新たな取組の視点）
・広域振興局と一体となった市町村支援体制の強
化、国の支援策の共有
　〇地域づくりの担い手の育成と活動の強化

［5　若者・女性活躍支援］
◎若者の活躍への支援
◎女性の活躍支援
　〇東日本大震災津波からの復興と防災における男
女共同参画の推進
　〇男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備

［1　文化芸術振興］
　〇岩手に根付いた文化芸術の
振興
　〇新しい文化芸術の創造
（新たな取組の視点）
・新しい文化芸術創造の場づく
り
・メディア芸術等の新しい文化
芸術の振興
　〇アール・ブリュットの振興
（新たな取組の視点）
・アール・ブリュットに対する
県民の理解増進
・芸術活動に取り組む障がい者
等への活動支援
　〇世界文化遺産の価値・理念
の普及及び新規・拡張登録の推
進
　〇文化芸術による地域活性化
（新たな取組の視点）
・国内外に向けた本県の文化芸
術の魅力発信
・文化芸術を生かした交流人口
拡大

［2　スポーツ振興］
◎競技力向上とトップアスリー
トの育成
　〇県民がスポーツに親しむ機
会の充実
　〇障がい者スポーツの振興
　〇スポーツ医・科学サポート
の推進
　〇スポーツによる地域活性化
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Ⅰ　医療・子育て・福祉 Ⅱ　産業・観光・雇用 Ⅲ　農林水産業 Ⅳ　環境 Ⅴ　県民生活・防災 Ⅵ　教育・人づくり Ⅶ　文化・スポーツ Ⅷ　社会資本
　　　政策の柱

幸福要素

［4　中小企業、雇用・労働］
◎経営力向上の取組や人材育成の支援
◎商店街活性化やまちづくりの支援
◎市町村と連携した沿岸部の新たな商店街の
構築
◎新たな事業活動等の経営革新の取組に対す
る支援
◎人材の育成支援、事業の円滑な承継支援
（新たな取組の視点）
・中小企業者の高齢化の進展等に対応した円
滑な事業承継のための支援体制の強化
◎創業の支援
◎資金の円滑な供給
◎産業支援機関による伴走型支援の推進
◎被災事業者の再建支援
◎安定雇用の拡充
◎人材の確保と若年者の就業支援
（新たな取組の視点）
・Ｕ・Ｉターンに関する相談対応や職業紹
介、県内企業の情報発信や就職情報サイト活
用支援
・ふるさといわて定住財団が行う就職面接会
やＵ・Ｉターンフェアと連携し、県内企業の
採用活動を支援
◎職業能力開発
（新たな取組の視点）
・非正規雇用労働者等を対象とした、国家資
格の取得等により正社員就職に導く長期の訓
練コースの実施
◎企業における雇用・労働環境整備の促進

［5　科学技術］
◎次代を担う人材の育成・確保
（新たな取組の視点）
・大学発ベンチャーの起業化を促進するシス
テムの構築
◎研究開発基盤の整備
◎研究開発への資金支援
◎イノベーションの創出に向けた産学官連携
（新たな取組の視点）
・国内外の研究機関や企業とをつなぐ国際的
なコーディネーター人材の育成
◎国際リニアコライダー（ILC)の実現による
イノベーションの創出
（新たな取組の視点）
　・居住環境、医療、教育等の分野における
外国人研究者の受入環境整備
　・地域のものづくり産業の加速器関連分野
への参入促進

6
仕事

（続き）
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Ⅰ　医療・子育て・福祉 Ⅱ　産業・観光・雇用 Ⅲ　農林水産業 Ⅳ　環境 Ⅴ　県民生活・防災 Ⅵ　教育・人づくり Ⅶ　文化・スポーツ Ⅷ　社会資本
　　　政策の柱

幸福要素

7 自然環境

［1　ものづくり産業］
　〇自動車関連産業の集積促進
（新たな取組の視点）
・自動車の進化に伴う新たな集積・生産技術
革新を目指す地場企業への支援、高度ものづ
くり人材の確保・育成
　〇新産業の創出

［1農業　2林業　3水産業］
◎全国トップレベルの「安全・
安心産地」の形成
◎地域協働による地域資源の維
持・継承と生産活動の継続
◎環境と調和した農林水産業の
推進
◎環境ビジネスの推進と再生可
能エネルギーの利活用促進
　〇鳥獣被害防止対策の推進

［1　社会資本整備・基盤づくり］
◎衛生的で快適な生活環境の確
保
　〇環境に配慮し快適で豊かに
暮らせる居住環境づくりの推進

［1　文化芸術振興］
　〇世界文化遺産の価値・理念
の普及及び新規・拡張登録の推
進

［2スポーツ振興］
　〇県民がスポーツに親しむ機
会の充実
　〇スポーツによる地域活性化

［1　児童生徒の教育・人づくり］
　〇豊かな心の育成

［2　生涯学習・地域課題解決］
　〇産学官の連携強化
（新たな取組の視点）
　・産学官それぞれの強みを生
かした重層的な連携
　〇地域課題解決に向けた取組

［3　消費生活・動物愛護］
　〇消費者施策の推進
　〇人獣共通感染症対策
(新たな取組の視点 )
・人獣共通感染症の検査施設の整備
　〇災害時の動物救護
(新たな取組の視点 )
・資材の備蓄、同行避難訓練の実施、被災者の動物
継続飼養支援

［4　地域コミュニティ・NPO活動支援］
　〇「多様な主体の連携・協働の取組」の拡大と定
着に向けた普及啓発・仕組みづくり
　〇「多様な主体の連携・協働の取組」を担うＮＰ
Ｏへの支援機能の充実

［5　若者・女性活躍支援］
　〇若者の活躍への支援

［1　低炭素社会構築］
◎再生可能エネルギーによる
発電所の建設推進
　〇地球温暖化対策の推進
　〇再生可能エネルギーの導
入促進
　〇低炭素社会に向けた次世
代技術の活用・普及
（新たな取組の視点）
・地域における次世代自動車
（ EV、 FCV等）の導入促進
・水素エネルギーの利活用
・スマートグリッド化の推進
　〇気候変動適応策の推進

［2　循環型地域社会形成］
　〇廃棄物の発生抑制を第一
とする３Ｒの促進
　〇廃棄物処理体制の強化
　〇産業廃棄物の適正処理の
推進
　〇公共関与による産業廃棄
物　処理体制の構築
　〇青森県境産業廃棄物不法
投棄事案に係る原状回復と排
出事業者等の責任追及

［3　環境保全］
◎水と緑を守る取組の推進
◎豊かな自然との共生
◎自然とのふれあいの促進
　〇環境学習の推進と県民等
との連携・協働の取組の促進
　〇良好な大気・水環境の保
全
　〇北上川清流化対策
　〇環境負荷低減への自主的
取組の促進
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Ⅰ　医療・子育て・福祉 Ⅱ　産業・観光・雇用 Ⅲ　農林水産業 Ⅳ　環境 Ⅴ　県民生活・防災 Ⅵ　教育・人づくり Ⅶ　文化・スポーツ Ⅷ　社会資本
　　　政策の柱

幸福要素

8 安全

［1　健康・医療］
◎医療を担う人づくり
◎質の高い医療が受けられ
る体制の整備
◎質の高い医療が受けられ
る体制の整備（周産期医
療）
◎質の高い医療が受けられ
る体制の整備（小児医療）
◎感染症対策の推進
　〇生活習慣病予防等の推
進
　〇こころのケア活動の推
進
　〇自殺対策の推進

［2　子育て］
◎安全・安心な出産環境な
ど親と子の健康づくりの充
実
◎児童虐待のない地域づく
りに向けた体制や連携の強
化
◎家庭環境に恵まれず社会
的養護を必要とする子ども
たちへの支援
　〇障害児の療育支援、家
族の支援
　〇被災した子どもたちの
こころのケア

［3　地域福祉］
◎生活支援の仕組みづくり
◎安全・安心のセーフティ
ネットづくり

[4　高齢者福祉］
　〇高齢者が住み慣れた地
域で安心して生活し続ける
ことができる環境の構築

[5 障がい福祉］
　〇障がい者が必要なサー
ビスを利用しながら安心し
て生活ができる環境の構築

［1　ものづくり産業］
　〇自動車関連産業の集積促進
（新たな取組の視点）
・自動車の進化に伴う新たな集積・生産技術
革新を目指す地場企業への支援、高度ものづ
くり人材の確保・育成

［4　中小企業・雇用・労働］
　〇企業における雇用・労働環境整備の促進

［1農業　2林業　3水産業］
◎生産基盤整備の推進
◎鳥獣被害防止対策の推進
◎農山漁村の快適な生活環境の
整備と防災・減災対策の推進
◎環境と調和した農林水産業の
推進
　〇地域協働による地域資源の
維持・継承と生産活動の継続

［4　流通］
◎生産者と消費者の結びつきを
深めた地産地消の推進
（新たな取組の視点）
・生産者と料理人等のコラボに
よる魅力的で話題性のある料
理・商品の創出（結びつきの更
なる深化）

［1　低炭素社会構築］
◎地球温暖化対策の推進
◎気候変動適応策の推進
　〇再生可能エネルギーの導
入促進
　〇低炭素社会に向けた次世
代技術の活用・普及
（新たな取組の視点）
・地域における次世代自動車
（ EV、 FCV等）の導入促進
・水素エネルギーの利活用
・スマートグリッド化の推進
［2　循環型地域社会形成］
　〇廃棄物の発生抑制を第一
とする３Ｒの促進
　〇廃棄物処理体制の強化
　〇産業廃棄物の適正処理の
推進
　〇公共関与による産業廃棄
物処理体制の構築
　〇青森県境産業廃棄物不法
投棄事案に係る原状回復と排
出事業者等の責任追及

［3　環境保全］
　〇水と緑を守る取組の推進
　〇環境学習の推進と県民等
との連携・協働の取組の促進
　〇北上川清流化対策
　〇豊かな自然との共生

［1　防災］
◎県民が自らの身を自らが守る意識の醸成（自助）
◎地域の安全を地域が守る体制の整備（共助）
◎実効的な防災・減災体制の整備（公助）
(新たな取組の視点 )
・災害発生時に被害を未然に防止又は最小化するた
め、地域防災計画の見直しや訓練等を実施

［2　防犯・交通安全］
◎治安基盤の強化
◎県民の防犯意識の高揚
◎地域における防犯活動の促進
◎犯罪被害者等に対する支援
◎少年の非行防止と保護対策の推進
◎性犯罪・性暴力被害者に対する支援
(新たな取組の視点 )
・性犯罪等被害者に被害直後から提供する総合的な
支援の推進
◎交通事故抑止対策の推進

［3　消費生活・動物愛護］
◎消費者施策の推進
◎安全で環境負荷の少ない食品の生産・製造等の推
進
(新たな取組の視点 )
・中小規模の食品等事業者の自主管理体制高度化の
支援、食品衛生監視員の育成
◎食品に関する信頼の向上と県民理解の増進
(新たな取組の視点 )
・食の安全安心推進計画の進捗管理
・ＨＰやリスクコミュニケーションによる正しい知
識の普及啓発、食品表示法に基づく点検指導
◎監視・指導の強化等による食の安全安心を支える
体制の充実
(新たな取組の視点 )
・食品衛生監視指導計画に基づく監視指導の実施
・講習会等による食中毒対策の普及啓発
◎地域に根ざした食育の推進
(新たな取組の視点 )
・関係団体と協働した食育推進の取組展開
◎水道事業の広域連携による基盤強化
（新たな取組の視点）
・人口減少に伴う水需要 (水道料金）が減ることに
よる小規模水道事業者の経営悪化への対応
◎適正な管理による健全な水道施設の保持
（新たな取組の視点）
・計画的な水道施設の更新及び大規模災害に備えた
耐震化の促進
◎生活衛生同業組合の機能強化及び組織の活性化
（新たな取組の視点）
・生活衛生関係営業の衛生水準の向上・確保及び地
域活性化
◎（公財）岩手県生活衛生営業指導センターの活動
基盤の強化
（新たな取組の視点）
・生活衛生同業組合全体の意識向上及び行政との活
動連携の推進
◎多角化する生活衛生関係営業に対する衛生水準の
向上・確保
（新たな取組の視点）
・出張理美容や多角化する宿泊業に対する衛生水準
の向上・確保
　〇県民の動物愛護思想の高揚
（新たな取組の視点）
・動物愛護週間行事等の開催と学校等と連携したい
のちの教室、ふれあい授業の実施
　〇適正飼養及び飼主のいない猫対策の推進
（新たな取組の視点）
・終生飼養及び繁殖制限措置の普及啓発
　〇収容動物の生存の機会の拡大
（新たな取組の視点）
・収容動物の返還・譲渡の仕組みの構築
　〇人獣共通感染症対策
（新たな取組の視点）
・人獣共通感染症の検査施設の整備
　〇災害時の動物救護
(新たな取組の視点 )
・資材の備蓄、同行避難訓練の実施、被災者の動物
継続飼養支援

［1　児童生徒の教育・人づくり］
◎安全で安心な教育環境の確保
◎私立学校の耐震化の支援
（新たな取組の視点）
・私立学校の耐震診断・耐震改
修等の促進
　〇いわての復興教育の推進

［2　生涯学習・地域課題解決］
　〇産学官の連携強化
（新たな取組の視点）
・産学官それぞれの強みを生か
した重層的な連携
　〇地域課題解決に向けた取組

［3　多文化理解・国際交流］
　〇国際交流・多文化共生の取
組による地域の振興

［2　スポーツ振興］
　〇スポーツ医・科学サポート
の推進

［1　社会資本整備・基盤づくり］
◎災害に強い道路ネットワーク
の構築
◎ハード・ソフトを組み合わせ
た防災・減災対策
（新たな取組の視点）
・洪水減災対策協議会などを通
じた国、県、市町村の連携体制
の確立
・水位監視カメラや量水標設置
促進など監視機能の強化による
情報提供の充実
◎日常を支える安全な道づくり
の推進
◎快適で魅力あるまちづくりの
推進

［2　社会資本の維持管理、担い手
育成・確保］
◎「岩手県公共施設等総合管理
計画」に基づく適切な維持管理
等の推進
◎社会資本の維持管理に係る県
民意識の醸成
◎地域の建設業の持続的・安定
的な確保
（新たな取組の視点）
・ICT技術の活用や施工時期の
平準化などによる建設現場にお
ける生産性向上の推進
・若者や女性の建設業への就業
促進

［3　情報通信］
◎県民誰もがICTの利便性を享受
できる情報通信基盤の整備
　〇暮らしや産業振興、地域振
興等へのICT利活用の推進
（新たな取組の視点）
・スマート農業など、担い手不
足への対応や収益拡大に向けた
ＩＣＴ利活用の推進
・行政保有データのオープン
データ化の推進及びデータの利
活用支援
・マイナンバーカードを活用し
た行政サービスの向上及び民間
での利活用推進

［4　公共交通］
　〇全県的な公共交通マネジメ
ントの的確な実施
（新たな取組の視点）
・持続可能なバス等地域公共交
通ﾈｯﾄﾜｰｸの構築・運営
　〇三セク鉄道路線の維持・確
保
（新たな取組の視点）
・ＪＲ山田線（宮古－釜石）間
の円滑な経営移管、安定経営支
援
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Ⅰ　医療・子育て・福祉 Ⅱ　産業・観光・雇用 Ⅲ　農林水産業 Ⅳ　環境 Ⅴ　県民生活・防災 Ⅵ　教育・人づくり Ⅶ　文化・スポーツ Ⅷ　社会資本
　　　政策の柱

幸福要素

8
安全

（続き）

［4　地域コミュニティ・NPO活動支援］
　〇地域コミュニティ活動支援に取り組む市町村支
援
（新たな取組の視点）
・広域振興局と一体となった市町村支援体制の強化
　〇持続可能な地域コミュニティ活動モデルの創出
　〇地域づくりの担い手の育成と活動の強化
　〇「多様な主体の連携・協働の取組」の拡大と定
着に向けた普及啓発・仕組みづくり
　〇「多様な主体の連携・協働の取組」を担うＮＰ
Ｏへの支援機能の充実

［5　若者・女性活躍支援］
◎東日本大震災津波からの復興と防災における男女
共同参画の推進
◎女性に対する暴力の根絶と女性の健康支援
　〇健全な青少年を育む「地域づくり」
　〇青少年を事件・事故から守る「環境づくり」
　〇若者の活躍への支援

12



Ⅰ　医療・子育て・福祉 Ⅱ　産業・観光・雇用 Ⅲ　農林水産業 Ⅳ　環境 Ⅴ　県民生活・防災 Ⅵ　教育・人づくり Ⅶ　文化・スポーツ Ⅷ　社会資本
　　　政策の柱

幸福要素

［1　文化芸術振興］
◎新しい文化芸術の創造
（新たな取組の視点）
・新しい文化芸術創造の場づく
り
・メディア芸術等の新しい文化
芸術の振興
◎アール・ブリュットの振興
（新たな取組の視点）
・アール・ブリュットに対する
県民の理解増進
・芸術活動に取り組む障がい者
等への活動支援
◎世界文化遺産の価値・理念の
普及及び新規・拡張登録の推進
◎文化芸術による地域活性化
（新たな取組の視点）
・国内外に向けた本県の文化芸
術の魅力発信
・文化芸術を生かした交流人口
拡大
　〇岩手に根付いた文化芸術の
振興

［2　スポーツ振興］
◎障がい者スポーツの振興
◎スポーツによる地域活性化
　〇県民がスポーツに親しむ機
会の充実
　〇競技力向上とトップアス
リートの育成
　〇スポーツ医・科学サポート
の推進

［1　社会資本整備・基盤づくり］
　〇ハード・ソフトを組み合わ
せた防災・減災対策
（新たな取組の視点）
・洪水減災対策協議会などを通
じた国、県、市町村の連携体制
の確立
・水位監視カメラや量水標設置
促進など監視機能の強化による
情報提供の充実
　〇復興まちづくり・住宅再建
の促進
　〇環境に配慮し快適で豊かに
暮らせる居住環境づくりの推進

［2　社会資本の維持管理、担い手
育成・確保］
　◎社会資本の維持管理に係る
県民意識の醸成

［3　情報通信］
　〇暮らしや産業振興、地域振
興等へのICT利活用の推進
（新たな取組の視点）
・スマート農業など、担い手不
足への対応や収益拡大に向けた
ＩＣＴ利活用の推進
・行政保有データのオープン
データ化の推進及びデータの利
活用支援
・マイナンバーカードを活用し
た行政サービスの向上及び民間
での利活用推進

［4　公共交通］
　〇全県的な公共交通マネジメ
ントの的確な実施
（新たな取組の視点）
・持続可能なバス等地域公共交
通ﾈｯﾄﾜｰｸの構築・運営
　〇三セク鉄道路線の維持・確
保
（新たな取組の視点）
・ＪＲ山田線（宮古－釜石）間
の円滑な経営移管、安定経営支
援

［5　科学技術］
○国際リニアコライダー（ILC)の実現による
イノベーションの創出
（新たな取組の視点）
　・居住環境、医療、教育等の分野における
外国人研究者の受入環境整備
　・地域のものづくり産業の加速器関連分野
への参入促進

［1　児童生徒の教育・人づくり］
　〇豊かな心の育成
（新たな取組の視点）
・政治的教養や社会の諸問題に
ついて考える授業等の拡充
　〇学校・家庭・地域の連携・
協働の推進
　〇いわての復興教育の推進
　〇グローカルな視点を持った
人材の育成
　〇教育の機会の確保
（新たな取組の視点）
・ＩＬＣ誘致を踏まえた外国人
児童生徒の受入れ体制の整備
　〇安全で安心な教育環境の確
保
　
［2　生涯学習・地域課題解決］
◎地域課題解決に向けた取組
　〇社会教育の充実と生涯を通
じた学びの環境づくり
（新たな取組の視点）
・障がい者のサテライト授業等
による遠隔地域での学習の推進
　〇産学官の連携強化
（新たな取組の視点）
・産学官それぞれの強みを生か
した重層的な連携
　〇首都圏大学との連携強化
（新たな取組の視点）
・首都圏大学の知を活用した地
域課題解決に向けた取組や、人
的交流の促進による新たな人の
流れの創出
　〇大学・自治体・企業等が一
体となった若者定着への支援
（新たな取組の視点）
・大学と企業及び学生と企業と
のマッチング機会の充実
　〇地域を牽引する専門人材育
成
（新たな取組の視点）
・海外の大学とも連携したグ
ローバルな教育機会の活用

［3　多文化理解・国際交流］
◎地域における国際交流拠点の
活発化
（新たな取組の視点）
・県、市町村、県・市町村国際
交流協会における意識共有と連
携強化
◎国際交流・多文化共生の取組
による地域の振興
◎県全体の知識・経験の蓄積に
よる活動の更なる活発化
（新たな取組の視点）
・関係機関による地域課題・先
進事例の共有やネットワーク構
築による外国人へのワンストッ
プ対応の仕組みの構築

［1　防災］
　〇地域の安全を地域が守る体制の整備（共助）

［2　防犯・交通安全］
◎治安基盤の強化
◎県民の防犯意識の高揚
◎地域における防犯活動の促進
◎少年の非行防止と保護対策の推進
◎交通事故抑止対策の推進
　〇犯罪被害者等に対する支援

［3　消費生活・動物愛護］
　〇消費者施策の推進
　〇地域に根ざした食育の推進
(新たな取組の視点)
・関係団体と協働した食育推進の取組展開
　〇水道事業の広域連携による基盤強化
（新たな取組の視点）
・人口減少に伴う水需要(水道料金)の減少による小
規模水道事業者の経営悪化への対応
　〇適正な管理による健全な水道施設の保持
（新たな取組の視点）
・計画的な水道施設の更新及び大規模災害に備えた
耐震化の促進
　〇生活衛生同業組合の機能強化及び組織の活性化
（新たな取組の視点）
・生活衛生関係営業の衛生水準の向上・確保及び地
域活性化
　〇（公財）岩手県生活衛生営業指導センターの活
動基盤の強化
（新たな取組の視点）
・生活衛生同業組合全体の意識向上及び行政との活
動連携の推進
　〇多角化する生活衛生関係営業に対する衛生水準
の向上・確保
（新たな取組の視点）
・出張理美容や多角化する宿泊業に対する衛生水準
の向上・確保
　〇県民の動物愛護思想の高揚
(新たな取組の視点)
・動物愛護週間行事の開催と学校等と連携したいの
ちの教室、ふれあい授業の実施
　〇適正飼養及び飼主のいない猫対策の推進
(新たな取組の視点)
・終生飼養及び繁殖制限措置の普及啓発
　〇収容動物の生存の機会の拡大
(新たな取組の視点)
・収容動物の返還・譲渡の仕組みの構築
　〇人獣共通感染症対策
(新たな取組の視点)
・人獣共通感染症の検査施設の整備
　〇災害時の動物救護
(新たな取組の視点)
・資材の備蓄、同行避難訓練の実施、被災者の動物
継続飼養支援

［4　地域コミュニティ・NPO活動支援］
◎地域コミュニティ活動支援に取り組む市町村支援
◎持続可能な地域コミュニティ活動モデルの創出
◎地域づくりの担い手の育成と活動の強化
◎「多様な主体の連携・協働の取組」の拡大と定着
に向けた普及啓発・仕組みづくり
◎「多様な主体の連携・協働の取組」を担うＮＰＯ
への支援機能の充実
◎移住希望者層に訴求力の高い情報発信
◎多様な主体と連携した受入れ体制の強化
◎移住定住に取り組む市町村支援

［5　若者・女性活躍支援］
◎個性・主体性を尊重した「人づくり」
◎健全な青少年を育む「地域づくり」
◎青少年を事件・事故から守る「環境づくり」
◎若者の活躍への支援
◎東日本大震災津波からの復興と防災における男女
共同参画の推進
◎女性の活躍支援
◎男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備
◎女性に対する暴力の根絶と女性の健康支援

9
コミュニ

ティ

［1 健康・医療］
   〇自殺対策の推進
　〇こころのケア活動の推
進

［2 子育て］
　〇若者が家庭や子育てに
希望を持てる環境の整備
　〇安全・安心な出産環境
など親と子の健康づくりの
充実
　〇子育て家庭への支援
　〇遊びの提供を通じた子
どもの健やかな成長支援
　〇児童虐待のない地域づ
くりに向けた体制や連携の
強化
　〇家庭環境に恵まれず社
会的養護を必要とする子ど
もたちへの支援
　〇子どもの貧困対策
　〇障害児の療育支援、家
族の支援
　〇被災した子どもたちの
こころのケア

［3　地域福祉］
◎生活支援の仕組みづくり
◎安全・安心のセーフティ
ネットづくり

[4 高齢者福祉］
◎高齢者が住み慣れた地域
で安心して生活し続けるこ
とができる環境の構築

[5 障がい福祉］
◎障がい者が必要なサービ
スを利用しながら安心して
生活ができる環境の構築
　〇引きこもりの支援
（新たな取組の視点）
・引きこもり者に対する支
援

［1農業　2林業　3水産業】
　〇地域の核となる経営体の育
成
　〇生産性・市場性の高い産地
づくりの推進
　〇地域協働による地域資源の
維持・継承と生産活動の継続
（新たな取組の視点）
・集落営農組織と自治組織との
協働による地域運営組織の活動
支援
　〇農山漁村ビジネスの振興と
交流人口の拡大

［1　低炭素社会構築］
　〇再生可能エネルギーの導
入促進
　〇低炭素社会に向けた次世
代技術の活用・普及
（新たな取組の視点）
・地域における次世代自動車
（ EV、 FCV等）の導入促進
・水素エネルギーの利活用
・スマートグリッド化の推進

［3　環境保全］
　〇水と緑を守る取組の推進
　〇環境学習の推進と県民等
との連携・協働の取組の促進
　〇環境負荷低減への自主的
取組の促進
　〇豊かな自然との共生
　〇自然とのふれあいの促進
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Ⅰ　医療・子育て・福祉 Ⅱ　産業・観光・雇用 Ⅲ　農林水産業 Ⅳ　環境 Ⅴ　県民生活・防災 Ⅵ　教育・人づくり Ⅶ　文化・スポーツ Ⅷ　社会資本
　　　政策の柱

幸福要素

［1農業　2林業　3水産業］
　○地域の核となる経営体（農
業、林業、水産業）の育成
（新たな取組の視点）
・子育て世代が経営に参画しや
すいソフトやハード面の環境整
備
　〇生産性・市場性の高い産地
づくりの推進

［3　環境保全］
　〇環境学習の推進と県民等
との連携・協働の取組の促進

10 子育て

［1　健康・医療］
　〇医療を担う人づくり
　〇質の高い医療が受けら
れる体制の整備（周産期医
療）
　〇質の高い医療が受けら
れる体制の整備（小児医
療）
　〇生活習慣病予防等の推
進

［2　子育て］
◎若者が家庭や子育てに希
望を持てる環境の整備
◎子育て家庭への支援
◎遊びの提供を通じた子ど
もの健やかな成長支援
◎安全・安心な出産環境な
ど親と子の健康づくりの充
実
◎子どもの貧困対策
◎障害児の療育支援、家族
の支援
　〇児童虐待のない地域づ
くりに向けた体制や連携の
強化

［4　中小企業、雇用・労働］
　〇企業における雇用・労働環境整備の促進

［5　科学技術］
○国際リニアコライダー（ILC)の実現による
イノベーションの創出
（新たな取組の視点）
　・居住環境、医療、教育等の分野における
外国人研究者の受入環境整備

［2　防犯・交通安全］
　〇治安基盤の強化
　〇県民の防犯意識の高揚
　〇地域における防犯活動の促進
　〇少年の非行防止と保護対策の推進
　〇交通事故抑止対策の推進

［3　消費生活・動物愛護］
　〇地域に根ざした食育の推進
(新たな取組の視点 )
・関係団体と協働した食育推進の取組展開
　〇県民の動物愛護思想の高揚
(新たな取組の視点 )
・動物愛護週間行事の開催と学校等と連携したいの
ちの教室、ふれあい授業の実施

［4　地域コミュニティ・NPO活動支援］
　〇地域コミュニティ活動支援に取り組む市町村支
援
（新たな取組の視点）
・広域振興局と一体となった市町村支援体制の強化
　〇持続可能な地域コミュニティ活動モデルの創出
　〇地域づくりの担い手の育成と活動の強化
　〇「多様な主体の連携・協働の取組」の拡大と定
着に向けた普及啓発・仕組みづくり
　〇「多様な主体の連携・協働の取組」を担うＮＰ
Ｏへの支援機能の充実

［5　若者・女性活躍支援］
　〇個性・主体性を尊重した「人づくり」
　〇健全な青少年を育む「地域づくり」
　〇青少年を事件・事故から守る「環境づくり」
　〇若者の活躍への支援
　〇東日本大震災津波からの復興と防災における男
女共同参画の推進
　〇女性の活躍支援
　〇男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備

［1　児童生徒の教育・人づくり］
◎教育費負担の軽減による修学
の支援
（新たな取組の視点）
・授業料等教育費の軽減等によ
る家計負担の軽減
　〇学校・家庭・地域の連携・
協働の推進
　〇教育の機会の確保
（新たな取組の視点）
・ＩＬＣ誘致を踏まえた外国人
児童生徒の受入れ体制の整備
　〇私立学校の特色ある教育の
支援
　〇私立学校教職員の安定した
労働環境の整備
（新たな取組の視点）
・私立学校教職員の働き方改革
の推進

［2　生涯学習・地域課題解決］
　〇産学官の連携強化
（新たな取組の視点）
・産学官それぞれの強みを生か
した重層的な連携
　〇地域課題解決に向けた取組

［3　多文化理解・国際交流］
　〇国際交流・多文化共生の取
組による地域の振興

［1　文化芸術振興］
　〇岩手に根付いた文化芸術の
振興
　〇新しい文化芸術の創造
（新たな取組の視点）
・新しい文化芸術創造の場づく
り
・メディア芸術等の新しい文化
芸術の振興
　〇アール・ブリュットの振興
（新たな取組の視点）
・アール・ブリュットに対する
県民の理解増進
・芸術活動に取り組む障がい者
等への活動支援
　〇文化芸術による地域活性化

［2　スポーツ振興］
　〇県民がスポーツに親しむ機
会の充実
　〇障がい者スポーツの振興
　〇スポーツによる地域活性化

［1　社会資本整備・基盤づくり］
　〇日常を支える安全な道づく
りの推進
　〇環境に配慮し快適で豊かに
暮らせる居住環境づくりの推進

［3　情報通信］
　〇暮らしや産業振興、地域振
興等へのICT利活用の推進
（新たな取組の視点）
・マイナンバーカードを活用し
た行政サービスの向上及び民間
での利活用推進

［4　公共交通］
　〇全県的な公共交通マネジメ
ントの的確な実施
（新たな取組の視点）
・持続可能なバス等地域公共交
通ﾈｯﾄﾜｰｸの構築・運営
　〇三セク鉄道路線の維持・確
保
（新たな取組の視点）
・ＪＲ山田線（宮古－釜石）間
の円滑な経営移管、安定経営支
援
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Ⅰ　医療・子育て・福祉 Ⅱ　産業・観光・雇用 Ⅲ　農林水産業 Ⅳ　環境 Ⅴ　県民生活・防災 Ⅵ　教育・人づくり Ⅶ　文化・スポーツ Ⅷ　社会資本
　　　政策の柱

幸福要素

［1　健康・医療］
　〇生活習慣病予防等の推進
　〇自殺対策の推進

［2　子育て］
◎子どもの貧困対策
　〇遊びの提供を通じた子
どもの健やかな成長支援

［1　ものづくり産業］
　〇ものづくり産業人材の育成

［4　中小企業、雇用・労働］
　〇人材の確保と若年者の就業支援
（新たな取組の視点）
・Ｕ・Ｉターンに関する相談対応や職業紹
介、県内企業の情報発信や就職情報サイト活
用支援
・ふるさといわて定住財団が行う就職面接会
やＵ・Ｉターンフェアと連携し、県内企業の
採用活動を支援

［5　科学技術］
○次代を担う人材の育成・確保
（新たな取組の視点）
・大学発ベンチャーの起業化を促進するシス
テムの構築
○研究開発への資金支援
○イノベーションの創出に向けた産学官連携
（新たな取組の視点）
・国内外の研究機関や企業とをつなぐ国際的
なコーディネーター人材の育成
○国際リニアコライダー（ILC)の実現による
イノベーションの創出
（新たな取組の視点）
　・居住環境、医療、教育等の分野における
外国人研究者の受入環境整備
　・地域のものづくり産業の加速器関連分野
への参入促進

［1農業　2林業　3水産業］
　〇農山漁村ビジネスの振興と
交流人口の拡大

［4　流通］
　〇生産者と消費者の結びつき
を深めた地産地消の推進

［1　防災］
　〇県民が自らの身を自らが守る意識の醸成（自
助）
　〇実効的な防災・減災体制の整備（公助）
(新たな取組の視点 )
・災害発生時に被害を未然に防止又は最小化するた
め、地域防災計画の見直しや訓練等を実施

［2　防犯・交通安全］
◎犯罪被害者等に対する支援
　〇県民の防犯意識の高揚
　〇地域における防犯活動の促進
　〇少年の非行防止と保護対策の推進
　〇性犯罪・性暴力被害者に対する支援
　〇交通事故抑止対策の推進

［3　消費生活・動物愛護］
◎消費者施策の推進
◎地域に根ざした食育の推進
（新たな取組の視点 )
・関係団体と協働した食育推進の取組展開
　〇食品に関する信頼の向上と県民理解の増進
(新たな取組の視点 )
・食の安全安心推進計画の進捗管理
・ＨＰやリスクコミュニケーションによる正しい知
識の普及啓発
・食品表示法に基づく点検指導
　〇県民の動物愛護思想の高揚
(新たな取組の視点 )
・動物愛護週間行事の開催と学校等と連携したいの
ちの教室、ふれあい授業の実施
　〇適正飼養及び飼主のいない猫対策の推進
(新たな取組の視点 )
・終生飼養及び繁殖制限措置の普及啓発
　〇収容動物の生存の機会の拡大
　〇人獣共通感染症対策
　〇災害時の動物救護

［4　地域コミュニティ・NPO活動支援］
　〇「多様な主体の連携・協働の取組」の拡大と定
着に向けた普及啓発・仕組みづくり
　〇「多様な主体の連携・協働の取組」を担うＮＰ
Ｏへの支援機能の充実

［5　若者・女性活躍支援］
◎個性・主体性を尊重した「人づくり」
◎健全な青少年を育む「地域づくり」
◎青少年を事件・事故から守る「環境づくり」
　〇若者の活躍への支援
　〇女性に対する暴力の根絶と女性の健康支援

11 教育

［1　文化芸術振興］
　〇岩手に根付いた文化芸術の
振興
　〇新しい文化芸術の創造
（新たな取組の視点）
・新しい文化芸術創造の場づく
り
・メディア芸術等の新しい文化
芸術の振興
　〇アール・ブリュットの振興
（新たな取組の視点）
・アール・ブリュットに対する
県民の理解増進
・芸術活動に取り組む障がい者
等への活動支援
　〇世界文化遺産の価値・理念
の普及及び新規・拡張登録の推
進
　〇文化芸術による地域活性化
（新たな取組の視点）
・国内外に向けた本県の文化芸
術の魅力発信
・文化芸術を生かした交流人口
拡大

［2　スポーツ振興］
　〇県民がスポーツに親しむ機
会の充実
　〇競技力向上とトップアス
リートの育成
　〇障がい者スポーツの振興
　〇スポーツ医・科学サポート
の推進
　〇スポーツによる地域活性化

［1　社会資本整備・基盤づくり］
　〇日常を支える安全な道づくりの
推進
［3　情報通信］
　〇暮らしや産業振興、地域振
興等へのICT利活用の推進
（新たな取組の視点）
・スマート農業など、担い手不
足への対応や収益拡大に向けた
ＩＣＴ利活用の推進
・行政保有データのオープン
データ化の推進及びデータの利
活用支援
・マイナンバーカードを活用し
た行政サービスの向上及び民間
での利活用推進

［4　公共交通］
　〇全県的な公共交通マネジメ
ントの的確な実施
（新たな取組の視点）
・持続可能なバス等地域公共交
通ﾈｯﾄﾜｰｸの構築・運営
　〇三セク鉄道路線の維持・確
保
（新たな取組の視点）
・ＪＲ山田線（宮古－釜石）間
の円滑な経営移管、安定経営支
援

［1　児童生徒の教育・人づくり］
◎確かな学力の育成（全国の学
力水準中位以上の維持）
（新たな取組の視点）
・新学習指導要領に基づく教育
課程の編成（道徳教科、小学校
英語、プログラミング教育）
・新規導入の大学入学共通テス
トへの対応
◎豊かな心の育成
（新たな取組の視点）
・政治的教養や社会の諸問題に
ついて考える授業等の拡充
◎健やかな体の育成
◎高等教育機関との連携
◎特別支援教育の充実
◎学校・家庭・地域の連携・協
働の推進
◎いわての復興教育の推進
◎キャリア教育・県内定着の推
進
◎ＩＣＴを活用した人材の育成
◎ライフプランニング教育の推
進
（新たな取組の視点）
・関係機関との連携によるライ
フデザイン構築への支援
◎グローカルな視点を持ち岩手
と世界をつなぐ人材の育成
（新たな取組の視点）
・英語力の取得に向けた指導改
善ツール（英検IBA）の活用
◎イノベーションを牽引する人
材の育成
（新たな取組の視点）
・科学技術やモノづくりに対す
る関心を高めるための理科・数
学の探究活動の充実
◎教育の機会の確保
（新たな取組の視点）
・ＩＬＣ誘致を踏まえた外国人
児童生徒の受入れ体制の整備
◎学校指導体制の整備
（新たな取組の視点）
・教員育成指標に基づく教員の
人材確保、資質向上
・部活動の適正な運営に向けた
指導員の活用
◎安全で安心な教育環境の確保
◎文化芸術の振興を通じた人材
の育成
◎私立学校の特色ある教育の支
援
◎教育費負担の軽減による修学
の支援
（新たな取組の視点）
・授業料等教育費の軽減等によ
る家計負担の軽減
◎私立学校の耐震化の支援
（新たな取組の視点）
・私立学校の耐震診断・耐震改
修等の促進
　〇私立学校教職員の安定した
労働環境の整備
（新たな取組の視点）
・私立学校教職員の働き方改革
の推進

［1　低炭素社会構築］
　〇地球温暖化対策の推進
　〇再生可能エネルギーの導
入促進
　〇低炭素社会に向けた次世
代技術の活用・普及
（新たな取組の視点）
・地域における次世代自動車
（ EV、 FCV等）の導入促進
・水素エネルギーの利活用
・スマートグリッド化の推進
　〇気候変動適応策の推進

［2　循環型地域社会形成］
　〇廃棄物の発生抑制を第一
とする３Ｒの促進

［3　環境保全］
◎環境学習の推進と県民等と
の連携・協働の取組の促進
　〇水と緑を守る取組の推進
　〇豊かな自然との共生
　〇自然とのふれあいの促進
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Ⅰ　医療・子育て・福祉 Ⅱ　産業・観光・雇用 Ⅲ　農林水産業 Ⅳ　環境 Ⅴ　県民生活・防災 Ⅵ　教育・人づくり Ⅶ　文化・スポーツ Ⅷ　社会資本
　　　政策の柱

幸福要素

教育
（続き）

11

［2　生涯学習・地域課題解決］
◎社会教育の充実と生涯を通じ
た学びの環境づくり
（新たな取組の視点）
・障がい者のサテライト授業等
による遠隔地域での学習の推進
◎産学官の連携強化
（新たな取組の視点）
・産学官それぞれの強みを生か
した重層的な連携
◎首都圏大学との連携強化
（新たな取組の視点）
・首都圏大学の知を活用した地
域課題解決に向けた取組や、人
的交流の促進による新たな人の
流れの創出
◎県内高等教育機関の魅力発信
（新たな取組の視点）
・研究内容、特徴的な取組、就
職先等について高校生、保護者
等への情報発信
◎地域を牽引する専門人材育成
（新たな取組の視点）
・ 海外の大学とも連携したグ
ローバルな教育機会の活用
　〇大学・自治体・企業等が一
体となった若者定着への支援
（新たな取組の視点）
・大学と企業及び学生と企業と
のマッチング機会の充実
　〇地域課題解決に向けた取組

［3　多文化理解・国際交流］
　〇地域における国際交流拠点
の活発化
　〇国際交流・多文化共生の取
組による地域の振興
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Ⅰ　医療・子育て・福祉 Ⅱ　産業・観光・雇用 Ⅲ　農林水産業 Ⅳ　環境 Ⅴ　県民生活・防災 Ⅵ　教育・人づくり Ⅶ　文化・スポーツ Ⅷ　社会資本
　　　政策の柱

幸福要素

［1　文化芸術振興］
◎岩手に根付いた文化芸術の振
興
◎新しい文化芸術の創造
（新たな取組の視点）
・新しい文化芸術創造の場づく
り
・メディア芸術等の新しい文化
芸術の振興
◎アール・ブリュットの振興
（新たな取組の視点）
・アール・ブリュットに対する
県民の理解増進
・芸術活動に取り組む障がい者
等への活動支援
◎世界文化遺産の価値・理念の
普及及び新規・拡張登録の推進
　〇文化芸術による地域活性化
（新たな取組の視点）
・国内外に向けた本県の文化芸
術の魅力発信
・文化芸術を生かした交流人口
拡大

［2　スポーツ振興］
◎競技力向上とトップアスリー
トの育成
◎スポーツ医・科学サポートの
推進
　〇県民がスポーツに親しむ機
会の充実
　〇障がい者スポーツの振興
　〇スポーツによる地域活性化

歴史・文
化

12

［1　社会資本整備・基盤づくり］
　〇快適で魅力あるまちづくり
の推進

［3　情報通信］
　〇暮らしや産業振興、地域振
興等へのICT利活用の推進
（新たな取組の視点）
・行政保有データのオープン
データ化の推進及びデータの利
活用支援

［1　児童生徒の教育・人づくり］
◎文化芸術の振興を通じた人材
の育成
　〇豊かな心の育成
（新たな取組の視点）
・政治的教養や社会の諸問題に
ついて考える授業等の拡充
　〇岩手の復興教育の推進
　〇キャリア教育・県内定着の
推進
　〇グローカルな視点を持ち岩
手と世界をつなぐ人材の育成

［2　生涯学習・地域課題解決］
　〇産学官の連携強化
（新たな取組の視点）
・産学官それぞれの強みを生か
した重層的な連携
　〇地域課題解決に向けた取組

［3　多文化理解・国際交流］
◎地域における国際交流拠点の
活発化
（新たな取組の視点）
・県、市町村、県・市町村国際
交流協会における意識共有と連
携強化
◎国際交流・多文化共生の取組
による地域の振興
◎県全体の知識・経験の蓄積に
よる活動の更なる活発化
（新たな取組の視点）
・関係機関による地域課題・先
進事例の共有やネットワーク構
築による外国人へのワンストッ
プ対応の仕組みの構築

［1　防災］
　〇県民が自らの身を守る意識の醸成（自助）

［3　消費生活・動物愛護］
　〇地域に根ざした食育の推進
(新たな取組の視点 )
・関係団体と協働した食育推進の取組展開
　〇県民の動物愛護思想の高揚
(新たな取組の視点 )
・動物愛護週間行事の開催と学校等と連携したいの
ちの教室、ふれあい授業の実施

［4　地域コミュニティ・NPO活動支援］
　〇地域コミュニティ活動支援に取り組む市町村支
援
　〇持続可能な地域コミュニティ活動モデルの創出
　〇地域づくりの担い手の育成と活動の強化
　〇「多様な主体の連携・協働の取組」の拡大と定
着に向けた普及啓発・仕組みづくり
　〇「多様な主体の連携・協働の取組」を担うＮＰ
Ｏへの支援機能の充実

［5　若者・女性活躍支援］
　〇若者の活躍への支援

［3　環境保全］
　〇環境学習の推進と県民等
との連携・協働の取組の促進
　〇豊かな自然との共生
　〇自然とのふれあいの促進

［1農業　2林業　3水産業］
　〇農山漁村ビジネスの振興と
交流人口の拡大

［4流通］
　〇県産農林水産物のブランド
化等の推進
（新たな取組の視点）
・県産食材や本県の観光、歴
史・文化等を総合的に情報発信
する取扱店の拡大
　〇県産農林水産物の輸出促進
（新たな取組の視点）
・県産食材や本県の観光、歴
史・文化等を総合的に情報発信
する取扱店の拡大
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