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数

所管部局等 所管課室

１　防災の推進

１　防災意識の向上と避難行動の実践 Ｐ．１８

防災に関する普及啓発 1 － 1 － 1 18 危機管理部 危機管理課、災害対策課

「マイ避難」の推進 1 － 1 － 2 18 危機管理部 危機管理課

学校における防災教育の実施 1 － 1 － 3 18 危機管理部、教育庁
危機管理課、災害対策課、義務教育課、特
別支援教育課、健康教育課

防災訓練の促進 1 － 1 － 4 18 危機管理部 災害対策課

震災教訓等の伝承 1 － 1 － 5 18 文化スポーツ局、教育庁 生涯学習課、社会教育課

２　地域防災活動の充実 Ｐ．１８

自主防災組織の活動促進 1 － 2 － 1 18 危機管理部 災害対策課

自主防災組織新規設立の支援 1 － 2 － 2 18 危機管理部 災害対策課

地域防災活動の中心となる人材の育成 1 － 2 － 3 18 危機管理部 災害対策課

災害ボランティアセンター等との連携強化 1 － 2 － 4 18 危機管理部、保健福祉部 災害対策課、社会福祉課

３　消防防災活動の充実 Ｐ．１８

消防団の充実強化に向けた取組 1 － 3 － 1 18 危機管理部 消防保安課

防災機関が連携した各種訓練の実施 1 － 3 － 2 19
危機管理部、保健福祉部、
土木部、警察本部

消防保安課、災害対策課、地域医療課、道
路管理課、河川整備課、砂防課、空港施設
室、災害対策課（県警）

テロ等対応能力の向上に向けた訓練の実施 1 － 3 － 3 19 危機管理部 危機管理課

消防防災ヘリコプターによる消防防災活動の実施 1 － 3 － 4 19 危機管理部 災害対策課

災害派遣医療チーム（DMAT）等の整備 1 － 3 － 5 19 保健福祉部 地域医療課、障がい福祉課

４　防災体制の整備 Ｐ．１９

迅速な避難行動に向けた取組 1 － 4 － 1 19 危機管理部 災害対策課

効果的でわかりやすい防災情報の発信 1 － 4 － 2 19 危機管理部 災害対策課

避難行動要支援者個別避難計画の作成支援 1 － 4 － 3 20 危機管理部、保健福祉部 災害対策課、保健福祉総務課

避難所の運営改善や福祉避難所の機能強化 1 － 4 － 4 20 危機管理部、保健福祉部 災害対策課、保健福祉総務課

避難所における災害派遣福祉チーム（DWAT）の派遣
体制の整備

1 － 4 － 5 20 保健福祉部 社会福祉課

受援体制の整備 1 － 4 － 6 20 危機管理部 災害対策課

市町村等との連携による各種被災者支援制度の運
用

1 － 4 － 7 20
危機管理部、避難地域復興
局

災害対策課、生活拠点課

被災宅地危険度判定士による支援 1 － 4 － 8 20 土木部 都市計画課、まちづくり推進課

被災建築物応急危険度判定士による支援 1 － 4 － 9 20 土木部 建築指導課

２　原子力発電所周辺地域の安全確保の推進

１　原子力発電所の安全監視とALPS処理水への対応 Ｐ．２８

原子力発電所の安全監視 2 － 1 － 1 28 危機管理部 原子力安全対策課

廃炉の進捗状況等の情報提供 2 － 1 － 2 28 危機管理部 原子力安全対策課

ALPS処理水への対応 2 － 1 － 3 28 危機管理部 原子力安全対策課

Ｐ．２８

環境放射能の監視、測定及び公表 2 － 2 － 1 28 危機管理部 放射線監視室

ALPS処理水のモニタリング強化 2 － 2 － 2 28 危機管理部 放射線監視室

３　原子力防災体制の充実・強化 Ｐ．２８

原子力防災訓練 2 － 3 － 1 28 危機管理部 原子力安全対策課

原子力防災資機材の更新 2 － 3 － 2 28 危機管理部 原子力安全対策課

原子力防災研修会の開催 2 － 3 － 3 28 危機管理部 原子力安全対策課、放射線監視室

柱立記号

２　環境放射線モニタリングの実施と体制の充実・分かりやすい情報発信　　

令和５年度の施策推進に向けた具体的取組実績 資料２
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３　防犯の推進

１　防犯意識の向上 Ｐ．３４

防犯に関する情報提供、指導を通じた取組 3 － 1 － 1 34 警察本部 地域企画課

地域安全情報の発信 3 － 1 － 2 34 警察本部 生活安全企画課

子どもの安全教育の充実 3 － 1 － 3 34 教育庁、警察本部
高校教育課、特別支援教育課、健康教育
課、少年女性安全対策課

サイバー犯罪被害防止 3 － 1 － 4 34 警察本部 サイバー犯罪対策課

２　防犯活動の充実 Ｐ．３４

防犯ボランティア活動支援 3 － 2 － 1 34 生活環境部、警察本部 生活環境総務課、生活安全企画課

各主体が連携した地域安全活動の推進 3 － 2 － 2 34 警察本部 生活安全企画課、地域企画課

被災者等による自主防犯組織への支援 3 － 2 － 3 34 警察本部 生活安全企画課

３　防犯環境の整備 Ｐ．３４

地域社会の連携による子どもの安全確保　 3 － 3 － 1 34 教育庁、警察本部
義務教育課、特別支援教育課、健康教育
課、少年女性安全対策課

学校における安全確保 3 － 3 － 2 34 教育庁 高校教育課、特別支援教育課、健康教育課

犯罪が起こりにくい環境整備 3 － 3 － 3 35 警察本部 生活安全企画課

４　防犯体制の整備 Ｐ．３５

地域に密着した警防活動の推進 3 － 4 － 1 35 警察本部 地域企画課

金融強盗、「なりすまし詐欺」等被害の防止 3 － 4 － 2 35 警察本部 生活安全企画課

店舗対象の強盗事件等被害の防止 3 － 4 － 3 35 警察本部 生活安全企画課

４　虐待等対策の推進

１　虐待等防止のための意識の向上 Ｐ．４０

暴力、虐待防止の周知啓発　 4 － 1 － 1 40 保健福祉部、こども未来局 高齢福祉課、障がい福祉課、児童家庭課

障がい者の権利擁護の推進 4 － 1 － 2 40 保健福祉部 障がい福祉課

施設等にける虐待防止対策 4 － 1 － 3 40 保健福祉部、こども未来局 高齢福祉課、障がい福祉課、児童家庭課

２　虐待等の防止体制の強化 Ｐ．４０

関係機関連携によるＤＶ防止対策　 4 － 2 － 1 40 こども未来局 児童家庭課

児童相談所による総合的な支援の強化 4 － 2 － 2 40 こども未来局 児童家庭課

高齢者虐待に関する市町村ネットワークへの支援 4 － 2 － 3 40 保健福祉部 高齢福祉課

障がい者虐待防止ネットワーク構築 4 － 2 － 4 40 保健福祉部 障がい福祉課

３　虐待等の被害者又はその家族等への支援 Ｐ．４０

関係機関連携によるＤＶ被害者支援 4 － 3 － 1 40 こども未来局 児童家庭課

虐待を受けた児童への保護・支援　 4 － 3 － 2 40 こども未来局 児童家庭課

高齢者虐待の被害者等への支援　 4 － 3 － 3 41 保健福祉部 高齢福祉課

５　交通安全の推進

１　交通安全意識の向上 Ｐ．４６

段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 5 － 1 － 1 46
総務部、生活環境部、教育
庁、警察本部

私学・法人課、生活交通課、健康教育課、高
校教育課、交通企画課

住民参加と協働の推進 5 － 1 － 2 46 生活環境部、警察本部 生活交通課、交通企画課

２　交通安全活動の充実 Ｐ．４６

民間団体等の主体的活動の推進 5 － 2 － 1 46 生活環境部、警察本部 生活交通課、交通企画課

交通ボランティア活動支援 5 － 2 － 2 46 生活環境部、警察本部 生活交通課、交通企画課

交通規則遵守の推進 5 － 2 － 3 46 警察本部 交通企画課

３　道路交通環境に配慮した交通安全対策の推進 Ｐ．４６

通学路交通安全プログラムに基づく交通安全対策 5 － 3 － 1 46 土木部 道路整備課

事故分析による事故削減対策 5 － 3 － 2 46
生活環境部、土木部、警察
本部

生活交通課、道路計画課、道路整備課、交
通企画課、交通規制課

地域の特性に応じた交通規制 5 － 3 － 3 46 警察本部 交通規制課

地域住民と連携した「人」優先の道路交通環境整備 5 － 3 － 4 46 土木部、警察本部 道路整備課、交通規制課
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６　医療に関する県民参画等の推進

１　疾病に対する正しい知識の普及啓発 Ｐ．５０

生活習慣病に関する正しい知識の普及啓発 6 － 1 － 1 50 保健福祉部 健康づくり推進課

感染症に対する正しい知識等の普及啓発 6 － 1 － 2 50 保健福祉部 感染症対策課

心の健康や自殺予防に関する知識の普及啓発・相談
支援

6 － 1 － 3 50 保健福祉部 障がい福祉課

認知症に関する理解促進 6 － 1 － 4 50 保健福祉部 高齢福祉課

２　献血等医療提供に関する県民参加の促進 Ｐ．５０

献血運動の普及啓発　 6 － 2 － 1 50 保健福祉部 薬務課

骨髄バンクやアイバンクドナー登録の促進 6 － 2 － 2 50 保健福祉部 地域医療課

３　行政と医療関係団体との連携の強化 Ｐ．５０

医療提供体制の構築 6 － 3 － 1 50 保健福祉部 地域医療課

関係機関連携による献血の促進 6 － 3 － 2 50 保健福祉部 薬務課

市町村との連携強化 6 － 3 － 3 50 保健福祉部 障がい福祉課

４　東日本大震災・原子力災害の影響を踏まえた健康管理 Ｐ．５１

放射線の影響に対する健康管理 6 － 4 － 1 51 保健福祉部 県民健康調査課

被災者の心のケア 6 － 4 － 2 51
総務部、保健福祉部、こど
も未来局

私学・法人課、社会福祉課、障がい福祉課、
児童家庭課

児童生徒の望ましい運動習慣や食習慣の確立 6 － 4 － 3 51 教育庁 健康教育課

７　食品の安全確保の推進

１　県民の食品の安全確保に関する意識の向上 Ｐ．５６

食の安全に関する情報の共有と普及啓発の推進 7 － 1 － 1 56
生活環境部、保健福祉部、
農林水産部

消費生活課、食品生活衛生課、環境保全農
業課、林業振興課

食の安全に関するリスクコミュニケーションの促進 7 － 1 － 2 56 保健福祉部、農林水産部 食品生活衛生課、農林企画課

食育の推進 7 － 1 － 3 56
保健福祉部、農林水産部、
教育庁

健康づくり推進課、農産物流通課、健康教育
課

２　食品の安全対策の強化 Ｐ．５６

ふくしまHACCPの導入普及に関する取組 7 － 2 － 1 56 保健福祉部 食品生活衛生課

流通・販売段階における監視・指導の強化 7 － 2 － 2 56 保健福祉部、農林水産部
食品生活衛生課、環境保全農業課、農産物
流通課

食の安全を確保するための検査体制の充実・強化 7 － 2 － 3 56 保健福祉部、教育庁 食品生活衛生課、薬務課、健康教育課

関係機関との連携強化 7 － 2 － 4 56
生活環境部、保健福祉部、
農林水産部

消費生活課、食品生活衛生課、環境保全農
業課

３　食品中の放射性物質対策への取組 Ｐ．５６

放射性物質測定の実施と測定結果の発信 7 － 3 － 1 56
生活環境部、保健福祉部、
商工労働部、農林水産部、
教育庁

消費生活課、食品生活衛生課、産業振興
課、環境保全農業課、農産物流通課、畜産
課、林業振興課、健康教育課

放射性物質対策の情報共有とリスクコミュニケーショ
ンの促進

7 － 3 － 2 56
生活環境部、保健福祉部、
農林水産部

消費生活課、食品生活衛生課、農産物流通
課、林業振興課

８　生活環境の保全

１　生活環境保全に関する意識の向上 Ｐ．６０

水・大気環境に関する普及啓発 8 － 1 － 1 60 生活環境部 水・大気環境課

廃棄物等の適正処理推進に向けた普及啓発 8 － 1 － 2 60 生活環境部 一般廃棄物課、産業廃棄物課

地球温暖化対策等に向けた意識啓発 8 － 1 － 3 60 生活環境部 環境共生課

環境教育の充実と指導者の育成 8 － 1 － 4 60 生活環境部 生活環境総務課

２　環境保全対策の強化（監視、調査を含む） Ｐ．６０

工場・事業場に対する監視の強化 8 － 2 － 1 60 生活環境部 水・大気環境課

産業廃棄物の適正処理推進や不法投棄対策の実施 8 － 2 － 2 60 生活環境部 産業廃棄物課

県民総ぐるみの地球温暖化対策 8 － 2 － 3 60 生活環境部 環境共生課

３　生活環境保全のための体制の整備 Ｐ．６０

事故発生時の対応 8 － 3 － 1 60 生活環境部 水・大気環境課

市町村の取組支援 8 － 3 － 2 61 生活環境部 一般廃棄物課、産業廃棄物課

不法投棄広域化への対応 8 － 3 － 3 61 生活環境部 産業廃棄物課

参加と連携・協働による環境保全活動の推進 8 － 3 － 4 61 生活環境部 環境共生課

事業者等への支援 8 － 3 － 5 61 商工労働部 経営金融課

４　放射性物質に対する正しい知識の普及と環境汚染からの回復 Ｐ．６１

環境放射線モニタリングの実施 8 － 4 － 1 61 危機管理部、生活環境部 放射線監視室、自然保護課

除染等の着実な実施 8 － 4 － 2 61 生活環境部 中間貯蔵・除染対策課

中間貯蔵施設の安全確保 8 － 4 － 3 61 生活環境部 中間貯蔵・除染対策課

放射線教育の推進 8 － 4 － 4 61 教育庁 義務教育課
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９　消費者の安全確保の推進

１　消費者の安全意識の向上 Ｐ．６６

消費者への情報提供 9 － 1 － 1 66 生活環境部 消費生活課

世代ごとの特性に応じた消費者教育・啓発の実施 9 － 1 － 2 66 生活環境部 消費生活課

情報活用能力の向上 9 － 1 － 3 66
企画調整部、こども未来
局、教育庁

デジタル変革課、こども・青少年政策課、高
校教育課、義務教育課

消費者団体の育成 9 － 1 － 4 66 生活環境部 消費生活課

２　消費者のための安全対策の強化 Ｐ．６６

不当表示・取引に対する事業者への指導 9 － 2 － 1 66 生活環境部 消費生活課

安全三法に基づく販売事業者への立入検査の実施 9 － 2 － 2 66 生活環境部 消費生活課

消費者事故等に関する情報の周知 9 － 2 － 3 66 生活環境部 消費生活課

福島県消費者安全確保地域協議会の開催及び情報
共有

9 － 2 － 4 66 生活環境部 消費生活課

市町村における消費者安全確保地域協議会の設置
や消費生活協力員・協力団体の活用に向けた支援

9 － 2 － 5 66 生活環境部 消費生活課

３　消費者被害の防止と救済 Ｐ．６６

県消費生活センターの相談対応機能強化 9 － 3 － 1 66 生活環境部 消費生活課

市町村相談窓口の充実等の支援 9 － 3 － 2 67 生活環境部 消費生活課

製品事故の原因調査 9 － 3 － 3 67 生活環境部 消費生活課
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１　防災の推進
じ

指標番号 指標名 現況値
令和６年度

目標値

(1) 防災意識の向上と避難行動の実践

　1-1-1 防災に関する普及啓発

　Ｒ４年度に公表した地震・津波被害想定調査
調査結果の概要版（リーフレット）や啓発用資料
を活用するなど、市町村と協力して調査結果等
を広く周知することで、県民一人一人の防災に
対する意識付けを図る。

地震・津波被害想定
調査結果活用震災対
策事業

  Ｒ４年度に公表した被害想定調
査結果を一人でも多くの方に
知ってもらい、感震ブレーカーの
設置や家具の固定など一人一人
が事前に対策することによって、
その被害を減らすことが出来る
ことを知ってもらい防災意識の
向上及び事前の対策強化を図
る。

①防災セミナー７回、②防災出前講座16
回、③自主防リーダー研修会２回、④市町村
防災訓練５回、⑤道の駅イベント６回、⑥そ
の他イベント６回に参加し、住民の防災意識
向上に取り組んだ。

特になし
＜Ｒ６年度の状況＞
  規模・内容・手法を維持して継続

地震・津波被害想定
調査結果活用震災対
策事業

－
危機管理

部
災害対策課

　1-1-2 「マイ避難」の推進

　1-1-3 学校における防災教育の実施

　主に災害リスクエリアに所在する小中学校や
被災地域を対象とした防災出前講座を実施し、
地域防災力の向上を促す。

そなえるふくしま防
災事業（再掲）

　そなえるふくしまノートやマイ避
難ノートなどを活用した出前講座
を開催し、県民に対して、「東日本
大震災の風化防止」及び「防災意
識の向上」に資する防災啓発の取
組を実施する。

防災出前講座受講者数　3,701人

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　災害が激甚化・頻発化していることから、より多くの県
民に対して、広く防災啓発を行い防災意識を高めて災
害発生時の適切な避難行動につなげていく必要があ
る。
　防災VRや防災アプリを活用して、マイ避難を促進する
など出前講座等の啓発効果をより高め、防災意識の深
化を図る。

そなえるふくしま防
災事業

1-10

大規模災害に備え
て、避難場所の確認
や食料の備蓄などを
行っていると回答し
た県民の割合

42.8% 64%
危機管理

部
危機管理課

　高校生向けの啓発として、Ｒ４年度に公表し
た地震・津波被害想定調査に係る啓発資料を
活用するとともに、要望に応じて職員を派遣し
て説明を行う。

－

　Ｒ４年度に公表した被害想定調
査結果を一人でも多くの方に
知ってもらい、感震ブレーカーの
設置や家具の固定など一人一人
が事前に対策することによって、
その被害を減らすことが出来る
ことを知ってもらい防災意識の
向上及び事前の対策強化を図
る。

　Ｒ４年11月25日に公表した福島県地震・
津波被害想定調査結果に基づき、高校生向
けの啓発リーフレットを作成した。その上で
教育庁関係機関に対して授業等での活用を
依頼するとともに、出前講座の実施周知を
行った。

　教育庁関係機関からの出前講座の依頼
が無かった。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
　教育庁関係機関からの要望が見込まれない場合は、
各種イベント等を通して学生に対しても周知啓発を行
う。

－ －
危機管理

部
災害対策課

　各学校において、避難訓練や教科横断的な取
組等により、防災教育の充実を図るよう促す。
　児童生徒への防災教育が充実するよう、学校
安全指導者養成研修会を実施する。（３地区）

学校安全教室推進事
業（健康）

　県内学校の安全教育担当者を
対象に効果的な安全対策の在り
方について研修を行う。（健康）

　福島県学校安全指導者養成研修会を実施
した。（10/4会津地区、10/5県中、
10/24南会津地区）（健康）

－

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　Ｒ５年度は生活安全の内容を中心に研修を行ったが、
Ｒ６年度は交通安全の内容を中心に研修を行う。（健康）
　各学校において、避難訓練や教科横断的な取組等に
より、防災教育の充実を図るよう促す。

学校安全教室推進事
業（健康）

－ 教育庁

義務教育課
特別支援教育
課
健康教育課

2

　「ふくしまマイ避難ノート」や
「マイ避難シート作成専用サイ
ト」等を活用して、災害を自分
ごとと捉え、日頃から適切な避
難行動を考える「マイ避難」の
定着・実践に向けた啓発活動に
取り組みます。

　「災害の被害の大きさ」や「命を守るための避
難の必要性」を県民に浸透させ、マイ避難の定
着を図るため、各種媒体を用いた啓発を実施
するとともに、子育て世代を中心とした災害に
関する様々な「体験」ができる総合防災イベント
を昨年度より規模を拡大して開催する。また、
マイ避難推進員を雇用し、災害リスクエリアに
居住する住民に対し講習会を開催して、マイ避
難シートの作成の促進を行う。加えて、マイ避
難シートを作成できる防災アプリの開発などに
より防災意識の高揚、防災行動の「実践」につ
なげていく。

災害からいのちを守
る啓発事業

3

　防災をテーマとした学校行事
や授業において、自然災害発生
のメカニズムや本県の災害リス
ク、災害時の正しい行動、負傷
者に対する応急処置について
学ぶことにより、防災を身近な
問題として認識させ、危険を予
測し、自らの判断で行動できる
よう取組を進めます。

そなえるふくしま防
災事業

施策推進に向けた具体的取
組

No.

　主に災害リスクエリアに所在する小中学校や
被災地域を対象とした防災出前講座を実施し、
地域防災力の向上を促す。
　また、小学生の家族を対象とした「家族で学
ぶ防災セミナー」を実施７方部各１回）するとと
もに危機管理センターの見学者に対し、講座等
を通じて防災意識の高揚を図る。
　さらに、東日本大震災や令和元年東日本台風
等の特徴や被害状況を再現したVR映像を制
作・一般公開し、自然災害への備えを促すとと
もに、「そなえるふくしまノート」の「点字版」「大
活字版」「音声読み上げ版」を作成し、障がいに
配慮した防災啓発に資する取組を行う。

取組に関わる事業
名

危機管理課

災害に備えて、自分
（自宅）の避難計画を
作成していると答え
た県民の割合

9.5%
16.34%以

上
危機管理

部

関連指標
令和５年度取組内容

　そなえるふくしまノートやマイ避
難ノートなどを活用した出前講座
やセミナーを開催するとともに、
「福島県オリジナル防災VR映像」
及び「障がい者用防災啓発資材」
を制作し、県民に対して、「東日本
大震災の風化防止」及び「防災意
識の向上」に資する防災啓発の取
組を実施する。

（１）防災啓発の実施
　①危機管理センター施設見学での防災講
座受講者数　1,467人
　②家族で学ぶ防災セミナー参加者数　７回
144人
　③防災出前講座受講者数　3,701人
（２）福島県オリジナル防災VR映像制作・一
般公開
　①「地震・津波編」「水害・土砂災害編」（令
和６年３月完成）
　②福島県公式YouTubeで一般公開（令
和６年３月22日公開・完成発表会実施）
（３）障がい者用防災啓発資材の制作
　①そなえる・ふくしまノート（令和６年３月
完成）
　②そなえる・ふくしまノート（避難編）（令和
６年３月完成）
　※点字版（300部）、大活字版（5,000
部）、音声読み上げ版（3,000部）

　各種防災啓発によりアウトプット実績は
増加しているものの、「避難計画の作成率」
の向上に繋がっていない状況である。特に
災害リスクエリアで生活する県民に対して
は、引き続き重点的に防災啓発を推進する
必要がある。また、県主体による防災啓発
の取組実施は、人員体制上、実施回数に限
りがあるため、市町村と連携した取組を強
化するなど、多くの県民に対して啓発する
方法を検討する必要がある。

担当部局 担当課
次年度（令和6年
度）取組に関わる

事業名
次年度の対応方針事業内容に係る課題事業の進捗（活動実績）事業の概要

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
  本事業は計画の基本指標にプラスの影響を与えた。災
害が激甚化・頻発化していることから、より多くの県民
に対して、広く防災啓発を行い防災意識を高めて災害
発生時の適切な避難行動につなげていく必要がある。
市町村職員のマンパワー不足やノウハウ不足を補い、今
後の市町村の防災啓発の自立化が進められるような支
援を行う。また、今年度作成する防災VRや防災アプリ
を活用して、マイ避難を促進するなど出前講座等の啓発
効果をより高め、防災意識の深化を図る。

そなえるふくしま防
災事業

1-8 危機管理課

自分の暮らす地域
は、自然災害や大規
模な火災などに対し
て安心して暮らせる
災害に強い地域だと
回答した県民の割合

48% 47.0%以上
危機管理

部

令和５年度の施策推進に向けた具体的取組実績

1

　防災に関する出前講座やセミ
ナーの実施、ホームページ・各
種広報媒体やイベント等による
普及啓発、県危機管理センター
見学の積極的な受入などを通
じて、地震や津波、風水害等を
始めとした様々な災害に対す
る県民一人一人の防災意識の
高揚を図ります。

1-11

１　いのちを守る啓発事業
（１）マイ避難推進講習会
災害リスクエリアに居住する住民
に対し講習会を開催し、県民にマ
イ避難シートの作成等を説明し、
防災行動の変容を促す。
（２）広報委託
様々な媒体ににより県民に対す
るマイ避難の普及定着を図る。
２　マイ避難普及定着事業
（１）防災イベント
防災イベントを開催し、県民に対
する防災知識等の習得機会を創
出する。（9/23開催）
３　防災DX推進事業
（１）防災アプリの開発
防災情報を一元化し、県民の防災
意識の向上を図る。

１　いのちを守る啓発事業
（１）マイ避難推進講習会
　　　受講者1,923人
（２）広報委託
　　　TV（CM、企画)、新聞、ラジオ、WEB、
SNSで広報実施
２　マイ避難普及定着事業
（１）防災イベント
　　　来場者2,200人
３　防災DX推進事業
（１）防災アプリの開発
　　　Ｒ６年３月末リリース

１　いのちを守る啓発事業
（１）マイ避難推進講習会
マイ避難推進員を１人配置しているが、限
られた人員のため、より多くの県民への講
習会実施が困難となっている。
２　マイ避難普及定着事業
（１）防災イベント
Ｒ４来場者2,700人に対し、Ｒ５来場者
2,200人と減ったことから、より多くの県
民に対する防災啓発に資する取組が必要
である。
３　防災DX推進事業
（１）防災アプリの開発
防災アプリをリリースしたことから、多くの
利用者を増やす必要がある。また、自助を
推進する機能に留まらず、共助の推進、公
助の強化を図る機能を充実させる必要が
ある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
１　いのちを守る啓発事業
（１）マイ避難推進講習会
  防災サポーターによるマイ避難推進講習会を実施する
ことで、より多くの県民に対して講習会を実施する。
２　マイ避難普及定着事業
（１）防災イベント
  防災イベントの企画内容について、より多くの集客を
見込める内容とする。
３　防災DX推進事業
（１）防災アプリの開発
  防災アプリの利用者を増やすため、ダウンロード意欲
の醸成を図る広報を実施する。また、県民の共助推進や
県民が公助を享受するための機能を実装するととも
に、データ連携基盤の活用に資する機能を実装する。

災害からいのちを守
る啓発事業
そなえるふくしま防
災事業

5



１　防災の推進
じ

指標番号 指標名 現況値
令和６年度

目標値

施策推進に向けた具体的取
組

No.
取組に関わる事業

名

関連指標
令和５年度取組内容 担当部局 担当課

次年度（令和6年
度）取組に関わる

事業名
次年度の対応方針事業内容に係る課題事業の進捗（活動実績）事業の概要

令和５年度の施策推進に向けた具体的取組実績

　1-1-4 防災訓練の促進

4

　将来想定される地震等の災
害について県民へ広く周知を
図るとともに、地域や市町村に
おける防災訓練の実施を促進
します。

　Ｒ４年度に公表した地震・津波被害想定調査
の調査結果の概要版（リーフレット）や啓発資料
を活用するなど、調査結果等を広く周知するこ
とで、県民一人一人の防災に対する意識付け
を図る。
　また、広域津波避難訓練を沿岸市町と連携し
て実施するとともに、県内5方部で地方防災訓
練を実施予定。

地震・津波被害想定
調査結果活用震災対
策事業(再掲)

　住民の津波に対する避難意識
向上のために、沿岸市町村と連
携して、有事に備えて平時より避
難訓練を実施する

　Ｒ４年11月25日に福島県地震・津波被害
想定調査結果を公表し、①概要・②方部別・
③高校生向けの啓発リーフレットを作成・配
布し、広く周知することで防災意識の高揚
を図った。
　また、沿岸市町と連携した広域津波避難
訓練を10月から11月にかけて行い、約
750人の方に参加いただいた。

　各市町が訓練の実施日や内容等を決定
するが、県が主導となった訓練が出来てい
ない。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方針＞
　自衛隊と共同して実施する「みちのくアラート２０２４」
にて、県が主導する防災訓練に沿岸市町も参加を促す。

地震・津波被害想定
調査結果活用震災対
策事業

－
危機管理

部
災害対策課

　1-1-5 震災教訓等の伝承

東日本大震災・原子
力災害伝承館管理運
営事業

　甚大な災害に見舞われた福島
県の記録及び教訓、復興のあゆ
みを着実に進める過程を収集、
保存及び研究し、風化させること
なく後世に引き継ぎ、国内外へ共
有するとともに、福島イノベー
ション・コースト構想の推進及び
本県の復興の加速化に寄与する
ことを目的に設置する東日本大
震災・原子力災害伝承館（以下
「伝承館」）の管理運営を指定管
理者に委託する。

○伝承館管理運営
　入館者数　93,759人、収集資料点数：
7,367点、一般研修：351団体（13,955
人）、専門講座：9団体（184人）、展示：企画
展２回・県外出張展示１回・その他３町村の
パネル展を実施、調査研究：3月に研究活動
報告会及び研究部会、学術研究集会を実施
○復興のあゆみ・魅力発信
　９月、３月にイベント実施、モニターツアー
３回実施、県外で県内13伝承施設のパネル
展を開催

　甚大な災害に見舞われた福島県の記録
及び教訓、復興のあゆみを、風化させるこ
となく後世に引き継ぐために、入館者に
とって魅力のある展示内容になるよう更
新していく必要がある。
・資料の保管状況を把握するとともに常設
展・企画展への活用を検討する。
・研究の成果を展示や研修に反映させる。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
（成果が十分に確保できる見通し）
　当該事業は計画の基本指標に、プラスの影響を与えて
いる。福島県の記録及び教訓、復興のあゆみを着実に
進める過程を風化させることなく後世に引き継ぎ、国
内外へ共有するとともに、福島イノベーション・コースト
構想の推進及び本県の復興の加速化に寄与するため、
継続していく。

東日本大震災・原子
力災害伝承館管理運
営事業

　被災地図書館支援事業
　被災地域の図書館及び公民館図書室が行う、
学校図書室支援活動や地域住民の学習環境を
整えるため、地域を知り、支えるための資料を
収集し、移動図書館車（あづま号）による巡回貸
出を行う。

被災地図書館支援事
業

１　被災地図書館支援事業
　被災地域の図書館及び公民館
図書室が行う学校図書館支援活
動や地域住民の学習環境を整え
るため、移動図書館車の巡回に
よる資料の貸出を行う。

　被災８町村を移動図書館（あづま号）で巡
回し、本の貸借、巡回施設の図書活動運営
支援を行った。

　まだ休館中の図書館へは、教育委員会担
当職員へ研修会への参加を呼び掛けるな
ど、連絡を密に取って、何かあればいつで
も相談してもらえる体制をとっている一方
で、巡回先町村からの資料要望が多数あ
り、現状予算の中では震災学習用資料を十
分に購入・貸出できない状態のため、被災
地図書館の全ての要望に応えられるだけ
の資料を揃えるまでに至っていない。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
（成果が十分に確保できる見通し）
　当該事業は計画の基本指標にプラスの影響を与えた。
なぜなら、当該事業は移動図書館による被災地への資
料貸出冊数が増加傾向にあることや被災地の図書館
サービスの向上につながったためプラスの影響を与え
たといえる。課題の解決としては、引き続き必要な予算
確保に努め、また、限られた予算の中で貸出の多い児童
資料の購入比率を上げるなどして、被災町村の要望に
応え、サービスの維持・継続を図ることがあげられる。

被災地図書館支援事
業

1-14

住民やNPOなどに
よる地域活動に積極
的に参加していると
回答した県民の割合

13.7% 20.6%以上 教育庁 社会教育課
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　東日本大震災・原子力災害や
自然災害等に関連する資料等
を収集・保存し、広く県民に情
報提供して、その教訓を次世代
に伝承します。

－

　東日本大震災・原子力災害伝承館
・常設展示の他、企画展を２回開催
「原子力災害と福島（仮）」、「原子力災害体験を
語る（仮）」
・Ｒ５年度の入館者数：57,000人
次世代につなぐ震災伝承事業
・東日本大震災・原子力災害ふくしま語り部
ネットワーク会議（7月上旬予定、令和6年2月
中旬予定）
・伝承者育成プログラム検討プロジェクトチー
ム会議（第1回6月上旬予定、第2回11月中旬
予定、第3回令和6年1月下旬予定）
・県外語り部派遣（年間13回派遣）
・伝承者育成講座（第1回10月中旬予定、第2
回12月上旬予定、第3回2月中旬予定）
・交流会（9月予定）

次世代へつなぐ震災
伝承事業

　語り部団体等のネットワーク化
や、人材育成、県外等への語り部
派遣を行うことで、語り部等の持
続的な活動の仕組みづくりに取
り組み、次世代への震災の記憶と
教訓の伝承につなげていく。

・伝承者育成プログラム検討プロジェクト
チーム第１回会議（Ｒ５年６月５日）、第２回会
議（令和５年９月７日）、第３回会議（Ｒ６年１
月18日）
・東日本大震災・原子力災害ふくしま語り部
ネットワーク第１回会議（Ｒ５年６月30日
富岡町文化交流センター）、第２回会議（Ｒ６
年２月３日　富岡町文化交流センター）
・ふくしま震災伝承者交流会（Ｒ５年11月21
日　富岡町文化交流センター）
・ふくしま震災等語り部県外派遣（19回）
・伝承者育成講座第１回講座（Ｒ５年10月
14日　双葉町産業交流センター）、第２回講
座（Ｒ５年12月２日　富岡町文化交流セン
ター）、第３回講座（Ｒ６年２月３日　富岡町
文化交流センター）

　発災から13年が経過し、風化が進む一
方、語り部の高齢化による後継者の不足な
どが課題となっており、人材育成など語り
部の持続可能な体制の構築が求められて
いる。Ｒ６年度も引き続き、伝承者育成プ
ログラム検討プロジェクトチームによる伝
承者育成プログラムの構築を進める。育成
講座においては、受講対象を一般に広げる
ことで人材確保・育成に努める。
　育成する人材を確保するための方策の検
討が必要。Ｒ６年度においても、人材確保
のために、交流会で若い世代の伝承活動を
披露する場を取り入れるなど、内容を工夫
し開催する。
　都道府県ニーズ調査や派遣申し込みの実
績から、県外での語り部派遣のニーズが高
いことから、Ｒ６年度は語り部県外派遣を
25件に拡大する。
　年々増加するインバウンドの対応として、
英語での語り部活動ができるよう育成支
援していく必要があることから、Ｒ６年度は
語り部英語講座を行う。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
（成果が十分に確保できる見通し）
　当該事業は計画の基本指標に、プラスの影響を与え
た。交流会では約60名が参加。会を通じ、語り部間の連
携や新たな人材確保の機会となることができた。Ｒ５年
度の語り部県外派遣数は当初の予定数13件より６件多
い19件となった（申込み数は26件であった）。次年度
は派遣数を拡大していく。
　Ｒ５年度は現役語り部を対象に４名が育成講座を受講
した。来年度は受講対象を一般に広げることで、より震
災伝承者の育成を図る。増加するインバウンド対応に向
けて、語り部に対する英語指導を行い、活動の拡大を図
る。

次世代へつなぐ震災
伝承事業

文化ス
ポーツ局

生涯学習課
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１　防災の推進
じ

指標番号 指標名 現況値
令和６年度

目標値

施策推進に向けた具体的取
組

No.
取組に関わる事業

名

関連指標
令和５年度取組内容 担当部局 担当課

次年度（令和6年
度）取組に関わる

事業名
次年度の対応方針事業内容に係る課題事業の進捗（活動実績）事業の概要

令和５年度の施策推進に向けた具体的取組実績

(2)地域防災活動の充実

　1-2-1 自主防災組織の活動促進

　県北、会津、南会津地区において地区防災計
画を策定した実績の無い市町村（R4.4.1時点
20市町村）を対象に、防災士等を派遣するな
どして策定に向けた支援を実施する。

安全で安心な県づく
り促進事業

　地区防災計画の策定支援、未策
定市町村への制度理解研修を行
う。

　地区防災計画未策定市町村へ防災士等を
派遣するなどして計画作成の支援を行っ
た。
　県北、会津、南会津地区の９市町村10地
区において地区防災計画の素案を策定し
た。

　地域活動は、防災活動に限らず鈍化して
おり、地域コミュニティの醸成・再生が不可
欠。また、地区防災計画支援を実施したモ
デル地区で講師レベルの高さやワーク
ショップの多さから、持続性や横展開に課
題がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直して継続
＜今後の方向性＞
　地域の防災士を活用して地域で持続可能な形で実施
する。また、この地区防災計画をツールに地域の防災活
動をとおして地域コミュニティの醸成・再生を図る取組
としている。

社会全体で災害対策
に備えるための防災
体制強化事業

1-14

住民やNPOなどに
よる地域活動に積極
的に参加していると
回答した県民の割合

13.7% 20.6%以上
危機管理
部

災害対策課

　自主防災組織が実施する研修や訓練につい
て、市町村が負担または補助する経費の一部
を助成する補助事業を実施する。

福島県自主防災組織
活動促進・資機材整
備事業補助金

　自主防災組織が実施する研修
や訓練について、市町村が負担ま
たは補助する経費の一部を助成
する補助事業を実施する。

　３市町27団体に補助金を交付。
　市町村への周知を実施しているが、なお
周知の徹底が必要。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続。
＜今後の方向性＞
 自主防災組織の活動促進や設立に係る事業について、
全市町村を訪問・説明行い、事業の周知を図る。

福島県自主防災組織
活動促進・資機材整
備事業補助金

1-1
自主防災組織活動カ
バー率

75.5% 81.1%
危機管理
部

災害対策課

　1-2-2 自主防災組織新規設立の支援
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　市町村へ必要な助言を行うと
ともに、自主防災組織のアドバ
イザーを派遣するなどして、自
主防災組織の新規設立を支援
します。

　新規に自主防災組織を設立する団体に加え、
既存の団体が実施する防災資機材の整備につ
いて、市町村が負担又は補助する経費の一部
を助成する補助事業を実施する。

福島県自主防災組織
活動促進・資機材整
備事業補助金（再掲）

　新規に自主防災組織を設立す
る団体に加え、既存の団体が実
施する防災資機材の整備につい
て、市町村が負担又は補助する
経費の一部を助成する補助事業
を実施する。

　６市町41団体に補助金を交付。
　市町村への周知を実施しているが、なお
周知の徹底が必要。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続。
＜今後の方向性＞
 自主防災組織の活動促進や設立に係る事業について、
全市町村を訪問・説明行い、事業の周知を図る。

福島県自主防災組織
活動促進・資機材整
備事業補助金

1-1
自主防災組織活動カ
バー率

75.5% 81.1%
危機管理
部

災害対策課

　1-2-3 地域防災活動の中心となる人材の育成

8

　地域における共助の中心とな
る人材を一人でも多く育成す
るため、地域の指導的立場にあ
る方（町内会長）等を対象に、自
主防災組織の活動に関する研
修会を開催します。

　県北、会津地方でそれぞれ７月下旬、９月上旬
に自主防災組織にリーダー研修会を開催し、先
進事例や避難所運営等に係る演習を行うこと
により地域防災活動の人材育成を図る。

社会全体で災害対策
に備えるための防災
体制強化事業

　自主防災組織のリーダーや町内
会長等を対象とした研修会の開
催。

　先進事例や避難所運営等に係る演習を行
うことにより地域防災活動の人材育成を
図った。
　福島市、会津若松市で自主防災組織リー
ダー研修会を開催し86名に研修を行った。

　共助活動の担い手の掘り起こしが必要。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　自主防災組織の活動促進や設立に係る事業につい
て、全市町村を訪問・説明行い、事業の周知を図る。ま
た、自主防災組織活動の担い手として防災士利活用事
業を創設し、他の事業と連動して地元で防災活動を持
続可能性を持った形で実施している。

社会全体で災害対策
に備えるための防災
体制強化事業

1-1
自主防災組織活動カ
バー率

75.5% 81.1%
危機管理
部

災害対策課

　1-2-4 災害ボランティアセンター等との連携強化

　「福島県災害ボランティアネットワーク連絡
会」（事務局：県社協）に参画し、平時から関係
機関間での情報共有を実施するなど、災害時
の円滑な被災者支援に向け、連携協力関係の
強化を図る。

－ －
　Ｒ５年６月20日、９月19日に開催された
連絡会に参加し、情報共有を図った。

 特になし。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　「福島県災害ボランティアネットワーク連絡会」（事務
局：県社協）に参画し、平時から関係機関間での情報共
有を実施するなど、災害時の円滑な被災者支援に向け、
連携協力関係の強化を図る。

－ －
危機管理
部

災害対策課

　地域福祉の推進のため、ボランティア活動へ
の参加機会の醸成、活動の普及を図るととも
に、平時、災害時を問わずボランティア活動が
円滑に行われるよう情報共有、意見交換等の
会議を行い、体制の整備と強化を図る。

福祉ボランティア活
動強化支援事業

　ボランティア活動への参加機会
の醸成、活動の普及を図るととも
に、平時、災害時を問わずボラン
ティア活動が円滑に行われるよう
体制の整備及び強化を図る。

・ボランティア活動普及・促進のための研
修・セミナー等を開催（延べ９回）
・災害ボランティアに関する連絡会、担当者
会議、研修会の開催（延べ４回）

　災害時にボランティア活動が円滑に行わ
れるよう、平時からの備えや体制整備、連
携強化を図る必要がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　引き続きボランティア活動への参加機会の醸成、活動
の普及を図るとともに、平時、災害時を問わずボラン
ティア活動が円滑に行われるよう体制の整備及び強化
を図る。

福祉ボランティア活
動強化支援事業

1-14

住民やNPOなどに
よる地域活動に積極
的に参加していると
回答した県民の割合

13.7% 20.6%以上
保健福祉
部

社会福祉課

(3)消防防災活動の充実

　1-3-1 消防団の充実強化に向けた取組
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　自主防災組織の活動を促進
するため、市町村や自主防災組
織を対象とした研修会等を開
催し、地域における地区防災
マップや地区防災計画の作成
を支援します。

消防団入団促進支援
事業

　消防団員確保のためには、将来
の消防団を担う人材の確保や消
防団を地域で応援し支えていく
体制づくりなど複合的に対策を
講じていく必要があることから、
ふくしま消防団サポート企業の募
集、高校生等を対象とする消防団
活動を中心とした消防防災出前
講座や消防団員確保対策研修会
を開催するとともに、県と市町村
が連携し、地域の実情に応じた消
防団員の確保対策について、検
討の上、支援策を実施する。

　Ｒ５年度は玉川村で検討会を設置する予
定であったが、県が先進事例の紹介など側
面支援を行うことで、村が主体的に消防団
の再編等を含めた見直しを進めた。

　条例定数が現在の市町村の状況と合致し
ていない市町村も見られるが、条例定数の
見直しについては地区の歴史、伝統等な
ど、市町村毎の事情や団の意向等を十分
考慮しながら慎重に進める必要があり、見
直しには時間がかかる。
　また、若者の入団促進を目的に、消防団
の活動内容及び体験談等を高校生等に紹
介する消防防災出前講座を実施している
が、実施校の固定化に加え、実施校数つい
てもコロナ禍以降少ない状態が続いてお
り、出前講座以外にも消防団をPRする新
たな手法の構築や機会の創設が必要であ
る。

　高校等における消防防災出前
講座の開催や事業所訪問、消防
団員の魅力向上につながるよ
うなインセンティブ事業の実施
等により消防団への理解と加
入の促進を図るとともに、市町
村に対し火災予防活動や大規
模災害時の活動など一定の消
防団活動のみを行う機能別団
員制度の導入を促進します。

　高校生を初めとする若者の消防団への理解
を深め、消防団への加入促進に繋げるため県
立高校、専門学校等を対象にふくしま消防出前
講座を実施する。
　消防団員確保に向け、市町村担当者、消防団
幹部及び一般消防団員を対象に、多様な消防
団員確保の制度や先進的な取り組み等の紹介
を行う研修会を１２月頃に開催する。
　消防団員の条例定数が低く、機能別団員制度
が未導入の市町村と県が連携・協力し、地域の
実情に応じた計画を作成するなど支援を進め
ていく。

10

9

　大規模災害時に、被災者支援
の重要な役割を果たしている
災害ボランティア等が円滑に活
動できるよう、災害ボランティ
アセンターを設置･運営する社
会福祉協議会やボランティア団
体、その他関係団体との連携協
力関係の強化を図ります。

消防団入団促進支援
事業

1-2
消防団員数の条例定
数に対する充足率

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
（成果が十分に確保できる見通し）
　本事業は計画の基本指標に十分な影響を与えられな
かった。
　地域の実情に応じた消防団員の確保対策の検討に向
け、市町村が主体となって検討ができるよう、県が先進
事例の紹介など側面支援を行うことで、地域の実情に
応じた消防団の再編等を含めた見直しが進められた。Ｒ
６年度については、市町村、県、関係者での意見交換、先
進事例の共有を図るとともに、効果的な入団促進に向
けた手法についての検討をするなど県がリーダーシッ
プを発揮し、県全体が一体となった消防団員確保対策
を進めていく。また、商業施設等を活用した入団に関す
るリーフレットの配布、ポスターの掲載等を引き続き実
施するとともに、消防防災出前講座については、就職者
が多い高校などを中心に実施校を増やし団員確保を
図っていく。

88.4%
危機管理
部

消防保安課84.5%

7



１　防災の推進
じ

指標番号 指標名 現況値
令和６年度

目標値

施策推進に向けた具体的取
組

No.
取組に関わる事業

名

関連指標
令和５年度取組内容 担当部局 担当課

次年度（令和6年
度）取組に関わる

事業名
次年度の対応方針事業内容に係る課題事業の進捗（活動実績）事業の概要

令和５年度の施策推進に向けた具体的取組実績

　1-3-2 防災機関が連携した各種訓練の実施

　Ｒ５年８月26日に郡山市において福島県総
合防災訓練を実施し、各関係機関との連携強
化を図る。

県総合防災訓練の実
施負担金

　災害対策基本法第48条に基づ
く防災訓練を県内各地で実施す
ることにより、防災関係機関の連
携強化や地域住民の防災意識の
高揚を図る。

　Ｒ５年８月26日に郡山市で総合防災訓練
を実施、消防・警察・自衛隊をはじめとする
関係機関と災害対応に関する連携を確認し
た。

　劇場型ではなく、より実践的な訓練を
行っていくべきか検討が必要。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  訓練内容を検討しつつ、引き続き訓練を通じて関係機
関との連携強化を図る。

県総合防災訓練の実
施負担金

1-8

自分の暮らす地域
は、自然災害や大規
模な火災などに対し
て安心して暮らせる
災害に強い地域だと
回答した県民の割合

48.0% 47.0%以上
危機管理
部

災害対策課

　「多数傷病者対応訓練」、「原子力防災訓練」
及び「国民保護共同訓練」など、一般災害から
テロ事案まで多種多様な災害を想定した訓練
に参画し、DMATや各医療機関、消防機関等と
の医療救護活動における連携の強化を図る。

災害時救急医療体制
整備事業
原子力災害緊急時医
療活動事業

　「福島県地域防災計画」に基づ
き実施する「総合防災訓練」を始
め、避難指示区域内を想定して実
施する「大規模火災対応訓練」、
「多数傷病者対応訓練」などの各
種訓練を実施する。

・11月18日に楢葉町で「原子力防災訓練」
住民避難訓練、11月22日に大熊町で「多数
傷病者対応訓練」を実施し、特殊災害発生
時の医療救護活動の手順確認を行うことが
できた。また、令和6年1月23日に白河市
でテロ事案を想定した「国民保護訓練共同
図上訓練」を実施した。

　「原子力防災訓練」は実災害を想定した規
模での避難退域時検査訓練要員の確保が
課題、「多数傷病者訓練」及び「国民保護訓
練」は訓練参加医療機関がいくつかの特定
の医療機関に偏っていること。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
 「原子力防災訓練」をＲ６年11月に田村市で昨年度より
も訓練要員を増やして実施。及び「多数傷病者訓練」「国
民保護訓練」はより多くの医療機関の参画を促す。

災害時救急医療体制
整備事業

1-12
災害医療コーディ
ネーター数

28人 30人
保健福祉
部

地域医療課

トンネル防災訓練

　トンネル内での火災事故は重大
な事故につながることから、事故
が発生した際に迅速かつ効果的
な情報連絡や消火活動、救助活
動が行えるように、消防署、警察
署と合同で交通事故発生を想定
した防災訓練を実施した。

国道121号大峠トンネル：9/7、
国道115号土湯トンネル：9/13、
国道289号甲子トンネル：9/15、
原町川俣線八木沢トンネル：10/16

－

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　国道115号土湯トンネル、国道121号大峠トンネル、
国道289号甲子トンネル、国道401号博士トンネル、原
町川俣線八木沢トンネルで防災訓練を実施する。

トンネル防災訓練

－

　水防技術と防災意識の向上を
目的に、各市町村や水防団（消防
団）を対象とした、河川堤防の漏
水・越水対策に係る水防工法技術
指導を実施する。

・R5.5.28に国･県合同及び阿賀川流域７
市町村(会津若松市･喜多方市･会津坂下
町･会津美里町･下郷町･西会津町･湯川村)
の阿賀川総合水防演習で水防工法技術指
導を実施した。
・R5.8.27に西郷村で水防工法技術指導
講習会を実施した。

　技術指導を担う指導員の人員確保及び
質の向上を図っていくことが課題である。

＜Ｒ６年度の状況＞
  水防工法技術指導の規模・内容・手法を維持して継続

－

－

　職員の災害時における対応力
や判断力の向上や関係機関との
連携強化を目的に、豪雨災害を
想定した災害対応模擬訓練（ロー
ルプレイング方式）を実施。

　訓練実施日:Ｒ５年５月22日～Ｒ５年６月９
日
　参加機関：県災害対策課、県土木部、各地
方振興局、59市町村）

　災害報告様式への入力漏れや市町村から
の聞き取り漏れなどがあった、

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　これまでは、Excelの様式に市町村から聞き取りした
内容を県の担当者が手入力していたため、作成者に
よって災害報告の精度に差があったが、次年度より国
が管理する土砂災害共有システムで統一した項目によ
り市町村が入力し、県担当者が確認することにより報告
漏れが無いよう対応する。

令和６年度福島県土
砂災害防災訓練（情
報伝達訓練）

－

　福島空港における航空機事故
等の緊急事態に対処するため、福
島空港消化救難部分訓練を実施
する。

　Ｒ５年７月26日実施 －

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　総合訓練をＲ６年11月実施する予定

－

　自治体主催の訓練に積極的に参画し、消防、
自衛隊等関係機関との更なる連携強化を図る
ほか、災害対処能力向上のため、水難救助訓練
や土砂災害対処訓練等大規模災害を想定した
実戦的かつ効果的な訓練を実施する。

－

　他機関主催の訓練に参加し、関
係機関との連携強化を図ったほ
か、災害警備部隊の対処能力向
上を目的に災害現場を想定した
実戦的訓練を恒常的に実施した。

　警察主体の訓練／18回
　他機関主催の訓練／７回

－
＜Ｒ６年度の状況＞
 規模・内容・手法を維持して継続

－ 1-8

自分の暮らす地域
は、自然災害や大規
模な火災などに対し
て安心して暮らせる
災害に強い地域だと
回答した県民の割合

48.0% 47.0%以上 警察本部
災害対策課（県
警）

　「福島県地域防災計画」に基
づき実施する「総合防災訓練」
を始め、避難指示区域内を想定
して実施する「大規模火災対応
訓練」、「多数傷病者対応訓練」
などの各種訓練を実施し、防災
関係機関、市町村、自主防災組
織、医療機関、地域住民等との
連携強化を図ります。

避難地域消防団再編
支援事業

　避難指示区域内における大規模火災対応訓
練については、県内消防本部や緊急消防援助
隊、及び各関係機関と連携し、10月12日に情
報伝達訓練、10月13日に双葉町において実動

訓練を実施する予定である。

道路管理課
河川整備課
砂防課
空港施設室

1-8

11

・国道115号土湯トンネル、国道121号大峠ト
ンネル、国道289号甲子トンネル、原町川俣線
八木沢トンネルで防災訓練を実施する。
・水防技術と防災意識の向上を目的に、各市町
村や水防団（消防団）を対象とした、河川堤防
の漏水・越水対策に係る水防工法技術指導を
実施する。県南管内：１回
・阿賀川総合水防演習にて、リハーサル及び演
習当日に阿賀野川流域の市町村を対象に水防
工法技術指導を実施する（R5.5.28：会津若
松市）。
・Ｒ５年度福島県土砂災害防災訓練（情報伝達
訓練）
　Ｒ５年５月22日～６月９日実施
【参加市町村】
59市町村
・Ｒ５年７月　Ｒ５年度福島空港消火救難部分訓
練を実施。

土木部

自分の暮らす地域
は、自然災害や大規
模な火災などに対し
て安心して暮らせる
災害に強い地域だと
回答した県民の割合

　消防組織の再編に伴う条例定数の見直し
や機能別団員制度の導入等による消防団
員の確保に向けた取組等の実施を行って
いるが、避難地域の避難指示解除や住民
の帰還等が見通せず、市町村毎に復興の状
況も大きく異なっているため継続的に支援
していくことが必要である。

　双葉８町村を中心に消防団の状況把握に
向けたヒアリングを実施した。特にPT未設
置の市町村に対しては、これまでのPTの取
り組み状況を紹介した上で、PT設置を改め
て提案した。
また、消防本部指導のもと消防団間の連携
強化を目的とした合同訓練実施（双葉８町
村が参加）を実施した。

①避難地域12市町村における消
防体制の再構築
　避難12市町村において消防団
の現状・課題等の共有及び調整
等を行うため、避難地域消防団
再編支援会議を開催するととも
に個別事案に対応する消防団再
編プロジェクトチームを設置し、
市町村の課題解決を支援する。
　また、市町村間における相互応
援体制の拡充を図るべく実働訓
練費用を補助する。
②消防団による相互応援の強化
　他市町村からの消防団による
応援活動を促進するため、応援を
行う消防団の活動経費を支援す
る。

消防保安課1-2
消防団員数の条例定
数に対する充足率

84.5% 88.4%

48.0% 47.0%以上

避難地域消防団再編
支援事業

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
（別事業に統合）
　当該事業は計画の基本指標に十分な影響を与えられ
なかった。避難地域12市町村では、地域の特性上、他地
域以上に新規消防団員の確保が困難な状況が続いてい
ることに加え、退団者の割合が高く、地域防災力の低下
が懸念されていることから、市町村の実状にあった団
員確保対策（女性団員の活用、機能別消防団員制度の
導入等）や消防団の見直し（分団数、条例定数の見直し）
に向けた調整を県が積極的に支援していく必要があ
る。
　また、大規模災害時等においては近隣市町村との連携
が極めて重要になることから、合同訓練を実施すること
で引き続き連携強化を図っていく。
　なお、避難地域12市町村以外の市町村においても、
市部の若者の消防団加入率（人口に占める消防団員の
割合（40歳未満の若者））が町部、村部に比べ著しく低
くなっている。大規模災害時では人口の多い市部では
特に消防団員のマンパワーが必要となることから、若者
の消防団への認識を調査分析した上した広報戦略を作
成し、広報戦略に基づいた広報活動を実施することに
より団員確保につなげる「若者の入団促進に向けた広
報活動強化事業」をＲ６年度より実施する（「避難地域消
防団再編事業」と「若者の入団促進に向けた広報活動強
化事業」は小事業として、「ふくしま消防力強化事業」に
統合）。

危機管理
部
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１　防災の推進
じ

指標番号 指標名 現況値
令和６年度

目標値

施策推進に向けた具体的取
組

No.
取組に関わる事業

名

関連指標
令和５年度取組内容 担当部局 担当課

次年度（令和6年
度）取組に関わる

事業名
次年度の対応方針事業内容に係る課題事業の進捗（活動実績）事業の概要

令和５年度の施策推進に向けた具体的取組実績

　1-3-3 テロ等対応能力の向上に向けた訓練の実施

12

　「福島県の国民の保護に関す
る計画」に基づき、市町村や国
等と連携・協力して「国民保護
訓練」を実施し、大規模テロ等
における対処能力の向上を図
ります。

　テロ事案発生時の初動対処や警察・消防等関
係機関との連携強化を図るため、国（内閣官
房・消防庁）、県及び白河市と共同で、大規模テ
ロを想定した国民保護共同図上訓練を実施す
る。

国民保護訓練

　国民保護法第42条に基づき、
国民保護措置を的確かつ迅速に
実施するため関係機関と連携し
て訓練を実施し、武力攻撃事態等
が発生した場合に、県民に及ぼす
影響が最少となるよう体制を整
備する。

　Ｒ６年１月23日に訓練を実施した。警察・
消防等関係機関17機関130名が参加し、
テロ事案発生時の初動措置や関係機関相互
の連携強化を図った。

　訓練参加者からのアンケートによると、対
策本部内の班・グループを超えた情報の共
有・連携が不十分だったとの評価。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
　Ｒ５年度に実施した図上訓練の内容を基に、Ｒ６年度
は実動訓練を行う。

国民保護訓練 －
危機管理
部

危機管理課

　1-3-4 消防防災ヘリコプターによる消防防災活動の実施

13

　消防防災ヘリコプターを活用
して救助活動や消火活動など
の消防防災活動を行うととも
に、平時から必要な訓練を実施
します。
　また、近隣自治体との災害時
応援協定や消防庁の緊急消防
援助隊の応援制度に基づき、大
規模災害時の応援・受援体制の
強化を図ります。

　年間を通じて、各市町村・消防本部等からの
要請に基づく救助、消火活動等を行うととも
に、平時から合同訓練等を実施し、連携体制の
強化を図る。
　また、災害時応援協定を締結している近隣県
との合同訓練を実施するほか、緊急消防援助
隊のブロック訓練等に参加する。

消防防災ヘリコプ
ター運航事業

　消防防災ヘリコプターにより、
空からの広域的かつ機動的な消
防防災活動を実施する。

・要請に基づく緊急運航件数:89件
（内訳）
　救急：25件
　救助：28件
　災害応急対策：１件
　火災防ぎょ：７件
　広域航空消防応援活動：28件
・消防本部等との合同訓練回数
　37回実施
・近隣県との合同訓練回数
　３回実施
・緊急消防援助隊航空部隊受援訓練（2/2）

－

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　年間を通じて、各市町村・消防本部等からの要請に基
づく救助、消火活動等を行うとともに、平時から合同訓
練等を実施し、連携体制の強化を図る。
　また、災害時応援協定を締結している近隣県との合同
訓練を実施するほか、緊急消防援助隊のブロック訓練
等に参加する。

消防防災ヘリコプ
ター運航事業

－
危機管理
部

災害対策課

　1-3-5 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等の整備

　医療従事者を対象としたDMAT養成研修及
び技能維持研修等を実施し、災害時の医療体
制の強化を図る。
　化学物質や生物剤等による多数傷病者を想
定したCBRNE研修を実施し、バイオテロなど
不測の事態にも対応できる医療従事者の育成
を図る。

－

・11月18日～19日に福島県DMAT養成研
修を実施し、災害医療に関する講義や災害
現場での活動を想定した実動訓練を実施し
た。
・9月3日に福島県MCLS研修を開催し、大
量殺傷型テロ災害時等に発生した多数傷病
者への対応に関する講義を行うとともに多
数傷病者を想定した実動訓練を実施した。
・福島県CBRNE研修は令和6年1月に発生
した能登半島地震対応に注力したことから
中止となった。

　DMAT養成研修及び技能維持研修等の
インストラクターの拡充が課題

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　DMAT養成研修及び技能維持研修を11月に実施予
定。
　福島県CBRNE研修は医療従事者に加え消防、警察の
参加により８月に実施予定。
　福島県MCLS研修をＲ６年度中に実施予定。

災害時救急医療体制
整備事業

1-12
災害医療コーディ
ネーター数

28人 30人
保健福祉
部

地域医療課

　福島県DPAT養成研修を開催し、災害医療に
関する講義や災害現場での活動を想定した訓
練を実施するとともに、DPAT装備品の整備
などの体制整備を行う。

DPAT派遣チーム整
備事業

・国が主催するDPAT先遣隊研修等に参加
するとともに、静岡県、千葉県、神奈川県で
開催したDPAT研修へ参加し、災害医療に
関する講義や災害現場での活動を想定した
訓練を実施した。（福島県DPAT養成研修
会は能登半島地震の対応のため中止）
・災害派遣精神医療チーム（DPAT）装備品
の整備などの体制整備を行った。

　災害発生時に本庁へ登庁しDPATの派
遣等の調整を行う「DPAT統括者」が２名、
災害発生後48時間以内に派遣する
「DPAT先遣隊」を擁する病院が１箇所の
みと数が少ないことから、国が主催する
DPAT研修等を通した体制の増強を要す
る。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　福島県DPAT養成研修を開催し、災害医療に関する講
義や災害現場での活動を想定した訓練を実施するとと
もに、DPAT装備品の整備などの体制整備を行う。

DPAT派遣チーム整
備事業

－
保健福祉
部

障がい福祉課

(4)防災体制の整備

　1-4-1 迅速な避難行動に向けた取組

15

　Ｒ３（2021）年５月の災害対
策基本法の改正に伴う避難情
報の変更等を踏まえ、県民へ避
難情報や警戒レベル情報の意
味、テレビのデータ放送をはじ
めとした防災情報の入手方法
などを継続的に周知していき
ます。
　また、災害の発生が予想され
る場合には、気象台と連携して
市町村や関係機関へ防災情報
を提供するともに、必要な避難
情報が漏れなく早期に発令で
きるよう市町村を支援します。

　昨年度に引き続き、県公式防災ツイッターや
ヤフー防災アプリによる情報発信に加え、テレ
ビのデータ放送を活用した周知に努める。
　また、福島地方気象台の協力を得て気象防災
ワークショップを昨年度に引き続き各方部にお
いて実施し、市町村職員が早期かつ適切に避
難情報を発令できるようノウハウや判断力の
習得を支援する。

Ｒ５年度気象防災
ワークショップ

　市町村防災担当者等が、気象台
から発表される各種防災気象情
報を適切に理解し、それに基づく
適切なタイミングでの防災体制の
強化や避難情報発令に関する判
断のポイントを学ぶことを目的
に、県と福島地方気象台が連携し
たワークショップを実施すること
で、市町村等の防災対応力向上
を図る。

R5.5.17　相双地方開催（参加者16名）
R5.6.29　南会津地方開催（参加者７名）
R5.7.6　県中地方開催（参加者６名）
R5.7.10　会津地方開催（参加者５名）
R5.8.3　いわき地方開催（参加者12名）
R5.11.9　県南地方開催（参加者５名）
R5.12.12　県北地方開催（参加者８名）

　企画の趣旨上、出水期前の開催を想定し
調整を行っているが、同時期は市町村防災
担当の繁忙期と重なり、参加者の確保が課
題。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　企画の趣旨上、開催時期の変更は困難だが、市町村の
防災担当のみならず、災害時には同様に対応を要する
県及び市町村の土木部門へも参加枠を広げ、参加者数
の向上を図る。

Ｒ６年度気象防災
ワークショップ

－
危機管理
部

災害対策課

　1-4-2 効果的でわかりやすい防災情報の発信

14

　災害発生時、被災地に迅速に
駆けつけ救急治療を行う専門
的な訓練を受けた災害派遣医
療チーム（DMAT）を整備する
とともに、DMAT隊員の機能
強化を図る研修を実施します。
　また、災害拠点病院、消防防
災機関、ドクターヘリ等との連
携を図りながら、支援及び受入
に対応できる医療体制の強化
を図るとともに、災害派遣精神
医療チーム（DPAT）の整備を
図ります。

－

　災害発生時、被災地に迅速に駆
けつけ救急治療を行う専門的な
訓練を受けた災害派遣医療チー
ム（DMAT）を整備するととも
に、DMAT隊員の機能強化を図
る研修を実施します。
　また、災害拠点病院、消防防災
機関、ドクターヘリ等との連携を
図りながら、支援及び受入に対応
できる医療体制の強化を図ると
ともに、災害派遣精神医療チーム
（DPAT）の整備を図ります。

－

　県公式防災ツイッターにおいて発信してい
る災害関連情報について、日本人と外国人
の両方に伝わるよう、福島県国際交流協会
と連携し、引き続き「わかりやすい日本語」
による発信を行った。
また、災害関連情報はもちろんのこと、平時
から防災に関する情報を発信し、自助・共助
の促進に向けた周知啓発に取り組みを行っ
た。

－16

　平時から県ホームページや各
種広報媒体を活用して、「マイ
避難」をはじめとした災害への
備えを呼びかけるとともに、市
町村が作成する各種ハザード
マップ等を周知して県民へ地域
の災害リスク等を伝達します。
　また、気象台等と連携して、気
象情報や土砂災害警戒情報、火
山の噴火警報などを県公式防
災ツイッター等で発信し、県民
の注意喚起を行います。
　さらに、県民が防災情報（気
象情報、河川の水位情報、住民
避難情報、避難所開設情報等）
をわかりやすく入手できるよう
にするため、情報通信ネット
ワークの充実強化や防災情報
の発信の在り方について検討
を進めます。

　県公式防災ツイッターにおいて発信している
災害関連情報について、日本人と外国人の両
方に伝わるよう、福島県国際交流協会と連携
し、引き続き「わかりやすい日本語」による発信
を行う。
また、災害関連情報はもちろんのこと、平時か
ら防災に関する情報を発信し、自助・共助の促
進に向けた周知啓発に取り組む。

災害対策課1-8

自分の暮らす地域
は、自然災害や大規
模な火災などに対し
て安心して暮らせる
災害に強い地域だと
回答した県民の割合

48.0%
危機管理

部
－ 47.0%以上

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直してして継続
＜今後の方向性＞
　福島県総合防災情報システムと連動し、県防災アプリ
や防災✕にリアルタイムで発信する。
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１　防災の推進
じ

指標番号 指標名 現況値
令和６年度

目標値

施策推進に向けた具体的取
組

No.
取組に関わる事業

名

関連指標
令和５年度取組内容 担当部局 担当課

次年度（令和6年
度）取組に関わる

事業名
次年度の対応方針事業内容に係る課題事業の進捗（活動実績）事業の概要

令和５年度の施策推進に向けた具体的取組実績

　1-4-3 避難行動要支援者個別避難計画の作成支援

　全市町村を対象とした合同フォローアップ
ミーティングを開催し、県内市町村作成事例や
策定支援ツールの活用方法等について共有し、
市町村の計画作成及び実効性確保の促進を図
る。（年２回）
　また、未作成市町村へのオンラインサロンを
複数回実施し、各市町村の状況に応じた個別
支援を行うことで、未作成市町村での計画作成
の促進を図る。

避難行動要支援者個
別計画作成支援事業

　市町村における避難行動要支
援者の個別避難計画作成及び実
効性確保を支援するため、全市
町村を対象にした研修会等を開
催するとともに、個別訪問や地区
防災計画作成と連携した作成支
援等、各市町村の進捗状況に応
じた伴走型支援を実施する。

　Ｒ３年５月に災害対策基本法が改正され、
個別避難計画の作成が市町村の努力義務
となって以降、未作成市町村への策定支援
を行い、県内59市町村全てで計画作成に
至った。

　未作成市町村は０になったが、個別避難
計画は、要支援者ごとの計画が必要であ
り、また、市町村が主体的に作成すること
が重要であるため、作成数が１件のみの市
町村があることや作成済みの計画が県に
よる作成支援で作成されたののみでは十
分とは言えない。したがって、今後も、市町
村に対し、計画作成支援を継続して実施し
ていく必要がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　個別避難計画の作成には、市町村担当者の専門的なノ
ウハウや、作成業務の負担軽減が重要であるため、県が
作成した「個別避難計画策定支援ツール」等を活用しな
がら、オンラインや訪問による助言、市町村職員を対象
とした研修会等を実施し、計画作成を継続支援してい
く。

避難行動要支援者個
別計画作成支援事業

1-9
避難行動要支援者個
別避難計画策定市町
村数

59市町村 59市町村
危機管理
部

災害対策課

　昨年度に作成した個別避難計画作成ツール
を用い、引き続き作成を支援するとともに、市
町村担当者会議において、事例紹介を行うな
ど、優良事例等の情報共有を図る。

－
　市町村における避難行動支援
者個別避難計画の策定を支援す
る。

　災害対策課とともに、Ｒ５年度内閣個別避
難計画モデル事業に参加。

　計画の策定は全ての市町村で行っている
ものの、策定率が低い市町村がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　計画の策定は全ての市町村で行っており、市町村が自
走できるよう支援する必要がある。

－ 1-9
避難行動要支援者個
別避難計画策定市町
村数

59市町村 59市町村
保健福祉
部

保健福祉総務
課

　1-4-4 避難所の運営改善や福祉避難所の機能強化

　Ｒ５年３月に改訂した県で作成している「避難
所運営作成の手引き」について、５月８日以降
に新型コロナウィルス感染症の感染症法上の
位置づけが変更となることをうけ、国等が示す
最新の知見を取り入れた上で再度改定し、避難
所の運営改善や機能強化を図る。
　また、別途実施する個別避難計画作成支援事
業について、防災部局と保健福祉部局が連携
して取り組み、福祉避難所への直接避難等の視
点も取り入れることで、福祉避難所の運営体制
等の機能強化に努める。

－ －

　Ｒ６年３月に改訂した県で作成している
「避難所運営マニュアルの手引き」について
新型コロナウイルス感染症の感染法上の位
置づけが変更となったことをうけ、国等が
示す最新の知見を取り入れた上で留意点を
記載し、避難所の運営改善や機能強化を
図った。
 また、別途実施した避難行動要支援者個別
避難計画作成支援事業について、防災部局
と保健福祉部局が連携して取り組み、福祉
避難所への直接避難等の視点も取り入れる
ことで、福祉避難所の運営体制等の機能強
化に努めた。

－ － － 1-8

自分の暮らす地域
は、自然災害や大規
模な火災などに対し
て安心して暮らせる
災害に強い地域だと
回答した県民の割合

48.0% 47.0%以上
危機管理
部

災害対策課

　市町村防災担当者等会議において、福祉避難
所に係るポイントやDMAT等の保健医療活動
を行うチームについて説明する。
　「福祉避難所への福祉・介護人材の派遣に関
する協定」を締結している福島県社会福祉事業
団、「福祉避難所における福祉機器等の調達に
関する協定」を締結している福島県福祉機器協
会と最新の緊急連絡先等を共有し、災害時に
備えて連携体制の再確認を図る。

－

　市町村における福祉避難所の
指定を支援するとともに、大規模
災害発生時には、各種協定に基
づき福祉機器等の物的支援や福
祉・介護専門人材の派遣を行う。

　市町村防災担当者会議において、DMAT
等の専門職チームについて周知した。
　「福祉避難所への福祉・介護人材の派遣に
関する協定」を締結している福島県社会福
祉事業団、「福祉避難所における福祉機器
等の調達に関する協定」を締結している福
島県福祉機器協会と最新の緊急連絡先等
を共有し、災害時に備えて連携体制の再確
認を図った。
　防災イベント「そなえるふくしま2023」に
おいて、福祉避難所の認知度向上を図っ
た。

　県内の市町村において、58市町村が福
祉避難所を１箇所以上指定しており、残り
の１町においても指定を促進する必要があ
る。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　福祉避難所を指定して　ない町に対して個別で聞き取
り等を実施して取組の促進を図る。
　能登半島地震の対応を踏まえ、協定を締結している福
祉機器協会等と新たな連携の可能性について検討す
る。

－ 1-8

自分の暮らす地域
は、自然災害や大規
模な火災などに対し
て安心して暮らせる
災害に強い地域だと
回答した県民の割合

48.0% 47.0%以上
保健福祉
部

保健福祉総務
課

　1-4-5 避難所における災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）の派遣体制の整備

1-14

　1-4-6 受援体制の整備

20

　大規模災害時に備えて、官民
の連携強化により災害対応が
効果的に行えるよう、民間企業
や関係団体との連携協定の充
実を図ります。
　また、市町村が災害時に他の
自治体からの応援職員を円滑
に受け入れ、増大する業務に速
やかに対応できるよう、市町村
の災害時受援計画の策定を支
援し、被災者の生活再建や災害
復旧が迅速に行える体制を整
備します。

　災害時における物資輸送や荷役作業の協力
支援に関する協定を新たに締結したところで
あり、引き続き協定の充実に取り組んでいく。
　また、受援計画未策定の市町村を対象に、受
援計画の雛形等を用いながら、個別フォロー
アップを実施し、災害時の円滑な応援受援がで
きる体制を整備する。

－

　市町村の受援計画策定を支援
するため、２カ年（Ｒ３～Ｒ４）かけ
て重点的に策定支援研修を実施
し、Ｒ５年度は計画未策定の市町
村を訪問の上、個別フォローアッ
プを実施した。

　市町村の計画策定又は、計画策定に向け
た取組が一定程度進んだが、職員不足によ
り手が回らなかったり、近年被災経験の少
ない市町村では、受援のイメージが湧かな
い、必要性が感じられないといった個別の
事情により策定が遅れている。

　小規模自治体に対しては、それぞれの実
情に合わせた個別の支援が必要であると
ともに、被災経験の少ない市町村に対して
は、被災自治体の経験を共有するような取
組が必要である。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　受援計画未策定の市町村を対象に、受援計画の雛形
等を用いながら、引き続き個別フォローアップを実施
し、計画策定を支援する。

市町村受援計画策定
支援事業

1-4
災害時受援計画の策
定市町村数

25市町村 50市町村
危機管理
部

災害対策課

　チーム員養成基礎研修、チーム員養成スキル
アップⅠ研修、スキルアップⅡ研修を開催す
る。
　福島県広域災害福祉支援ネットワーク協議会
を開催する。
　災害派遣福祉チーム員の募集及び、チームの
派遣に関する協定に係る協力法人等募集を実
施する。

19

　大規模災害発生時における要
配慮者の支援体制を整備する
ため、福祉や介護等の専門職団
体を中心とした災害福祉支援
ネットワークの構築に取り組み
ます。
　また、避難所において災害関
連死につながる二次被害を防
止するため、避難所等における
福祉ニーズの把握や、緊急に介
入が必要な要配慮者のスク
リーニング、福祉避難所や福祉
施設等との連携・調整、要配慮
者の相談に応じた関係機関へ
の情報提供や支援のコーディ
ネート等を行う、災害派遣福祉
チーム（DWAT）の整備に努め
ます。

広域災害福祉支援
ネットワーク構築支
援事業

　大規模災害時において、障がい
者や高齢者等の要配慮者に対す
る福祉的支援体制を整備するた
め、福祉・介護関連団体等との福
祉支援ネットワークを構築すると
ともに、福祉・介護専門職で構成
する「災害派遣福祉チーム」を養
成する。

　災害派遣福祉チーム員養成研修の実施方
法について検討。

　新型コロナウイルス感染症の影響で、今
まで実施できていなかった実地研修等を
実施するにあたって、内容を再検討する。
また、前回出動時から数年経過しており、
どのように実際の被災地における活動技
術を継承していくのかが今後の課題であ
る。また、Ｒ６年能登半島地震を踏まえ、近
年頻発する大規模災害を想定した県外で
の活動も視野に入れ、研修内容の検討を進
めていく必要がある。

17

　市町村の避難行動要支援者
個別避難計画作成を支援する
ため、必要な助言を行います。
　また、市町村（防災部局・福祉
部局）や地域（自主防災組織等）
や民間事業者（福祉事業者やタ
クシー事業者等）等が広く連携
して、地域性を考慮したより実
効性の高い計画を作成できる
よう、計画作成事例の収集を行
うとともに、市町村へ横展開し
て情報の共有を図ります。

18

　市町村等と連携しながら、避
難所に必要な物資を備蓄する
とともに、企業との災害時応援
協定に基づく物資支援等を活
用して、避難所における生活環
境の改善やプライバシーの確
保、新型コロナウイルス感染症
対策等に取り組みます。
　また、災害時に要配慮者が安
全に避難できるよう、市町村に
おける福祉避難所の指定を促
進するとともに、福祉機器等の
調達等、福祉避難所の機能強
化を支援します。
　なお、災害時には、避難所ア
セスメントシート等を活用して
避難所に係る情報をきめ細や
かに収集し、物資の提供や保健
師の派遣などを速やかに実施
します。
　

保健福祉
部

社会福祉課
＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続

広域災害福祉支援
ネットワーク構築支
援事業

住民やNPOなどに
よる地域活動に積極
的に参加していると
回答した県民の割合

13.7% 20.6%以上

10



１　防災の推進
じ

指標番号 指標名 現況値
令和６年度

目標値

施策推進に向けた具体的取
組

No.
取組に関わる事業

名

関連指標
令和５年度取組内容 担当部局 担当課

次年度（令和6年
度）取組に関わる

事業名
次年度の対応方針事業内容に係る課題事業の進捗（活動実績）事業の概要

令和５年度の施策推進に向けた具体的取組実績

　1-4-7 市町村等との連携による各種被災者支援制度の運用

　内閣府と連携し市町村向け説明会を開催す
ることで、速やかな住家被害認定調査の実施や
罹災証明書の発行を行うことができる体制の
整備を支援する。

－
　市町村における住家被害認定
調査の実施を支援する。

　発災時には、内閣府と連携し市町村向け
説明会を開催するとともに、平時には、市町
村の業務管理者向けの研修会を開催するこ
とで速やかな住家被害認定調査の実施や罹
災証明書の発行を行うことができる体制の
整備を支援した。

 被害認定調査に知見を有する職員の継続
的な養成及び被害認定調査のDX化を推
進していく必要がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直して継続
＜今後の方向性＞
　被災者生活再建支援システムを活用した職員向け研
修の実施による人材育成を図り、「ふくしま災害時相互
応援チーム」の体制を強化することで罹災証明書の早期
発行を支援する。

ふくしま災害時相互
応援チーム体制強化
事業

1-8

自分の暮らす地域
は、自然災害や大規
模な火災などに対し
て安心して暮らせる
災害に強い地域だと
回答した県民の割合

48.0% 47.0%以上
危機管理
部

災害対策課

被災者生活再建支援
金の支給

【支援金】
　被災者生活再建支援法に基づ
き、自然災害により生活基盤に著
しい被害を受けた者に対して、都
道府県が拠出した基金を活用し
て支援金を支給することにより、
その生活の再建を支援するもの。

【支援金】
・生活再建支援金の支給
基礎支援金：499,750千円（519件）
加算支援金：848,875千円（480件）
（Ｒ５年度支給金額・件数）
・東日本大震災に係る災害弔慰金等市町村
担当者会議の開催（オンライン開催）

【支援金】
　東日本大震災に係る生活再建支援金の
申請期間については、帰還困難区域を抱え
る町村の被災家屋の解体や住宅の再建
が、申請期間内に完了することが困難であ
るため、Ｒ７年４月10日まで延長されてい
る。（これまで１年ごとに延長）

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
【支援金】
　事業内容に係る課題を踏まえ、Ｒ７年４月11日以降の
申請期間延長等の取り扱いについては、改めて町村の
意向を確認し判断する。

被災者生活再建支援
金の支給

災害見舞金の交付

　「災害弔慰金の支給に関する法
律」に基づき、東日本大震災によ
る被災者に対し、災害弔慰金等を
支給するとともに、災害援護資金
の貸付を実施する。

　弔慰金８件、見舞金０件支給　援護資金１
件貸付（Ｒ６年３月末日時点）

　避難の長期化に伴い、震災関連死の判断
が困難になってきている。また、災害援護
資金の借受人が経済的理由により償還が
困難となる事例が発生している。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
（その他）
　当該事業は計画の基本指標（避難者数の減少）にプラ
スの影響を与えたものと思われる。（見舞金を交付する
ことにより、被災者の生活再建が進んだため。）
　弔慰金・見舞金に申請期間終了の予定がなく、今後も
一定の申請が見込まれることから、規模・内容を維持し
て継続する。

災害見舞金の交付 －
避難地域
復興局

生活拠点課

　1-4-8 被災宅地危険度判定士による支援

22

　地震・大雨等の大規模な災害
により、宅地が大規模かつ広範
囲に被災した場合に、市町村の
要請により被害の発生状況を
迅速かつ的確に把握し、二次災
害の軽減、防止を図ります。

　被災宅地危険度判定士養成講習会（60名程
度）を実施する。（R6.1）

都市計画総務事業
　被災宅地危険度判定士を養成
し、その認定を行う。

　養成講習会を１回開催するとともに、既登
録判定士への更新依頼を行い、計159名を
新規及び更新認定した。

　判定士の登録更新を５年ごとに行う必要
があるが、高齢等を理由に更新を辞退する
者があること、また、活動実績が少ないこ
となど、登録者数がなかなか伸びない。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　被災宅地危険度判定士の養成講習会を実施するとと
もに、判定士制度の周知に務める。

都市計画総務事業 1-6
被災宅地危険度判定
士の人数

509人 700人 土木部
都市計画課
まちづくり推進
課

　1-4-9 被災建築物応急危険度判定士による支援

23

　大規模地震時には、市町村の
要請により被災した建築物を
調査し、その後に発生する余震
などによる建物の倒壊等の危
険性を判定することにより、生
命に関わる二次被害の防止を
図ります。

　被災建築物応急危険度判定士の養成講習会
を実施する。（R5.8月、R6.2月）
　判定活動を行う判定士を指導・支援する被災
建築物応急危険度判定コーディネーターの養
成講習会や判定士向けの判定模擬訓練を実施
する。

建築指導関連事務経
費

　被災建築物応急危険度判定士
を養成し、その認定を行う。

　養成講習会を２回開催し、計92名を認定
した。
　コーディネーター養成講習会を開催し、
31名を登録した。また、模擬訓練を実施し、
21名が参加した。

　判定士の登録更新を５年ごとに行う必要
があるが、高齢等を理由に更新を辞退する
者が多く、登録者数がなかなか伸びない。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　被災建築物応急危険度判定士の養成講習会を実施す
るとともに、周知を徹底する。
　被災建築物応急危険度判定コーディネーター養成講
習会や判定士向けの判定模擬訓練を実施する。

建築指導関連事務経
費

1-7
被災建築物応急危険
度判定士の人数

1,870人 1,900人 土木部 建築指導課

21

　住家被害の調査においては、
先進地を参考に市町村や各種
団体と連携しながら認定調査
の迅速化・効率化に努め、罹災
証明書の速やかな発行を支援
します。
　また、被災者生活再建支援制
度による支援金や災害弔慰金
等の支給、災害援護資金の貸し
付けなどの各種支援制度につ
いて県民へわかりやすく情報提
供し、早期の生活再建を支援し
ます。

・生活再建支援金の支給
　　基礎支援金：1,045,000千円（1,145件）
　　加算支援金：1,504,875千円（849件）
・災害弔慰金等の支給（27件）
　　69,375千円
　　　災害弔慰金の支給（25件）
　　　　65,625千円
　　　災害障害見舞金の支給（２件）
　　　　3,750千円
・災害援護資金の貸し付け
　　8,500,000円（３件）
・東日本大震災に係る災害弔慰金等市町村担
当者会議の開催（オンライン開催）

11



２　原子力発電所周辺地域の安全確保の推進

指標番号 指標名 現況値
令和６年度

目標値

(1) 原子力発電所の安全監視とＡＬＰＳ処理水への対応

　2-1-1 原子力発電所の安全監視

　2-1-2 廃炉の進捗状況等の情報提供

2

　廃炉の進捗状況や県の安
全監視の取組等について
は、ホームページや広報紙
等を通じて迅速かつ分かり
やすい情報提供を行いま
す。

　廃炉の進捗状況や県の安全監視の取組
について、広報紙「廃炉を知る」やホーム
ページなどにより県民に対し情報提供を
行う。

原子力安全監視対
策事業（再掲）

　廃炉に向けた取組及び県の
監視の取組について情報収
集を行い、様々な広報媒体を
通じて県民に情報提供を行
い理解の促進を図る。

　現地確認や調査結果の報告書、各種
会議の結果について、原子力安全対策
課ホームページに掲載した。
　また、広報誌「原子力行政のあらまし」
を作成し、関係機関等に配付した。
　広報紙「廃炉を知る」（年４回発行）を
作成し、立入調査の状況や県の放射線
モニタリング状況などの情報発信を
行った。

　福島第一原発の廃炉に向けた取
組について、その進捗状況やトラブ
ル等への対応について、引き続き
正確で分かりやすい情報を提供し
ていく必要がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しし
て継続
＜今後の方向性＞
　規模や内容、媒体等について評
価し、見直しを行いながら継続す
る。

原子力安全監視対
策事業

－ 危機管理部
原子力安全対策
課

　2-1-3 ＡＬＰＳ処理水への対応

3

　ALPS処理水について
は、国が前面に立ち、安全
はもとより国内外に向けた
正確な情報発信や万全な
風評対策等に関係省庁が
一体となって取り組むよう
引き続き求めていきます。
　また、県においても、風評
払拭に向けて、効果的な情
報発信を進めていきます。

　ALPS処理水の問題は日本全体の問題
であることから、国が前面に立ち、行動計
画に基づき責任を持って取り組むよう、引
き続き様々な機会を捉えて国に求めてい
く。
　ALPS処理水の取扱いについて、国・東
京電力の取組を確認するとともに、その結
果等について、広報紙やホームページなど
により情報発信を行う。

原子力安全監視対
策事業（再掲）

　ALPS処理水の海洋放出に
ついては、日本全体の問題で
あることから、国が前面に
立って、関係省庁がしっかり
と連携し、行動計画に基づき
政府一丸となって、万全な対
策を講じるよう、国（経済産
業大臣）への要望を行うほ
か、全国知事会等など様々な
機会を捉えて国への要望を
実施する。

　国への要望については、知事から経済
産業大臣に対し、安全確保の徹底や正
確な情報発信などについて、様々な機
会を捉えて要望を行った。
　また、ALPS処理水の海洋放出の実績
や県の放射線モニタリング結果等を、広
報紙やホームページなどにより情報発
信した。

　ALPS処理水の海洋放出は長期
間にわたるため、引き続き、国に対
し、万全の対策を講じるよう様々な
機会を捉えて国へ要望していく必
要がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しし
て継続
＜今後の方向性＞
　内容、媒体等について評価し、
見直しを行いながら継続する。

原子力安全監視対
策事業

－ 危機管理部
原子力安全対策
課

(2) 環境放射線モニタリングの実施と体制の充実・分かりやすい情報発信

　2-2-1 環境放射能の監視、測定及び公表

4

　原子力発電所周辺地域に
おいて環境放射能監視テレ
メータシステムによる環境
放射線の常時監視を実施
するとともに、原子力発電
所周辺の土壌、飲料水等の
環境試料について、定期的
に放射能の分析測定を行
い、その結果について公表
します。

　原子力発電所周辺地域においては、原子
力発電所の廃炉作業が行われることから、
発電所からの放射性物質の新たな放出を
監視するため、39か所に設置したモニタリ
ングポストにより空間線量率等を常時測定
するほか、大気浮遊じん、降下物、土壌、上
水等（約100箇所）に含まれる放射性物質
を定期的に分析します。結果については、
県ホームページに掲載するほか、報道機関
に情報提供する。

緊急時・広域環境放
射能監視事業

　原子力発電所の事故に伴う
放射性物質の拡散に対する
環境モニタリングを行うとと
もに、測定結果を分かりやす
く公表する。

　主に原子力発電所周辺（30km圏内）
の環境放射能の監視を継続して実施し
た。
・各種測定機器の点検校正を実施した。
・環境モニタリング評価部会（５回）を開
催した。
・学校や観光地等の空間線量率測定な
ど、全県的なモニタリングを実施した。
・リアルタイム線量測定システムの運用
を実施した。
・モニタリング事業交付金を８市町村に
交付した。
・帰還困難区域内の走行サーベイを実
施した。
・プール水の分析を実施した。

　原子力発電所周辺における放射
性物質の監視体制を維持するとと
もに、県内全域でのモニタリングを
継続し、県民に正確な情報を分かり
やすく発信していく必要がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継
続
＜今後の方向性＞
（成果が十分に確保できる見通
し）
　当該事業は計画の基本指標に
プラスの影響を与えた。放射線の
影響が気になると回答した県民
の割合は23.1%と目標を達成し
ている。
　引き続き、県民の安全・安心を
確保するためにも、モニタリング
を継続する必要がある。

緊急時・広域環境放
射能監視事業

2-4

原子力発電所周辺
の空間線量率
※原子力発電所周
辺（UPZ：概ね３０
㎞圏内）に設置さ
れる監視局３９局
における１時間値
の最大値
※単位μ㏉/h≒μ
㏜/h【単位：μ㏜
/h】

3.920
現況値
以下

危機管理部 放射線監視室

　2-2-2 ＡＬＰＳ処理水のモニタリング強化

5

　国等に対してモニタリン
グの強化・拡充を求めると
ともに、ALPS処理水の海
洋放出に伴う環境中の放射
性物質濃度の変化を確認
するため、海水等のモニタ
リングを強化し、結果につ
いては、ホームページ上で
分かりやすく情報発信して
いきます。

　国等においては、引き続き、ALPS処理
水に係る海域モニタリングが行われること
から、国の会議等に出席し、モニタリング結
果を確認するとともに、県として必要な対
応を求める。
　また、県のモニタリングについては、
ALPS処理水が海洋放出される時期は決
まっていませんが、海洋放出前された場合
の海域への影響を確認するため、引き続
き、福島第一原発周辺における海水のモニ
タリングを９か所で実施します。結果につ
いては、ホームページで分かりやすく情報
発信する。

緊急時・広域環境放
射能監視事業（再
掲）

  県民の安全・安心の確保及
び風評抑制に資するため、
ALPS処理水放出口予定場所
周辺３測点と既存の発電所周
辺監視６測点の計９測点での
モニタリングを実施する。ま
た、トリチウムの検出下限値
を下げるため、電解濃縮法に
よる測定を実施する。

・国が開催する会議に出席し、県として
必要な対応を求めた
・ALPS処理水海洋放出後は調査頻度
を高めるなど、海水モニタリングを９か
所で実施し、調査結果を分かりやすく公
表した。

－ －
緊急時・広域環境放
射能監視事業

2-1
日頃、放射線の影
響が気になると回
答した県民の割合

23.1%
29.0%

以下
危機管理部 放射線監視室

原子力発電所現地
確認調査回数

279回

福島第一原
発　平日毎
日（※トラブ
ル時は随時）
福島第二原
発　必要に
応じ実施

危機管理部
原子力安全対策
課

　平日は毎日、福島第一原子力発電所
の現地確認調査を行った。（必要に応じ
福島第二原子力発電所の現地確認調査
も実施）
　廃炉安全監視協議会等（７回）、安全確
保技術検討会（７回）、廃炉安全確保県
民会議（４回）等を開催し、国や東京電
力の取組を確認した。

　監視業務に関わる職員の専門性向上
を図るため、各種研修を実施した。
　基礎研修　　　　１回
　専門研修（理論）１回
　　 〃 　（現地）３回
　　 〃 　（実技）２回

　廃炉作業の監視業務や放射線モ
ニタリングには専門的な知識が必
要であるため、継続的な職員の専
門性向上が課題となっている。
　今後、福島第一原子力発電所の使
用済燃料や燃料デブリの取り出し
等が予定されているため、廃炉作
業の監視能力の向上やモニタリン
グ体制の強化を図ること、また、国
や東京電力に対して、安全かつ着実
な廃炉作業の実施や情報発信など
の取組を求めていく必要がある。
　廃炉安全確保県民会議において、
県民の関心が高い議事の選定や会
議で出された意見のフォローアップ
を行うなど、会議の実効性を高めて
いく必要がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継
続

原子力安全監視対
策事業

2-31

　福島第一・第二原子力発
電所の廃炉作業が、中長期
ロードマップや廃止措置計
画等に基づき安全かつ着実
に進められるよう、現地駐
在職員や、専門家と県、関
係市町村で構成する「廃炉
安全監視協議会」、県民や
各種団体の代表者等で構
成する「廃炉安全確保県民
会議」などの取組により厳
しく監視します。
　また、現地での監視体制
の強化について検討すると
ともに、廃炉監視に的確に
対応できるよう専門的知識
を持った人材の確保・育成
に努めます。

　県内原子力発電所の廃炉作業が安全か
つ着実に進められるよう、立入調査や各種
会議を通じて廃炉に向けた取組状況を監
視するとともに、必要に応じて国・東京電
力に適切な措置を求めていく。
　楢葉原子力災害対策センターに駐在職員
を４名配置し、現地確認やトラブル発生時
の迅速な情報収集を行う。また、職員研修
を実施し監視業務に関わる職員の専門性
の向上を図る。

原子力安全監視対
策事業

　原子力発電所の安全が確保
されるよう、立入調査等を実
施し、廃炉に向けた取組状況
等を確認する。
　また、職員研修を実施し、監
視業務に関わる職員の専門
性の向上を図る。

担当部局 担当課
関連指標

No.
施策推進に向けた具体的

取組
令和５年度取組内容

取組に関わる事業
名

事業の概要 事業の進捗（活動実績） 事業内容に係る課題 次年度の対応方針
次年度（令和6年
度）取組に関わる

事業名
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２　原子力発電所周辺地域の安全確保の推進

指標番号 指標名 現況値
令和６年度

目標値

担当部局 担当課
関連指標

No.
施策推進に向けた具体的

取組
令和５年度取組内容

取組に関わる事業
名

事業の概要 事業の進捗（活動実績） 事業内容に係る課題 次年度の対応方針
次年度（令和6年
度）取組に関わる

事業名

(3） 原子力防災体制の充実・強化

　2-3-1 原子力防災訓練

6

　国や市町村、関係機関と
連携し、広域避難訓練や災
害対策本部運営訓練を含
めた原子力防災訓練を実
施します。

　６月に原子力防災訓練に係る第１回関係
機関会議を開催し、Ｒ５年度原子力防災訓
練の実施内容について情報の共有を行う。
　広域避難訓練や災害対策本部運営訓練
を含めた原子力防災訓練については11月
の実施に向けて準備を進めていく。

原子力防災体制整
備事業

　関係13市町村を対象とし
て、原子力災害を想定した広
域避難訓練等を実施する。
　また、通信訓練や災害対策
本部運営訓練等を通じて災
害発生時の迅速的確な対応
に備える。

毎年度、県主催・関係市町村共催で訓
練を実施している。
また、独自に訓練を実施している市町
村もある。
県主催　１回（R5　楢葉町）
独自開催６市町村（R5　いわき市ほか）

　各市町村において原子力防災訓
練の実施回数を増やすとともに、訓
練項目の種類を増やし、各訓練の質
の向上を図っていくことが課題で
ある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継
続
＜今後の方向性＞
 県の地域防災計画（原子力災害
対策編）及び広域避難計画、市町
村避難計画並びに各関係機関に
おける計画、マニュアル等の修正
内容を訓練に生かしながら、更な
る原子力防災体制の充実・強化
を図っていく。

原子力防災体制整
備事業

2-2
市町村における原
子力防災訓練実施
回数

６回 ６回 危機管理部
原子力安全対策
課

　2-3-2 原子力防災資機材の更新

7

　サーベイメーターや保護
具など緊急的に必要な原子
力防災活動資機材を計画
的に整備するとともに、適
切に管理を行います。

　内閣府から交付を受ける原子力発電施
設等緊急時安全対策交付金を財源として、
Ｒ５年度についても福島県原子力防災活動
資機材整備計画に基づき原子力防災活動
資機材を整備していく。
　原子力防災資機材管理システムを活用し
て適切な在庫管理を行う。

原子力防災体制整
備事業（再掲）

　関係市町村や防災関係機関
等に対して、緊急時に住民の
安全を確保するための施設
や防災業務に従事する者の
安全を確保するための資機
材を整備する。

　資機材整備計画（現計画；Ｒ４～Ｒ８）
に基づき、計画的に整備・更新を実施し
ている。

　緊急時の対応に支障がないよう、
引き続き、計画的に整備・更新をし
ていく必要がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継
続
＜今後の方向性＞
　資機材整備計画（現計画；R4～
R8）に基づき、計画的に整備・更
新を実施していく。
　Ｒ８年度に次期計画（R９～
R13）を策定する。

原子力防災体制整
備事業

－ 危機管理部
原子力安全対策
課

　2-3-3 原子力防災研修会の開催

　原子力防災業務に関わる職員に対して計
画的に研修会を開催し、また、国若しくは
原子力関係機関が開催する研修会への参
加を促し、原子力防災に関する知識の普及
及び原子力災害への対応能力向上を図
る。

原子力防災体制整
備事業（再掲）

　原子力防災業務に関わる職
員に対して、内閣府が開催す
る研修会への参加を促すほ
か、必要に応じて県でも研修
会を開催し、原子力防災に関
する知識の習得及び原子力
災害への対応能力向上を図
る。

　関係職員に対して、内閣府、県及び原
子力関係機関が主催する研修への参加
を促している。
【Ｒ５受講者数実績】
・内閣府主催　142人
・県主催　151人
・関係機関主催　20人

　原子力防災に係る専門的な知識
を習得するためには、複数の研修を
段階的に受講する必要がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継
続
＜今後の方向性＞
　年間の研修スケジュールを提示
しながら、関係職員が継続的に研
修を受講する必要があることを
認識させ、研修の受講を促してい
く。

原子力防災体制整
備事業

－ 危機管理部
原子力安全対策
課

　緊急時モニタリングの構成機関の職員
が、緊急時に使用するモニタリング資機材
の使用方法を確認し、緊急時の対応に必要
な技術を習得することを目的に、緊急時モ
ニタリングプレ訓練を実施する。

緊急時・広域環境放
射能監視事業（再
掲）

  放射性物質若しくは放射線
の異常な放出又はそのおそれ
がある場合に緊急時の環境
放射線モニタリングを実施す
る。また、緊急時の対応に必
要な技術を習得することを目
的に緊急時モニタリング要員
を対象とした各種訓練を実施
する。

  緊急時モニタリング要員を対象として
緊急時モニタリングプレ訓練を実施し
た。

  緊急時の対応に必要な技術を習
得するため、今後も継続して研修会
を開催する必要がある。

－
緊急時・広域環境放
射能監視事業

2-1
日頃、放射線の影
響が気になると回
答した県民の割合

23.1%
29.0%

以下
危機管理部 放射線監視室

8

　原子力防災に関する知識
の普及及び原子力災害へ
の対応力の向上を図るた
め、県や市町村、防災関係
機関等の職員を対象に、基
礎的又は専門的な知識と技
術を習得するための研修会
を開催します。
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３　防犯の推進

指標番号 指標名 現況値
令和６年度

目標値

(1) 防犯意識の向上

　3-1-1 防犯に関する情報提供、指導を通じた取組

1

　交番・駐在所の警察官が各
家庭を訪問して、事件・事故
等の被害防止等を指導する
巡回連絡に積極的に取り組
むとともに、交番・駐在所速
報やミニ広報紙による情報提
供を行います。

　各交番・駐在所等の警察官により、各家庭
を訪問し、安全で平穏な生活を確保するため
に必要と認められる事項について指導連絡
等を行う巡回連絡を恒常的に実施する。
　各交番・駐在所等においてミニ広報紙につ
いては概ね四半期に１回、交番・駐在所速報
については注意喚起すべき事案が発生した
都度、それぞれ発行し、管内で発生した事件・
事故等に関する広報及び防犯指導等情報提
供を実施する。

－

  交番・駐在所の警察官が各
家庭を訪問して、事件・事故
等の被害防止等を指導する
巡回連絡に積極的に取り組む
とともに、交番・駐在所速報
やミニ広報紙による情報提供
を行います。

　県内各交番・駐在所等の警察官
が巡回連絡を実施し、防犯に関す
る情報提供等を行った。
　県内各交番・駐在所等におい
て、ミニ広報紙を1,383回、交
番・駐在所速報を523回発行し、
事件・事故に関する広報及び防
犯指導等情報提供を実施した。

  ミニ広報紙及び交番・駐
在所速報の発行が前年比
減少している。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  ミニ広報紙等の発行を促進する
などし、取組を継続

－ 3-1
犯罪発生件数（刑
法犯認知件数）

8,003件
減少を
目指す

警察本部 地域企画課

　3-1-2 地域安全情報の発信

2

　メールやSNSを活用し、犯
罪情報や防犯情報を配信す
るとともに、なりすまし詐欺、
声掛け事案、強盗、その他必
要と認めた犯罪等の発生傾
向等を分析して注意を呼び
掛ける地域安全情報を発信
します。

　福島県警察メール配信システム「POLICE
メールふくしま」の運用をＲ３年４月１日から
開始し、現在も継続して活用している。同シス
テムでは、なりすまし詐欺情報、犯罪発生情
報、不審者情報、地域防犯情報、交通安全情
報、防災情報、お知らせなどの情報を、県警
本部及び各警察署から随時配信する。また、
県警公式X(旧Twitter）のアカウントも活用
し、地域の安全・安心に関わる情報を幅広く
提供する。

地域安全情報の発
信

  メールやSNSを活用し、犯
罪情報や防犯情報、なりすま
し詐欺情報等の地域安全情
報を発信し、注意を呼びかけ
るもの。

  メールやSNSを活用し、なりす
まし詐欺情報、犯罪発生情報、不
審者情報等を各警察署や警察本
部からタイムリーに配信してい
る。
　情報発信により、なりすまし詐
欺の未然防止、行方不明者早期
発見等に効果をあげている。

  メールやSNS利用者の登
録拡大を推進する必要が
ある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  POLICEアプリふくしまを普及
させ、地域安全情報の配信を強
化していくとともに、県警公式X、
インスタ等でも地域安全情報を幅
広く配信する。

地域安全情報の発
信

3-2
なりすまし詐欺の
認知件数

94件
減少を
目指す

警察本部
生活安全企
画課

　3-1-3 子どもの安全教育の充実

　各学校において、警察等と連携し、防犯教
室等を開催するなど安全教育の充実を促す。
　学校安全指導者養成研修会を実施する。（３
地区）

学校安全教室推進
事業（健康）

  県内学校の安全教育担当者
を対象に効果的な安全対策
の在り方について研修を行
う。（健康）

  福島県学校安全指導者養成研
修会を実施した。（10/4会津地
区、10/5県中、10/24南会津地
区）（健康）

－

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  Ｒ５年度は生活安全の内容を中
心に研修を行ったが、Ｒ６年度は
交通安全の内容を中心に研修を
行う。（健康）
  各学校において、警察等と連携
し、防犯教室等を開催するなど安
全教育の充実を促す。
　「ふくしま情報モラル診断」を各
校へ周知し、生徒の情報モラル意
識の向上に努める支援を行う。
（高校）

学校安全教室推進
事業（健康）

－ 教育庁

高校教育課
特別支援教
育課
健康教育課

　子ども自身が犯罪から身を守るためには防
犯意識の向上が不可欠であることから、警察
署において各学校等において防犯教室を開
催し、危険を感じた際の大人への知らせ方や
逃げ方など具体的な体験を通じた対策を学
習させるなど、安全教育の充実に努める。

　防犯教室

　子ども自身が犯罪から身を
守るためには防犯意識の向
上が不可欠であることから、
警察署において各学校等に
おいて防犯教室を開催し、危
険を感じた際の大人への知ら
せ方や逃げ方など具体的な
体験を通じた対策を学習さ
せるなど、安全教育の充実に
努める。

　県内各学校において総計592
回の不審者対応訓練を実施し
た。（内訳：小学校313回、中学校
98回、高校11回、専門学校４回、
その他166回）

　依然として、県内におい
ては子どもへの声掛け事
案等が発生していることか
ら、子ども自身が犯罪から
身を守れるよう、事例を踏
まえたより具体的な内容の
防犯教室を実施する必要
がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　各学校と連携し継続実施する。

防犯教室 3-1
犯罪発生件数（刑
法犯認知件数）

8,003件
減少を
目指す

警察本部
少年女性安
全対策課

　3-1-4 サイバー犯罪被害防止

4

　サイバー犯罪被害に遭わな
いため、全ての年齢層を対象
とした被害防止講座等の実
施やホームページ、SNS等、
多様な手段の活用による幅
広い広報啓発活動を推進し
ます。

　サイバー防犯ボランティア等と連携した各
学校での情報モラル教室、大学や民間企業等
と連携した企業向け情報セキュリティセミ
ナー等を実施するほか、多発するサイバー犯
罪の手口及び対策について、県警ホームペー
ジ、「POLICEメールふくしま」、Twitter、ラ
ジオ広報等の手段を活用し、積極的な情報発
信に努める。

サイバー犯罪対策事
業

　サイバー犯罪被害に遭わな
いため、全ての年齢層を対象
とした被害防止講座等の実施
やホームページ、SNS等、多
様な手段の活用による幅広
い広報啓発活動を推進してい
く。

　サイバー防犯ボランティアと連
携した広報啓発活動３件、情報セ
キュリティセミナー等28件、広報
媒体を活用した情報発信50件
（Ｒ５年中）

  スマートフォンの普及に
より全世代がインターネッ
トを介した犯罪被害に遭う
可能性があることから、全
世代へ向けた被害防止対
策の発信活動と浸透の推
進

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

サイバー犯罪対策事
業

3-1
犯罪発生件数（刑
法犯認知件数）

8,003件
減少を
目指す

警察本部
サイバー犯罪
対策課

(2) 防犯活動の充実

　3-2-1 防犯ボランティア活動支援

　地域における自主防犯活動の推進を図る
ため、市町村、防犯ボランティア団体等向け
の研修会を開催する。

防犯ボランティア活
動支援事業

  防犯ボランティア研修会等
を実施し、地域の防犯ボラン
ティア団体等の活動の活性化
を図り、地域の防犯力の底上
げにつなげる。

  Ｒ５年度地域防犯活動推進に係
る研修会
日程：R6.1.24
形式：会場とオンラインの併用
人数：約70名参加

  人口減少・高齢化の進展
等を背景に、地域における
防犯活動に担い手が減少
しつつあることから、防犯
ボランティア団体等の活動
を活性化し、地域の防犯力
の底上げが必要。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  防犯ボランティア団体等への研
修会の開催等により、関係機関と
連携しながら防犯に関する取組
を一層推進していく。

防犯ボランティア活
動支援事業

3-1
犯罪発生件数（刑
法犯認知件数）

8,003件
減少を
目指す

生活環境部
生活環境総
務課

　地域の自主防犯力の向上に向けて、防犯ボ
ランティア団体や防犯ネットワークに対し、犯
罪情勢や防犯に関する情報を随時提供する
とともに、装備資機材が不足している防犯ボ
ランティア団体等に対し、積極的に支援を行
う。

防犯ボランティア活
動支援事業（再掲）

  防犯ボランティア団体が、効
果的で効率的な自主防犯活
動が展開できるよう、関係機
関と連携し、防犯ボランティ
ア活動を支援する。
  防犯ボランティア団体等に
対する装備資機材の支援を
図るなど、防犯ボランティア
活動を支援する。

  地域の防犯力向上に向けて、防
犯ボランティア団体や防犯ネット
ワークに対し、犯罪情勢や防犯に
関する情報を随時提供した。
  防犯ボランティア団体への支援
については、Ｒ５年度、９団体に対
して資材購入費用を支援した。

  防犯ボランティアの若返
りを図る必要がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  防犯ボランティア団体や防犯
ネットワークに対し、犯罪情勢や
防犯に関する情報を随時提供す
るとともに、装備資機材が不足し
ている防犯ボランティア団体等に
対し、積極的に支援を行う。

防犯ボランティア活
動支援事業

3-1
犯罪発生件数（刑
法犯認知件数）

8,003件
減少を
目指す

警察本部
生活安全企
画課

次年度（令和6年
度）取組に関わる

事業名
担当部局 担当課

関連指標
令和５年度取組内容

取組に関わる事業
名

事業の概要 事業の進捗（活動実績） 事業内容に係る課題 次年度の対応方針

3

5

　防犯ボランティア団体にお
いて、効果的で効率的な自主
防犯活動が展開できるよう、
関係機関が連携して、有用な
情報を提供するなど、防犯ボ
ランティア活動の支援に努め
ます。
　また、装備資機材が不足し
ている防犯ボランティア団体
等に対する支援を行うととも
に、青色回転灯装備車両によ
るパトロールの実施台数の拡
大を図るなど、防犯ボラン
ティア活動の支援に努めま
す。

　子ども自身が犯罪から身を
守るためには、子どもの防犯
意識の向上を図る必要があ
ることから、防犯教室を開催
するなど安全教育の充実に
努めます。

No.
施策推進に向けた具体的

取組

14



３　防犯の推進

指標番号 指標名 現況値
令和６年度

目標値

次年度（令和6年
度）取組に関わる

事業名
担当部局 担当課

関連指標
令和５年度取組内容

取組に関わる事業
名

事業の概要 事業の進捗（活動実績） 事業内容に係る課題 次年度の対応方針No.
施策推進に向けた具体的

取組

　3-2-2 各主体が連携した地域安全活動の推進

6

　防犯連絡所、消防団、町内
会、各種ボランティア団体等
との連携を図り、「防犯診断」
「子ども見守り活動」等に対し
て助言や指導を行うととも
に、連携して活動を行うな
ど、地域安全活動を積極的に
推進します。

　住民等の意見・要望等を聴取し、検討・協議
することにより、安全で平穏な地域社会を実
現することを目的とした「交番・駐在所連絡
協議会」及び各種防犯ボランティア団体との
連携を図り、事件・事故等の発生状況等地域
の特性に合った指導助言を行うとともに、各
交番・駐在所等の警察官が各種団体と合同で
防犯診断や子ども見守り活動を行うなど、連
携した地域安全活動を実施する。

各主体が連携した地
域安全活動の推進

　交番・駐在所連絡協議会及
び各種防犯ボランティア団体
等との連携を図り、事件・事
故等の発生状況等地域の特
性に合った指導助言を行うと
ともに、各交番・駐在所等の
警察官が各種団体と合同で
防犯診断や子ども見守り活動
を行うなど、連携した地域安
全活動を実施する。

　各種防犯ボランティア団体等に
対し、犯罪発生状況等の提供や、
会議等において指導助言を行っ
た。また、合同で防犯パトロール
や少年の街頭補導等、地域安全
活動を実施した。

　各種防犯ボランティア団
体への加入者を増加させ
る必要がある。
　感染症対策等のため、対
面の会議や活動が低調な
地区もある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  地域情勢を勘案しつつ、取組を
継続

各主体が連携した地
域安全活動の推進

3-1
犯罪発生件数（刑
法犯認知件数）

8,003件
減少を
目指す

警察本部
生活安全企
画課
地域企画課

　3-2-3 被災者等による自主防犯組織への支援

7

　災害・復興公営住宅等入居
者の安全・安心を確保するた
め、自治会等と連携した治安
対策や被災者や事業者等に
よる自主防犯組織の活動支
援に努めるとともに、避難指
示解除に伴い活動を再開し
た防犯ボランティアの活動支
援に努めます。

　防犯ボランティアや民間パトロール隊と連
携し、被災地のパトロール活動を実施すると
ともに、復興公営住宅や仮設住宅への戸別訪
問活動により各種犯罪被害防止を呼び掛け
る。
　避難指示解除に伴い活動を再開した防犯ボ
ランティアの活動支援を推進する。

被災者等による自
主防犯組織への支
援

  自治会等と連携した治安対
策や事業者等による自主防
犯組織の活動支援に努める
とともに、避難指示解除に伴
い活動を再開した防犯ボラン
ティアの活動支援を行い、災
害・復興公営住宅等入居者の
安全・安心を確保する。

  公営住宅等への立寄りによる
防犯指導や集会所等における防
犯教室の開催など被災者に各種
犯罪被害防止を呼びかけた。
  再開した防犯ボランティアと連
携した防犯活動を実施した。

  未再開の防犯ボランティ
アに対する活動支援を図る
必要がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  防犯ボランティアや民間パト
ロール隊と連携し、被災地のパト
ロール活動を実施するとともに、
復興公営住宅や仮設住宅への戸
別訪問活動により各種犯罪被害
防止を呼び掛ける。
  避難指示解除に伴い活動を再
開した防犯ボランティアの活動支
援を推進する。

被災者等による自
主防犯組織への支
援

3-5

現在自分が暮らす
地域（仮設住宅・
借り上げ住宅も含
む）の治安は良い
と回答した県民の
割合

69.8%
上昇を目指

す
警察本部

生活安全企
画課

(3) 防犯環境の整備

　3-3-1 地域社会の連携による子どもの安全確保 

　警察、PTA、防犯関係団体等と連携し、子ど
もの安全確保対策を推進する。
　警察等と連携し、不審者等の情報があれ
ば、教育事務所を通して、地教委、学校へ警
戒を促す連絡を行う。

－ － － －

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　警察、PTA、防犯関係団体等と
連携し、子どもの安全確保対策を
推進する。

－ － 教育庁

健康教育課
義務教育課
特別支援教
育課

　毎月、教育機関や関係団体等に対し、ネット
ワーク通信を配信して性犯罪、声掛け事案等
に関する発生状況の提供や、見守り活動につ
いての助言指導を行って、子どもの安全確保
対策に努める。
　地域ボランティアや少年警察ボランティア
と連携し、登下校の見守り活動を実施すると
ともに、通学路の危険場所を点検するなど子
どもの犯罪被害防止に努める。

－

　毎月、教育機関や関係団体
等に対し、ネットワーク通信を
配信して性犯罪、声掛け事案
等に関する発生状況の提供
や、見守り活動についての助
言指導を行って、子どもの安
全確保対策に努める。
　地域ボランティアや少年警
察ボランティアと連携し、登
下校の見守り活動を実施する
とともに、通学路の危険場所
を点検するなど子どもの犯罪
被害防止に努める。

　性犯罪・声掛け事案等の認知状
況や防犯上の留意点を掲載した
資料を教育機関や関係企業、団
体等に毎月発出し、子どもや女性
の安全対策を図った。
　県内各警察署において、学校、
保護者、地域ボランティアや少年
警察ボランティアと連携し、子ど
もの登下校時の見守り活動を実
施するとともに、地域住民や事業
者等が日常生活や業務を通じて
見守り活動を行う「ながら見守
り」を推進し、子どもの安全対策
を図った。

　防犯情報のタイムリーな
発信に努めるなど地域住
民の更なる防犯意識の向
上を図り、こどもの安全対
策を推進していく必要があ
る。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

－ 3-1
犯罪発生件数（刑
法犯認知件数）

8,003件
減少を
目指す

警察本部
少年女性安
全対策課

　3-3-2 学校における安全確保

9

　各学校において整備した危
機管理マニュアルがしっかり
機能するよう、随時の見直し
と教職員に対する研修等を
行うなど、子どもの安全確保
の徹底を指導します。
　また、校舎、体育館、プール
などの施設・設備の定期点検
及び日常点検の実施を指導
し、子どもの安全確保の徹底
を図ります。

　管理職を対象とした学校事故防止対策研究
協議会において各校の危機管理マニュアルの
見直しと改善を促すとともに、引き続き｢学
校の危機管理マニュアル作成の手引き｣の活
用を図る。

－ － － －

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  各校の危機管理マニュアルの見
直しと改善を促すとともに、引き
続き｢学校の危機管理マニュアル
作成の手引き｣の活用を図る。

－ － 教育庁

高校教育課
特別支援教
育課
健康教育課

　3-3-3 犯罪が起こりにくい環境整備

10

道路、公園、駐車場・駐輪場に
ついて、自治体や施設の管理
者と連携を図り、周囲からの
見通しの確保や、防犯灯、防
犯カメラの設置などによる犯
罪が起こりにくい環境の整備
に努め、犯罪抑止対策を推進
します。

　施設管理者等と連携を図り、周囲からの見
通し確保、照明や防犯カメラの設置等を働き
掛け、犯罪の起きにくい環境整備を推進す
る。

犯罪が起こりにくい
環境整備

  道路、公園、駐車場・駐輪場
について、自治体や施設の管
理者と連携を図り、周囲から
の見通しの確保や、防犯灯、
防犯カメラの設置などによる
犯罪が起こりにくい環境の整
備に努める。

  自転車盗被害の多い駐車場付
近の警戒を強化したほか、万引き
が多発する店舗の管理者対策を
実施した。

  自治体及び管理者等の自
主防犯意識向上を図る必
要がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  施設管理者等と連携を図り、周
囲からの見通し確保、照明や防犯
カメラの設置等を働き掛け、犯罪
の起きにくい環境整備を推進す
る。

犯罪が起こりにくい
環境整備

3-1
犯罪発生件数（刑
法犯認知件数）

8,003件
減少を
目指す

警察本部
生活安全企
画課

8

　子どもへの声掛け事案の情
報共有や登下校時間帯を始
めとして通学路や公園等にお
いて子どもの見守り活動によ
り警戒を行うとともに、不審
者の早期発見等により被害
を防止するため、警察、学校、
防犯関係団体、保護者等の地
域社会の連携をより一層強
化して子どもの安全確保対
策を推進します。
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３　防犯の推進

指標番号 指標名 現況値
令和６年度

目標値

次年度（令和6年
度）取組に関わる

事業名
担当部局 担当課

関連指標
令和５年度取組内容

取組に関わる事業
名

事業の概要 事業の進捗（活動実績） 事業内容に係る課題 次年度の対応方針No.
施策推進に向けた具体的

取組

(4) 犯罪体制の整備

　3-4-1 地域に密着した警防活動の推進

11

　犯罪や事故のない安全と安
心を実感できる社会を構築
するため、地域の実態に即し
たパトロールや巡回連絡、立
番等の街頭活動を推進し、犯
罪の未然防止活動や職務質
問による犯罪の検挙に努め
るとともに、県民の声に耳を
傾け、地域に密着した活動を
推進します。

　交番における立番や人の往来の多い場所
等における駐留警戒、事件・事故の発生が多
い場所や時間帯における効果的なパトロール
等、地域の実態に即した街頭活動を推進す
る。
　犯罪の未然防止と検挙のため、立番やパト
ロールの際、不審者に対する積極的な職務質
問と所持品検査を実施する。
　巡回連絡や各種会合等を通じて、地域にお
ける意見・要望等を把握し、警察として必要
な措置を講じるなど問題解決活動を推進す
る。

－

  犯罪や事故のない安全と安
心を実感できる社会を構築
するため、地域の実態に即し
たパトロールや巡回連絡、立
番等の街頭活動を推進し、犯
罪の未然防止活動や職務質
問による犯罪の検挙に努め
るとともに、県民の声に耳を
傾け、地域に密着した活動を
推進する。

　人の往来が多い時間帯におけ
る立番や、繁華街におけるパト
ロールの強化など、地域の実態
に即した街頭活動を推進すると
ともに、不審者に対する職務質問
を実施するなど、犯罪の検挙と
事件・事故の未然防止に努めた。
　各交番・駐在所等において、地
域における意見・要望等を把握
し、地域住民の犯罪被害等の不
安解消、交通の安全確保するな
ど、29件の問題解決活動を実施
した。

　問題解決活動が前年比減
少した。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　地域における意見・要望等をさ
らに把握し問題解決活動するな
ど、取組を継続

－ 3-5

現在自分が暮らす
地域（仮設住宅・
借り上げ住宅も含
む）の治安は良い
と回答した県民の
割合

69.8%
上昇を目指

す
警察本部 地域企画課

　3-4-2 金融強盗、「なりすまし詐欺」等被害の防止

12

　金融機関に対する強盗等の
未然防止のため、模擬強盗訓
練や店舗に対する防犯診断
等により自主防犯体制の整
備を図ります。
　また、なりすまし詐欺を未
然に防止するため、金融機関
を始めとする関係機関・団体
と警察の緊密な連絡体制の
下、各種被害防止対策を推進
します。

　金融機関に対する強盗等を防ぐため、防犯
診断や防犯指導、模擬強盗訓練や窓口対応
訓練等を実施し、防犯対策を継続的に推進す
る。
　また、なりすまし詐欺防止ふくしまネット
ワークと連携しながら、金融機関窓口等にお
ける声掛け訓練や街頭広報キャンペーン等を
実施し、なりすまし詐欺被害の未然防止に向
けた広報啓発活動を推進する。

金融強盗、「なりすま
し詐欺」等被害の防
止

  金融機関に対する強盗等の
未然防止のため、模擬強盗訓
練や店舗に対する防犯診断
等により自主防犯体制の整
備を図る。
　なりすまし詐欺を未然に防
止するため、金融機関を始め
とする関係機関・団体と警察
の緊密な連絡体制の下、各種
被害防止対策を推進する。

  県内の各警察署において、金融
機関に対する防犯診断や強盗訓
練等を実施した。
  金融機関等と連携し、令和５年
中、143件の詐欺被害を未然防
止した。

  なりすまし詐欺等の手口
が日々変化、巧妙化してい
ることから、新たな手口に
対する早急な対策を図る
必要がある

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  金融機関に対する強盗等を防ぐ
ため、防犯診断や防犯指導、模擬
強盗訓練や窓口対応訓練等を実
施し、防犯対策を継続的に推進す
る。
　また、なりすまし詐欺防止ふくし
まネットワークと連携しながら、金
融機関窓口等における声掛け訓
練や街頭広報キャンペーン等を
実施し、なりすまし詐欺等被害の
未然防止に向けた広報啓発活動
を推進する。

金融強盗、「なりすま
し詐欺」等被害の防
止

3-2
なりすまし詐欺の
認知件数

94件
減少を
目指す

警察本部
生活安全企
画課

　3-4-3 店舗対象の強盗事件等被害の防止

13

　コンビニエンスストア等対象
の強盗事件等の未然防止に
向けて、管理者対策と自主防
犯体制の整備を促進するほ
か、模擬強盗訓練や店舗に対
する防犯診断等の各種施策
を推進します。

　コンビニエンスストア等強盗事件の対象とし
て狙われやすい店舗において、チェックリスト
に基づく防犯診断を実施し、防犯カメラ設置
等のハード面、従業員に対する防犯指導等ソ
フト面の両面における防犯対策強化を推進
する。

店舗対象の強盗事
件等被害の防止

  コンビニエンスストア等対象
の強盗事件等の未然防止に
向けて、管理者対策と自主防
犯体制の整備を促進するほ
か、模擬強盗訓練や店舗に対
する防犯診断等の各種施策
を推進する。

  県内の各警察署において、コン
ビニエンスストア等に対する防犯
診断を行っているほか、コンビニ
エンスストア等を対象とした強盗
訓練を実施した。

  自主防犯体制を整備する
ため、各店舗の従業員一人
一人に行き渡る防犯指導
等に努める必要がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  強盗事件の対象として狙われや
すい店舗において、チェックリスト
に基づく防犯診断を実施し、防犯
カメラ設置等のハード面、従業員
に対する防犯指導等ソフト面の両
面における防犯対策強化を推進
する。

店舗対象の強盗事
件等被害の防止

3-1
犯罪発生件数（刑
法犯認知件数）

8,003件
減少を
目指す

警察本部
生活安全企
画課
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４　虐待等対策の推進
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和６年度

目標値

(1) 虐待等防止のための意識の向上 事業名

　4-1-1 暴力、虐待防止の周知啓発

　権利擁護支援のため、医療、介
護、法務、行政など様々な分野の
有識者が一堂に会し、協議を行う
「高齢者権利擁護推進会議」を開
催する。

高齢者等のいのち
と権利を守る総合
支援事業

 　高齢者等が住み慣れた地域で安心し
て暮らせるよう、市町村の高齢者虐待
や成年後見制度利用促進などの権利擁
護支援の取組を支援する。

 権利擁護推進会議体の見直しを
行い、協議会を２回開催予定。ま
た、成年後見制度利用促進体制
整備及び高齢者虐待対応に係る
市町村からの電話相談及び専門
職派遣、権利擁護に係る関係者
への各種研修（８つ）の実施。

  市町村での権利擁護に係
る知識や経験不足、人員不
足により十分な対応に手が
回らない等の状況により取
組が進まないため、引き続き
専門職派遣を行うとともに、
各保健福祉事務所による地
域支援を行う。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
（成果が十分に確保できる見通し）
　当該事業は、計画の基本指標にプラスの
影響を与えた。市町村等への支援の実施に
より指標に寄与することができた。市町村
からの電話相談や専門職派遣の依頼は多
いものの、一方で対応に苦慮している状況
が見られることから、専門職派遣による支
援可能回数を増加しつつ、各種研修内容の
強化（研修内容の見直し）を行うことで、成
年後見制度の利用が必要な方を制度利用
につなぐことや、施設での高齢者虐待の発
生を防止することに寄与していく。

高齢者等のいのち
と権利を守る総合
支援事業

4-2

児童、配偶者、高齢
者、障がい者などに
対する虐待や暴力
がなく、安心して暮
らせる地域だと回
答した県民の割合

69.2%
上昇を目指

す
高齢福祉課

　厚生労働省主催の「障害者虐待
防止・権利擁護指導者養成研修」
に、市町村職員１名、障がい福祉
サービス事業所等職員２名を参加
させる等により、虐待防止に関す
る指導者を養成する。

障がい者虐待防止
対策支援事業

  厚生労働省が主催する虐待防止の研
修に職員及び関係機関等を参加させ、
虐待防止に関する指導者を養成する。

  厚生労働省主催の「障害者虐待
防止・権利擁護指導者養成研修」
（Ｒ５年９月１９日～２１日）に、伊
達市の虐待担当者１名や事業所
の職員（２名）を参加させる等に
より、虐待防止に関する指導者
を養成した。

  今後も事業を継続し、虐待
防止の推進を図る。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  厚生労働省主催の「障害者虐待防止・権
利擁護指導者養成研修」に、市町村職員１
名、障がい福祉サービス事業所等職員２名
を参加させる等により、虐待防止に関する
指導者を養成する。

障がい者虐待防止
対策支援事業

4-2

児童、配偶者、高齢
者、障がい者などに
対する虐待や暴力
がなく、安心して暮
らせる地域だと回
答した県民の割合

69.2%
上昇を目指

す
障がい福祉課

　女性のための相談支援センター
等による県・市の女性相談員や市
町村担当者等への研修(1回)を
行う。

配偶者暴力相談支
援センターネット
ワーク事業

女性のための相談
支援センター事業

【配偶者暴力相談支援センターネット
ワーク事業】
  要保護女子の早期発見、保護更生に関
し、相談・指導並びにこれに関連する業
務を行う。また、保健福祉事務所を配偶
者暴力相談支援センターに指定し、配偶
者等からの暴力の防止及び被害者の保
護のための業務を行う。

【女性のための相談支援センター事業】
  女性のための相談支援センターにお
いて、DV被害者からの相談、センター
入所中退所後の各種支援を行うことに
より、DV被害者等の福祉の増進を図
る。

  女性のための相談支援セン
ター等による県・市の女性相談
員への研修（女性保護事業充実
強化研修）をＲ5年度に４回実施
した。

  R6年度より新事業に移行
することについての市町村
担当者等への丁寧な説明が
必要である。

＜Ｒ６年度の状況＞
【配偶者暴力相談支援センターネットワーク
事業】
  新事業に移行（規模・内容・手法を維持）

＜Ｒ６年度の状況＞
【女性のための相談支援センター事業】
  規模・内容・手法を維持して継続

困難な問題を抱える
女性への支援体制
構築事業

女性のための相談
支援センター事業

4-2

児童、配偶者、高齢
者、障がい者などに
対する虐待や暴力
がなく、安心して暮
らせる地域だと回
答した県民の割合

69.2%
上昇を目指

す
こども未来局 児童家庭課

　4-1-2 障がい者の権利擁護の推進

2

　障がい者の権利擁護につい
ては、障がいの有無にかかわ
らず、互いに人格と個性を尊
重し合いながら共生する社会
の実現に向け、障がい者への
関心と理解が促進されるよう
意識啓発を図ります。

　障がいや障がいのある方への理
解を深めるためのパンフレットや
DVD等を活用したふくしま共生
サポーター養成講座を開催し、地
域における障がい者理解を促進
する。また、民間事業者に向けた
セミナーを開催し、合理的配慮へ
の理解促進を図る。

障がい者の社会参
加促進事業

　障がい者芸術文化活動の推進、共生サ
ポーターの養成、民間活動への支援、普
及啓発活動の推進に取り組み、理解を
深めることで、障がい者が社会参加しや
すい機運の醸成を図るとともに、芸術
文化活動の推進を通して障がい者の活
躍を促進し、障がい者がいきいきと暮
らせる社会の実現を目指す。

　障がい者への理解を深めるた
めの県民向け啓発活動を行う民
間団体５団体に対し、補助金の交
付決定を行った。

  民間団体が実施する県民
向け啓発活動について、先進
的な取組を紹介する等によ
り、事業内容を充実させてい
く必要がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
（成果が十分に確保できる見通し）
　当該事業は総合計画の基本指標にプラス
の影響を与えた。多様性を理解した社会づ
くりの促進に寄与しており、今後も障がい
や障がい者についての理解を促進するた
めには、継続して事業を実施していく必要
があるため、芸術作品展のサテライト展示
追加、センター事業にアドバイザー派遣を
追加、合理的配慮セミナー開催回数を増や
すなど一部見直していく。

障がい者の社会参
加促進事業

4-2

児童、配偶者、高齢
者、障がい者などに
対する虐待や暴力
がなく、安心して暮
らせる地域だと回
答した県民の割合

69.2%
上昇を目指

す
保健福祉部 障がい福祉課

　4-1-3 施設等における虐待防止対策

高齢者等のいのち
と権利を守る総合
支援事業（再掲）

  高齢者等が住み慣れた地域で安心し
て暮らせるよう、市町村の高齢者虐待
や成年後見制度利用促進などの権利擁
護支援の取組を支援する。

  権利擁護推進会議体の見直し
を行い、協議会を２回開催予定。
また、成年後見制度利用促進体
制整備及び高齢者虐待対応に係
る市町村からの電話相談及び専
門職派遣、権利擁護に係る関係
者への各種研修（８つ）の実施。

  市町村での権利擁護に係
る知識や経験不足、人員不
足により十分な対応に手が
回らない等の状況により取
組が進まないため、引き続き
専門職派遣を行うとともに、
各保健福祉事務所による地
域支援を行う。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
（成果が十分に確保できる見通し）
　当該事業は、計画の基本指標にプラスの
影響を与えた。市町村等への支援の実施に
より指標に寄与することができた。市町村
からの電話相談や専門職派遣の依頼は多
いものの、一方で対応に苦慮している状況
が見られることから、専門職派遣による支
援可能回数を増加しつつ、各種研修内容の
強化（研修内容の見直し）を行うことで、成
年後見制度の利用が必要な方を制度利用
につなぐことや、施設での高齢者虐待の発
生を防止することに寄与していく。

高齢者等のいのち
と権利を守る総合
支援事業

障がい者虐待防止
対策支援事業（再
掲）

  厚生労働省が主催する虐待防止の研
修に職員及び関係機関等を参加させ、
虐待防止に関する指導者を養成する。

  厚生労働省主催の「障害者虐待
防止・権利擁護指導者養成研修」
（Ｒ５年９月19日～21日）に、伊
達市の虐待担当者１名や事業所
の職員（２名）を参加させる等に
より、虐待防止に関する指導者
を養成した。

  今後も事業を継続し、虐待
防止の推進を図る。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  厚生労働省主催の「障害者虐待防止・権
利擁護指導者養成研修」に、市町村職員１
名、障がい福祉サービス事業所等職員２名
を参加させる等により、虐待防止に関する
指導者を養成する。

障がい者虐待防止
対策支援事業

担当課

3

　児童、高齢者、障がい者等
の権利を擁護するため、施設
等における虐待の未然防止
を図ります。さらに、虐待の
早期発見、早期対応を含め、
対策の実効性を高めるため、
施設等に対して、虐待に関す
る職場内研修の実施や苦情
処理体制の整備など、虐待防
止に向けた体制整備につい
て周知徹底を図るとともに、
施設職員等に対する研修の
充実に努めます。

　施設内の指導的立場にある職
員を対象に、介護現場において高
齢者虐待防止の趣旨の理解、虐
待の未然防止や早期発見に向け
た取組、権利擁護の取組等を指導
する人材を養成する「権利擁護推
進研修」を実施するほか、実際に
サービスを提供している看護職
員を対象に「看護実務者研修」を
実施する。
　厚生労働省主催の「障害者虐待
防止・権利擁護指導者養成研修」
に、市町村職員１名、障がい福祉
サービス事業所等職員２名を参加
させる等により、虐待防止に関す
る指導者を養成する。

保健福祉部
こども未来局

高齢福祉課
障がい福祉課
児童家庭課

4-2

児童、配偶者、高齢
者、障がい者などに
対する虐待や暴力
がなく、安心して暮
らせる地域だと回
答した県民の割合

69.2%
上昇を目指

す

関連指標

保健福祉部

令和５年度取組内容 取組に関わる事業名 事業の概要

1

　DVや児童虐待、高齢者虐
待、障がい者虐待について
は、大人から子どもまでを対
象とした人権教育や各種広報
媒体を活用した虐待防止に関
する制度の周知、関係機関へ
の啓発等により社会全体の
認識を深めるよう努めるとと
もに、関係機関スタッフの対
応力向上を図るため、研修の
充実等に取り組みます。

No.
施策推進に向けた具体的

取組
事業の進捗（活動実績） 事業内容に係る課題 次年度の対応方針

次年度（令和6年
度）取組に関わる

事業名
担当部局

17



４　虐待等対策の推進
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和６年度

目標値

担当課
関連指標

令和５年度取組内容 取組に関わる事業名 事業の概要No.
施策推進に向けた具体的

取組
事業の進捗（活動実績） 事業内容に係る課題 次年度の対応方針

次年度（令和6年
度）取組に関わる

事業名
担当部局

(2) 虐待等の防止体制の強化

　4-2-1 関係機関連携によるＤＶ防止対策

4

　「福島県ドメスティック・バイ
オレンス対策連携会議」の構
成機関が有機的に連携し、協
力を図りながら、DVの防止
と被害者の保護・自立支援に
当たります。

　福島県ドメスティック・バイオレ
ンス対策連携会議を開催し情報
交換をする予定（１回）。

配偶者暴力相談支
援センターネット
ワーク事業（再掲）

  要保護女子の早期発見、保護更生に関
し、相談・指導並びにこれに関連する業
務を行う。また、保健福祉事務所を配偶
者暴力相談支援センターに指定し、配偶
者等からの暴力の防止及び被害者の保
護のための業務を行う。

　福島県ドメスティック・バイオレ
ンス対策連携会議を開催し情報
交換を行った。（Ｒ６年１月）

－
＜Ｒ６年度の状況＞
  新事業に移行（規模・内容・手法を維持）

困難な問題を抱える
女性への支援体制
構築事業

4-1
配偶者暴力防止法
に基づく基本計画
策定市町村数

40市町村
上昇を目指

す
こども未来局 児童家庭課

　4-2-2 児童相談所による総合的な支援の強化

5

　児童相談所は、中核的専門
機関として関係機関と連携を
図りながら、早期発見から虐
待を受けた児童の自立に至
るまでの総合的な支援を行
います。
　また、児童虐待の未然防止
や早期発見・早期対応を図る
上で、地域の事情を最も把握
している市町村が中心となっ
て関係機関が連携・協力する
「要保護児童対策地域協議
会」の役割が重要であるた
め、有機的に機能するよう支
援に努めます。

　虐待から子どもを守る連絡会
議、学校職員向け研修、保育者向
け研修、市町村要保護児童対策地
域協議会支援講習会の開催や広
報媒体の活用による啓発等を行
うとともに、児童相談所や関係機
関の専門性の向上を図るため、各
種研修を実施する。

虐待から子どもを守
る総合対策推進事
業

  児童虐待の未然防止及び迅速かつ適
切な対応に向けて、関係機関の連携強
化、児童相談所職員の専門性向上、市町
村における相談体制強化への支援など
を行う。
  児童相談所において、児童及び保護者
に対する相談対応を行うほか、職員の
資質向上に向けた研修受講などを行
う。

  虐待から子どもを守る連絡会
議開催した。（Ｒ５年11月）
  要保護児童対策地域協議会支
援講習会を開催した。（Ｒ５年８
月、12月）
  学校教職員や保育者向け研修、
児童相談所や関係機関の専門性
の向上を図るための各種研修を
実施した。

－
＜Ｒ６年度の状況＞
  規模・内容・手法を維持して継続

虐待から子どもを守
る総合対策推進事
業

4-3
児童虐待相談対応
件数

2,256件
（R4年度）

適切に
対応する

こども未来局 児童家庭課

　4-2-3 高齢者虐待に関する市町村ネットワークへの支援

6

　各市町村においては高齢者
虐待防止ネットワークが構築
されており、同ネットワークが
十分に機能するよう支援しま
す。

　市町村が対応する高齢者虐待
事案について、円滑な対応と適切
な判断により被虐待者の命と権
利を守るため、市町村が行うケー
ス検討会等に社会福祉士や弁護
士などの専門職を派遣し、助言等
を行う。

高齢者等のいのち
と権利を守る総合
支援事業（再掲）

  高齢者等が住み慣れた地域で安心し
て暮らせるよう、市町村の高齢者虐待
や成年後見制度利用促進などの権利擁
護支援の取組を支援する。

  権利擁護推進会議体の見直し
を行い、協議会を２回開催予定。
また、成年後見制度利用促進体
制整備及び高齢者虐待対応に係
る市町村からの電話相談及び専
門職派遣、権利擁護に係る関係
者への各種研修（８つ）の実施。

  市町村での権利擁護に係
る知識や経験不足、人員不
足により十分な対応に手が
回らない等の状況により取
組が進まないため、引き続き
専門職派遣を行うとともに、
各保健福祉事務所による地
域支援を行う。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
（成果が十分に確保できる見通し）
　当該事業は、計画の基本指標にプラスの
影響を与えた。市町村等への支援の実施に
より指標に寄与することができた。市町村
からの電話相談や専門職派遣の依頼は多
いものの、一方で対応に苦慮している状況
が見られることから、専門職派遣による支
援可能回数を増加しつつ、各種研修内容の
強化（研修内容の見直し）を行うことで、成
年後見制度の利用が必要な方を制度利用
につなぐことや、施設での高齢者虐待の発
生を防止することに寄与していく。

高齢者等のいのち
と権利を守る総合
支援事業

4-5

○高齢者虐待相談・
通報件数
　（養護者による高
齢者虐待）
○高齢者虐待相談・
通報件数
　（養介護施設従事
者等による高齢者
虐待）

240件
9件

（R4年度）

適切に
対応する

保健福祉部 高齢福祉課

　4-2-4 障がい者虐待防止ネットワーク構築

7

　障がい者への虐待の防止と
早期発見のため、市町村が中
心となった地域の実情に応じ
た関係機関との連携・協力体
制の構築を支援します。

　厚生労働省主催の「障害者虐待
防止・権利擁護指導者養成研修」
に、市町村職員１名、障がい福祉
サービス事業所等職員２名を参加
させる等により、虐待防止に関す
る指導者を養成する。

障がい者虐待防止
対策支援事業（再
掲）

　厚生労働省が主催する虐待防止の研
修に職員及び関係機関等を参加させ、
虐待防止に関する指導者を養成する。

　厚生労働省主催の「障害者虐待
防止・権利擁護指導者養成研修」
（Ｒ５年９月19日～21日）に、伊
達市の虐待担当者１名や事業所
の職員（２名）を参加させる等に
より、虐待防止に関する指導者
を養成した。

　今後も事業を継続し、虐待
防止の推進を図る。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　厚生労働省主催の「障害者虐待防止・権
利擁護指導者養成研修」に、市町村職員１
名、障がい福祉サービス事業所等職員２名
を参加させる等により、虐待防止に関する
指導者を養成する。

障がい者虐待防止
対策支援事業

4-6

○障がい者虐待相
談・通報件数
　（養護者による障
がい者虐待）
○障がい者虐待相
談・通報件数
　（障害者福祉施設
従事者等による障
がい者虐待）

40件
10件

（R4年度）

適切に
対応する

保健福祉部 障がい福祉課

18



４　虐待等対策の推進
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和６年度

目標値

担当課
関連指標

令和５年度取組内容 取組に関わる事業名 事業の概要No.
施策推進に向けた具体的

取組
事業の進捗（活動実績） 事業内容に係る課題 次年度の対応方針

次年度（令和6年
度）取組に関わる

事業名
担当部局

(3) 虐待等の被害者又はその家族等への支援

　4-3-1 関係機関連携によるＤＶ被害者支援

8

　DV被害者支援と同伴者の
保護・自立支援のため、女性
のための相談支援センターが
配偶者暴力相談支援センター
の中核となって、関係機関と
連携して対応します。

　自立に向けた支援では、経済的
な支援、法的な手続き、子どもの
養育への支援等、様々な機関の協
力が必要となるため、関係機関と
の連携を深めるために、福島県ド
メスティック・バイオレンス対策連
携会議を開催し情報交換を行う
予定（１回）。

配偶者暴力相談支
援センターネット
ワーク事業（再掲）

  要保護女子の早期発見、保護更生に関
し、相談・指導並びにこれに関連する業
務を行う。また、保健福祉事務所を配偶
者暴力相談支援センターに指定し、配偶
者等からの暴力の防止及び被害者の保
護のための業務を行う。

　福島県ドメスティック・バイオレ
ンス対策連携会議を開催し情報
交換を行った。（Ｒ６年１月）

－
＜Ｒ６年度の状況＞
  新事業に移行（規模・内容・手法を維持）

困難な問題を抱える
女性への支援体制
構築事業

4-4
配偶者暴力相談支
援センターでの相談
件数

1,833件
（R4年度）

適切に
対応する

こども未来局 児童家庭課

　4-3-2 虐待を受けた児童への保護・支援

9

　虐待により心に深い傷を抱
える児童については、家庭的
な雰囲気の中で愛着と理解
をもって養育する里親制度
や、心理療法によるケア及び
小規模なグループによりケア
を行う児童養護施設における
養育により、手厚い保護・支
援に取り組みます。

　児童養護施設に心理療法を行う
職員を配置し、虐待を受けた子ど
も達の心のケアを行う。また、児
童福祉施設等連絡協議会、里親
研修等で、被措置児童の権利擁
護と虐待防止について周知する
とともに、入所児童に対しては
「子どもの権利ノート」を活用し、
自他の権利の尊重に関する意識
の醸成を図る。

児童入所施設（県立
施設を除く）措置費

　家庭において適切な養育を受けるこ
とができない子どもを児童福祉施設に
入所させ、又は、里親に委託することに
より、すべての子どもの心身の健やかな
育ちを支援する。

  児童養護施設に心理療法を行
う職員を配置し、虐待を受けた
子ども達の心のケアを行った。ま
た、児童福祉施設等連絡協議会、
里親研修等で、被措置児童の権
利擁護と虐待防止について周知
するとともに、入所児童に対して
は「子どもの権利ノート」を活用
し、自他の権利の尊重に関する
意識の醸成を図った。

－
＜Ｒ６年度の状況＞
  規模・内容・手法を一部見直しして継続

児童入所施設（県立
施設を除く）措置費

4-3
児童虐待相談対応
件数

2,256件
（R4年度）

適切に
対応する

こども未来局 児童家庭課

　4-3-3 高齢者虐待の被害者等への支援

10

　虐待を受けた高齢者や虐待
を行った家族等への支援が
適切に行われるよう、支援を
行う市町村や地域包括支援
センターの職員等に対し、虐
待への対応能力向上のため
の研修を実施するとともに、
必要な助言を行います。
　また、成年後見制度は権利
擁護支援の重要な手段の一
つであり、その利用促進に向
けた各市町村が取り組む地
域連携ネットワークの構築な
ど体制整備を支援します。

　市町村職員の高齢者虐待案件
への対応力向上を図るため、「高
齢者虐待対応基礎研修」を実施す
る。
・成年後見制度に関する理解促進
及び地域連携ネットワークづくり
の必要性に対する理解を促進す
るため「成年後見制度市町村等担
当職員研修」を実施する。
　市町村に社会福祉士や弁護士、
司法書士などの成年後見制度に
係る専門職を派遣し、権利擁護支
援の体制整備の推進を図る。

高齢者等のいのち
と権利を守る総合
支援事業（再掲）

　高齢者等が住み慣れた地域で安心し
て暮らせるよう、市町村の高齢者虐待
や成年後見制度利用促進などの権利擁
護支援の取組を支援する。

  権利擁護推進会議体の見直し
を行い、協議会を２回開催予定。
また、成年後見制度利用促進体
制整備及び高齢者虐待対応に係
る市町村からの電話相談及び専
門職派遣、権利擁護に係る関係
者への各種研修（８つ）の実施。

  市町村での権利擁護に係
る知識や経験不足、人員不
足により十分な対応に手が
回らない等の状況により取
組が進まないため、引き続き
専門職派遣を行うとともに、
各保健福祉事務所による地
域支援を行う。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
（成果が十分に確保できる見通し）
　当該事業は、計画の基本指標にプラスの
影響を与えた。市町村等への支援の実施に
より指標に寄与することができた。市町村
からの電話相談や専門職派遣の依頼は多
いものの、一方で対応に苦慮している状況
が見られることから、専門職派遣による支
援可能回数を増加しつつ、各種研修内容の
強化（研修内容の見直し）を行うことで、成
年後見制度の利用が必要な方を制度利用
につなぐことや、施設での高齢者虐待の発
生を防止することに寄与していく。

高齢者等のいのち
と権利を守る総合
支援事業

4-5

○高齢者虐待相談・
通報件数
　（養護者による高
齢者虐待）
○高齢者虐待相談・
通報件数
　（養介護施設従事
者等による高齢者
虐待）

240件
9件

（R4年度）

適切に
対応する

保健福祉部 高齢福祉課
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５　交通安全の推進
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和６年度

目標値

(1) 交通安全意識の向上

　5-1-1 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進

　交通事故死者数に占める高齢者の割合が依
然として高い状況が続いているなど、高齢歩
行者及び高齢運転者の交通事故対策が課題
となっているため、引き続き県民に注意喚起
を行っていく。

福島県交通対策協議
会への補助金

  福島県交通対策協議会の行
う各季の交通事故防止活動
等にかかる経費について補
助する。

  県交通対策協議会が主体とな
り、実施する各季の運動において、
高齢者の交通事故防止について啓
発活動を行った。

  県交通対策協議会が主体とな
り、信号機のない横断歩道での歩
行者優先を呼び掛けるＣＭを製作
し、高齢者を含めた歩行者の保護
について啓発を行った。

  交通事故死者数に占める高
齢者の割合が依然として高い
状況が続いているなど、高齢
歩行者及び高齢運転者の交
通事故対策が課題となってい
る。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  県交通対策協議会が主体となり、高齢
者の交通事故防止にかかるＣＭ等を製作
し、啓発を行う。

  国（内閣府）と協力し、高齢者向けの研
修会や安全運転サポ－ト車の試乗体験を
実施する。

福島県交通対策協議
会への補助金

5-1 交通事故死亡者数 55人 51人 生活環境部 生活交通課

　発達段階に併せた交通安全への啓発資料
（小・中学生向け安全ガイドブック）の普及を
図り、交通安全意識を向上させる。

－
  小・中学生向け安全ガイド
ブックの監修。（健康）

  Ｒ５年度は14,443冊が県内小
中学校で活用された。（健康）

  物価高騰により、印刷物の
現在の価格を維持することが
困難。（健康）

＜Ｒ６年度の状況＞
＜今後の方向性＞
  引き続き、副教材として活用されるよう
広報活動を行っていく。（健康）
　生徒交通事故の傾向を生徒指導担当者
会議等で周知し、各校の実情に合わせた
交通安全教育を支援する。（高校）

－ 教育庁
健康教育課
高校教育課

交通事故死亡者数 55人 51人 警察本部 交通企画課

　各警察署において、学校・企業・
老人クラブ等を対象として年齢や
生活実態等に応じた交通安全教育
を2,388回、158,462人に対し
て実施した。

－

＜Ｒ６年度の状況＞
＜今後の方向性＞
　子供の交通安全教育として、幼児や小
学生には｢横断の仕方や歩行者のルー
ル｣、｢自転車利用時の交通ルール｣を中
心とした交通安全教室を、中学生や高校
生には｢自転車シミュレータ｣や、スタント
マンが交通事故を再現する「スケアード・
ストレイト教育技法」を活用した交通教室
を実施する。
　高齢者の交通事故防止対策として、各
種シミュレータを活用した交通安全教室
や、自動車販売店協会等と連携した安全
運転サポート車の体験乗車講習会のほ
か、ドライブレコーダーに記録された本人
の運転映像を活用した運転指導などを実
施する。

－ 5-1

1

　交通安全意識を向上さ
せ、交通マナーを身に付け
ていただくため、幼児から
高齢者に至るまで、心身の
発達や年齢に応じた交通

安全教育を行います。
　また、高齢者自身の交通
安全意識の向上に努める
とともに、他の世代に対し
ても高齢者の特性を知り、
高齢者に配慮する意識を
高めるための啓発等を行
うなど、高齢者が関与する
事故防止対策を強化しま

す。

　子供の交通安全教育として、幼児や小学生
には｢横断の仕方や歩行者のルール｣、｢自転
車利用時の交通ルール｣を中心とした交通安
全教室を、中学生や高校生には｢自転車シ
ミュレータ｣や、スタントマンが交通事故を再
現する「スケアード・ストレイト教育技法」を活
用した交通教室を実施する。
　高齢者の交通事故防止対策として、各種シ
ミュレータを活用した交通安全教室や、自動
車販売店協会等と連携した安全運転サポート
車の体験乗車講習会のほか、ドライブレコー
ダーに記録された本人の運転映像を活用し
た運転指導などを実施する。

－

　対象者の心身の発達段階や
ライフステージに応じた段階
的かつ体系的な交通安全教
育の実施する。

　関係機関と連携し、各私立学校へ交通安全
に関する啓発資料の配布等を適宜行う。

－ － 総務部 私学・法人課

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　前年度と同様に、文部科学省や県警本
部からの周知依頼を受け、各私立学校に
周知対応する。

－ －

担当部局 担当課事業の概要 事業の進捗（活動実績） 事業内容に係る課題 次年度の対応方針
次年度（令和6年
度）取組に関わる事

業名

関連指標
No.

施策推進に向けた具体
的取組

令和５年度取組内容
取組に関わる事業

名

　文部科学省や県警本部から交通
安全に係る周知依頼を受け、随
時、各私立学校に周知した。

※以下は参考
・文部科学省依頼「通学路における
交通安全の確保の徹底について」
を周知（6/30）
・文部科学省依頼「Ｒ５年度文部科
学省交通安全業務計画」を周知
（4/20）
・県警本部依頼「高校生の自転車
利用時におけるヘルメット着用の
推進 について」を周知（4/25）
・文部科学省依頼「Ｒ５年秋の全国
交通安全運動の実施について」を
周知（7/31）
　　　　　　　　　　など

－
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５　交通安全の推進
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和６年度

目標値

担当部局 担当課事業の概要 事業の進捗（活動実績） 事業内容に係る課題 次年度の対応方針
次年度（令和6年
度）取組に関わる事

業名

関連指標
No.

施策推進に向けた具体
的取組

令和５年度取組内容
取組に関わる事業

名

　5-1-2 住民参加と協働の推進

　交通安全意識の普及浸透を図るため、関係
機関・団体と連携して交通事故防止の各種施
策を推進するとともに、交通ボランティアが
主体となって活動する等、住民の参加・協働
型の交通安全活動を推進する。

－
　住民の参加・協働型の交通
安全活動を推進する。

　交通安全意識の普及浸透を図る
ため、交通ボランティアと連携した
飲酒運転根絶のための飲食店訪問
活動、高齢者事故防止のための高
齢者宅訪問活動等の交通安全活
動を推進した。
　各季の交通安全運動における交
通安全キャンペーン等に地域住民
等が参加する等、住民の参加・協
働型の交通安全活動を推進した。

－

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　交通安全意識の普及浸透を図るため、
関係機関・団体と連携して交通事故防止
の各種施策を推進するとともに、交通ボ
ランティアが主体となって活動する等、
住民の参加・協働型の交通安全活動を推
進する。

－ 5-1 交通事故死亡者数 55人 51人 警察本部 交通企画課

(2) 交通安全活動の充実

　5-2-1 民間団体等の主体的活動の推進

　交通事故のあらまし、交通白書、交対協だよ
り等を各種団体に送り、県内の交通情勢等に
ついて情報提供を行う。また、各季の交通安
全運動を行う際、要綱やチラシを配布して運
動に対する理解・協力を求めていく。

福島県交通対策協議
会への補助金（再掲）

  福島県交通対策協議会の行
う各季の交通事故防止活動
等にかかる経費について補
助する。

  交通事故のあらまし、交通白書、
交対協だより等を各種団体に送
り、県内の交通情勢等について、
情報提供を行った。

  各季の交通安全運動を行う際、
要綱やチラシを配布して運動に対
する理解・協力を求めた。

  Ｒ５年から交通死亡事故が
増加傾向にあり、引き続き、
交通事故の減少に向け、関係
団体等において、積極的に交
通安全活動が行われるよう
働きかける必要がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  交通白書、交対協だより等を各種団体
に送り、県内の交通情勢等について、情
報提供を行う。
  各季の交通安全運動を行う際、要綱や
チラシを配布して運動に対する理解・協
力を求める。

福島県交通対策協議
会への補助金

5-2 交通事故傷者数 3,403人 3,344人 生活環境部 生活交通課

　交通安全を目的とする関係機関・団体に対
して、交通安全チラシや交通安全に必要な資
料を提供し、主体的な活動が出来るよう積極
的に支援する。
　関係機関・団体に対し、交通安全活動が効果
的かつ積極的に行われるよう、あらゆる機会
を活用して働き掛けを実施する。

－
　関係機関・団体に対して情
報提供等を行い、主体的な活
動を促進する。

　関係機関・団体の行う交通安全
活動を支援するため、ラジオ局に
対し51回の交通情報の提供を
行ったほか、県警ホームページに
「交通安全のポイント」を掲載し、広
く情報提供をした。
　県内のみならず、全国で発生した
社会的反響の大きい交通事故の
発生に応じて、関係する機関・団体
に対し、交通事故防止に関する依
頼文を発出し、重大事故防止を
図った。

－

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　交通安全を目的とする関係機関・団体
に対して、交通安全チラシや交通安全に
必要な資料を提供し、主体的な活動が出
来るよう積極的に支援する。
　関係機関・団体に対し、交通安全活動が
効果的かつ積極的に行われるよう、あら
ゆる機会を活用して働き掛けを実施す
る。

－ 5-1 交通事故死亡者数 55人 51人 警察本部 交通企画課

　5-2-2 交通ボランティア活動支援

　交通安全母の会では、高齢者世帯への訪問
活動や街頭啓発活動等により、直接高齢者に
交通事故防止を呼びかけており、関係機関と
連携しながら活動を推進する。

交通安全母の会連絡
協議会補助金（再掲）

  福島県交通安全母の会連絡
協議会の行う交通事故防止
活動に係る経費の一部につ
いて補助する。

  福島県交通安全母の会連絡協議
会が行う活動に補助を行うことを
通じて、各市町村交通安全母の会
が行う啓発活動に対して支援等を
行った。

  Ｒ５年から交通死亡事故が
増加傾向にあり、引き続き、
交通事故の減少に向け、交通
ボランティア団体との連携・
協力を強化する必要がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  福島県交通安全母の会連絡協議会が行
う活動に補助を行うことを通じて、各市
町村交通安全母の会が行う啓発活動に
対して支援等を行う。

交通安全母の会連絡
協議会補助金

5-2 交通事故傷者数 3,403人 3,344人 生活環境部 生活交通課

　地域に根ざした交通安全活動を展開する関
係機関・団体との連携強化を図るとともに、
交通安全活動の従事者や交通安全教育指導
者等の交通安全ボランティアの育成を推進す
る。

－
　関係機関・団体との連携強
化と主体的なボランティア活
動を推進する。

　関係機関・団体や自動車関連業
者と協力し、安全運転サポート車
の体験試乗会を12回開催し、
245人に試乗を実施した。
　交通安全活動従事者や交通安全
教育の指導者等に対しての安全教
育を実施する等、交通安全ボラン
ティアの育成を図った。

－

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　地域に根ざした交通安全活動を展開す
る関係機関・団体との連携強化を図ると
ともに、交通安全活動の従事者や交通安
全教育指導者等の交通安全ボランティア
の育成を推進する。

－ 5-1 交通事故死亡者数 55人 51人 警察本部 交通企画課

　5-2-3 交通規則遵守の推進

5

　Ｒ２（2020）年６月の道
路交通法改正により施行
された、妨害運転(「あおり
運転」)、著しい速度超過な
ど、悪質性、危険性の高い
違反に重点を置いた交通
指導取締りを推進します。

　県内における交通事故分析に基づき、飲酒
運転、無免許運転、Ｒ２年６月道路交通法改正
により施行された妨害運転、著しい速度違
反、横断歩行者妨害違反、信号無視などの交
差点関連違反等の交通事故に直結する悪質・
危険性の高い違反や県民から取締り要望の
多い違反に重点を指向した交通指導取締り
を強化する。

－ 　交通指導取締り

　Ｒ５年度中は、飲酒運転342件、
無免許運転192件、速度違反
23,575件、横断歩行者妨害
3,193件、信号無視6,495件の
検挙・告知があった。
Ｒ５年度中の妨害運転の検挙はな
かった。

　取締り資機材の保守点検、
更新の予算措置

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　継続し、悪質・危険性の高い違反や県民
から取締り要望の多い違反に重点を指向
した交通指導取締りを強化する。

－ 5-1 交通事故死亡者数 55人 51人 警察本部 交通企画課

　新型コロナ感染の状況を注視しつつ、地域
の実情に応じ、地域住民と連携した交通安全
活動を推進する。
　各季の交通安全運動期間中における広報啓
発、CM事業等を活用し、効果的な交通安全
啓発活動を行ってまいる。

交通安全母の会連絡
協議会補助金

福島県交通対策協議
会への補助金（再掲）

  福島県交通安全母の会連絡
協議会の行う交通事故防止
活動に係る経費の一部につ
いて補助する。

  福島県交通対策協議会の行
う各季の交通事故防止活動
等にかかる経費について補
助する。

  福島県交通安全母の会連絡協議
会が行う活動に補助を行うことを
通じて、各市町村交通安全母の会
が行う啓発活動に対して支援等を
行った。

  県交通対策協議会が主体とな
り、実施する各季の運動において、
交通事故防止について啓発活動を
行った。

  県交通対策協議会が主体とな
り、①自転車ヘルメットの着用・自
転車損害賠償責任保険等への加
入②横断歩道での歩行者の保護
③飲酒運転の禁止にかかるＣＭを
製作し、Youtube等で放映した。
（再生回数 計約60万回）

  Ｒ５年から交通死亡事故が
増加傾向にあり、引き続き、
交通事故の減少に向け、県民
の交通安全意識の向上を図
る必要がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  福島県交通安全母の会連絡協議会が行
う活動に補助を行うことを通じて、各市
町村交通安全母の会が行う啓発活動に
対して支援等を行う。

  県交通対策協議会が主体となり、各季
の交通安全運動期間中における広報啓
発、CM事業等を活用し、効果的な交通安
全啓発活動を行う。

交通安全母の会連絡
協議会補助金

福島県交通対策協議
会への補助金

5-1 交通事故死亡者数 55人 51人 生活環境部 生活交通課

2

　交通安全意識の向上を図
るため、行政、関係民間団
体等が緊密な連携の下に
施策を推進するとともに、
地域における交通ボラン
ティア等が主体となって身
近なところから交通安全活
動に取り組むなど、住民の
参加・協働型の交通安全活
動を推進します。

3

　交通安全を目的とする民
間団体については、交通安
全に必要な資料の提供を
充実するなど、その主体的
な活動を促進するととも
に、地域団体、自動車製造・
販売団体、自動車利用者団
体等に対して、それぞれの
立場に応じた交通安全活
動が効果的かつ積極的に
行われるよう、季節ごとの
交通安全運動等の機会を
利用して働きかけを行いま
す。

4

　地域に根ざした交通安全
活動を展開する交通ボラ
ンティア団体との連携・協
力を強化するとともに、学
校周辺の通学路等でのパ
トロール活動、保護誘導活
動の従事者や交通安全教
育の指導者の育成に努め
ます。
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５　交通安全の推進
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和６年度

目標値

担当部局 担当課事業の概要 事業の進捗（活動実績） 事業内容に係る課題 次年度の対応方針
次年度（令和6年
度）取組に関わる事

業名

関連指標
No.

施策推進に向けた具体
的取組

令和５年度取組内容
取組に関わる事業

名

(3) 道路交通環境に配慮した交通安全対策の推進

　5-3-1 通学路交通安全プログラムに基づく交通安全対策

6

　各市町村が策定する通学
路交通安全プログラムに基
づき、学校関係者、警察、
道路管理者が合同で点検
を実施し、必要な交通安全
対策を講じます。

　通学路交通安全プログラムに基づき、学校
関係者、警察と合同点検を実施すると共に、
プログラムに位置づけられた42箇所につい
て対策事業を推進する。

交通安全事業

　通学路の安全な歩行空間を
確保することで、児童等が巻
き込まれる交通事故を未然
に防止する。

　用地取得及び設計、工事の進捗
を図った。

　要対策箇所が非常に多いた
め、事業に必要な予算を確保
するとともに、計画的に用地
取得していく必要がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
（成果が十分に確保できる見通し）
　当該事業は計画の基本指標に十分な影
響を与えられない。アウトプット指標は達
成する見込みであるが、基本指標である
橋梁・トンネルの修繕は通学路交通安全
対策プログラムの要対策箇所に含まれて
いないため、プラスの影響を与えられな
い。現時点でアウトプット指標を十分達成
しているが、用地取得が必要となる箇所
もあるため、引き続き計画的に事業を進
めていく。

交通安全事業 5-3
通学路における安全
対策の完了率

66.0% 67.0% 土木部 道路整備課

　5-3-2 事故分析による事故削減対策

　福島県道路環境整備技術調査委員会にお
いて、調査各市町村から報告のあった調査候
補箇所29か所の中から緊急性、重要性の高
い６か所について実施する。

交通事故多発地点緊
急対策事業

  県民が安全で安心して暮ら
せる交通環境の実現を目指し
て、交通事故多発地点等につ
いて道路環境を中心とした詳
細な事故分析を行い､事故削
減に向けた効果的かつ適切
な施策の展開を図る。

  Ｒ５年度は県内７箇所の交差点の
現地調査を実施し、委員会で取り
まとめた対策を道路管理者等が推
進する。２年後に対策の効果を検
証予定。

  過去10年間、60箇所で実
施した交通事故対策の結果、
約５割の交通事故の削減効果
が認められるが、一部対策効
果が低い箇所については、引
き続き注視・追加対策が必
要。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  ６箇所程度の交通事故多発地点現地調
査を実施するほか、対策効果を検証す
る。

交通事故多発地点緊
急対策事業

5-3
通学路における安全
対策の完了率

66.0% 67.0% 生活環境部 生活交通課

【交通企画課】
　交通事故分析・事故
削減事業

　交通事故発生状況を分析
し、関係機関団体と連携を図
りながら安全対策を実施し事
故を削減する。

　交通事故発生状況を分析し、福
島県道路環境整備技術調査委員
会において緊急性、重要性の高い
７箇所について現地調査を実施し
た。

　更なる事故削減のために
は、事故分析手法の多角化・
高度化が求められる。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　当該事業は事故削減に大きく貢献して
いるため、分析手法に変化を加えながら
継続して実施していく必要がある。

交通事故分析・事故
削減業務

警察本部
交通企画課
交通規制課

　第５次社会資本整
備重点計画（Ｒ３～７
年度）における県内
の事故危険箇所28
箇所の対策推進
　Ｒ６年度の福島県道
路環境整備技術調査
委員会における事故
多発地点緊急対策事
業箇所６箇所の対策
推進
　各警察署の重点対
策交差点（Ｒ６～７年）
31箇所の対策推進
　各警察署の安全対
策が必要な交差点
（未了1275箇所）の
対策推進

5-1 交通事故死亡者数 55人 51人

【交通規制課】
　第５次社会資本整
備重点計画（Ｒ３～７
年度）における県内
の事故危険箇所28
箇所の対策推進
　Ｒ５年度の福島県道
路環境整備技術調査
委員会における事故
多発地点緊急対策事
業箇所７箇所の対策
推進
　各警察署の重点対
策交差点（Ｒ４～５年）
34箇所の対策推進
　各警察署の安全対
策が必要な交差点
（計2030箇所）の対
策推進

　事故危険箇所等への対策と
して、国、県、関係自治体、管
轄警察署等と連携を図りなが
ら、交通規制の実施や見直し
等の安全対策を推進する

　事故危険箇所等への対策とし
て、国、県、関係自治体、管轄警察
署等と連携を図りながら、交通規
制の実施や見直し等の安全対策を
推進している
　安全対策が必要な交差点につい
ては、755箇所に一時停止規制の
新設等の安全対策を完了した。

　事故危険箇所等への対策推
進については、警察による交
通規制の実施だけでなく、道
路管理者による道路表示の
施工等の安全対策が必要不
可欠である。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　第５次社会資本整備重点計画（Ｒ３～７
年度）における県内の事故危険箇所28
箇所については、引き続き対策推進
・Ｒ６年度の福島県道路環境整備技術調
査委員会における事故多発地点緊急対
策事業箇所を新たに６箇所選定したこと
から、対策を推進
　各警察署の重点対策交差点（Ｒ６～７
年）を新たに31箇所を選定したことか
ら、対策を推進
　各警察署の安全対策が必要な交差点の
対策未了箇所の対策推進

土木部
道路計画課
道路整備課

5-2
交付金事業（道路）
道路橋りょう改良事
業（県単）

  事故多発地点の調査によ
り、対策が必要とされた箇所
について、区画線やカラー舗
装等の整備を実施する。

  調査で対策が必要とされた箇所
について、対策を実施した。

  調査から２年内に対策を実
施する必要がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　福島県道路環境整備技術調査委員会に
より、事故多発地点の調査及び、対策検
討を行う。

交付金事業（道路）
道路橋りょう改良事
業（県単）

　交通事故発生状況を分析し、交通事故多発
箇所を各警察署ごとに選定の上、関係機関団
体と堅密に連携しながら効果的な事故防止
対策を推進する。
　第５次社会資本整備重点計画（Ｒ３～７年
度）において、県内における事故危険箇所が
28箇所指定されていることから、国、県、関
係自治体及び管轄警察署と連携を図りなが
ら事故削減対策の検討を行う。
　福島県道路環境整備技術調査委員会にお
いて、Ｒ５年度の県内における事故多発地点
緊急対策事業箇所を選定予定であることか
ら、県、関係自治体及び管轄警察署と連携を
図りながら事故削減対策の検討を行う。
　Ｒ４、５年の２か年を対策期間として、各警
察署ごとの交通事故防止対策が必要な重点
対策交差点を選定したことから、交通規制の
実施や見直し、道路管理者と連携した安全対
策を推進する。
　Ｒ５年１月２日、郡山市大平町地内で発生し
た４名死亡の交通事故を受け、管轄警察署ご
とに安全対策が必要な交差点を抽出したこと
から、県、関係自治体等と連携を図りながら
安全対策を推進する。

交通事故傷者数 3,403人 3,344人
　福島県道路環境整備技術調査委員会によ
り、事故多発地点の調査及び、対策検討を行
う。

7

　交通事故が多発している
箇所について、道路環境を
踏まえた事故分析を行い、
国や市町村、関係機関と連
携しながら、効果的な事故
削減対策を講じます。
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５　交通安全の推進
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和６年度

目標値

担当部局 担当課事業の概要 事業の進捗（活動実績） 事業内容に係る課題 次年度の対応方針
次年度（令和6年
度）取組に関わる事

業名

関連指標
No.

施策推進に向けた具体
的取組

令和５年度取組内容
取組に関わる事業

名

　5-3-3 地域の特性に応じた交通規制

8

　警察による面的低速度規
制（ゾーン30）と道路管理
者による凸型路面や狭さ
く、シケインなどの物理的
デバイスを適切に組み合わ
せて実施する「ゾ－ン30
プラス」の取組を推進しま
す。

　生活道路における交通安全対策として、道
路管理者と連携した「ゾーン30プラス」によ
る実効性のある道路交通環境の整備を推進
する。

ゾーン30プラスの整
備推進

　ゾーン30プラス（警察によ
る最高速度30km/hの区域
規制と道路管理者による物
理的デバイスの適切な組合せ
により交通安全の向上を図る
区域）の整備推進

　関係警察署との連携、道路管理
者との調整を図り、ゾーン30プラ
スの整備計画４区域を策定した。

　道路管理者によるハンプや
狭さくといった物理的デバイ
スの設置が要件であることに
加え、警察と道路管理者の双
方が整備計画を策定すること
が必要である。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　関係警察署との連携、道路管理者との
調整を図りながら、ゾーン30プラスの整
備推進を図る。

ゾーン30プラスの整
備推進

5-3
通学路における安全
対策の完了率

66.0% 67.0% 警察本部 交通規制課

　5-3-4 地域住民と連携した「人」優先の道路交通環境整備

　歩行者の安全な通行に支障をきたしている
46箇所で歩道を整備する事業を実施し、安
全で円滑な交通に支障をきたしている10箇
所で交差点を改良する事業を実施する。
　公共施設、福祉施設、駅などを連結する歩
道の段差解消や拡幅、障害物除去など歩道
ネットワークを整備する事業を６箇所で実施
する。

交通安全事業（再掲）

　通学路の安全な歩行空間を
確保することで、児童等が巻
き込まれる交通事故を未然
に防止する。

　用地取得及び設計、工事の進捗
を図った。

　要対策箇所が非常に多いた
め、事業に必要な予算を確保
するとともに、計画的に用地
取得していく必要がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
（成果が十分に確保できる見通し）
　当該事業は計画の基本指標に十分な影
響を与えられない。アウトプット指標は達
成する見込みであるが、基本指標である
橋梁・トンネルの修繕は通学路交通安全
対策プログラムの要対策箇所に含まれて
いないため、プラスの影響を与えられな
い。現時点でアウトプット指標を十分達成
しているが、用地取得が必要となる箇所
もあるため、引き続き計画的に事業を進
めていく。

交通安全事業 5-3
通学路における安全
対策の完了率

66.0% 67.0% 土木部 道路整備課

　通学路等における関係機関との合同点検等
を踏まえた交通規制の実施と交通安全施設
等の整備を推進する。
　良好な自転車交通秩序の実現のための対
策として、普通自転車専用通行帯の整備、普
通自転車歩道通行可規制の見直し、自転車に
係るその他の交通規制の見直し等を推進す
る。

通学路における合同
点検等を踏まえた交
通安全施設等の整備
推進

良好な自転車交通秩
序の実現のための対
策推進

　通学路における関係機関と
の合同点検等を踏まえた交
通規制の検討や交通安全施
設等の整備推進
　良好な自転車交通秩序の実
現のための対策として、普通
自転車専用通行帯の整備等
を推進

　通学路における関係機関との合
同点検等を踏まえた交通規制の検
討や交通安全施設等の整備を推進
した。
　良好な自転車交通秩序の実現の
ための対策として、普通自転車専
用通行帯７箇所（規制）の新設等を
実施した。

　通学路における合同点検に
ついても、良好な自転車交通
秩序の実現についても、道路
管理者をはじめとする関係機
関との調整及び連携が必要
である。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　通学路における関係機関との合同点検
等を踏まえた交通規制の検討や交通安
全施設等の整備推進
　良好な自転車交通秩序の実現のための
対策として、普通自転車専用通行帯の整
備等を推進

通学路における合同
点検等を踏まえた交
通安全施設等の整備
推進

良好な自転車交通秩
序の実現のための対
策推進

5-3
通学路における安全
対策の完了率

66.0% 67.0% 警察本部 交通規制課

9

　交通安全の確保は、道路
利用者の生活、地域の経
済、社会活動に密着した課
題であることから、道路交
通環境の整備に当たって
は、地域住民や道路利用者
の意見を踏まえるととも
に、高齢者や子ども、障が
い者を含む全ての人々に
とって安全で安心できる
「人」優先の考え方に基づ
き、地域の実情に応じた効
果的・効率的な対策を推進
します。
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６　医療に関する県民参画等の推進
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和６年度

目標値

(1) 疾病に対する正しい知識の普及啓発

　6-1-1 生活習慣病に関する正しい知識の普及啓発

6-1
メタボリックシンドローム該
当者及び予備群の割合
（特定健康診査受診者）

32.3%
（R4年度）

26.5%

6-6

脳血管疾患年齢調整死亡
率（人口１０万対）男性
脳血管疾患年齢調整死亡
率（人口１０万対）女性

109.6%
75.2%

（R2年度）

103.28％
67.68％

6-7

心疾患年齢調整死亡率（人
口１０万対）男性
心疾患年齢調整死亡率（人
口１０万対）女性

212.9%
118.9%
（R2年度）

203.78％
115.02％

子どものむし歯緊急
対策事業

　子どものむし歯予防のため、市町村が実
施するフッ化物洗口事業の内、新規施設に
対する財政支援や職員等への検討会・研修
会の開催をとおし、市町村が保育所・幼稚
園・小学校において集団でのフッ化物洗口
事業を実施できるよう体制整備を図ること
により、口腔衛生の切り口から子どもたち
の健康を促し、県民の健康回復を図る。

  県庁及び保健福祉事務所において検討会
を開催。各保健福祉事務所において未実施
市町村へ個別支援や情報提供を実施。

　コロナウイルスの影響で1町で事業中止と
なっており、また新たに実施する市町村を
増やすためには、未実施市町村への丁寧な
説明が必要であり、個別支援の継続が重要
である。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
（その他）
　当事業は、計画の基本指標に十分な影響を与えら
れなかった。しかしながら、６歳で永久歯むし歯のな
い者の割合は指標を達成することができた。今後
は、フッ化物洗口事業が未実施市町村の課題の一つ
である洗口液について、簡易的に実施できる洗口液
を活用し、市町村へのフッ化物洗口導入促進を図
る。

歯科保健総合対策事
業

6-2

歯の健康【８０歳で自分の
歯を２０歯以上有する者の
割合】
歯の健康【６歳で永久歯む
し歯のない者の割合】
歯の健康【１２歳でむし歯の
ない者の割合】

70.6%
97.7%
64.0%

（R4年度）

60.0％以上
97.0％以上
65.0％以上

6-4
がんの年齢調整死亡率
（全がん・男女計・７５歳未
満・人口１０万対）

74.08%
（R4年度）

67.21%

健康づくり推
進課

〈がん検診受診率向上〉
　「大切な人と一緒にがん検診キャンペー
ン」及び乳がんの啓発イベント等をとおし
て、県民のがん検診への興味関心や受診促
進につなげる。
　「大切な人を守る学生『がん予防』メイト」
を養成し、若い世代への普及啓発を図る。
　受動喫煙を防ぐ環境づくりとして、「イエ
ローグリーンリボン」の普及啓発イベントを
行うとともに、「空気のきれいな施設・車両
認証制度」を実施する。
〈運動関係〉
　インセンティブを付与する仕組みを取れ入
れた「ふくしま健民アプリ」等の活用により、
県民が気軽に楽しく運動できる環境づくり
を進める。
〈県民の健康リテラシー向上〉
　生活習慣病の予防等に向け、県民の健康
リテラシー向上を図るため、本県の健康課
題に応じた健康教育動画コンテンツを制作
し、職域を中心とした幅広い層への普及・啓
発を行う。

　がんや心疾患等の生活習慣
病を予防し、一人一人が健康
な生活習慣を形成できるよ
う、運動、食生活、喫煙、各種
健康診断などの情報提供や
普及啓発、環境整備を図ると
ともに、がん検診等の受診勧
奨や、がんを含む生活習慣病
の予防に関する啓発資材等
を活用し、関係機関と連携し
て県民への啓発を推進しま
す。

1

6-3

がん検診受診率【胃がん】
がん検診受診率【肺がん】
がん検診受診率【大腸がん】
がん検診受診率【乳がん】
がん検診受診率【子宮頸が
ん】

34.1%
32.8%
30.3%
48.4%
46.2%

（R4年度）

60.0％以上

保健福祉部

ふくしまメタボ改善
チャレンジ事業

がん対策推進事業

担当部局 担当課事業の概要 事業の進捗（活動実績） 事業内容に係る課題 次年度の対応方針
次年度（令和6年度）
取組に関わる事業

名
No.

施策推進に向けた具体的
取組

令和５年度取組内容
取組に関わる事業

名

関連指標

たばこの健康影響対
策事業

　たばこは、肺がんを始めとするがんや虚血
性心疾患などの循環器疾患、糖尿病等の生
活習慣病につながる最大のリスク因子であ
り、さらに、受動喫煙のような短期間かつ少
量の取り込みによっても様々な健康被害が
生じるとされている。
　このため、たばこ対策は総合計画に掲げる
「全国に誇れる健康長寿県」を目指す上で必
要不可欠な施策であり、健康寿命の延伸に
寄与することを目的として県民への喫煙対
策と受動喫煙防止対策を推進していく。

  空気のきれいな施設・車両認証数：1,651
件

  Ｒ４年度のデータを見ると、本県の喫煙率
も若干の低下は見せているものの他県と比
較しても減少幅は少なく、全国順位では、こ
れまでの全国ワースト３位から、全国ワース
ト１位に順位が悪化している。
  また、依然として目標値である12％から
は大幅に乖離している。

12.0%

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
（その他）
　当該事業は計画の基本指標に十分な影響を与えら
れなかった。しかしながら、空気のきれいな施設・車
両認証数が増加する等、受動喫煙を防止する環境づ
くりにプラスの影響を与えた。
　喫煙率の減少のためには、喫煙者への働きかけが
重要であるが、今年度は禁煙治療薬の製造停止及
びコロナ禍により禁煙外来が休止中だったことなど
から、喫煙者本人への働きかけが十分実施できにく
かったため、次年度以降は治療薬の出荷状況も見な
がら、再開しつつある禁煙外来につながるよう禁煙
支援に取り組んでいく。
　また、「イエローグリーン」の普及啓発を図るため、
県民参加型のイベントを開催する。
　本県は男性の喫煙率が高く全国ワースト１となっ
ているが、R6年度は新たに、長年の喫煙等によって
起こり、日本における男性死因順位第９位（R3人口
動態調査）にもかかわらず認知度が著しく低い
COPD（慢性閉塞性肺疾患）の啓発事業を加え、喫
煙率の減少、ひいてはがん死亡率の減少につなげ
る。

たばこの健康影響対
策事業

6-5 喫煙率
21.4%

（R4年度）

　県民に対し、関係機関と連携した検診受診
促進のための啓発活動を展開することで検
診受診率の増加を図るとともに、適切な精
度管理の下、検診を実施することで早期発
見・早期治療につなげ、がんによる死亡者数
の減少を図る。

ふくしま脱メタボプロ
ジェクト事業

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
（その他）
　当該事業は計画の基本指標にプラスの影響を与え
た。
　ふくしま健民アプリの活用により、1万人を超える
県民が参加し、身近な健康づくりに多くの県民が取
り組むきっかけづくりができた。しかし、一人一人の
生活習慣の改善が、健康指標の改善に現れるまでに
は一定の期間を要するため、取組の継続により健康
づくりの大切さを浸透させていくことが重要であ
る。引き続き、関係機関と連携した取組の展開や県
民参加型のキャンペーンに加え、健康づくりの機運
を高めるためのロゴを制作し県内に幅広く情報発信
することにより、県民の健康づくりの意識を高め、一
人一人の行動変容につなげ、指標の改善の加速化
を図る。

－

・測って目指そう適正体重キャンペーン
　９月15日にスタートし、１月26日時点で参
加者数が10,000人を超えた。最終実績は
11,515人が参加。
・大規模事業所と連携したメタボ改善モデ
ル事業　3事業所で実施
・市町村健康づくり対策に関する地域懇談
会
　５月29日（月）～６月９日（金）
　７圏域で実施
・市町村先駆的民間プログラム活用事業
　19市町村活用

　市町村や事業所と連携しながら、働き盛
り・子育て世代の県民を対象に健康行動の
実践を促す参加・体験型のチャレンジ事業
を実施することで、メタボ・肥満該当者の割
合改善を図る。

　６月よりがん検診キャンペーンの応募を開
始。4,060人の応募あり。

　アウトカム指標は翌年度（Ｒ６年度）に確定
するため、課題分析は次年度以降となる
が、長年の課題として、受診率が計画上の
目標値から大きく乖離した状況が続いてい
る。
　また、実施主体となる市町村ごとで検診
体制や取組姿勢等に温度差がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
（その他）
　当該事業は計画の基本指標に十分な影響を与えら
れなかった。しかしながら、健康づくりの成果が指標
の改善として現れるまでには一定の期間を要する
ため、短期間での見通しを立てることは困難であ
る。令和元年度国民生活基礎調査によると、検診等
を受けなかった理由として、「面倒だから」「毎年受
ける必要性を感じない」等の回答をする、いわば無
関心層（低関心層）が県民の約35％おり、がんは
知っているが、検診の必要性や正しい受診間隔等、
基本的な部分の理解が進んでないことが検診受診
率低迷の背景にあると考えられる。無関心層には、
がん検診受診率が比較的低い、検診対象年齢の中
でのより若い世代（20代～50代、がん検診の種類
により対象年齢が異なる）が多いと推察される。こ
れらの無関心層（低関心層）の理解を促進するため、
まずがんに興味を持ってもらうことが不可欠であ
り、そのきっかけづくりとして、引き続き、関係機関
と連携した取組の展開や県民参加型のキャンペーン
やイベント等を展開していく。
　Ｒ５年度アウトプット指標達成の要因として、広報
の強化、キャンペーンの継続実施による認知度向上
等が考えられる。一方で、若い世代の応募が比較的
少なかったため、R6年度はこれまで効果があった
広報活動に加え、Web広告等、若い世代を対象とし
た広報も工夫していく。併せて、医療機関に偏りが
ある県北をモデル地域とし、商業施設で検診バスに
よる休日の乳がん検診を実施するなど、検診受診の
意欲を示した県民が検診を受けやすい体制を整備
することにより、実際の検診受診につなげるための
施策を新たに実施する。

がん対策推進事業

24



６　医療に関する県民参画等の推進
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和６年度

目標値

担当部局 担当課事業の概要 事業の進捗（活動実績） 事業内容に係る課題 次年度の対応方針
次年度（令和6年度）
取組に関わる事業

名
No.

施策推進に向けた具体的
取組

令和５年度取組内容
取組に関わる事業

名

関連指標

－ － － － －

国保健康づくり推進
事業（特定健診受診率
向上に向けた市町村
国保支援事業）

6-16 特定健康診査実施率
56.4%

（R4年度）
70%以上

　6-1-2 感染症に対する正しい知識等の普及啓発

　6-1-3 心の健康や自殺予防に関する知識の普及啓発・相談支援

6-9 自殺死亡率（人口１０万対） 20.2% 17.3%以下

6-10 自殺者数 354人 310人以下

　6-1-4 認知症に関する理解促進

4

　認知症普及啓発キャンペー
ンや認知症サポーター養成
講座等を通して、広く県民に
認知症についての正しい知
識の
啓発と幅広い世代の認知症
サポーターの養成を行い、地
域全体で認知症の人や家族
を支援する体制構築を推進
します。

　認知症サポーター養成講座の講師役を務
めることができ、自ら認知症サポーターとし
て活動する「認知症キャラバン・メイト」を養
成し、県内各市町村において認知症バリア
フリーの推進を図る。

福島県認知症サポー
ターパワーアップ事
業

　チームオレンジを全市町村で整備するに
あたり、市町村に対する支援内容や課題に
ついて関係者と具体的な検討を行い、各種
研修会を実施する。

　市町村に対して、研修会（３回）及び今年度
新たに市町村間の情報交換会（２回）を開催
し、その研修内容を企画検討するための関
係者との検討会議を４回開催した。

　チームオレンジの整備を進めるためには、
市町村の資源や人材不足、知識やノウハウ
不足等の課題が挙げられているため、事例
や事業間連携による効率的な立ち上げ・運
営等について市町村に示す必要がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
（成果が十分に確保できる見通し）
　当該事業は計画の基本指標にプラスの影響を与え
た。関係者への研修の実施等により指標に寄与し、
次年度は引き続き、市町村向けの研修会・情報交換
会を開催するとともに、チームオレンジ整備に向け、
より効果的な開催方法や実施内容を検討し、市町村
支援を行っていく。

福島県認知症サポー
ターパワーアップ事業

6-12 認知症サポーター数 241,000人 240,000人 保健福祉部 高齢福祉課

(2) 献血等医療提供に関する県民参加の促進

　6-2-1献血運動の普及啓発

保健福祉部 感染症対策課

　献血者の安定的な確保に向
け、県民に対する献血運動の
普及啓発を継続して実施しま
す。
　特に、複数回献血者の確保
や減少が著しい若年層を対
象とした施策を重点的に展
開します。

　７月に「愛の血液助け合い運動」として県
内全域で献血推進運動を展開するととも
に、13市において街頭献血を実施する。
　１～２月に「はたちの献血キャンペーン」を
実施する。
　県民を対象とした「献血出前講座」を実施
する。

5 献血推進事業
　献血者の安定的な確保に向け、県民に対
する献血運動の普及啓発を実施する。

　７月の「愛の血液助け合い運動」期間中、
5,984人（前年比92.2%）の献血協力が
あった。また、県内13市では、新型コロナウ
イルスの感染拡大防止に配慮しつつ、街頭
献血キャンペーンを実施した結果、1,237
人（前年比113.8%）の献血協力があった。
　１～２月の「はたちの献血キャンペーン」で
は、市町村及び高等学校等へポスターを配
布するとともに、ラジオの県政広報番組や
新聞を活用して広報を行った。
　「献血出前講座」を県中地域１件、相双地域
３件（計448名）開催し、献血の意義や血液
製剤等の知識について普及啓発を図ること
ができた。

　献血者を安定的に確保するため、啓発運
動の継続等により、献血に対する理解と協
力を引き続き得ていく必要がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　７月に「愛の血液助け合い運動」として県内全域で
献血推進運動を展開するとともに、13市において
街頭献血を実施する。
　１～２月に「はたちの献血キャンペーン」を実施す
る。
　県民を対象とした「献血出前講座」を実施する。

献血推進事業 6-11 献血目標達成率 102.7% 100%以上 保健福祉部

79.4%以上

2

　新型コロナウイルスを含め、
結核、エイズ、麻しんなどの感
染症の発生予防、早期発見及
び拡大防止のため、各年齢層
や学校、高齢者施設等に対す
る正しい知識や予防策の普
及啓発を図ります。

　新型コロナウイルス感染症の５類感染症移
行に伴う対応や備え等について、各種メ
ディアを活用しながら県民への周知を行
う。
　感染症予防に係る各種普及啓発月間等に
合わせたキャンペーンや広報、学校や施設
等のニーズに応じた保健所による出前講座
等の実施により、感染症の正しい知識の普
及を行う。

【新型コロナ関係】
新型インフルエンザ
対策推進事業-県民
への予防対策推進事
業
新型コロナウイルス
ワクチン接種事業

【その他感染症関係】
肝炎普及啓発事業
エイズ普及啓発事業
HPVワクチン啓発事
業
結核普及啓発

【新型コロナ関係】
  人流が増加する時期等における基本的感
染対策実施の呼び掛けのほか、ワクチン接
種や、症状が有る場合の相談センター活用
などを周知する。

【その他感染症関係】
  肝臓週間や世界エイズデーに合わせ、街頭
キャンペーン等を実施する。
  県政広報番組やデジタル広告、タウン情報
誌等を活用し、予防啓発を実施する。

【新型コロナ関係】
  感染対策CMを作成し、夏休みや年末年始
等において、メディア、インターネット、映画
館等で放送。
  新聞広告等によりワクチン接種や相談セ
ンター活用等を周知。

【その他感染症関係】
  街頭キャンペーン
　  肝炎　7か所
　  エイズ　7か所
  県政広報番組
　  FM 2件、30秒CM 2件
  デジタル広告等
　  デジタル広告　3件
　  タウン情報誌　2件

【新型コロナ関係】
　令和６年度から定期接種となるワクチンに
ついて、対象者への周知等が必要となる。

【その他感染症関係】
　高齢者や外国人等にも適切な情報が提供
できるよう、効果的な啓発方法を検討する
必要がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
【新型コロナ関係】
　他の感染症とともに、発生動向調査を踏まえた注
意喚起や、ワクチン接種の呼び掛け等を行う。

【その他感染症関係】
　HPVワクチンのキャッチアップ接種や風しんワク
チンの追加接種など、今年度末で終了となる対策に
ついて、対象者に届くよう啓発を実施する。
　引き続き、各種広報媒体の活用や市町村との連携
により、効果的な啓発を図る。

肝炎普及啓発事業
エイズ普及啓発事業
HPVワクチン啓発事

業
結核普及啓発

6-17

麻しん・風しん予防接種率
【１期】
麻しん・風しん予防接種率
【２期】

92.5%
93.2%

（R4年度）
98.0％

1

健康長寿ふくしま推
進事業

　県民に対して、「食」「運動」「社会参加」の３
本柱に沿った、健康づくり事業を実施し健
康長寿県の実現を目指すため、ふくしま健
民アプリを活用したバーチャルサイクリング
やバーチャルウォーキングコース等を追加、
ふくしま健康経営優良事業所の認定、健康
づくりのための健活フェスタの開催等を行
う。

　ふくしま健民アプリにバーチャルサイクリ
ング機能を新たに追加するとともに、バー
チャルウォーキングについても３コース追加
（Ｒ５.11月）
　ふくしま健康経営優良事業所2023認定
数：232事業所
　県民の健康意識の向上を図り、健康づくり
の定着による健康指標の改善を図るため、
ふくしま推しの健活フェスタを開催〔来場者
数合計：5,116名〕

　健康ふくしま21計画の最終評価において
改善度がマイナスとなっている項目もある
ことから、今後、健康指標を改善させるため
には、健康無（低）関心層へのアプローチが
必要であり、意識せずとも健康づくりの実
践につながるよう無意識の健康づくりの環
境づくりが重要である。
　第２次健康ふくしま21計画最終評価の状
況  評価の悪い項目
  ・メタボリックシンドロームの割合（目標達
成率△30.8%）
  ・栄養・食生活　適正体重の維持（目標達成
率　男：△90.3%、女△82.4%）
  ・健診・検診について　受診率（C～D評価）

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
（その他）
　当該事業は計画の基本指標にプラスの影響を与え
た。
　ふくしま健民アプリの活用により、身近な健康づく
りに多くの県民が取り組むきっかけづくりができ
た。しかしながら一人一人の生活習慣を改善し、健
康づくりの成果が指標の改善として現れるまでには
一定の期間を要するため、短期間での見通しを立て
ることは困難であるものの、福島県版健康データ
ベースにて分析した地域ごとの健康課題に対して、
各保健福祉事務所が主体となり市町村と連携し、健
康づくりの一層の推進を図る。

健康長寿ふくしま推
進事業

6-20
生活習慣病などの対策のた
め、健康診断を受診してい
ると回答した県民の割合

73.7%

3

　心の健康や自殺予防に関
し、研修会の開催やパンフ
レット、インターネットなどに
よる知識の普及啓発に努め
るとともに、保健福祉事務所
や精神保健福祉センターにお
いて、心の健康相談等の支援
を行います。

　心の健康や自殺予防に関する研修会の開
催、パンフレットやインターネットなどによる
知識の普及啓発に努める。
　また、保健福祉事務所や精神保健福祉セ
ンターにおいて、心の健康相談等の支援を
行う。

保健福祉部 障がい福祉課
自殺対策緊急強化事
業

　追い込まれた人に対する相談支援体制の
整備や人材育成、自殺対策に関係する民間
団体の活動支援等により、地域における自
殺対策の強化を図り、自殺者数の減少につ
なげる。

　自殺防止にかかる普及啓発・人材育成・民
間団体補助・市町村事業支援・対面相談・自
殺対策推進センター運営・SNS等活用相談
を行った他、Ｒ４年度及びＲ５年度は、コロナ
禍における緊急対策として女性と若者に焦
点を当てた事業を実施した。

　本県の自殺死亡率は、全国より高い状況
が継続しており、自殺の社会的要因である
失業や倒産、震災や原発事故、コロナの影響
などを踏まえた効果的な対策が求められて
いる。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
（成果が十分に確保できる見通し）
　当該事業は総合計画の基本指標（自殺死亡率
17.3以下、自殺者数310人以下）に十分な影響を
与えられなかった。R4実績ベースでそれぞれ
19.4、345人と達成できていない状況にある。自
殺の社会的要因である失業や倒産に加え、震災や原
発事故、コロナの影響が強いと考えられる。自殺死
亡率は長期的に見れば減少傾向に有り、一定の成果
は上がっているものの、全国の状況と比較すると高
い状況が続いていることから、前記の影響を踏まえ
た対策を継続して行う必要がある。
　引き続き、相談支援体制の充実、自殺予防の啓発
等を実施し、関係機関と連携して、自殺予防にしっ
かりと取り組んでいく。

自殺対策緊急強化事
業

薬務課
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６　医療に関する県民参画等の推進
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和６年度

目標値

担当部局 担当課事業の概要 事業の進捗（活動実績） 事業内容に係る課題 次年度の対応方針
次年度（令和6年度）
取組に関わる事業

名
No.

施策推進に向けた具体的
取組

令和５年度取組内容
取組に関わる事業

名

関連指標

　6-2-2 骨髄バンクやアイバンクドナー登録の促進

6

　広く県民に対して、白血病
などの血液難病患者を救う
骨髄バンク事業への理解を
促し、骨髄バンクドナー登録
の促進を図ります。
　また、角膜などの臓器移植
の大切さを啓発し、アイバン
ク登録の促進を図ります。

　各保健福祉事務所、県庁において、骨髄バ
ンクドナー登録会を実施する。その際に、福
島県骨髄バンク推進連絡協議会に委託し、
説明員を配置することで、骨髄バンクドナー
登録の推進を図る。また、日赤血液センター
が設置されていない地域（県中、県南、会
津、相双）において、集団登録会を実施す
る。
　10月を「骨髄バンク推進月間」と定め、ポ
スター等の配布、テレビ・ラジオ・SNSを活
用した広報を行う。
　アイバンク登録に向け、市町村への周知や
イベントを通してリーフレットを配布し、アイ
バンク登録の促進を図る。

－
　イベント等の様々な機会を捉え普及啓発
に努めるとともに、関係する機関・団体と連
携し、普及啓発を一層推進する。

　県内各地で骨髄バンクドナー登録会を実
施し、新規登録者の確保に取り組んだ。
　推進月間の機会に、県内各所にポスター
やリーフレット等を配布したほか、福島県公
式Xや県政ラジオ放送等を活用し、幅広い
世代への普及啓発を行った。
　目の愛護デー講演会の実施やアイバンク
ポスター掲示を通じて、アイバンクの普及啓
発と登録促進を行った。

　幅広い世代の方が正確な情報を得られる
ような普及啓発活動が必要である。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　幅広い世代への普及啓発を行うために、様々な機
会を捉え継続的な取り組みを行っていく。

－ － 保健福祉部 地域医療課

(3) 行政と医療関係団体との連携の強化 

　6-3-1 医療提供体制の構築

避難地域等医療復興
事業

　避難地域の住民帰還と医療再生を加速さ
せるため、「避難地域等医療復興計画（Ｒ５
年度版）」に基づく事業を実施し、医療提供
体制の再構築を推進する。

　補助件数
　　施設・設備整備費　 ５件
　（うちＲ５開設２件、Ｒ６開設予定１件）
　　運営費　　　　　　 21件
　（うち医療需要に応じた支援 １件）

－

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
（成果が十分に確保できる見通し）
　当該事業は計画の基本指標にプラスの影響を与え
た。
　引き続き、避難地域等の医療提供体制の再構築に
向けて、ハード・ソフト両面での支援を継続してい
く。

避難地域等医療復興
事業

6-15
避難地域１２市町村におけ
る医療機関の再開状況（病
院、診療所、歯科診療所）

43機関 42機関

－

（小児救急電話）
　夜間に急変した小児を持つ保護者に対し、
必要な相談及び医療機関の情報提供が可
能な民間企業と契約を締結し、＃8000を
利用した電話相談業務を行う。

（小児救急電話）
　Ｒ５年４月～Ｒ６年３月末日まで、電話相談
業務を実施した。
（相談対応件数：14,966件）

（小児救急電話）
　県内各地で医療資源が異なるため、各地
域の医療体制を理解したうえでの適切なト
リアージが求められる。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
（小児救急電話）
　引き続き、県内の適切な小児医療及び救急医療の
提供に寄与するよう実施する。

－ 6-18
小児救急電話相談件数
（♯８０００の件数）

14,966件 12,000件

－

（12誘導）
　急性心筋梗塞を発症した疑いのある患者
の搬送から医療機関での治療までの時間を
短縮することができる12誘導心電図伝送シ
ステムを整備する。

（12誘導）
　各地域の医療機関等に伝送システムを整
備した。(補助件数:５件）

（12誘導）
　地域によって医療体制や導入規模が異な
るので、関係機関との十分な調整が必要で
ある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
（12誘導)
　地域の実情に合わせた整備を継続していく。

－ 6-22

暮らしている地域の夜間や
休日の救急診療に不安を
感じていると回答した県民
の割合

42.5%
減少を
目指す

　6-3-2 関係機関連携による献血の促進

8

　目標献血量を確保するた
め、市町村や血液センター、
県が連携して事業所等を訪
問して、献血に関する理解と
協力を依頼します。
　特に顕著な協力のあった事
業所等に対しては、感謝の意
を表明するとともに継続要
請を行います。

　県内の事業所を訪問し、献血への協力を
依頼する。
　特に顕著な協力のあった団体に対し、知
事感謝状を贈呈する。

献血推進事業（再掲）
　目標献血量を確保するため、市町村や血
液センター、県が連携して事業所等を訪問
して、献血に関する理解と協力を依頼する。

　７月の「愛の血液助け合い運動」期間中、
献血協力事業所へ知事メッセージを伝達
し、献血への協力依頼を行った。
　献血事業に功労のあった10団体に対し、
Ｒ5年度健康ふくしま21推進県民表彰式（Ｒ
5年10月11日開催）において、知事感謝状
を贈呈した。

　目標献血量を確保するため、事業所訪問
の継続等により、献血に対する理解と協力
を引き続き得ていく必要がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　県内の事業所を訪問し、献血への協力を依頼す
る。
　特に顕著な協力のあった団体に対し、知事感謝状
を贈呈する。

献血推進事業 6-11 献血目標達成率 102.7% 100%以上 保健福祉部 薬務課

　6-3-3 市町村との連携強化

9

　心の病気の早期対応を図る
ため、保健福祉事務所や精神
保健福祉センターにおいて精
神科医師による相談を実施
するとともに、市町村におけ
る心の健康づくり推進のた
め、研修による人材育成や事
業への協力支援を行い、連携
を強化します。

　心の病気の早期対応を図るため、保健福
祉事務所において「心の健康相談」や「アル
コール相談会」を実施する。
　また、市町村における心の健康づくり推進
のため、精神保健福祉センターにおいて研
修等を実施する。

精神訪問指導事業
保健所・市町村等支
援事業

　心の病気の早期対応を図るため、保健福
祉事務所において「心の健康相談」や「アル
コール相談会」を実施する。
　また、市町村における心の健康づくり推進
のため、精神保健福祉センターにおいて研
修等を実施する。

　心の病気の早期対応を図るため、各保健
福祉事務所において「心の健康相談」やアル
コール問題に係る相談等、精神科医師によ
る相談を実施した。
　また、市町村における心の健康づくり推進
のため、精神保健福祉センターにおいて担
当者会議や研修を開催した。

　市町村における相談対応力の向上のた
め、人材育成を強化していく必要がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　心の病気の早期対応を図るため、保健福祉事務所
において「心の健康相談」や「アルコール相談会」を
実施する。
　また、市町村における心の健康づくり推進のため、
精神保健福祉センターにおいて研修等を実施する。

精神訪問指導事業
保健所・市町村等支援
事業

6-9 自殺死亡率（人口１０万対） 20.2% 17.3%以下 保健福祉部 障がい福祉課

(4) 東日本大震災・原子力災害の影響を踏まえた健康管理 

　6-4-1 放射線の影響に対する健康管理

10

　検査を希望する県民が、県
民健康調査における甲状腺
検査や健康診査などのほか、
ホールボディカウンターによ
る内部被ばく検査などを受
けられるようにし、長期にわ
たり県民の健康を見守りま
す。

　継続して県民健康調査を実施する。
　継続して内部被ばく検査を実施する。

県民健康調査事業

　県民の健康状態を把握し、疾病の予防、早
期発見、早期治療につなげ、もって、将来に
わたる県民の健康の維持、増進を図ること
を目的に県民健康調査等を実施する。

　希望する県民に対し、県民健康調査やホー
ルボディーカウンターによる内部被ばく検
査を実施した。
【Ｒ５年度実績】
甲状腺検査（本格検査第５回目）　対象者
121,800人に対し、検査案内を通知
ホールボディカウンター県内４会場（福島
市、郡山市、浪江町、楢葉町）にて週１回検査
を実施。

　甲状腺検査については、早期発見等によ
る利益の一方、将来的に症状やがんによる
死亡を引き起こさないがんを診断し、治療
してしまう可能性などの不利益も考えられ
ることから、対象者が検査の利益や不利益
を理解した上で受診することが重要であ
る。引き続き、丁寧に説明を行い、検査の利
益、不利益に関する理解の促進に努めてい
く必要がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　引き続き県民の健康増進及び不安解消を図るた
め、有識者により構成される検討委員会の議論を踏
まえて、事業を実施していく。

県民健康調査事業 － 保健福祉部
県民健康調査
課

7 保健福祉部 地域医療課

　地域で不足する医療施設や病床機能の転
換に取り組む医療施設等の整備を支援する
ことで地域の実情に応じた医療提供体制の
確保を図る。
　医療従事者に対する処遇改善や後継者不
在の開業医と承継希望医とのマッチング等
を支援することで地域医療を支える医療従
事者の人材確保を図る。
　「キビタン健康ネット」や「12誘導心電図伝
送システム」などICTを活用したシステムの
導入により医療機関相互の連携を推進する
ことで医療の質の向上を図る。

　地域住民が安心して必要な
医療を受けられるよう医療
提供体制の充実や医療の質
の向上を図っていきます。
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６　医療に関する県民参画等の推進
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和６年度

目標値

担当部局 担当課事業の概要 事業の進捗（活動実績） 事業内容に係る課題 次年度の対応方針
次年度（令和6年度）
取組に関わる事業

名
No.

施策推進に向けた具体的
取組

令和５年度取組内容
取組に関わる事業

名

関連指標

　6-4-2 被災者の心のケア

　東日本大震災により被災した幼児児童生
徒等の心のケア、教職員・保護者等への助
言・援助等を行うため、私立学校へスクール
カウンセラーの派遣を行う。

緊急スクールカウン
セラー派遣事業

　私立学校に対し、臨床心理士等をスクール
カウンセラーとして派遣し、被災した児童生
徒等の心のケアや教職員・保護者等への助
言・援助を行う。

　派遣回数　延べ565回

　Ｒ８年度以降の事業の実施予定について
国からヒアリングを受けており、事業継続の
必要性を国に十分に説明していく必要があ
る。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

緊急スクールカウンセ
ラー派遣事業

－ 総務部 私学・法人課

6-13
市町村地域福祉計画策定
率

69.5% 100.0%

6-14
ふくしま心のケアセンター
における年間相談支援件数

4,983件
適切に

対応する

　震災による生活環境の変化や避難生活の
長期化などにより様々なストレスを受けた
子どもたちや保護者の不安を解消するた
め、Ｒ３年度に設置した「ふくしま子どもの
心のケアセンター」による「乳幼児の発達支
援」、「家族支援」、「学校支援」、「地域支
援」、「支援者支援」を行い、直接の相談対応
及び地域における支援体制の強化に取り組
む。

子どもの心のケア事
業

　乳幼児健診等にて発達の偏りや遅れが心
配される子どもについて、母親等へ関わり
方の助言を行う「相談会」、学校訪問により
児童生徒全員との個別面談を行う「心の健
康相談会」、児童生徒や保護者との面談等
を行う「学校巡回相談」等を実施している。

　乳幼児に係る「相談会」は13回行い、26
名の子どもについて母親や支援者への助言
を行った。
　児童生徒の「心の健康相談会」は4校に訪
問し、76名の子どもを対象に面談を実施し
た。

－
＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

子どもの心のケア事
業

－ こども未来局 児童家庭課

　6-4-3 児童生徒の望ましい運動習慣や食習慣の確立

　ふくしま心のケアセンター
等による相談支援及び民間
ボランティアとの協働などに
より、被災者の心的ストレス
の解消を図ります。
　また、市町村等と連携した
きめ細かな支援などにより、
被災者の心のケアの推進を
図ります。

11

6-19 健康教育課教育庁低下を目指す
4.4%

（R4年度）

小学校児童の栄養不良や
肥満、やせ傾向（栄養状態）
の割合

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　引き続きボランティア活動への参加機会の醸成、
活動の普及を図るとともに、平時、災害時を問わず
ボランティア活動が円滑に行われるよう体制の整備
及び強化を図る。
　心のケアセンターにおいては、引き続き専門性の
高い個別支援に取り組む。

福祉ボランティア活動
強化支援事業
被災者の心のケア事
業

　「自分手帳」の活用により自
己マネジメント能力を育成
し、一人一人の健康課題の解
決に取り組むとともに、研修
等による食育指導者の資質
向上や栄養教室の開催など
食環境を整備し、児童生徒の
望ましい運動習慣や食習慣
の確立を図ります。

12

　児童生徒一人一人が自らの健康課題の解
決に取り組めるよう、自分手帳の活用を図
る。
　食習慣、肥満等の健康課題への対応や食
育の観点から地場産物活用を促進するた
め、次の事業を実施する。
・食育指導者研修会（対象：栄養教諭、食育
担当者等　県内１会場)
・ふくしまっ子栄養教室（幼小中特別支援学
校：約280回、高校：約90回)
・ふくしまっ子ごはんコンテスト（対象：小中
学校　表彰式：１月）

自分手帳活用事業
自分手帳DX化事業
食習慣、肥満等の健
康課題に対応する食
育指導者研修会
ふくしまっ子栄養教
室
高校生のための栄養
教室
ふくしまっ子ごはん
コンテスト

　自己マネジメントサイクルを確立させ、一
人一人の健康課題を解決するとともに、課
題解決のプロセスを通して、「自己管理能
力」「課題解決力」「情報分析能力」等の資
質、能力を育む。
　ICT環境や先端技術を効果的に活用する
ことで、個別最適化されたデジタル版「自分
手帳」の実装がなされるような仕組みを構
築するため、文部科学省の事業を活用し、実
証実験を進める。
　市町村食育担当者・栄養教諭を対象に、食
育推進や、地場産物活用について研修を行
う
　公立幼稚園の園児と保護者、公立小・中・
義務教育学校、特別支援学校の児童生徒等
を対象に栄養教諭による食育授業、講演
会、肥満指導等を実践
　県立高等学校の生徒を対象に栄養教諭に
よる食に関する講話等を実践
　小学生は「朝ご飯」、中学生は「お弁当」の
食事作りを通して、生活習慣の改善や望ま
しい食習慣の形成を図るとともに、米を中
心とした日本型食生活や地場産物について
関心を高め、未来を担う健康でたくましい
ふくしまっ子を育むことを目的とする。

　自分手帳配付：14,743冊
　自分手帳活用講習会：6回
　元気大賞ブック配付：850冊
　自分手帳DX化事業：小学校１校、高等学
校１校において心の健康に関する項目のデ
ジタル化に向けた実証研究を実施
　食習慣、肥満等の健康課題に対応する食
育指導者研修会：131名
　ふくしまっ子栄養教室：825回
　高校生のための栄養教室：25回
　ふくしまっ子ごはんコンテスト：応募数
18,911名

　実証研究の成果を踏まえ、自分手帳全体
のデジタル化を進める。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

自分手帳活用事業
自分手帳DX化事業
（※教育総務課事業と
連携して実施）
学校給食担当者会議
及び食育担当者研修
会
ふくしまっ子栄養教室
高校生のための栄養
教室
ふくしまっ子ごはんコ
ンテスト

福祉ボランティア活
動強化支援事業
被災者の心のケア事
業

　ボランティア活動への参加機会の醸成、活
動の普及を図るとともに、平時、災害時を問
わずボランティア活動が円滑に行われるよ
う体制の整備及び強化を図る。
　東日本大震災及び原子力災害により高い
ストレス状態にある県民に対して専門職に
よる心のケアを実施するため、県内各６カ所
（うち２カ所は出張所）に心のケアセンター
を設置し、被災者に対する訪問活動や健康
教育等を行うとともに、県外避難者に対し
ては、避難者の多い県を中心に心のケアが
実施できる団体へ委託し、相談窓口の開設
や戸別訪問等、地域のニーズに合った事業
を展開することで県外の心のケアの充実を
図る。

　ボランティア活動普及・促進のための研
修・セミナー等を開催（延べ９回）
　災害ボランティアに関する連絡会、担当者
会議、研修会の開催（延べ４回）

ふくしま心のケアセンター（R5年度実績）
　相談支援件数　4,983件
県外避難者の心のケア
　県外団体への委託　9都道県、日本精神科
看護協会等

　災害時にボランティア活動が円滑に行わ
れるよう、平時からの備えや体制整備、連携
強化を図る必要がある。
　心のケアセンターにおける相談内容は、避
難生活の長期化により一層多様化、複雑化
するとともに深刻化しており、対象者への
専門的な支援及び支援者支援のニーズが高
まっている。

社会福祉課
障がい福祉課

　地域住民等によるセーフティネット力の強
化するためボランティア及び福祉教育の普
及促進に伴う人材育成を行い、また地域に
おける福祉教育推進事業を実施する。
　ふくしま心のケアセンターを県内６カ所に
設置し、訪問活動や支援者への研修会等を
実施する。また、県外避難者に対しても９都
道府県の団体に引き続き委託するととも
に、全国規模の専門職員を有する団体に委
託し、戸別訪問による心のケアを実施する。

保健福祉部
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７　食品の安全確保の推進
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和６年度

目標値

(1) 県民の食品の安全確保に関する意識の向上

　7-1-1 食の安全に関する情報の共有と普及啓発の推進

　食と放射能に関する説明会を60
回以上開催する。

食の安全・安心推進
事業

  県内の消費者に対し、原子力発電所
事故を踏まえ、放射能や食の安全性
をテーマとした説明会を実施するこ
とで、食と放射能に関する消費者の
理解促進を図る。

  食と放射能に関する説明会を年
74回実施した。

  原発事故から13年以上経過し、関
心が低下するなど風化の問題があ
る。
  放射線に対する理解を深めるため、
実演または実習を重視しており、1回
あたりは少人数での実施が望ましい。
一方で県民に広く知識を普及すると
いう目的もあり、参加人数のバランス
を考えながら目標達成に努める必要
がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  １年間で方向性を見極め（検証）

食の安全・安心推進
事業

7-4

食と放射能に関す
るリスクコミュニ
ケーションの実施件
数

74件 60件 生活環境部 消費生活課

　食品等事業者にとって役立つ情報
の収集や、消費者の求める情報の把
握に努め、引き続き、各種広報媒体
による啓発を行うとともに、講習会
を実施する。

－
　食品等事業者や消費者向け情報発
信（広報媒体による啓発、講習会の開
催）を行う。

　食中毒発生状況等をHPで公開す
るとともに、食品等事業者等に対す
る講習会を開催した（308回）。

　一部の保健所では、多岐にわたる相
談対応や営業許可事務等に追われ、
講習会の開催が困難な状況にある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　引き続き、食品等事業者や消費者に向けた情報
発信に努める。

－ 7-5
食の安全に関する
講習会の実施回数

308回
適切に

対応する
保健福祉部 食品生活衛生課

農林水産物等緊急
時モニタリング事業

  農林水産物等の安全性を確保する
ため、緊急時モニタリング検査を実施
するとともに、その結果を生産者や消
費者、流通業者に迅速に公表する。

  9,771点の検査を実施した。

  県産農林水産物の安全性確保と情
報発信のため、事業継続が必要であ
る。
  営農再開、海面漁業操業の進捗を踏
まえ、適確な検査の実施が求められ
る。
  野生山菜・きのこ等の出荷制限の解
除が課題である。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
（１年間で方向性を見極め（検証））
　当該事業は計画の基本指標にプラスの影響を与
えた。アウトプット指標には満たなかったものの、
事業で解決すべき目標を達成した。今後も継続し
て、国のガイドラインや県の実施方針に基づき、必
要な検査を実施する。
　出荷確認検査は、前年度の検査結果や出荷制限
等の解除、営農再開の状況を踏まえ、検査規模や
検査対象品目等を一部見直しして実施する。また、
出荷制限されている品目について、引き続き解除
に向けた検査を実施する。

農林水産物等緊急時
モニタリング事業

－ 環境保全農業課

－ －

  野生きのこ・山菜に関する出荷制
限情報や食中毒防止の広報をラジ
オ（４回）及び定期刊行物（林業福
島）で行うとともに、農林事務所広
報誌やホームページへ掲載して周知
を行った。

－
＜Ｒ６年度の状況＞
  規模・内容・手法を維持して継続

－ － 林業振興課

　7-1-2 食の安全に関するリスクコミュニケーションの促進

　食の安全・安心推進懇談会を開催
し、食品事業者・消費者との意見交
換を行うとともに、過去１２年間に
県が実施した食品の放射性物質検
査結果の解析結果を消費者に分か
りやすく伝え、意見交換を行うため
のリスクコミュニケーションを開催
する。

福島県産加工食品
の安全・安心の確保
事業

　過去12年間に県が実施した食品の
放射性物質検査結果の解析結果を伝
えるチラシ等を作成し、県内外で消費
者に発信する場を設けるともに、意
見交換を行うためのリスクコミュニ
ケーションを開催する。

　チラシ等による情報発信を県内外
で４回実施し、リスクコミュニケー
ションを県内外で５回実施した。

　食の安全・安心推進懇談会について
は、「ふくしま食の安全・安心推進会
議」と合わせて、在り方を整理する必
要がある。
　また、県内では、放射性物質に関し
一定の理解が得られている一方で、
県外では、そもそも県が検査を実施し
ていることが知られていないなどの
実態が確認できた。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　引き続き、県内向けに情報発信をしつつ、県外向
けの発信を強化する。

福島県産加工食品の
安全・安心の確保事
業

7-6

毎日の食生活にお
いて食品の安全に
不安を感じることな
く安心して暮らして
いると回答した県
民の割合

71.2%
上昇を目指

す
保健福祉部 食品生活衛生課

　県内７地区において農林水産業関
係団体及び生産者等との意見交換
会を開催する。（農林企画課）

農林水産業振興計
画推進事業

  福島県農林水産業振興計画の推進
に向け、農林漁業者や消費者との意
見交換等を通じて課題等を的確に把
握し、推進会議やセミナー等により翌
年度の具体的な施策を構築し、計画
の実現を目指す。

  県内７地区において意見交換会を
実施した。
  農業振興審議会を２回実施（９月、
１月）した。

－
＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

農林水産業振興計画
推進事業

－ 農林水産部 農林企画課

関連指標

　農林水産物及び加工食品の放射
性物質検査結果を多言語かつリア
ルタイムえ公表し、科学的根拠に基
づく安全性の情報を国内外へ発信
する。
　野生きのこ・山菜に関する出荷制
限情報や食中毒防止の広報をラジ
オ及び定期刊行物（林業福島）で行
うとともに、農林事務所広報誌や
ホームページへ掲載して周知を図
る。

農林水産部

施策推進に向けた具体
的取組

令和５年度取組内容
取組に関わる事業

名
担当課事業の概要 事業の進捗（活動実績） 事業内容に係る課題 次年度の対応方針

次年度（令和6年
度）取組に関わる事

業名
担当部局

1

　食品による健康被害の情
報や食の安全に関する検
査の結果などの情報につ
いて、各種広報媒体を活用
して県民へ周知するととも
に、消費者及び事業者を対
象に講習会等を実施し、
「食」の安全確保について
普及啓発を推進します。

2

　食の安全・安心について、
行政、食品関連事業者及び
消費者の相互理解を図る
ため、情報や意見の交換
（リスクコミュニケーショ
ン）を行います。

No.
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７　食品の安全確保の推進
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和６年度

目標値

関連指標
施策推進に向けた具体

的取組
令和５年度取組内容

取組に関わる事業
名

担当課事業の概要 事業の進捗（活動実績） 事業内容に係る課題 次年度の対応方針
次年度（令和6年
度）取組に関わる事

業名
担当部局No.

　7-1-3 食育の推進

　食育実践サポーター派遣事業を実
施する。
　ふるさとの農林漁業体験支援事
業として、食育に関する体験活動を
支援する。

ふくしま’食の基本’
推進事業（再掲）

  東日本大震災と原子力災害の影響
により、県内の子どもが地域の食に
関する体験や知識を得る機会が減少
しているため、食に関する体験活動を
推進するとともに、地域における食育
推進活動を支援する。

  農林漁業体験支援事業　17事業
支援
  食育実践サポーター派遣実績
117名

－
＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

ふくしま’食の基本’
推進事業

－ 農林水産部 農産物流通課

(2) 食品の安全対策の強化

　7-2-1 ふくしまＨＡＣＣＰの導入普及に関する取組

4

　全ての食品事業者に対
し、放射性物質の情報管理
を含む本県独自の衛生管
理手法「ふくしまHACCP
（ハサップ）」の導入を促す
ため、専用アプリや導入手
引書を用いた指導助言を
行います。

　保健所毎に定期的な導入研修会
を開催するとともに、業界団体と連
携した業種別の講習会により、導入
指導を図る。

福島県産加工食品
の安全・安心の確保
事業（再掲）

　保健所毎の定期的な導入研修会や
業界団体と連携した業種別講習会の
開催により、ふくしまHACCPの導入
推進を図る。

　76回の研修会又は講習会を開催
し、329事業者がふくしまHACCP
を導入した。

　Ｒ12年度100％の目標実現に向け
て、導入推進を加速させるとともに、
中核市での導入率向上を支援する必
要がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　引き続き、県保健所毎に導入研修会を実施する
とともに、中核市が自ら研修会を開催する足がか
りとして、県が研修会を開催し、中核市をサポート
する。

福島県産加工食品の
安全・安心の確保事
業

7-1
ふくしまＨＡＣＣＰの
導入状況

37.1% 54.6% 保健福祉部 食品生活衛生課

教育庁 健康教育課

健康づくり推進課

  食習慣、肥満等の健康課題に対応
する食育指導者研修会：131名
  ふくしまっ子栄養教室：825回
  高校生のための栄養教室：25回
  ふくしまっ子ごはんコンテスト：応
募数18,911名

  学校保健統計調査の肥満傾向児の
出現率については、全国との差が大
きく開いた震災以降、改善傾向が見ら
れるが、震災前の状況まで改善が図
られていない。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

学校給食担当者会議
及び食育担当者研修
会
ふくしまっ子栄養教
室
高校生のための栄養
教室
ふくしまっ子ごはんコ
ンテスト

－

　保健福祉事務所や市町村等による
普及啓発活動：335件
　食生活改善推進員による地域での
啓発活動を実施。
　管理栄養士等派遣による食育活動
の支援：(個別)25件276名、(集
団)51件1001人
　減塩取組施設：給食施設２施設で
取組
　スーパーにおける健康的な食環境
づくり：スーパー４社で取組

6-1

3

　県民一人一人が、自らの
「食」を見直して望ましい食
生活を実践し、生涯にわた
る健康の保持増進と豊か
な人間性を育むことがで

きるよう、家庭、学校、地域
等が一体となって食育を
推進するとともに、健康に
配慮した食事を提供する

施設の増加等、「食」の環境
整備を推進します。

　特に、学校においては、
栄養教諭や食育推進コー
ディネーターを中心とした
食育の推進体制を整備す
るほか、食育実践サポー

ターの派遣等により、子ど
もたちが「食」について学
ぶ機会の創出を図ります。

　食習慣、肥満等の健康課題への対
応や食育の観点から地場産物活用
を促進するため、次の事業を実施す
る。
・食育指導者研修会（対象：栄養教
諭、食育担当者等　県内１会場)
・ふくしまっ子栄養教室（幼小中特
別支援学校：約280回、高校：約90
回)
・ふくしまっ子ごはんコンテスト（対
象：小中学校　表彰式：１月）

食習慣、肥満等の健
康課題に対応する
食育指導者研修会
ふくしまっ子栄養教
室
高校生のための栄
養教室
ふくしまっ子ごはん
コンテスト

  市町村食育担当者・栄養教諭を対象
に、食育推進や、地場産物活用につい
て研修を行う
  公立幼稚園の園児と保護者、公立
小・中・義務教育学校、特別支援学校
の児童生徒等を対象に栄養教諭によ
る食育授業、講演会、肥満指導等を実
践
  県立高等学校の生徒を対象に栄養
教諭による食に関する講話等を実践
  小学生は「朝ご飯」、中学生は「お弁
当」の食事作りを通して、生活習慣の
改善や望ましい食習慣の形成を図る
とともに、米を中心とした日本型食生
活や地場産物について関心を高め、
未来を担う健康でたくましいふくし
まっ子を育むことを目的とする。

ふくしま”食の基本”
推進事業

　ふくしま”食の基本”推進事業にお
いて、地域において人材育成や食育
活動支援を実施。
・地域の食育関係機関等と連携した
検討会の実施
　（６保健福祉事務所　６回）
・ふくしま”食の基本”を推進する人
材育成研修
　会の実施（６保健福祉事務所　６
回）
・管理栄養士等派遣による栄養・食
生活支援の
　実施
　社員食堂やスーパー等において、
減塩、低エネルギー、ベジ・ファース
ト等の食環境づくりの取組みを実
施。（社員食堂６社、スーパー５社）

　全ての世代に対し、ライフステージ
に応じた「ふくしま”食の基本”（主食、
主菜、副菜のそろった食事と減塩）」
の実践促進につながる取組を行うこ
とで、栄養摂取状況の改善及び生活
習慣病の予防を図る。

26.5% 保健福祉部

＜Ｒ６年度の状況＞
　事業終了（廃止）
＜今後の方向性＞
（後継事業を構築）
　当該事業は計画の基本指標にプラスの影響を与
えた。
基本指標に資する食環境整備を推進し、これまで
に、各地区での成人・子どもの肥満や健康課題解
決のためのネットワーク強化を図るとともに、スー
パー・食品関連企業等の企業・市町村・関係団体等
と健康的な食環境整備を推進するコンセンサスを
得た。また、減塩総菜の開発と販売検証では、減塩
対策として有効である結果が得られたとともに、
協力企業の数が増え、取組が広がっている。さら
に、Ｒ５年度には重点的に改善を図る健康課題とし
て「肥満・食塩・喫煙」が提言されたこともあり、よ
り「減塩対策」に焦点をあてた事業（ふくしまおいし
く減塩緊急対策事業）を展開する。

  市町村や福島県食育応援企業団、関
係機関・団体等とネットワーク強化を
図るとともに、より一体的な食環境整
備の取組等を検討する必要がある。

ふくしまおいしく減塩
緊急対策事業

メタボリックシンド
ローム該当者及び
予備群の割合
（特定健康診査受診
者）

32.3%
（R4年度）
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７　食品の安全確保の推進
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和６年度

目標値

関連指標
施策推進に向けた具体

的取組
令和５年度取組内容

取組に関わる事業
名

担当課事業の概要 事業の進捗（活動実績） 事業内容に係る課題 次年度の対応方針
次年度（令和6年
度）取組に関わる事

業名
担当部局No.

　7-2-2 流通・販売段階における監視・指導の強化 

　Ｒ５年度食品衛生監視指導計画に
基づき、計画的に監視指導を実施し
ていく。

－

　保健所毎に、卸売市場や大規模小売
店等の重点監視対象施設を選定し、
監視指導計画に基づいた監視指導を
実施する。

　卸売市場・と畜場等では目標を上
回る監視指導を実施できたが、大規
模小売店・大規模製造施設等では目
標の監視指導回数を達成できな
かった。

　多岐にわたる相談対応や営業許可
事務等に追われ、計画的な監視指導
の実施が困難となっている。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　重点監視対象施設の中でも、より影響の大きい
施設に優先順位をつけて監視指導を実施するな
ど、工夫をしながら食の安全確保を図る。

－ 7-6

毎日の食生活にお
いて食品の安全に
不安を感じることな
く安心して暮らして
いると回答した県
民の割合

71.2%
上昇を目指

す
保健福祉部 食品生活衛生課

　流通過程における適正な表示を確
保するための、生鮮食品の表示状況
調査を県内６市場を対象に実施す
る。

卸売市場対策事業

  卸売市場法に基づき、卸売市場の業
務状況等を把握し、業務運営の適正
化を図るため、県内の地方卸売市場
に対し、検査を実施。

　県内の地方卸売市場５カ所で検査
を実施した。
（１カ所は先方の都合により次年度
に実施予定）

－

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　県内の地方卸売市場５カ所に対し検査を行う予
定。

卸売市場対策事業 － 農産物流通課

　卸売市場法に基づき、卸売市場の
業務状況等を把握し、業務運営の適
正化を図るため、県内の地方卸売市
場に対し、検査を実施する（実施予
定　６カ所）。

食品の正しい表示推
進事業

  事業者に対し適正表示に向けた監
視・指導・啓発を実施することにより、
消費者の食品表示に対する信頼を高
める。

  ４市場の調査を実施した。 －
＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

食品の正しい表示推
進事業

7-2
食品表示法に基づ
く生鮮食品の適正
表示率

89.7% 100% 環境保全農業課

　7-2-3 食の安全を確保するための検査体制の充実・強化

　Ｒ５年度食品衛生監視指導計画に
基づき、計画的に監視指導を実施し
ていく。
　衛生研究所における食品検査の
精度維持・向上を図るため、(一財)
食品薬品安全センターが主催する
外部精度管理調査に参加する予定。

食品安全対策の強
化事業

　監視指導計画等に基づき、計画的に
食品の検査を実施する。
　衛生研究所における食品検査の精
度維持・向上を図るため、外部精度管
理調査に参加する。

　計画どおり検査を実施できた。
　(一財)食品薬品安全センターが主
催する外部精度管理調査に参加し、
良好な結果を得た。

　食品の安全確保のため、引き続き検
査を実施していく必要がある。
　食品検査の精度維持・向上を図るた
めには、外部精度管理調査に継続して
参加していく必要がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　引き続き、監視指導計画に基づき検査を実施す
る。
　(一財)食品薬品安全センターが主催する外部精
度管理調査に参加する.

食品安全対策の強化
事業

7-6

毎日の食生活にお
いて食品の安全に
不安を感じることな
く安心して暮らして
いると回答した県
民の割合

71.2%
上昇を目指

す
保健福祉部

食品生活衛生課
薬務課

　学校給食施設に対し、衛生管理の
徹底等の指導・助言を行うための訪
問調査を行う。
　・県立学校給食施設等：27施設
　・市町村立学校給食施設：13施設
　栄養教諭、学校栄養職員等を対象
に学校給食施設の衛生管理及び危
機管理に関する専門性の向上を目
的とした研修会を開催する。（県内１
会場）

学校給食施設訪問
実施状況点検事業

学校給食の衛生管
理等に関する調査
研究事業

  県立の中学校、特別支援学校、定時
制高等学校及び新採用学校栄養職員
が配属された市町村立学校給食施設
を訪問し、実施状況を点検する。

  市町村立学校給食施設の「学校給食
衛生管理基準」等の趣旨の徹底を図
るため、衛生管理状況の調査を行う
とともに改善指導を行う。また専門性
の向上を目的とした研修会を開催す
る。

  県立学校給食施設等：27施設
　市町村立学校給食施設：13施設
  研修会１回開催

－
＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

学校給食施設訪問実
施状況点検事業

学校給食の衛生管理
等に関する調査研究
事業

－ 教育庁 健康教育課

　7-2-4 関係機関との連携強化

　食品安全相談員を配置し、食の安
全に関する苦情や相談等を受け付
ける。

消費者行政機能強
化事業

  食品安全相談員を配置し、食の安全
に関する苦情や相談等を受け付け
る。

  食品安全相談員１名を中心に食品
に関する相談を309件受け付け、
迅速な対応と正確な情報提供に努
めた。

  健康食品や紅麹等に関する相談な
ど食品の安全性に関する新たな相談
に対応するため相談員の専門的知識
の向上が課題である。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

消費者行政機能強化
事業

7-4

食と放射能に関す
るリスクコミュニ
ケーションの実施件
数

74件 60件 生活環境部 消費生活課

　「ふくしま食の安全・安心推進会
議」において、ふくしま食の安全・安
心対策プログラム（第４期）の進行管
理を図る。また、庁内関係課及び出
先機関との連携を図り、食品に関す
る苦情等に対して迅速に対応する。

－

　「ふくしま食の安全・安心推進会議」
において、ふくしま食の安全・安心対
策プログラム（第４期）の進行管理を
行う。食品に関する苦情等について
は、関係課等で連携し迅速・適切に対
応する。

　７月18日に「ふくしま食の安全・安
心推進会議」を開催し、ふくしま食の
安全・安心対策プログラムの進行管
理を行うとともに、県産食品の放射
性物質対策に関係する追加対策を
確認した。食品苦情等については、
適宜関係課等で連携し迅速・適切に
対応している。

　「ふくしま食の安全・安心推進会議」
については、開催のあり方や意義を整
理し、下部組織の役割を含めた検討
が必要である。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　ふくしま食の安全・安心対策プログラムの進行管
理は引き続き実施する。「ふくしま食の安全・安心
推進会議」の開催方法等を整理・検討する。

－ 7-6

毎日の食生活にお
いて食品の安全に
不安を感じることな
く安心して暮らして
いると回答した県
民の割合

71.2%
上昇を目指

す
保健福祉部 食品生活衛生課

　食品表示に関する苦情・相談への
丁寧な対応を行う。

食品の正しい表示推
進事業（再掲）

  事業者に対し適正表示に向けた監
視・指導・啓発を実施することにより、
消費者の食品表示に対する信頼を高
める。

  消費者及び事業者からの相談に対
して適切に対応した。

－
＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

食品の正しい表示推
進事業

7-2
食品表示法に基づ
く生鮮食品の適正
表示率

89.7% 100% 農林水産部 環境保全農業課

農林水産部

5

　卸売市場に対する検査を
通じて指導を行うととも
に、大規模小売店等の食品
販売施設における監視・指
導を強化し、適正な食品の
衛生管理の徹底を図りま
す。

6

　食品の安全性確保のた
め、食品検査施設等におけ
る検査の精度管理の徹底
を図るとともに、生産、製
造・加工、流通・販売及び学
校や社会福祉施設におけ
る消費の各段階において、
幅広く食品の検査を行い、
違反食品の排除に取り組
みます。

7

　県内の関係自治体相互と
の連携の下、「ふくしま食
の安全・安心推進会議」を
設置し、食の安全・安心に
関する施策の策定や進行
管理及び普及啓発などを
実施します。
　また、食品に関する苦情
や相談等を受け付け、迅速
な対応と正確な情報の提
供に努めます。
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７　食品の安全確保の推進
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和６年度

目標値

関連指標
施策推進に向けた具体

的取組
令和５年度取組内容

取組に関わる事業
名

担当課事業の概要 事業の進捗（活動実績） 事業内容に係る課題 次年度の対応方針
次年度（令和6年
度）取組に関わる事

業名
担当部局No.

(3) 食品中の放射性物質対策への取組 

　7-3-1 放射性物質測定の実施と測定結果の発信

　県や市町村において、放射性物質
測定検査機器により自家消費野菜
等の検査を行い、その結果を公表す
る。

自家消費野菜等放
射能検査事業

  県や市町村において、放射性物質測
定検査機器により自家消費野菜等の
検査を行い、その結果を公表する。

  県及び市町村において、住民の身
近な場所に設置した放射性物質測
定検査機器により自家消費野菜等
の検査を行い、その結果をホーム
ページで公表した。（実施件数
13,521件）

  検査件数が減少している実態に合
わせて、検査体制を見直す必要があ
る。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模を縮小して継続

自家消費野菜等放射
能検査事業

7-6

毎日の食生活にお
いて食品の安全に
不安を感じることな
く安心して暮らして
いると回答した県
民の割合

71.2%
上昇を目指

す
生活環境部 消費生活課

　加工食品の放射性物質検査結果
をホームページに公開するととも
に、食品事業者及び消費者に対する
衛生講習会を実施し、分かりやすい
情報提供に努める。

－

　加工食品の放射性物質検査を実施
し結果をホームページに公開する。
　また、出荷制限等の措置が講じられ
ている農林水産物等の情報をHPに
効果するとともに、適宜更新する。

　検査の都度、ホームページに結果
を公開するとともに、報道機関に情
報提供した。

　加工食品の放射性物質検査につい
ては、ほとんどの食品が基準値未満と
いう状況であり、今後の検査の在り方
について整理する必要がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　引き続き、加工食品の放射性物質検査結果を、
逐次HP等で公表していく。

－ 7-6

毎日の食生活にお
いて食品の安全に
不安を感じることな
く安心して暮らして
いると回答した県
民の割合

71.2%
上昇を目指

す
保健福祉部 食品生活衛生課

放射能測定事業

　県内企業が製造する工業製品及び
加工食品を対象に、ハイテクプラザに
おいて放射能測定を行うことで、企
業の負担軽減や検査の迅速化など、
風評への対策を図る。

　今年度の工業製品の放射線量及
び加工食品の放射性物質において、
基準値を超えたものはない。

　検査体制の維持には、職員の技能維
持及び検査機器の維持管理が必要で
ある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
（成果が十分に確保できる見通し）
　当該事業は計画の基本指標にプラスの影響を与
えた。新規の利用企業(輸出関連企業含)もあり、
事業継続を望んでいる。要望があることから、職
員の研修や検査機器の点検保守を含め、測定事業
を継続する。

放射能測定事業

商工業者のための
放射能検査支援事
業

　県内商工会議所や商工会に対し、加
工食品を対象とした放射能測定検査
の実施を支援することにより、県内商
工業者の風評被害払拭及び消費者へ
の安全・安心の提供を図る。

  商工会議所（８ヶ所）の放射能測定
事業を支援している。

－

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
（１年間で方向性を見極め（検証））
　当該事業は計画の基本指標にプラスの影響を与
えた。
　商工会議所の意向も踏まえながら、測定実績の
無い商工会議所等は順次終了していき、県内全域
を対象としたハイテクプラザの放射能測定に集約
していく。

商工業者のための放
射能検査支援事業

農林水産物等緊急
時モニタリング事業
（再掲）

  農林水産物等の安全性を確保する
ため、緊急時モニタリング検査を実施
するとともに、その結果を生産者や消
費者、流通業者に迅速に公表する。

  9,771点の検査を実施した。

  県産農林水産物の安全性確保と情
報発信のため、事業継続が必要であ
る。
  営農再開、海面漁業操業の進捗を踏
まえ、適確な検査の実施が求められ
る。
  野生山菜・きのこ等の出荷制限の解
除が課題である。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継続
＜今後の方向性＞
（１年間で方向性を見極め（検証））
　当該事業は計画の基本指標にプラスの影響を与
えた。アウトプット指標には満たなかったものの、
事業で解決すべき目標を達成した。今後も継続し
て、国のガイドラインや県の実施方針に基づき、必
要な検査を実施する。
　出荷確認検査は、前年度の検査結果や出荷制限
等の解除、営農再開の状況を踏まえ、検査規模や
検査対象品目等を一部見直しして実施する。また、
出荷制限されている品目について、引き続き解除
に向けた検査を実施する。

農林水産物等緊急時
モニタリング事業

－ 環境保全農業課

第三者認証ＧＡＰ等
取得促進事業

　産地における安全性確保の取組を
客観的に説明できる第三者認証ＧＡＰ
等の導入を拡大するとともに、その
取組を消費者等に効果的に情報発信
する。

  補助事業で新規・継続、合わせて
610経営体を支援した。
  252人のGAP指導員研修受講を
支援した。

　ＧＡＰ認証農場と非認証農場の農産
物を取り扱う団体もあり、それらを区
分して出荷できる施設等、ハード面で
の支援も求められている。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

第三者認証ＧＡＰ等
取得促進事業

7-3

第三者認証ＧＡＰ
（農業生産工程管
理）を取得した経営
体数

774経営体
1,140経営
体

環境保全農業課

　「福島県農林水産物・加工食品モ
ニタリング情報」サイトを通し、モニ
タリング検査結果の情報提供を行
う。

食品モニタリング検
査情報発信事業

  放射性物質モニタリング検査情報検
索サイトの運営を通し、科学的根拠に
基づく本県農林水産物と加工食品の
安全性を多言語で分かりやすく発信
することで安心につなげる。

  「福島県農林水産物・加工食品モニ
タリング情報」サイトを通し、モニタリ
ング検査結果の情報提供を行った。
 （更新回数：216回）

－

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　今後も本県農林水産物及び加工食品の安全・安
心を分かりやすく発信していく。

食品モニタリング検
査情報発信事業

－ 農産物流通課

　食肉（牛肉・豚肉・鶏肉・馬肉）・鶏
卵・原乳・はちみつ・飼料作物につい
ては、品目別試料採取基準等に定め
る方法により、放射性物質の検査を
実施し、基準値（もしくは、暫定許容
値）以下であることを確認。分析結
果は迅速に公表する。

肉用牛全頭安全対
策推進事業

  本県産牛肉の安全性を確保し、ブラ
ンドの再生及び肉用牛農家の経営安
定を図るため、県外でと畜される肉
用牛の放射性物質検査等を実施す
る。

  Ｈ23年８月以降の放射性物質検
査は、放射性物質の暫定許容値及び
基準値を超える牛は検出されてい
ない状況が続いている。
・県外出荷頭数　195,572頭
（R6.3.31）
・放射性物質検査頭数　152,993
頭（R6.3.31）
・牛生体検査頭数　8,477頭
（R6.3.31）
※Ｒ２年４月から牛肉の放射性物質
検査は抽出検査に移行している。

  肥育牛については全戸検査（年１回
以上の牛の検査）、廃用牛については
全頭検査を実施しているのは、本県の
み（近隣３県は肥育牛は検査必要な
し）で対応しているため、検査体制を
継続して安全性を確保していく必要
がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

肉用牛全頭安全対策
推進事業

－ 畜産課

　栽培きのこ、野生きのこ・山菜、樹
実類等のモニタリング検査を行い、
検査結果について消費者へ情報発
信する。

－ －
  栽培きのこ、野生きのこ・山菜、樹
実類等973件のモニタリング検査
を実施した。

－
＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

－ － 林業振興課

　県立学校及び希望する市町村を
対象に、提供した学校給食１食分に
含まれる放射性物質を検査する。
（市町村18、県立学校20）

学校給食モニタリン
グ事業

  提供した給食１食分に含まれる放射
性物質検査を民間の検査機関に委
託。

  18市町村及び県立学校20校で実
施

  現在まで、厚生労働省が示す一般食
品中の放射性セシウムの基準値を超
えたことはないことから、現在の検査
体制の見直しを検討する必要がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

学校給食モニタリン
グ事業

－ 教育庁 健康教育課

農林水産部

8

　食の安全・安心を確保す
るため、生産、製造・加工、
流通、消費の各段階におい
て食品中の放射性物質の
測定を積極的に行い、安全
な食品の出荷、流通等を実
現するとともに、正確な測
定結果を消費者へ迅速に
発信します。農林水産物に
ついては、生産段階におけ
る放射性物質対策の徹底
と併せ、出荷段階における
モニタリング検査を適切に
実施するとともに、こうし
た取組を可視化するふくし
ま県GAP(FGAP)等の面
的拡大を進めます。

　県内の食品加工業者が製造する
加工食品の自主検査を支援するた
め、ハイテクプラザおよびハイテク
プラザ会津若松技術支援センター
にて無料で放射性物質検査を実施
する。
　県内８商工会議所に簡易放射性物
質検査装置を配置し、県内食品加工
業者のための全県的な放射性物質
スクリーニング検査体制を構築す
る。

7-6

　市場等へ出荷される前の農林水
産物の放射性物質検査を実施し、そ
の結果を生産者、消費者及び流通
業者等に対して速やかに周知する。
　FGAP等の面的拡大のため、認証
取得や、指導員の資格取得に係る経
費を支援するとともに、各種媒体を
通じた情報発信により実需者や消
費者の理解を促進する。

商工労働部 産業振興課
上昇を目指

す
71.2%

毎日の食生活にお
いて食品の安全に
不安を感じることな
く安心して暮らして
いると回答した県
民の割合

31



７　食品の安全確保の推進
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和６年度

目標値

関連指標
施策推進に向けた具体

的取組
令和５年度取組内容

取組に関わる事業
名

担当課事業の概要 事業の進捗（活動実績） 事業内容に係る課題 次年度の対応方針
次年度（令和6年
度）取組に関わる事

業名
担当部局No.

　7-3-2 放射性物質対策の情報共有とリスクコミュニケーションの促進

　食と放射能に関する説明会を60
回以上開催する。

食の安全・安心推進
事業（再掲）

  県内の消費者に対し、原子力発電所
事故を踏まえ、放射能や食の安全性
をテーマとした説明会を実施するこ
とで、食と放射能に関する消費者の
理解促進を図る。

  食と放射能に関する説明会を年
74回実施した。

  原発事故から13年以上経過し、関
心が低下するなど風化の問題があ
る。
  放射線に対する理解を深めるため、
実演または実習を重視しており、１回
あたりは少人数での実施が望ましい。
一方で県民に広く知識を普及すると
いう目的もあり、参加人数のバランス
を考えながら目標達成に努める必要
がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  １年間で方向性を見極め（検証）

食の安全・安心推進
事業

7-4

食と放射能に関す
るリスクコミュニ
ケーションの実施件
数

74件 60件 生活環境部 消費生活課

　過去12年間に県が実施した食品
の放射性物質検査結果の解析結果
を消費者に分かりやすく伝え、意見
交換を行うためのリスクコミュニ
ケーションを開催する。

福島県産加工食品
の安全・安心の確保
事業（再掲）

　過去12年間に県が実施した食品の
放射性物質検査結果の解析結果を伝
えるチラシ等を作成し、県内外で消費
者に発信する場を設けるともに、意
見交換を行うためのリスクコミュニ
ケーションを開催する。

　チラシ等による情報発信を県内外
で４回実施し、リスクコミュニケー
ションを県内外で５回実施した。

　県内では、放射性物質に関し一定の
理解が得られている一方で、県外で
は、そもそも県が検査を実施している
ことが知られていないなどの実態が
確認できた。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　引き続き、県内向けに情報発信をしつつ、県外向
けの発信を強化する。

福島県産加工食品の
安全・安心の確保事
業

7-6

毎日の食生活にお
いて食品の安全に
不安を感じることな
く安心して暮らして
いると回答した県
民の割合

71.2%
上昇を目指

す
保健福祉部 食品生活衛生課

　「福島県農林水産物・加工食品モ
ニタリング情報」サイトを通し、モニ
タリング検査結果の情報提供を行
う。

食品モニタリング検
査情報発信事業（再
掲）

  放射性物質モニタリング検査情報検
索サイトの運営を通し、科学的根拠に
基づく本県農林水産物と加工食品の
安全性を多言語で分かりやすく発信
することで安心につなげる。

  「福島県農林水産物・加工食品モニ
タリング情報」サイトを通し、モニタリ
ング検査結果の情報提供を行った。
 （更新回数：216回）

－

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  今後も本県農林水産物及び加工食品の安全・安
心を分かりやすく発信していく。

食品モニタリング検
査情報発信事業

－ 農産物流通課

　県内の直売所等に対し、野生きの
こ・山菜に関する出荷制限の情報提
供を行う。また、ラジオ等による広
報及びホームページに掲載し県民に
対する周知を図る。

－ －

  県内の直売所等に対し、野生きの
こ・山菜に関する出荷制限の情報提
供を行った。
  ラジオ等による広報（４回）及び
ホームページに掲載し県民に対する
周知を行った。

－
＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

－ － 林業振興課

農林水産部

9

　放射性物質対策に関する
最新情報に加え、放射性物
質についての正確な情報
や知識の普及を図り、放射
性物質に関する県民の疑
問や不安解消に努めます。
　さらに、正確な情報や知
識を踏まえながら、県民自
らがリスクについて正しく
評価し判断されるよう、リ
スクコミュニケーションの
機会の創出に努めます。
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８　生活環境の保全
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和６年度

目標値

(1) 生活環境保全に関する意識の向上

　8-1-1 水・大気環境に関する普及啓発

1

　県民に対する生活排水の適正処
理や低公害車の普及など環境に
配慮した取組、及び事業者に対す
る環境負荷低減の取組の周知啓
発を進めるとともに、大気環境や
水環境等の監視結果などを公表
し、環境保全への自主的かつ積極
的な取組を促進します。また、事
業者等を対象としたセミナーや事
例発表会を開催すること等によ
り、工場・事業場による排出削減
や化学物質のリスクコミュニケー
ションの取組の普及啓発、促進を
図ります。

　Ｒ４年度の環境等測定調査結果の公表を
実施する。
　事業者等を対象にして、リスクコミュニ
ケーションに関する研修会や事例発表会・
交流会を開催する。
　企業訪問やアンケート調査の実施によ
り、現在の状況を把握し、データの蓄積と
情報網の再構築を図る。
　事業者を対象としたフロン排出抑制法に
関する説明会を開催する。

大気環境保全運営
事業
大気環境常時監視
事業
水環境調査指導費
化学物質安全・安心
社会づくり促進事
業

  大気汚染、水質汚濁の監視
及び調査結果の公表
  化学物質のリスクコミュニ
ケーションに関する知識の普
及

　Ｒ４年度の環境等測定調査結果は、10
月にホームページに掲載した。
　リスクコミュニケーションに関する研修
会や事例発表会・交流会を、Ｒ５年12月
とＲ６年2月に1回ずつ開催した。
　事業者に対するアンケート調査を実施
し、現状の把握やデータの蓄積を行った。
　フロン排出抑制法に関する講習会を、
10月に1回、11月２回、計３回開催した。

  フロン排出抑制法に係る講
習会の出席者数が減少した。

 ＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

大気環境保全運営
事業
大気環境常時監視
事業
水環境調査指導費
化学物質安全・安心
社会づくり促進事業

8-8
工場・事業場等におけ
るリスクコミュニケー
ションの実施件数

195 適切に対応する 生活環境部 水・大気環境課

　8-1-2 廃棄物等の適正処理推進に向けた普及啓発

ごみ減量推進プロ
ジェクト

　事業系ごみ及び家庭系ごみ
について、ごみ減量推進のた
めのモデル事業を実施する。
　生ごみ処理機導入に係る助
成する。

　市町村と連携して可燃ごみの組成分析
調査を実施。
　生ごみ処理機導入に係る助成は０件。

　生ごみが約35％を占め、リ
サイクル可能物が約14％占め
ていたことから、生ごみの削減
と分別の徹底が必要。
　生ごみ処理機導入の助成が
なかった。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　生ごみ削減のモデル事業を実施す
るとともに、市町村と連携して生ごみ
の排出量削減に努める。
　生ごみ処理機導入の助成ではなく、
市町村に貸与する。

わたしから始めるご
み減量事業

8-3
一般廃棄物の排出量（１
人１日当たり）

1,021ｇ/日
（R4年度）

955ｇ/日

オールふくしま
ECO推進プロジェ
クト

　スマートフォン用アプリを活
用するなどして、環境に負荷
をかけないライフスタイルの
普及を図る。

　Ｒ５年度末のアプリのダウンロード数
は、16,045件。各種コンテストの実施。

　アプリのダウンロード数がな
かなか伸びない。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  アプリの機能強化等

わたしから始めるご
み減量事業

8-4
一般廃棄物のリサイク
ル率

12.8%
（R4年度）

15.1%

食品ロス削減推進
事業

　食べ残しゼロ協力店・事業者
の登録や、協力店の取組支
援、フードドライブの普及啓発
を行う。

　Ｒ５年度末の食べ残しゼロ協力店数は、
624件。フードドライブの実施。

　食品ロス問題を認知して削
減に取り組む県民の割合を増
やす。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　食べ残し協力店を増やすとともに、
フードライブの取組を進めるため、初
めて実施する市町村を支援する。

わたしから始めるご
み減量事業

－

8-5 産業廃棄物の排出量
7,134千ｔ
（R4年度）

7,700千ｔ以下

8-6
産業廃棄物の再生利用
率

51%
（R4年度）

52%以上

　8-1-3 地球温暖化対策等に向けた意識啓発

3

　「地球にやさしい“ふくしま”県民
会議」等と連携しながら、県民、事
業者、行政等のあらゆる主体によ
る省資源・省エネルギーや資源循
環に向けた取組が積極的に展開
されるよう、意識醸成に向けた普
及啓発に取り組みます。

　「福島県2050年カーボンニュートラル」
の実現に向けて、オール福島のカーボン
ニュートラル推進組織として、知事を代表
とし、各部門の代表団体等の長を副代表と
して、県民会議を発展的に改組する形で
「（仮称）ふくしまカーボンニュートラル実現
会議」を６月に新たに立ち上げ、更なる機
運醸成や実践の拡大に取り組む。
　また、県民総ぐるみの取組を促進するた
め、カーボンニュートラルへの「関心が高く
ない層」へのリーチを想定し、市町村、地
域、企業と一体的かつ連携したイベントを
開催、緩和策・適応策に関する情報発信や
理解促進等を図る。

みんなで実現、ゼロ
カーボン福島推進
事業

 「福島県2050年カーボン
ニュートラル」の実現に向け
て、県民、民間団体、事業者、
行政等あらゆる主体が一体と
なった取組を強化・拡充する
ことにより、県民総ぐるみの
地球温暖化対策を推進する。

・ふくしまカーボンニュートラル実現会議
設立総会の開催　令和５年６月１日
・ふくしまゼロカーボンDAY！2023の
開催　令和５年10月～11月　５市（福島
市、会津若松市、郡山市、白河市、いわき
市）延べ9,293名来場

  脱炭素社会に向けた取組を
これまで以上に進めるため、
市町村や企業、関係団体との
連携を進化させ、2050年
カーボンニュートラルの実現に
向けてより実践的な取組が必
要。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  ふくしまカーボンニュートラル実現
会議を中心に、県民や事業者の意識
向上や行動変容を後押しするなど、脱
炭素社会の実現に向けた歩みをオー
ル福島で推進していく。

カーボンニュートラ
ル推進事業

8-2
温室効果ガス排出量
（２０１３年度比）

81.6%
（R3年度）

78.0% 生活環境部 環境共生課

　8-1-4 環境教育の充実と指導者の育成

4

　県民の環境に対する関心を深め
るため、各種団体や市町村等が行
う研修会などに環境アドバイザー
を講師として派遣するほか、小学
生に向けた環境副読本を作成し
配布する等、環境教育・学習の推
進に取り組みます。

　市町村、各種団体等が開催する環境保全
を目的とした講演会や学習会に、環境アド
バイザーとして委嘱している環境分野の第
一線で活躍している県内の学識経験者等
を派遣する。
　環境教育に関する副読本を県内の小学５
年生に配布し、授業での活用等を通して、
子供たちの環境問題に関する理解の促進
を図る。

環境教育等促進事
業

  環境教育に関する副読本を
県内の小学５年生に配布し、
授業での活用等を通して、子
供たちの環境問題に関する理
解の促進を図る。

  Ｒ６年度版環境教育副読本を28,000
部作成し、県内の全小学５年生及び関係
機関等へ配布した。

  教育現場においてICT化・
DX化が進んでいるが、対応で
きていない。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  動画等のコンテンツを盛り込み機能
強化したデジタル版の環境教育副読
本を整備し、小学校等での利用に供す
ることで、環境教育を一層推進する。

環境教育等促進事
業

8-13

日頃、省エネルギーや
地球温暖化防止を意識
した取組を行っている
と回答した県民の割合

50.4% 56.3%以上 生活環境部 生活環境総務課

担当部局 担当課事業の概要 事業の進捗（活動実績） 事業内容に係る課題 次年度の対応方針
次年度（令和6年
度）取組に関わる

事業名
No. 施策推進に向けた具体的取組 令和５年度取組内容

取組に関わる事
業名

産業廃棄物抑制及
び再生利用施設整
備等支援事業

産業廃棄物抑制及
び再生利用施設整
備支援事業

・施設整備　2件
・調査研究　0件

  近年、再生利用率が停滞して
おり、産業廃棄物処理業界に
おいてもDXを導入し、適正処
理の効率化を進めるととも
に、再生利用率の向上させる
必要がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・手法を維持して継続
　内容を一部見直す
＜今後の方向性＞
　産業廃棄物の適正処理がより効率
的に図られるDX導入に対し支援し、
処理効率や再生利用率向上を図る。

2

　排出抑制、再使用、再生利用に
よる廃棄物の減量化の更なる推
進に向けて、市町村と連携しなが
ら、県民・事業者の自主的な取組
の推進につながるよう普及啓発
に取り組みます。また、産業廃棄
物の適正処理推進のため、県民や
排出事業者等に対して、正しい知
識の普及啓発に取り組みます。

　オールふくしまECO推進プロジェクト、
食品ロス削減推進事業を実施し、ごみの発
生量削減に努めるとともに、ごみ減量アイ
デアコンテストや環境アプリを活用した情
報発信等を通したごみの減量を訴えてい
く。
　また、産業廃棄物の排出抑制及び再生利
用を目的とする施設整備や調査研究に対
する支援を行い、産業廃棄物の適正処理
を推進する。

生活環境部
一般廃棄物課
産業廃棄物課

関連指標

　産業廃棄物の適正処理を推
進するため、産業廃棄物の排
出抑制、減量化及び再生利用
の推進を目的とする施設整備
や調査研究に対する支援を行
う。
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８　生活環境の保全
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和６年度

目標値

担当部局 担当課事業の概要 事業の進捗（活動実績） 事業内容に係る課題 次年度の対応方針
次年度（令和6年
度）取組に関わる

事業名
No. 施策推進に向けた具体的取組 令和５年度取組内容

取組に関わる事
業名

関連指標

(2) 環境保全対策（監視、調査を含む）

　8-2-1 工場・事業場に対する監視の強化

　8-2-2 産業廃棄物の適正処理推進や不法投棄対策の実施

6

　事業者や処理業者の立入検査等
を実施し、産業廃棄物の処理や施
設の維持管理が適正に行われる
よう監視・指導を行います。また、
産業廃棄物の不法投棄の未然防
止と早期発見等のため、不法投棄
監視員の配置や休日・夜間の警備
会社への監視委託等の対策を実
施し、不適正処理事案に対して
は、事実関係の把握や原状回復の
指導等を行います。

　適正処理を徹底させるため、排出事業者
や処理業者に対し、立入検査等による監視
指導を行う。
　不法投棄の未然防止や早期発見のため、
各市町村の区域毎に不法投棄監視員を配
置するとともに、警備会社による夜間・休
日の監視、地域住民による監視体制づくり
の支援等を行う。

不法投棄防止総合
対策事業

  不法投棄の未然防止、早期
発見のための管理しパトロー
ルの実施、不法投棄の原因者
への原状回復の指導のほか、
県民向けの普及啓発を行うと
ともに、地域住民が行う不法
投棄の監視体制づくりを支援
する。

・不法投棄管理業務委託　延べ648回
・不法投棄防止監視指導員　延べ3,176
日
　（89名　月２～４回監視）
・適正処理監視指導員　６名設置

  不法投棄の撲滅には至って
おらず、その発見件数及び投
棄量は年度毎に変動がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  今後も不法投棄の未然防止のため、
監視、普及啓発等に取り組む。
・不法投棄管理業務委託（県南、南会
津）
・不法投棄防止監視指導員　88名設
置
・適正処理監視指導員　６名設置

不法投棄防止総合
対策事業

8-11

産業廃棄物の不法投棄
件数及び投棄量
残存件数
産業廃棄物の不法投棄
件数及び投棄量
残存量

125件
94,307ｔ
（R4年度）

減少を目指す 生活環境部 産業廃棄物課

　8-2-3 県民総ぐるみの地球温暖化対策

7

　「地球にやさしい“ふくしま”県民
会議」等と連携しながら、県民、事
業者、行政等のあらゆる主体が一
体となって、省資源・省エネルギー
や資源循環に向けた取組を進め
ます。
　また、県有建築物の再生可能エ
ネルギーの導入拡大や省エネル
ギー対策等の推進に取り組みま
す。

　「ふくしまゼロカーボン宣言」事業の実施
や、福島県環境アプリとの連携等により、
事業所・団体や家庭における自主的な省資
源・省エネルギー活動を促進するととも
に、ZEHやZEB、電気自動車等の普及拡
大に向けた支援を実施する。
　また、県有建築物の太陽光発電の導入の
検討等の再生可能エネルギーの推進や、高
効率照明への改修等による省エネルギー
対策等の推進に取り組みます。

みんなで実現、ゼロ
カーボン福島推進
事業（再掲）

  「福島県2050年カーボン
ニュートラル」の実現に向け
て、県民、民間団体、事業者、
行政等あらゆる主体が一体と
なった取組を強化・拡充する
ことにより、県民総ぐるみの
地球温暖化対策を推進する。

・ふくしまゼロカーボン宣言事業参加団
体数
　学校版：539校・園、事業所版：4,293
事業所
・ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）
推進事業補助金　８件
・ふくしまZEH（F-ZEH）モデル事業補
助金　３件
・ZEB化モデル事業補助金　１件　※R6
年度へ繰越
・福島県電気自動車導入推進事業補助金
239件
・福島県エコタイヤ導入推進事業補助金
10,000本
・公共施設へのLED導入補助　１件

  脱炭素社会に向けた取組を
これまで以上に進めるため、
市町村や企業、関係団体との
連携を進化させ、2050年
カーボンニュートラルの実現に
向けてより実践的な取組が必
要。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  ふくしまカーボンニュートラル実現
会議を中心に、県民や事業者の意識
向上や行動変容を後押しするなど、脱
炭素社会の実現に向けた歩みをオー
ル福島で推進していく。

カーボンニュートラ
ル推進事業

8-2
温室効果ガス排出量
（２０１３年度比）

81.6%
（R3年度）

78.0% 生活環境部 環境共生課

(3) 生活環境保全のための体制の整備

　8-3-1 事故発生時の対応

8

　水・大気環境の汚染に係る事故
発生時には、事業者に対して、有
害物質の流出防止措置を講ずる
よう指導するとともに、関係機関
と連携し、迅速かつ適確に環境汚
染防止措置を講じ、有害物質の流
出による環境汚染を抑制、防止し
ます。また、光化学オキシダント、
硫黄酸化物等の大気汚染物質の
濃度が上昇し、注意報等を発令し
た場合は、関係機関と連携し、速
やかに県民へ情報提供するととも
に、工場・事業場への燃料使用量
削減等の協力要請を行い、健康被
害の発生を未然に防止します。

　水質、大気・化学物質関係の事故発生時
には、事業所に対して、被害拡大防止、原
因究明、再発防止を指導する。
　大気汚染常時監視システムにより、光化
学オキシダント、硫黄酸化物等の大気汚染
物質による大気の汚染状況を常時監視す
る。
　注意報等発令に係る通報訓練を行う。

大気発生源監視事
業（再掲）
事業場等水質保全
対策事業
大気環境常時監視
事業（再掲）

  大気、水質事故発生時の対
応
  大気汚染を常時監視し大気
汚染物質の濃度が上昇した場
合に注意報等発令する

　約80件水質関係の事故が発生してお
り、被害拡大防止、原因究明等の対応を
行っている。
 大気汚染常時監視システムにより大気
汚染物質による大気の汚染状況を常時
監視した。
　注意報等発令に係る通報訓練を４月
24日に実施した。今年度は注意報等発
令の実績無し。

  水質事故の発生件数が減少
しない

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

大気発生源監視事
業
事業場等水質保全
対策事業
大気環境常時監視
事業

8-14

水や大気など生活環境
の安全が確保されてい
ると回答した県民の割
合

71.3% 上昇を目指す 生活環境部 水・大気環境課

　8-3-2 市町村の取組支援

9

　ごみ減量化やリサイクル促進の
モデル事業の実施等を通じた市
町村の取組支援や、市町村等によ
る「廃棄物処理事業継続計画」の
早期策定を促進します。

　県内各方部において市町村の連絡会議
を開催するとともに、引き続きごみ減量の
取組を希望する市町村と連携してモデル
事業の実施に取り組む。

ごみ減量推進プロ
ジェクト（再掲）

　事業系ごみ及び家庭系ごみ
について、ごみ減量推進のた
めのモデル事業を実施する。
　生ごみ処理機導入に係る助
成する。

　市町村と連携して可燃ごみの組成分析
調査を実施。
　生ごみ処理機導入に係る助成は０件。

　生ごみが約35％を占め、リ
サイクル可能物が約14％占め
ていたことから、生ごみの削減
と分別の徹底が必要。
　生ごみ処理機導入の助成が
なかった。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
　生ごみ削減のモデル事業を実施す
るとともに、市町村と連携して生ごみ
の排出量削減に努める。
　生ごみ処理機導入の助成ではなく、
市町村に貸与する。

わたしから始めるご
み減量事業

8-3
一般廃棄物の排出量（１
人１日当たり）

1,021ｇ/日
（R4年度）

955ｇ/日 生活環境部
一般廃棄物課
産業廃棄物課

水・大気環境課5 8-7

大気発生源監視事
業
事業場等水質保全
対策事業
水環境調査指導費
（再掲）
ダイオキシン類発生
源総合調査事業
アスベスト飛散防止
対策事業

  工場・事業場への立入調査
の実施
  地下水調査の実施
  ダイオキシン類に係る環境
モニタリングの実施
  アスベスト飛散防止に係る
現地調査やモニタリングの実
施

　大気発生源調査、水質発生源調査を実
施し、工場、事業場に対し必要な指導を
行った。
　公共用水域及び地下水の監視について
は、計画に基づき実施した。
　ダイオキシン類（年間84検体）その他化
学物質に係る環境モニタリング調査を実
施した。
　アスベストについて、建築物等の解体等
工事現場の立入検査や、解体等工事現場
の周辺環境濃度調査及び一般環境大気
中(６地点)のアスベストモニタリング調査
を実施した。

  排出基準を超過する事業場
があった場合に随時対応す
る。

　工場や事業場に対する立入検査
を継続して行い、水質、大気発生
源からの汚染物質等の排出基準
等の遵守の徹底を図ります。ま
た、環境モニタリング調査を行い、
環境中における汚染物質の状況
を把握、監視します。排出基準や
環境基準の超過が見られた場合
は、環境への負荷を極力抑えるた
めに詳細調査などによる原因究
明や事業者への改善対策の指導
等、迅速かつ的確な措置を講じま
す。
　また、アスベスト等に関して、各
種広報媒体の活用や関係団体と
の連携により、解体業者や施設管
理者等に対して適正処理の周知
に取り組むとともに、建築物解体
現場等への立入検査を強化し、適
正処理を推進します。

　大気発生源調査、水質発生源調査を実施
し、工場、事業場に対する指導を行う。
　公共用水域及び地下水の監視を行う。
　ダイオキシン類その他化学物質に係る環
境モニタリング調査を行う。
　アスベストについて、建築物等の解体等
工事現場の立入検査を行うほか、解体等
工事現場の周辺環境濃度調査及び一般環
境大気中のアスベストモニタリング調査を
行う。

生活環境部

工場・事業場の排出・排
水基準適合率（大気排
出基準）
工場・事業場の排出・排
水基準適合率（排水基
準（有害物質））
工場・事業場の排出・排
水基準適合率（排水基
準（窒素、りん含有量を
除く生活環境項目））
工場・事業場の排出・排
水基準適合率（排水基
準（窒素、りん含有量）

100%
100%
94%
99%

適切に
対応する

 ＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続

大気発生源監視事
業
事業場等水質保全
対策事業
水環境調査指導費
ダイオキシン類発生
源総合調査事業
アスベスト飛散防止
対策事業
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８　生活環境の保全
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和６年度

目標値

担当部局 担当課事業の概要 事業の進捗（活動実績） 事業内容に係る課題 次年度の対応方針
次年度（令和6年
度）取組に関わる

事業名
No. 施策推進に向けた具体的取組 令和５年度取組内容

取組に関わる事
業名

関連指標

　8-3-3 不法投棄広域化への対応

10

　産廃スクラム（関東及びその近
県の都県市で構成する協議会）へ
の参加等、広域連携を推進し、構
成自治体と日頃から情報を共有
するとともに、産業廃棄物収集運
搬車両の一斉路上調査を連携し
て実施するなど、産業廃棄物の広
域移動に伴う不法投棄の未然防
止や発生時の迅速な対応に努め
ます。

　広域・悪質化する産業廃棄物の不法投棄
等を未然に防止するため組織された北海
道東北各県、南東北３県、産業廃棄物不適
正処理防止広域連絡協議会（産廃スクラム
37）などの広域連携組織を活用し、情報の
共有とパトロールや路上指導等の共同事
業を実施するなど、県境を越えて広域化し
ている不法投棄に対応する。

不法投棄防止総合
対策事業（再掲）

  不法投棄の未然防止、早期
発見のための管理しパトロー
ルの実施、不法投棄の原因者
への原状回復の指導のほか、
県民向けの普及啓発を行うと
ともに、地域住民が行う不法
投棄の監視体制づくりを支援
する。

・不法投棄管理業務委託　延べ648回
・不法投棄防止監視指導員　延べ3,176
日
　（89名　月2～4回監視）
・適正処理監視指導員　6名設置

  不法投棄の撲滅には至って
おらず、その発見件数及び投
棄量は年度毎に変動がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  今後も不法投棄の未然防止のため、
監視、普及啓発等に取り組む。
・不法投棄管理業務委託（県南、南会
津）
・不法投棄防止監視指導員　88名設
置
・適正処理監視指導員　6名設置

不法投棄防止総合
対策事業

8-11

産業廃棄物の不法投棄
件数及び投棄量
残存件数
産業廃棄物の不法投棄
件数及び投棄量
残存量

125件
94,307ｔ
（R4年度）

減少を目指す 生活環境部 産業廃棄物課

　8-3-4 参加と連携・協働による環境保全活動の推進

11

　ふくしま環境活動支援ネットワー
ク等、環境教育のネットワーク体
制や地球温暖化対策に県民総ぐ
るみで取り組む、地球にやさしい
“ふくしま”県民会議の充実を図
り、あらゆる主体の参加と連携・
協働による環境保全・回復活動を
進めます。

　オール福島のカーボンニュートラル推進
組織として、知事を代表とした「（仮称）ふ
くしまカーボンニュートラル実現会議」を新
たに立ち上げるとともに、あらゆる気候変
動対策を一層推進するための連携を深め
る場として市町村部会を設置し、県民総ぐ
るみで地球温暖化対策に取り組む。

地域まるごと脱炭
素化推進事業

  ふくしまカーボンニュートラ
ル実現会議市町村部会を設
置するとともに、市町村施設
の省エネ対策事業の支援を通
じて、地域の省エネルギーの
推進を図る。

・ふくしまカーボンニュートラル実現会議
設立総会の開催　Ｒ５年６月１日
・ふくしまカーボンニュートラル実現会議
市町村部会の開催（県内３地方で各１回）
Ｒ５年７月～８月

  脱炭素社会に向けた取組を
これまで以上に進めるため、
市町村や企業、関係団体との
連携を進化させ、2050年
カーボンニュートラルの実現に
向けてより実践的な取組が必
要。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
  ふくしまカーボンニュートラル実現
会議を中心に、引き続き市町村と連
携し、脱炭素社会の実現に向けた取組
を推進していく。

市町村脱炭素化推
進事業

8-2
温室効果ガス排出量
（２０１３年度比）

81.6%
（R3年度）

78.0% 生活環境部 環境共生課

　8-3-5 事業者等への支援

12

　環境保全活動を促進する取組の
ほか、産業育成に向けた再生可能
エネルギー関連産業事業者等への
融資、省エネルギー設備の更新等
を行う事業者への補助を行う等、
事業者等を支援します。

　省エネ設備導入事業により、中小企業等
が行う省エネ設備の導入・更新に係る経費
の一部を補助するほか、既存の制度資金
「ふくしま産業育成資金」の融資枠に「カー
ボンニュートラル枠」を設け、環境関連産業
や再生可能エネルギー関連産業等の事業
者、カーボンニュートラル分野の研究開発
に取り組む事業者の資金繰りを支援し、産
業の育成を図っていく。

1.省エネ設備導入
支援事業
2.中小企業制度資
金貸付金

1.中小企業等が行う省エネ設
備の導入・更新に係る経費の
一部を補助する
2.県制度資金の「ふくしま産
業育成資金」にて「カーボン
ニュートラル枠」設定。

1.Ｒ５年度事業者向け省エネ設備更新事
業補助金　採択95件
2.「カーボンニュートラル枠」の利用実績
無し。

1.申請書類の不備が非常に多
く、審査事務に時間を要してい
る。次年度は募集案内や様式
を改正するなど、申請手続き
の明瞭化に努め、事務処理が
円滑に進むよう検討する必要
がある。
2.「カーボンニュートラル枠」
の周知不足。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
1.募集案内や様式を改正するなど、申
請手続きの明瞭化に努める。
2.事業者支援機関、連携機関（金融機
関や商工会等）が集う会議体での制度
周知。

1.省エネ設備導入支
援事業
2.中小企業制度資
金貸付金

8-13

日頃、省エネルギーや
地球温暖化防止を意識
した取組を行っている
と回答した県民の割合

50.4% 56.3%以上 商工労働部 経営金融課

(4) 放射性物質に対する正しい知識の普及と環境汚染からの回復

　8-4-1 環境放射線モニタリングの実施

　原発事故により県内全域に放射性物質
が拡散し、県内の放射線量が上昇したこと
から、県民の安全と安心を確保するため、
県内全域の約3,600箇所に設置されてい
るモニタリングポスト等や、学校、公園、観
光地など人が多く集まる場所など約２万
箇所について、サーベイメータにより空間
線量率を測定するとともに、河川、湖沼、
海域など公共用水域の水質、地下水、プー
ル水、海底土等（約400箇所）に含まれる
放射性物質を定期的に分析します。結果に
ついては、県ホームページに掲載するほ
か、報道機関に情報提供します。

緊急時・広域環境放
射能監視事業

　原子力発電所の事故に伴う
放射性物質の拡散に対する環
境モニタリングを行うととも
に、測定結果を分かりやすく
公表する。

　主に原子力発電所周辺（30km圏内）
の環境放射能の監視を継続して実施し
た。
・各種測定機器の点検校正を実施した。
・環境モニタリング評価部会（５回）を開
催した。
・学校や観光地等の空間線量率測定な
ど、全県的なモニタリングを実施した。
・リアルタイム線量測定システムの運用を
実施した。
・モニタリング事業交付金を８市町村に交
付した。
・帰還困難区域内の走行サーベイを実施
した。
・プール水の分析を実施した。

　原子力発電所周辺における
放射性物質の監視体制を維持
するとともに、県内全域でのモ
ニタリングを継続し、県民に正
確な情報を分かりやすく発信
していく必要がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
（成果が十分に確保できる見通し）
　当該事業は計画の基本指標にプラ
スの影響を与えた。放射線の影響が
気になると回答した県民の割合は
23.1%と目標を達成している。
　引き続き、県民の安全・安心を確保
するためにも、モニタリングを継続す
る必要がある。

緊急時・広域環境放
射能監視事業

8-1
日頃、放射線の影響が
気になると回答した県
民の割合

23.1% 29.0%以下 危機管理部 放射線監視室

　放射能の影響を受けた野生鳥獣につい
て継続的なモニタリングを実施する。（年間
402検体を確保予定）

野生鳥獣放射線モ
ニタリング調査事業

　原発事故による野生鳥獣の
放射線の影響を継続的に調
査していく。

　モニタリング件数365件

　野生鳥獣の検体を確保でき
ている地域とできていない地
域でばらつきがある。
　確保できていない地域に対
して、丁寧に協力を呼びかけ
ながら底上げを図るとともに、
出荷制限の解除を目指してい
る地域には積極的な提供を依
頼する

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継続
＜今後の方向性＞
（成果が十分に確保できる見通し）
　当該事業は計画の基本指標にプラ
スの影響を与えた。野生鳥獣の肉放
射線モニタリングについて、正確な情
報をきめ細かに発信することで、県民
の放射線不安の解消に寄与できてい
る。

野生鳥獣放射線モニ
タリング調査事業

8-1
日頃、放射線の影響が
気になると回答した県
民の割合

23.1% 29.0%以下 生活環境部 自然保護課

13

　県、国、市町村等関係機関の連
携の下、身近な生活環境（大気、河
川、地下水、海域、土壌、野生鳥獣
等）の放射性物質による汚染状況
について、きめ細かな監視及び測
定を継続的に実施し、その結果を
迅速かつ分かりやすく公表しま
す。また、公表の方法を工夫する
ほか、県内だけでなく県外へも情
報発信していきます。
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８　生活環境の保全
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和６年度

目標値

担当部局 担当課事業の概要 事業の進捗（活動実績） 事業内容に係る課題 次年度の対応方針
次年度（令和6年
度）取組に関わる

事業名
No. 施策推進に向けた具体的取組 令和５年度取組内容

取組に関わる事
業名

関連指標

　8-4-2 除染等の着実な実施

14

　県、国、市町村等の関係機関の
連携の下、一体となって除染等を
推進します。
　また、放射性物質汚染対処特措
法に基づき、国の主体的責任の
下、除去土壌等の適正管理と搬
出、搬出完了後の原状回復、除染
後のフォローアップ、森林の放射
線量低減のための取組等を進め
るとともに、引き続き、長期的目
標として追加被ばく線量年間１ミ
リシーベルト以下が堅持されるよ
う、必要な除染等の措置を安全か
つ着実に実施することを国に求め
ていきます。

　仮置場の原状回復等に向け市町村への
支援を行うとともに、除染後のフォロー
アップ、搬出困難な現場保管土壌の解消に
向けた取組等を進める。
　また、特定復興再生拠点区域外の除染に
ついて、その範囲や手法等が地元自治体
の意向が十分反映されたものとなるよう
国に求める。

仮置場原状回復等
支援事業

　除染実施計画に基づき、市
町村が実施する仮置場の原状
回復等のほか、市町村が実施
する線量低減化活動を総合的
に支援する。

　14市町村に除染対策事業交付金を支
出した。

－

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継
続
＜今後の方向性＞
（成果が十分に確保できる見通し）
　当該事業は計画の基本指標にプラ
スの影響を与えた。
　除染対策交付金により、県内の市町
村が実施する仮置場の原状回復等が
進んでおり、令和６年度以降も、市町
村による仮置場の原状回復事業が継
続する。

仮置場原状回復等
支援事業

－ 生活環境部
中間貯蔵・除染対
策課

　8-4-3 中間貯蔵施設の安全確保

15

　中間貯蔵施設については、除去
土壌等の輸送、施設整備及び施設
運営が安全かつ確実に実施され
るよう状況確認等を行うととも
に、法律に定められた搬入開始後
30年以内（Ｒ27（2045）年３月
まで）の県外最終処分が確実に実
施されるよう国に求め、その取組
状況を確認していきます。

　中間貯蔵施設事業について、安全に管
理・運営されるよう安全協定に基づき、施
設の運営状況や仮置場からの輸送状況を
確認する。
　受入・分別施設や土壌貯蔵施設等の各施
設のほか、施設周辺の河川等において環
境モニタリングを実施し、事業による周辺
環境への影響を確認する。
　国が主催する中間貯蔵除去土壌等の減
容・再生利用技術開発戦略検討会等の傍
聴や環境安全委員会への参加を通じて県
外最終処分の国の取組について確認す
る。

中間貯蔵施設対策
事業

  国が実施する中間貯蔵施設
事業について、立地二町（大
熊町・双葉町）との調整を図り
ながら、県民の安全・安心を
確保するため、除去土壌等の
輸送及び施設の管理・運営が
安全かつ確実に行われている
か状況確認を実施するととも
に、その結果を公表する。

  施設状況確認　延べ33回
  輸送状況確認　延べ６回
　環境モニタリング　延べ53回
  環境安全委員会　１回

  引き続き、県民の不安を払拭
し、安全・安心を確保すること
が必要。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継
続
＜今後の方向性＞
（成果が十分に確保できる見通し）
　当該事業は計画の基本指標にプラ
スの影響を与えたと考えられる。過去
に中間貯蔵施設での死亡事故など重
大事案が発生していること及び令和６
年度以降も事業が継続することから、
県民の不安を払拭し、安全・安心を確
保するため、除去土壌等の輸送や施
設の状況確認等を実施し、その結果を
公表していく。

中間貯蔵施設対策
事業

－ 生活環境部
中間貯蔵・除染対
策課

　8-4-4 放射線教育の推進

16

　放射線教育を中核として、防災
教育や道徳教育、人権教育、健康
教育、キャリア教育、エネルギー教
育等との関連を図った「ふくしま」
ならではのカリキュラムの構築を
図っていきます。

　各学校の教育課程に放射線教育を位置
付け、計画的に実施する。
　「放射線教育・防災教育実践事例」のホー
ムページ上での公開を継続することで、各
学校の放射線教育にいかすことができる
ようにする。
　理数教育優秀教員活用事業において、各
地区の理数教育優秀教員に向けた放射線
教育、エネルギー教育等に関連した研修を
実施し、教員の指導力の向上を図る。

未来へはばたけ！
イノベーション人材
育成事業

　各教育事務所において、理
数教育優秀教員を活用した授
業研修を行うとともに、所属
校の児童生徒を対象に体験
型講座を実施する。また、理
数教育優秀教員を対象とした
研修を実施する。理数コンテ
ストや先端技術体験を開催す
る。

　理数教育優秀教員を対象とした研修と
して、各自の放射線教育に関する実践に
基づく協議を行うともに、福島第一原子
力発電所の視察を行った。

　理数教育優秀教員の対象と
なる教員が減少している。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を一部見直しして継
続
＜今後の方向性＞
　各教育事務所から推薦される教員
を理数教育優秀教員からイノベーショ
ン人材育成推進教員へ変更し、優れた
実践だけでなく、研修意欲の高い教員
を対象に加える。

未来へはばたけ！イ
ノベーション人材育
成事業

8-9
放射線教育に係る授業
を実施した学校の割合
（公立小・中学校）

100% 100% 教育庁 義務教育課
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９　消費者の安全確保の推進
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和６年度

目標値

(1) 消費者の安全意識の向上

　9-1-1 消費者への情報提供

1

　県消費生活センターの展
示機能の充実を図るととも
に、広報誌の発行やホーム
ページによる情報発信等を
通じ、県民が合理的な消費
行動を行うために必要な情
報の提供を行います。

　随時、県消費生活センター展示ホールに消
費生活に関する展示を行うとともに、「ふくし
まくらしの情報」を４回発行し、ホームページ
にも掲載する。

消費者行政体制強
化事業

  年々複雑・多様化する消費者
被害を防止するため、広報誌の
発行等、各種広報媒体と連携し
周知啓発を図る。また、学校や
関係機関と連携して消費者教育
を推進するとともに、県及び各
市町村における消費生活相談体
制の強化を図る。

・出前講座の実施　77回3,320
名参加
・消費生活情報紙の作成・配布
年４回

　消費者被害防止の観点から、
対象者や年代に見合った内容
や社会情勢を踏まえた内容等
を、限られた予算の中で、より
効果的な方法での普及・啓発活
動に取り組んでいく必要があ
る。

＜Ｒ６年度の状況＞
  規模・内容・手法を維持して継
続

消費者行政体制強
化事業

9-1

食品や日用品など、消
費生活に関して不安を
感じることなく、安心し
て暮らしていると回答
した県民の割合

59.4% 77.6%以上 生活環境部 消費生活課

　9-1-2 世代ごとの特性に応じた消費者教育・啓発の実施

2

　消費者の情報収集能力に
は世代ごとに大きな差があ
り、また、必要となる情報も
異なります。このため、出前
講座の実施や各種資料を活
用し、世代や生活環境等に
応じたきめ細かい消費者教
育及び啓発を行います。

　各種団体からの要請により講師を派遣し、消
費生活に関する出前講座を実施する。
　若年者の消費者被害防止のため、LINE（公
式アカウント）により情報発信し、実際に起き
ている消費者トラブル等の有益な情報を月１
回配信する。
　持続可能な社会の形成に向けて、社会情勢
の変化に対応した消費者問題や社会課題に係
る事案について勉強会をオンライン併用で実
施する。

消費者行政体制強
化事業（再掲）

  年々複雑・多様化する消費者
被害を防止するため、広報誌の
発行等、各種広報媒体と連携し
周知啓発を図る。また、学校や
関係機関と連携して消費者教育
を推進するとともに、県及び各
市町村における消費生活相談体
制の強化を図る。

①出前講座の実施77回 3,320
名参加
②月２回LINEにより実際に起き
ている消費者トラブル等の情報
を配信し注意喚起を実施
③消費者問題勉強会を年４回実
施。
④市町村への巡回訪問指導５市
３町39回

　消費者被害防止の観点から、
対象者や年代に見合った内容
や社会情勢を踏まえた内容等
を、限られた予算の中で、より
効果的な方法での普及・啓発活
動に取り組んでいく必要があ
る。

＜Ｒ６年度の状況＞
  規模・内容・手法を維持して継
続

消費者行政体制強
化事業

9-4
消費生活に関する出前
講座の実施回数

77回 上昇を目指す 生活環境部 消費生活課

　9-1-3 情報活用能力の向上

　ICTを活用した地域活性化の促進を図るた
め、町村や会津大学、関係機関と協力して、高
齢者を対象に、情報活用能力の習得・向上を
目的とした情報リテラシー向上教室を行う。

情報リテラシー向上
事業

県民の情報リテラシーの向上を
図るため、町村及び会津大学と
連携し高齢者向けスマホ教室を
開催する。

高齢者がスマホやタブレットの使
い方を学ぶことで、情報リテラ
シーの向上が図られた。

参加者数の増加を図るため、町
村とも連携しながら、より一層、
事業の普及を図っていく必要が
ある。

＜Ｒ６年度の状況＞
規模・内容・手法を一部見直しし
て継続

デジタルデバイド解
消事業

企画調整部 デジタル変革課

　こども・青少年政策課を始めとした関係各課
と連携し、「ふくしま情報モラル診断」の運用
等を通して、家庭や学校で児童生徒のイン
ターネット利用に関する基礎知識の習得度合
いと利用状況を把握し、その向上と改善を支
援するなど、児童生徒の情報活用能力の向上
を推進する取組を行う。
・「ふくしま情報モラル診断」の周知
・情報モラル講話
・情報活用能力の向上をはかる授業

こどもを守る情報モ
ラル向上支援事業

　家庭や学校での子どものイン
ターネット利用に関する基礎知
識の習得度合いと利用状況を
把握し、その向上と改善を図る
支援システム「ふくしま情報モラ
ル診断」を運用する（現状、Ｒ８
年度までの運用を予定）。

　Ｒ５年度の全体の正答率は
66％であり、指標の65％を達
成した。

　システム活用が低調な方部も
あることから、教育庁と連携し
た市町村教育委員会に対する
働き掛けが必要である。

＜Ｒ６年度の状況＞
　規模・内容・手法を維持して継
続
＜今後の方向性＞
　Ｒ５年度から本格運用され、こ
どもたちの情報モラル向上、引
いては安全な教育環境の構築に
貢献した。課題に関しては、教育
庁の協力を得ながら、周知を図
りたい。

こどもを守る情報モ
ラル向上支援事業

9-1

食品や日用品など、消
費生活に関して不安を
感じることなく、安心し
て暮らしていると回答
した県民の割合

59.4% 77.6%以上 こども未来局
こども・青少年政
策課

　9-1-4 消費者団体の育成

4

　消費者団体に対する情報
提供や県消費生活センター
における活動スペースの提
供を行うなど、自主的な活
動を支援します。

　「ふくしまくらしの情報」を送付するなど情報
提供を行うとともに、消費生活センターの研
修室等について、消費者団体の活動の用に供
するなど支援を行う。

消費者行政体制強
化事業（再掲）

  年々複雑・多様化する消費者
被害を防止するため、広報誌の
発行等、各種広報媒体と連携し
周知啓発を図る。また、学校や
関係機関と連携して消費者教育
を推進するとともに、県及び各
市町村における消費生活相談体
制の強化を図る。

・出前講座の実施　77回3,320
名参加
・消費生活情報紙の作成・配布
年 ４回

　消費者被害防止の観点から、
対象者や年代に見合った内容
や社会情勢を踏まえた内容等
を、限られた予算の中で、より
効果的な方法での普及・啓発活
動に取り組んでいく必要があ
る。

＜Ｒ６年度の状況＞
  規模・内容・手法を維持して継
続

消費者行政体制強
化事業

9-2
消費生活センター設置
市町村の県内人口カ
バー率

78.7% 80.5% 生活環境部 消費生活課

(2) 消費者のための安全対策の強化

　9-2-1 不当表示・取引に対する事業者への指導

5

　関係機関との連携により
商品・サービス等の適正な
表示を確保します。
　また、特定商取引法や消費
生活条例の適切な執行や不
当取引専門指導員の配置に
より不当な取引を防止しま
す。

　随時、基準や法律等に違反する事業者に関
する情報収集や調査を行い、必要に応じて事
業者に対し、是正に向けた指導や勧告、業務
停止命令等の処分を迅速に行う。

消費生活取引適正
化事業

  消費者利益の保護や、消費者
を取り巻く様々な商取引の適正
化を図る。

・景品類規制　27件
・不当表示規制　11件
・景品表示７件
・市町村消費生活担当者に対する
説明を実施
・庁内広報・補助金関係担当課に
対する景品表示法改正関係の説
明会　１回実施

  景品類に関する指導について
は、行政が補助金や委託などで
関わる事が多いため、補助金や
広報関係の担当者に対する周
知が必要である。Ｒ５年度はス
テマ規制に関する法改正があっ
たため、説明会を実施した。

＜Ｒ６年度の状況＞
  規模・内容・手法を維持して継
続

消費者行政体制強
化事業

9-1

食品や日用品など、消
費生活に関して不安を
感じることなく、安心し
て暮らしていると回答
した県民の割合

59.4% 77.6%以上 生活環境部 消費生活課

　9-2-2 安全三法に基づく販売事業者への立入検査の実施

6

　県及び市において、安全三
法に基づき、計画的に販売
事業者への立入検査、指導
を実施します。

　県及び市において計画を策定し、それに基
づき販売事業者への立入検査、指導を実施す
る。

消費者行政事務経
費

  消費者利益の保護や、消費者
を取り巻く様々な商取引の適正
化を図る。

・消費生活用製品安全法に基づく
検査・指導（特定製品１品目、特定
保守製品７品目）
・家庭用品品質表示法に基づく検
査・指導（４品目）
・電気用品安全法に基づく検査・
指導（４品目）

  各市や各振興局を通じて年間
計画に基づき立入検査を実施
しているが、コロナ禍の影響で
数年間実施しなかった地域もあ
るため、適正な立入検査・指導
等を実施する必要がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
  規模・内容・手法を維持して継
続

消費者行政事務経
費

9-1

食品や日用品など、消
費生活に関して不安を
感じることなく、安心し
て暮らしていると回答
した県民の割合

59.4% 77.6%以上 生活環境部 消費生活課

担当部局 担当課

3

　個人情報の漏えいや各種
詐欺等、違法・有害情報の被
害に遭わないよう、また、ア
プリを使用することによる
事件・事故、モラル違反を避
けるため、県、市町村、関係
機関連携の下、県民を対象
としたセミナーなどにおい
て啓発活動や注意喚起を行
うとともに、児童生徒や保
護者、青少年に対しては、各
種機会を捉えながら情報活
用能力の向上のための指導
及び啓発を行います。

関連指標
No.

施策推進に向けた具体的
取組

令和５年度取組内容
取組に関わる事業

名
事業の概要 事業の進捗（活動実績） 事業内容に係る課題 次年度の対応方針

次年度（令和6年
度）取組に関わる

事業名
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９　消費者の安全確保の推進
計画終期における福島県安全で安心な県づくりの推進に関する基本計画の取組状況じ

指標番号 指標名 現況値
令和６年度

目標値

担当部局 担当課
関連指標

No.
施策推進に向けた具体的

取組
令和５年度取組内容

取組に関わる事業
名

事業の概要 事業の進捗（活動実績） 事業内容に係る課題 次年度の対応方針
次年度（令和6年
度）取組に関わる

事業名

　9-2-3 消費者事故等に関する情報の周知

7

　消費者事故に関する情報
を収集し、県のホームページ
で発信するほか、市町村へ
情報提供し、消費者への注
意喚起を行います。
　また、県内で消費者事故が
発生した場合は、消費者安
全法に基づき、速やかに国
へ通知し、被害の拡大防止
に努めます。

　随時、消費者事故に関する情報を周知し、消
費者事故が発生した場合は、迅速に対応す
る。

消費者行政事務経
費（再掲）

  消費者利益の保護や、消費者
を取り巻く様々な商取引の適正
化を図る。

  消費者安全法に基づく消費者
庁への重大事故の報告（２件）

  随時、消費者事故に関する情
報を周知し、消費者事故が発生
した場合は、迅速に対応する。

＜Ｒ６年度の状況＞
  規模・内容・手法を維持して継
続

消費者行政事務経
費

9-1

食品や日用品など、消
費生活に関して不安を
感じることなく、安心し
て暮らしていると回答
した県民の割合

59.4% 77.6%以上 生活環境部 消費生活課

　9-2-4 福島県消費者安全確保地域協議会の開催及び情報共有

8

　定期的に協議会を開催し、
構成員の間で、見守り等に
必要な取組について協議し
ます。また、見守り等に必要
なパンフレット等を作成・配
布するほか、必要な情報を
随時、関係機関・団体に提供
します。

　随時、構成員へ必要な情報を提供するとも
に、定期的に協議会を開催し取組について協
議する。

消費者行政体制強
化事業（再掲）

  年々複雑・多様化する消費者
被害を防止するため、学校や関
係機関と連携して消費者教育を
推進するとともに、県及び各市
町村における消費生活相談体制
の強化を図る。

  県消費者安全確保地域協議会
の開催　２回

  高齢者等が消費者被害に遭っ
た場合は、発見が遅れ、深刻な
被害になりやすいことから、高
齢者等の消費者被害の未然防
止・拡大防止を図るため、地域
全体で高齢者等を見守る取組
が必要である。

＜Ｒ６年度の状況＞
  規模・内容・手法を維持して継
続

消費者行政体制強
化事業

9-3
消費者安全確保地域協
議会設置市町村の県内
人口カバー率

20.8% 上昇を目指す 生活環境部 消費生活課

　9-2-5 市町村における消費者安全確保地域協議会の設置や消費生活協力員・協力団体の活用に向けた支援

9

　市町村に対し、消費者安全
確保地域協議会設置や消費
生活協力員・協力団体の活
用に向けた助言、支援を行
います。また、協議会設置済
み等の市町村に対しては、
運営等に関する助言、支援
を行います。

　設置を検討している市町村へ訪問等を実施
し、助言等必要な支援を行う。設置済み市町
村については、協議会の開催状況を確認す
る。

消費者行政体制強
化事業（再掲）

  年々複雑・多様化する消費者
被害を防止するため、学校や関
係機関と連携して消費者教育を
推進するとともに、県及び各市
町村における消費生活相談体制
の強化を図る。

  市町村への協議会設置の働き
かけ　10市町村訪問

  高齢者等が消費者被害に遭っ
た場合は、発見が遅れ、深刻な
被害になりやすいことから、高
齢者等の消費者被害の未然防
止・拡大防止を図るため、地域
全体で高齢者等を見守る取組
が必要である。

＜Ｒ６年度の状況＞
  規模・内容・手法を維持して継
続

消費者行政体制強
化事業

9-3
消費者安全確保地域協
議会設置市町村の県内
人口カバー率

20.8% 上昇を目指す 生活環境部 消費生活課

(3) 消費者被害の防止と救済

　9-3-1 県消費生活センターの相談対応機能強化

10

 県消費生活センターの相談
時間を拡大するとともに、
第４日曜日に電話相談と無
料法律相談を実施し、消費
者トラブルを抱える県民の
利便性向上を図ります。

相談時間の延長
　相談受付時間を平日9:00～17:00から
9:00～18:30に延長する。
　また、毎月第４日曜日の9:00～16:30に電
話相談を実施する。
日曜無料法律相談の実施
　毎月第４日曜日に司法書士による無料法律
相談を実施する。

消費者行政体制強
化事業（再掲）

　年々複雑・多様化する消費者
被害を防止するため、学校や関
係機関と連携して消費者教育を
推進するとともに、県及び各市
町村における消費生活相談体制
の強化を図る。

 ①消費生活相談員の配置３名
（消費生活相談員計11名）
②食品安全相談員の配置１名
③消費生活相談窓口機能強化事
業
・消費生活無料法律相談の実施
78回
・日曜無料法律相談の実施　８回
④休日相談の実施 　12回
⑤法令の適正執行等
⑥相談員レベルアップ等研修　国
セン研修等への参加　37回
⑦相談電話機能強化

　年々複雑・多様化する消費者
被害を防止するため、時代の変
化に対応した消費者教育の推
進や相談対応が必要であり、
県・各市町村における消費生活
相談員の知識・技術の更新・向
上が課題である。

＜Ｒ６年度の状況＞
  規模・内容・手法を維持して継
続

消費者行政体制強
化事業

9-2
消費生活センター設置
市町村の県内人口カ
バー率

78.7% 80.5% 生活環境部 消費生活課

　9-3-2 市町村相談窓口の充実等の支援

11

　最も身近な行政機関であ
る市町村において消費者ト
ラブルに関する相談が適切
に行われるよう、市町村の
消費生活センターの設置や
相談窓口の充実強化に向け
た取組への支援を行いま
す。
　また、既に設置されている
市町村の消費生活センター
の間で被害情報の共有を行
うなど、連携強化に努めま
す。

・市町村における消費生活相談員のレベル
アップ支援
　県消費生活センターの相談員による市町村
への巡回訪問指導を５市３町に実施する。
・市町村における消費生活相談体制強化
　消費生活相談体制強化のため、市町村訪問
を行い相談窓口開設や相談員配置などの働
きかけを行う。
・財政支援の実施
　市町村の消費生活相談員の人件費、消費生
活相談業務の委託料、研修参加費用などを交
付金として支援する。

消費者行政体制強
化事業（再掲）

　年々複雑・多様化する消費者
被害を防止するため、学校や関
係機関と連携して消費者教育を
推進するとともに、県及び各市
町村における消費生活相談体制
の強化を図る。

・市町村への巡回訪問指導　５市
３町　39回
・市町村への消費者行政推進交
付金等の交付　20市町村

　相談員の人件費確保が困難等
の理由から、相談窓口未開設、
相談員未配置となっている市
町村がある。

＜Ｒ６年度の状況＞
  規模・内容・手法を維持して継
続

消費者行政体制強
化事業

9-2
消費生活センター設置
市町村の県内人口カ
バー率

78.7% 80.5% 生活環境部 消費生活課

　9-3-3 製品事故の原因調査

12

　消費者から寄せられた消
費生活用製品の事故相談や
情報に基づき、国民生活セ
ンター等と連携し事故の原
因究明に努めます。

　消費者からの依頼に従って、県消費生活セ
ンターより国民生活センターに商品テストを
依頼し、原因究明に努める。

消費者行政事務経
費（再掲）

　消費者利益の保護や、消費者
を取り巻く様々な商取引の適正
化を図る。

　消費者からの依頼により、県消
費生活センターから国民生活セン
ターに商品テストを１件依頼し
た。

　消費者からの依頼に従って、
県消費生活センターより国民生
活センターに商品テストを依頼
し、原因究明に努める。

＜Ｒ６年度の状況＞
  規模・内容・手法を維持して継
続

消費者行政事務経
費

9-1

食品や日用品など、消
費生活に関して不安を
感じることなく、安心し
て暮らしていると回答
した県民の割合

59.4% 77.6%以上 生活環境部 消費生活課
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