
番号（柱） 1 柱 1 政策 施策

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号（柱） 2 柱 1 政策 施策

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号（柱） 3 柱 1 政策 施策

名称

 目標指標の
 設定根拠

実績値の推移（グラフ）
※各評価年度の実績値について、該当年度の実績値が測定できないものについては、測定可能な直近の実績値（速報値を含む）を記載しています。今後、
最新値への更新に伴い、数値を訂正する場合があります。

一人当たりの県民所得（千円）

柱1「富県宮城を支える県内産業の持続的な成長促進」は、生産性の向上、高付加価値化及び企業誘致、地
域の魅力向上により質の高い雇用を創出する取組が多く盛り込まれており、これらの取組は、一人当たり
の県民所得に影響すると考えられることから、宮城県民経済計算の一人当たりの県民所得を目標指標とし
て設定した。

経済成長率（計画期間中における平均名目成長率の国の成長率との差）（ポイント）

柱1「富県宮城を支える県内産業の持続的な成長促進」は、各産業における生産性や付加価値の向上により
県内総生産の増加を図る取組が多く盛り込まれており、これらの取組は、本県経済の成長に影響すると考
えられることから、宮城県民経済計算の経済成長率を目標指標として設定した。

労働生産性（就業者一人当たりの県内総生産）（千円）

柱1「富県宮城を支える県内産業の持続的な成長促進」は、先端技術の活用等による生産性の向上や次世代
放射光施設の活用等による付加価値の向上を図る取組が多く盛り込まれており、これらの取組は、労働生
産性に影響すると考えられることから、宮城県民経済計算の労働生産性を目標指標として設定した。
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番号（柱） 4 柱 2 政策 施策

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号（柱） 5 柱 2 政策 施策

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号（柱） 6 柱 2 政策 施策

名称

 目標指標の
 設定根拠

児童生徒の自己肯定感（自分には良いところがあると思うと答えた児童生徒の割合小学6年生）

柱2「社会全体で支える宮城の子ども・子育て」は、夢や志を持ち、可能性に挑戦するために必要となる力
をはぐくむ教育を展開する取組が多く盛り込まれており、未来の宮城を担う全ての子どもたちが、健やか
に成長し安心して学び続けるためには、自己肯定感が重要であることから、全国学力・学習状況調査にお
いて、「自分には良いところがある」と答えた児童（番号6は生徒）の割合を目標指標として設定した。

児童生徒の自己肯定感（自分には良いところがあると思うと答えた児童生徒の割合中学3年生）

柱2「社会全体で支える宮城の子ども・子育て」は、夢や志を持ち、可能性に挑戦するために必要となる力
をはぐくむ教育を展開する取組が多く盛り込まれており、未来の宮城を担う全ての子どもたちが、健やか
に成長し安心して学び続けるためには、自己肯定感が重要であることから、全国学力・学習状況調査にお
いて、「自分には良いところがある」と答えた児童（番号6は生徒）の割合を目標指標として設定した。

合計特殊出生率

柱2「社会全体で支える宮城の子ども・子育て」は、結婚・出産・子育てを応援する環境の整備や、未来の
宮城を担う全ての子どもの健やかな成長を後押しする取組が多く盛り込まれており、これらの取組は、県
内での出生行動に影響すると考えられることから、厚生労働省人口動態統計のうち、合計特殊出生率を目
標指標として設定した。
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番号（柱） 7 柱 3 政策 施策

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号（柱） 8 柱 3 政策 施策

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号（柱） 9 柱 3 政策 施策

名称

 目標指標の
 設定根拠

人口の社会増減（人）

柱3「誰もが安心していきいきと暮らせる地域社会づくり」は、魅力ある地域づくりや移住定住など、「地
域に人をとどめる」「地域に人を呼び込む」取組が多く盛り込まれており、これらの取組は、人口の社会
減の解消に影響すると考えられることから、住民基本台帳に基づく人口移動調査の結果を目標指標として
設定した。

暮らしの満足度（宮城で暮らして良かったと思う県民の割合）（％）

柱3「誰もが安心していきいきと暮らせる地域社会づくり」は、「安全安心」や「地域づくり」の取組が盛
り込まれており、これらの取組は、県民の暮らしの満足度に影響すると考えられることから、県民意識調
査の質問項目「暮らしの満足度（あなたは、宮城で暮らして良かったと思いますか）」の結果を目標指標
として設定した。

健康寿命（日常生活に制限のない期間の平均）（男性）（年）

柱3「誰もが安心していきいきと暮らせる地域社会づくり」は、生涯を通じた健康づくりの取組が盛り込ま
れており、これらの取組は、健康寿命に影響すると考えられ、平均寿命と健康寿命との差の縮小は、医療
費や介護給付費など社会保障費の増大や個人の生活の質の低下を防ぎ、県民が健康で安心に暮らせる地域
社会づくりにつながることから、厚生労働省発表の「日常生活に制限のない期間の平均」を目標指標とし
て設定した。

-1983
-728

637
0

-2,500
-2,000
-1,500
-1,000

-500
0

500
1,000

初期値 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
（目標値）

初期値 実績値 目標値

86.8 86.4 83.4 88.0

0.0
20.0
40.0
60.0
80.0

100.0

初期値 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
（目標値）

初期値 実績値 目標値

72.39 72.90 72.90 73.21

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

初期値 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
（目標値）

初期値 実績値 目標値

115



番号（柱） 10 柱 3 政策 施策

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号（柱） 11 柱 4 政策 施策

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号（柱） 12 柱 4 政策 施策

名称

 目標指標の
 設定根拠

防災意識（全国地域別最高値と比較した県民の防災意識の高さ）（％）

柱4「強靭で自然と調和した県土づくり」は、「防災リーダーの育成推進」や「自主防災組織の活性化」の
取組が盛り込まれており、これらの取組は、県民の防災意識に影響すると考えられることから、県民意識
調査の結果を基にした「防災意識（全国地域別最高値と比較した県民の防災意識の高さ）」を目標指標と
して設定した。

県内の温室効果ガス排出量（千t-CO2)

柱4「強靭で自然と調和した県土づくり」は、再生可能エネルギーの地産地消や水素エネルギー等の利活用
の促進、県民総ぐるみの省エネルギー活動など、「脱炭素社会の実現」に向けた取組が多く盛り込まれて
おり、これらの取組は、地球温暖化の原因となる温室効果ガス削減に影響することから、県内で排出され
る温室効果ガスを二酸化炭素換算した指標を目標値として設定した。

健康寿命（日常生活に制限のない期間の平均）（女性）（年）

柱3「誰もが安心していきいきと暮らせる地域社会づくり」は、生涯を通じた健康づくりの取組が盛り込ま
れており、これらの取組は、健康寿命に影響すると考えられ、平均寿命と健康寿命との差の縮小は、医療
費や介護給付費など社会保障費の増大や個人の生活の質の低下を防ぎ、県民が健康で安心に暮らせる地域
社会づくりにつながることから、厚生労働省発表の「日常生活に制限のない期間の平均」を目標指標とし
て設定した。
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番号 1 柱 1 政策 1 施策 1

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 2 柱 1 政策 1 施策 1

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 3 柱 1 政策 1 施策 1

名称

 目標指標の
 設定根拠

施策1は、産学官が連携してものづくり産業等の発展と研究開発拠点等の集積による新技術・新産業の創出
に取り組むものであり、こうした取組は企業立地件数に影響すると考えられることから、経済産業省工場
立地動向調査における企業立地件数を目標値として設定した。

施策1は、産学官が連携してものづくり産業等の発展と研究開発拠点等の集積による新技術・新産業の創出
に取り組むものであり、こうした取組は産業集積による雇用創出数に影響すると考えられることから、県
の企業誘致における優遇制度である、みやぎ企業立地奨励金交付企業における雇用創出数を目標値として
設定した。

産学官連携数（件）

施策1は、産学官連携によるものづくり産業等の発展を目指すものであり、先進的技術の活用を通じた県内
企業の生産性の向上とイノベーションの創出を図るための成果指標として産学官連携数を用いることとし
た。数値は、KCみやぎ参画機関への相談から産学連携につながった指標としてKCみやぎ参画学術機関と企
業との共同研究及び受託研究件数とした。

企業立地件数（件）［累計］

企業集積等による雇用機会の創出数（人）［累計］
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番号 4 柱 1 政策 1 施策 1

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 5 柱 1 政策 1 施策 1

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 6 柱 1 政策 1 施策 1

名称

 目標指標の
 設定根拠

知的財産の支援（知的財産関連成約）件数（件）［累計］

施策1は、ものづくり産業の先進的技術を活用した商品・サービスの創出等を支援するものであり、スター
トアップや海外市場への展開、成長分野など他分野への進出等の事業化には、知的財産の権利化や活用が
重要であるとことから、県内企業等に対する知的財産に関する支援の件数を目標指標として設定した。

製造品出荷額等（食料品製造業を除く）（億円）

施策1は、ものづくり産業の振興に取り組むものであり、特に自動車関連産業や高度電子機械関連産業つい
て重点的な支援対象であることから、食料品製造業を除いた製造品出荷額等を目標指標として設定した。

県が海外進出や販路開拓支援を実施した企業数（者）［累計］

施策1は、県内企業の海外への拠点設立や海外企業との商談機会創出を支援するものであり、こうした取組
は国内需要の低下が見込まれる中、より多くの企業が海外との取引を拡大することを促進するものであ
り、施策の達成度を図るものとして、県の支援策を活用した企業の数を目標指標とした。
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番号 7 柱 1 政策 1 施策 2

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 8 柱 1 政策 1 施策 2

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 9 柱 1 政策 1 施策 2

名称

 目標指標の
 設定根拠

観光客入込数（万人）

施策2は、付加価値の高い観光コンテンツの創出・磨き上げや効果的な情報発信等により交流人口の拡大等
に取り組むものである。観光客入込数は、観光による交流人口を把握する数値であり、観光消費額や経済
波及効果を算定するための基礎数値として、観光振興の度合を示す指標の一つであることから、宮城県観
光統計概要における観光客入込数を目標指標として設定した。ただし、観光客の母数の減少が想定される
人口減少社会において、今後も観光客入込数を目標指標として採用し続けるか、検討する必要がある。

外国人延べ宿泊者数（万人泊）

施策2は、国内外の多様なニーズに対応した満足度の高い観光地づくりにより、外国人を含めた観光客の増
加に取り組むものであり、こうした取組は外国人延べ宿泊者数に影響するものと考えられる。国は2030年
に訪日外国人旅行者数を6,000万人とする目標値を定めており、観光需要が減少する中でも、宿泊滞在に伴
う消費行動により、地域経済への貢献も推し量られることから、観光庁宿泊旅行統計における外国人延べ
宿泊者数を目標指標として設定した。

観光消費額（億円）

施策2は、付加価値の高い観光コンテンツの創出や効果的な情報発信等に取り組むものであり、観光客や観
光消費額の増加につながると考えられる。観光消費額は、宿泊代、飲食代、土産代、交通費など、観光客
の消費活動により地域にもたらされる直接的な経済効果であり、観光客の増減や動態に応じて変化するも
のである。観光産業はすそ野が広いことから、地域経済への波及効果や、観光施策が県経済に与える影響
を客観的に評価する上で重要であるため、宮城県観光統計概要の観光消費額を目標指標として設定した。
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番号 10 柱 1 政策 1 施策 2

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 11 柱 1 政策 1 施策 2

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 12 柱 1 政策 1 施策 3

名称

 目標指標の
 設定根拠

宿泊観光客数（万人泊）

施策2は、付加価値の高い観光コンテンツの創出や受入体制整備等により多様なニーズに対応した満足度の
高い観光地づくりに取り組むものであり、こうした取組は宿泊観光客数に影響すると考えられる。宿泊観
光客数は、宿泊者数の実情を把握する客観的な数値であり、宿泊滞在の消費行動による、地域経済への効
果を推し量ることができる数値である。みやぎ観光戦略プランにおいても、観光振興の度合を示す上で重
要な基本指標の一つであることから、宮城県観光統計概要の宿泊観光客数を目標指標として設定した。

サービス業の付加価値額（億円）

施策2は、地域の特色ある資源を活用したブランド品の創出によるサービスの高付加価値化に取り組むもの
であり、こうした取組はサービス関連業種の県内総生産に影響すると考えられることから、県民経済計算
における県内総生産（名目）のサービス関連業の合計値を目標指標として設定した。

農業産出額（億円）

施策3のうち、農業分野においては、先進的技術等を活用した生産性の向上や多様な担い手・大規模な経営
体、意欲ある家族経営体の確保・育成等により、県産品の安定的生産や6次産業化等による経営の多角化等
に取り組むものであり、こうした取組が農業産出額につながると考えられることから、農林水産省生産農
業所得統計における農業産出額を目標指標として設定した。
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番号 13 柱 1 政策 1 施策 3

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 14 柱 1 政策 1 施策 3

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 15 柱 1 政策 1 施策 3

名称

 目標指標の
 設定根拠

園芸産出額（億円）

施策3は、農林水産業の持続的発展や食産業の振興、農林水産業と食品製造業等を繋ぐバリューチェーンの
構築を図るものであり、これらの実現に向けては、園芸品目を核とした取組も有効な手段となる。こうし
た取組は、園芸産出額に影響すると考えられることから、農林水産省生産農業所得統計における野菜（含
いも類）、花き、果樹の合計値を目標指標として設定した。なお、園芸産出額は、第3期みやぎ食と農の県
民条例基本計画における目標値でもある。

漁業産出額（億円）

施策3は、水産物の安定生産や付加価値向上等を図るものであり、こうした取組は漁業生産額に影響すると
考えられることから、漁業・養殖業生産統計における漁業産出額を目標指標として設定した。

水産加工品出荷額（億円）

施策3は、水産加工品の商品開発や国内外への販路拡大等に取り組むものであり、こうした取組は水産加工
品出荷額に影響すると考えられることから、工業統計における水産加工品出荷額を目標指標として設定し
た。
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月公表）。 

番号 16 柱 1 政策 1 施策 3

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 17 柱 1 政策 1 施策 3

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 18 柱 1 政策 1 施策 3

名称

 目標指標の
 設定根拠

林業産出額（億円）

施策3は、県産材の利用拡大や丸太の流通の合理化等に取り組むものであり、こうした取組は林業産出額に
影響すると考えられることから、農林水産省農林水産統計における林業産出額を目標指標として設定し
た。但し、統計資料であることから、年実績の公表は1年遅れで公表されるものである（R3年実績→R5年3

木材・木製品出荷額（億円）

施策3は、県産材の利用拡大や丸太の流通の合理化等に取り組むものであり、こうした取組は木材・木製品
出荷額に影響すると考えられることから、総務省・経済産業省経済センサス等における木材・木製品出荷
額を目標指標として設定した。但し、統計資料であることから、年実績の公表は1年遅れで公表されるもの
である（R3年実績→R5年12月頃公表）。

製造品出荷額等（食料品製造業）（億円）

施策3は、新たな製品開発等により県産品の品質向上とブランドイメージの浸透を図るとともに、国内外に
おける販路開拓を支援することで、農林水産業と食品製造業等をつなぐバリューチェーンの構築に取り組
むものであり、こうした取組は食品製造業の出荷額に影響するものと考えられることから、経済産業省工
業統計調査における製造品出荷額（食料品製造業）を目標指標として設定した。
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番号 19 柱 1 政策 1 施策 3

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 20 柱 1 政策 1 施策 3

名称

 目標指標の
 設定根拠

国際水準GAP導入・認証総数（農業）（件数）［累計］

施策3は、農林水産業が国内外へ展開するために、国際認証の取得や新たな販路開拓等に取り組むものであ
り、これらの取組の推進を計るために「第三者機関によるGAP認証取得数と国際水準GAP実施者の合計」を
指標として設定した。なお、国際水準GAPは国が新たに推進方策として定めたものであり、食品安全・環境
保全・労働安全・人権保護・農場経営管理の5分野において生産工程管理の取組を実施する。

付加価値額（食料品製造業）（億円）

施策3は、農林水産物や加工品などの県産品の付加価値向上に取り組むものであることから、経済産業省工
業統計調査における付加価値額（食料品製造業）を目標指標として設定した。
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番号 21 柱 1 政策 2 施策 4

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 22 柱 1 政策 2 施策 4

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 23 柱 1 政策 2 施策 4

名称

 目標指標の
 設定根拠

就業率（%）

施策4は、県内への就職・就業の促進や人材が活躍できる環境の整備に取り組むものであり、こうした取組
は県内の就業者数に影響すると考えられることから、総務省統計局「労働力調査」における、15歳以上人
口に占める就業者の割合である就業率を目標指標として設定した。

高校生の県内製造業就職率（%）

施策4は、教育機関と産業界が連携し、県内での就職・就業を促進するとともに、産業人材の育成に取り組
むものであり、こうした取組は、若者の県内ものづくり企業の人材確保に影響すると考えられることか
ら、学校基本調査における高校生の県内製造業就職率を目標指標として設定した。

第一次産業における新規就業者数（農業）（人）

施策4は、農業の持続的発展に向け、地域農業の担い手確保・育成に取り組むものであり、農家戸数の減少
や高齢化が進行する中、新規就農者の確保が重要であることから、県が行う新規就農者調査の結果を目標
指標として設定した。
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番号 24 柱 1 政策 2 施策 4

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 25 柱 1 政策 2 施策 4

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 26 柱 1 政策 2 施策 4

名称

 目標指標の
 設定根拠

第一次産業における新規就業者数（水産業）（人）

施策4は、産業人材の確保・育成に取り組むものであり、こうした取組は新規漁業就業者数に影響すると考
えられることから、県が調査する新規沿岸漁業就業者数を目標指標として設定した。

第一次産業における新規就業者数（林業）（人）

施策4は、林業の人材確保・育成等に取り組むものであり、こうした取組は林業の新規就業者数に影響する
と考えられることから、宮城県林業振興課業務資料における新規就業者数（林業）を目標指標として設定
した。

所定外労働時間数（時間）

施策4「時代と地域が求める産業人材の育成と活躍できる環境の整備」に向けて、仕事と育児や介護の両立
などのため、柔軟で多様な働き方が選択できる社会の実現のための社会環境を整備していくことが必要で
ある。
所定外労働時間の縮減を図ることは、仕事と育児や介護等を行う労働者の支援の一つとなるため、厚生労
働省「毎月勤労統計調査」における「所定外労働時間数」を目標指標として設定した。
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番号 27 柱 1 政策 2 施策 4

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 28 柱 1 政策 2 施策 4

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 29 柱 1 政策 2 施策 4

名称

 目標指標の
 設定根拠

年次有給休暇の取得日数（日）

施策4「時代と地域が求める産業人材の育成と活躍できる環境の整備」に向けて、仕事と育児や介護等の両
立などのため、柔軟で多様な働き方が選択できる社会の実現のための社会環境を整備していくことが必要
である。
年次有給休暇の取得促進を図ることは、仕事と育児や介護等を行う労働者の支援の一つとなるため、宮城
県雇用対策課「労働実態調査」における「年次有給休暇の取得日数」を目標指標として設定した。

キャリアアップに向けた人材育成等を目的としたプログラム推進件数（件）

施策4は、高等教育機関や行政、産業界などが連携し、学びなおしなどの教育システムやキャリアアップに
向けた体制整備、利用拡大に取り組むものであり、こうした取組は、産学官の人材育成施策数に反映する
と考えられることから、「みやぎ産業人材育成プラットフォーム」の参画機関が実施する人材の育成を目
的とした各セミナーや養成講座の取組件数を目標指標として設定した。

開業率（%）

施策4は、個人や企業の創業や新分野進出、事業承継などの取組を支援し、産業のイノベーションや新陳代
謝を促すことで地域産業の持続可能性向上を図るものであり、こうした取組は、企業の開業率の向上に影
響すると考えられることから、中小企業庁の定義により算出される県内企業の開業率を目標指標として設
定した。
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番号 30 柱 1 政策 2 施策 4

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 31 柱 1 政策 2 施策 5

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 32 柱 1 政策 2 施策 5

名称

 目標指標の
 設定根拠

認定農業者数（経営体）

施策4は、農業の持続的発展に向け、地域農業の担い手確保・育成に取り組むものであり、本県農業を持続
的に発展させていくためには、効率的かつ安定的な農業経営を行う認定農業者の確保・育成が重要である
ことから、県が行う認定農業者数の調査結果を目標指標として設定した。（※認定農業者とは農業経営基
盤強化促進法に基づく農業経営改善計画を作成し、その計画について市町村等からの認定を受けた農業者
のことである。）

スマートインターチェンジ等の設置数（箇所）［累計］

施策5は、東北6県・新潟の官民が連携して東北のゲートウェイ機能の強化や交流人口の拡大等に取り組む
ものであり、こうした取組の推進には高速道路の利便性向上が重要であることから、高速道路へのアクセ
スポイントとなるスマートインターチェンジ等の設置数を目標指標として設定した。

仙台塩釜港（仙台港区）におけるコンテナ貨物の取扱量（実入）（万TEU）

施策5は、東北6県・新潟の官民が連携して東北のゲートウェイ機能の強化や交流人口の拡大等に取り組む
ものであり、こうした取組は港湾貨物の需要開拓、新規航路開設などによる港湾貨物取扱量増加に影響す
ると考えられることから、港湾貨物取扱量の中でも、全国的に取扱量が増加しているコンテナ貨物の取扱
量を目標指標として設定した。
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番号 33 柱 1 政策 2 施策 5

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 34 柱 1 政策 2 施策 5

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 35 柱 1 政策 2 施策 5

名称

 目標指標の
 設定根拠

仙台塩釜港（仙台港区）の取扱貨物量（コンテナ貨物を除く）（万トン）

施策5は、東北6県・新潟の官民が連携して東北のゲートウェイ機能の強化や交流人口の拡大等に取り組む
ものであり、こうした取組は港湾貨物の需要開拓、新規航路開設などによる港湾貨物取扱量増加に影響す
ると考えられることから、港湾貨物取扱量を目標指標として設定した。

仙台空港乗降客数（万人）

施策5は、東北6県・新潟の官民が連携して東北のゲートウェイ機能の強化や交流人口の拡大等に取り組む
ものであり、こうした取組は仙台空港の利用者数に影響すると考えられることから、仙台空港乗降客数を
目標指標として設定した。

仙台空港国際線乗降客数（万人）

施策5は、東北6県・新潟の官民が連携して東北のゲートウェイ機能の強化や交流人口の拡大等に取り組む
ものであり、こうした取組は訪日外国人客の仙台空港利用者数に影響すると考えられることから、仙台空
港国際線乗降客数を目標指標として設定した。
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番号 36 柱 1 政策 2 施策 5

名称

 目標指標の
 設定根拠

東北6県及び新潟県の延べ宿泊者数（万人泊）

施策5は、東北6県・新潟の官民が連携して交流人口の拡大等に取り組むものであり、こうした取組は観光
客等の延べ宿泊者数に影響すると考えられることから、観光庁宿泊旅行統計における延べ宿泊者数の東北6
県及び新潟県の合計値を目標指標として設定した。

4,294

2,799
3,477 3,835

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000

初期値 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
（目標値）

初期値 実績値 目標値

129



番号 37 柱 2 政策 3 施策 6

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 38 柱 2 政策 3 施策 6

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 39 柱 2 政策 3 施策 6

名称

 目標指標の
 設定根拠

みやぎ結婚支援センター登録者数（人）

施策6は、結婚・出産・子育てを応援する環境の整備に取り組むものであり、こうした取組は、結婚を希望
する県民の結婚に向けた活動の活発化に影響すると考えられることから、「みやぎ結婚支援センター」登
録者数を目標指標として設定した。

育児休業取得率（男性）（%）

施策6は、結婚・出産・子育てを応援する環境の整備を進める取組であり、そのためには、夫婦が協力しあ
いながら、仕事と子育てを両立できるような社会環境を整備していくことが必要である。
出産後の一定期間育児に専念し、また職場に復帰できる育児休業の取得促進を図ることは、労働者の子育
て等の支援となることから、宮城県雇用対策課「労働実態調査」における「男性の育児休業取得率」を目
標指標として設定した。

育児休業取得率（女性）（%）

施策6は、結婚・出産・子育てを応援する環境の整備を進める取組であり、そのためには、夫婦が協力しあ
いながら、仕事と子育てを両立できるような社会環境を整備していくことが必要である。
出産後の一定期間育児に専念し、また職場に復帰できる育児休業の取得促進を図ることは、労働者の子育
て等の支援となることから、宮城県雇用対策課「労働実態調査」における「女性の育児休業取得率」を目
標指標として設定した。
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番号 40 柱 2 政策 3 施策 6

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 41 柱 2 政策 3 施策 6

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 42 柱 2 政策 3 施策 6

名称

 目標指標の
 設定根拠

「みやぎっこ応援の店」登録店舗数（店）［累計］

施策6は、結婚・出産・子育てを応援する環境の整備に取り組むものであり、こうした取組は、社会全体で
子育てを応援する気運の醸成に影響すると考えられることから、「みやぎっこ応援の店」（みやぎ子育て
支援パスポート事業協賛店舗）の登録店舗数を目標指標として設定した。

認定こども園の設置数（箇所）

施策6は、結婚・出産・子育てを応援する環境の整備に取り組むものであり、保護者の就労状況を問わず利
用が可能で、かつ幼児教育と保育を一体的に提供する認定こども園は、子育て世帯への支援の充実及び子
どもの教育・保育の質の向上に資する施設であることから、設置数を目標指標として設定した。

保育所等利用待機児童数（人）

施策6は、結婚・出産・子育てを応援する環境の整備に取り組むものであり、女性の就業率上昇等に伴う保
育所等利用ニーズ増加への対応は、仕事と育児の両立や子育て支援などの子育て環境に影響することか
ら、保育所等利用待機児童数を目標指標として設定した。
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番号 43 柱 2 政策 3 施策 7

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 44 柱 2 政策 3 施策 7

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 45 柱 2 政策 3 施策 7

名称

 目標指標の
 設定根拠

県内における子ども食堂の数（箇所）［累計］

施策7は、家庭・地域・学校の連携・協働による子どもを支える体制の構築に取り組むものであり、こうし
た取組は、子どもの居場所づくりなど子どもの貧困対策に影響すると考えられることから、県内における
子ども食堂の数（箇所）を目標指標として設定した。

里親委託率（%）

施策7は、家庭・地域・学校の連携・協働による子どもを支える体制の構築に取り組むものであり、社会的
養育を必要とする子どもを適切に保護するとともに、できる限り家庭的な環境で養育できるよう社会的養
育施策の充実・強化に影響すると考えられることから、「宮城県社会的養育推進計画」においても目標値
としている里親委託率を目標指標として設定した。

朝食を毎日食べる児童の割合（小学6年生）（%）

施策7は、子どもの基本的生活習慣の定着に向けて取り組むものであり、こうした取組は、子どもたちの朝
食摂取率に影響することから、「朝食を毎日食べる児童の割合（小学6年生）」を目標指標として設定し
た。
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番号 46 柱 2 政策 3 施策 7

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 47 柱 2 政策 3 施策 7

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 48 柱 2 政策 3 施策 7

名称

 目標指標の
 設定根拠

市町村における子育てサポーター及び子育てサポーターリーダーの活動者数（人）

施策7は、地域で家庭教育支援を行う子育てサポーターや子育てサポーターリーダー等の人材の育成に取り
組むものであり、こうした取組は家庭教育に関する不安や悩みについての相談相手など安心して子育てで
きる環境構築、市町村で開催される「親の学びの講座等」の企画・立案・運営などの充実に繋がると考え
られることから、各地域における活動者数を目標指標として設定した。

「家庭教育支援チーム」の活動件数（件）

施策7は、家庭教育支援チームが県内各地において、親の学びの場の提供や相談に取り組むものであり、こ
うした取組は親同士のつながりや、気軽に悩みが相談できる関係を構築することにつながることから、宮
城県家庭教育支援チーム並びに市町村家庭教育支援チームの活動件数を目標指標として設定した。

地域学校協働本部がカバーする学校の割合（公立小・中学校）（仙台市を除く）（%）

施策7は、家庭・地域・学校が連携・協働して子どもを育てるために、学校を核とした地域づくりを推進す
る「地域学校協働活動」に取り組むものであり、この活動を支えるのが地域住民により地域と学校をつな
ぐ組織「地域学校協働本部」であることから、地域学校協働本部がカバーする学校の割合を目標指標とし
て設定した。
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番号 49 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 50 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 51 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

2799

保幼小接続のための「スタートカリキュラム」を作成している市町村立小学校の割合（仙台市を除く）（%）

施策8は、幼児教育センターにおいて、幼児教育と小学校教育との円滑な接続等に向けて、幼稚園・保育
所・認定こども園等の幼児教育施設側だけでなく、小学校に対する取組の充実も図っていくものであり、
こうした取組は、スタートカリキュラムの作成率に影響すると考えられることから、「保幼小接続のため
の『スタートカリキュラム』を作成している市町村立小学校の割合」を目標指標として設定した。

「将来の夢や目標を持っている」と答えた児童生徒の割合（小学5年生）（%）

施策8は、将来の生き方を考え、高い志を持った児童の育成に取り組むものであり、豊かな人間性や社会性
の育成を図ることが大切であることから、宮城県児童生徒学習意識等調査において「将来の夢や目標を
もっている」と答えた児童の割合を目標指標として設定した。

「将来の夢や目標を持っている」と答えた児童生徒の割合（中学1年生）（%）

施策8は、将来の生き方を考え、高い志を持った生徒の育成に取り組むものであり、豊かな人間性や社会性
の育成を図ることが大切であることから、宮城県児童生徒学習意識等調査において「将来の夢や目標を
もっている」と答えた生徒の割合を目標指標として設定した。

17.6 20.8 21.0

50.0

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0

初期値 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
（目標値）

初期値 実績値 目標値

90.6 88.3 87.7 92.0

0.0
20.0

40.0
60.0
80.0

100.0

初期値 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
（目標値）

初期値 実績値 目標値

81.3 79.6 78.3 83.0

0.0
20.0
40.0
60.0
80.0

100.0

初期値 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
（目標値）

初期委 実績値 目標値

134



番号 52 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

75

番号 53 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 54 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

「人の役に立つ人間になりたいと思う」と答えた児童生徒の割合（小学6年生）（%）

施策8は、将来の生き方を考え、高い志を持った児童生徒の育成に取り組むものであり、集団や社会の中で
果たすべき役割を考えることが大切であることから、全国学力・学習状況調査において「人の役に立つ人
間になりたいと思う」と答えた児童の割合を目標指標として設定した。

「人の役に立つ人間になりたいと思う」と答えた児童生徒の割合（中学3年生）（%）

施策8は、将来の生き方を考え、高い志を持った児童生徒の育成に取り組むものであり、集団や社会の中で
果たすべき役割を考えることが大切であることから、全国学力・学習状況調査において「人の役に立つ人
間になりたいと思う」と答えた生徒の割合を目標指標として設定した。

インターンシップやアカデミックインターンシップ等に取り組んでいる県立高等学校の割合（%）

施策8では、将来の生き方を考え、高い志を持った生徒を育成するため、また、生徒の学力向上、就職率や
進学率の向上、早期離職率を低下させるために、キャリア教育に取り組むものである。
キャリア教育の中でも一般的なインターンシップ及び大学進学を見据えた大学訪問などのアカデミック・
インターンシップ等の取組も合わせ、目標指標として設定した。
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番号 55 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 56 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 57 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

新規高卒者の就職決定率の全国平均値とのかい離（ポイント）

施策8では、生徒が将来の生き方を自分で考え、自らの人生を主体的に築き上げられるよう、また、職業
観・勤労観を養うためキャリア教育を充実させることが必要である。さらに、生徒の希望進路の実現に向
け、適切な支援をしていくことも重要となることから、教育の成果測定として、就職希望の生徒の内定状
況を目標指標として設定した。（全国平均とのかい離を目標指標とする。）

児童生徒の家庭等での学習時間（小学6年生：30分以上の児童の割合）（%）

施策8は、確かな学力の育成を図るため、授業改善の促進を図るとともに、学習習慣の定着化に取り組むも
のであり、学力の向上には、家庭等での学習習慣の確立が必要であることから、家庭学習習慣の定着状況
を測るために、全国学力・学習状況調査における平日に家庭等で30分以上学習に取り組んでいる児童の割
合を目標指標として設定した。なお、全国学力・学習状況調査結果の公表において、平成29年度から仙台
市を除いた数値も公表していることから、仙台市を含めない数値を指標とする。

児童生徒の家庭等での学習時間（中学3年生：1時間以上の生徒の割合）（%）

施策8は、確かな学力の育成を図るため、授業改善の促進を図るとともに、学習習慣の定着化に取り組むも
のであり、学力の向上には、家庭等での学習習慣の確立が必要であることから、家庭学習習慣の定着状況
を測るために、全国学力・学習状況調査における平日に家庭等で1時間以上学習に取り組んでいる生徒の割
合を目標指標として設定した。なお、全国学力・学習状況調査結果の公表において、平成29年度から仙台
市を除いた数値も公表していることから、仙台市を含めない数値を指標とする。
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番号 58 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

33.0

23949

番号 59 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 60 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

児童生徒の家庭等での学習時間（高校2年生：2時間以上の生徒の割合）（%）

施策8は、高校教育の質を保証し、学力向上を図るとともに、就職率や進学率の向上に取り組むものであ
る。そのためには、教師による「分かる授業」の実現とともに、生徒による自主的・継続的な学習が必要
であり、家庭等における学習状況を把握する指標として、これまで、高校2年生における「平日に家庭等で
の学習時間が2時間以上の生徒の割合」を目標指標として設定した。なお、家庭等での学習には、学校での
放課後学習、課外学習、塾などでの学習を含むこととしている。

「話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、広げたりすることができていると思う」と答えた児童
生徒の割合（小学6年生）（%）

施策8は、児童生徒の理解の質を高めるため、一人ひとりの能力や特性に応じた学びや社会とつながる協働
的な学びに取り組むものであることから、全国学力・学習状況調査における話し合う活動における自分の
考えを深めたり広げたりすることについて肯定的に捉えている児童の割合を目標指標として設定した。な
お、全国学力・学習状況調査結果の公表において、平成29年度から仙台市を除いた数値も公表しているこ
とから、仙台市を含めない数値を指標とする。

「話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、広げたりすることができていると思う」と答えた児童
生徒の割合（中学3年生）（%）

施策8は、児童生徒の理解の質を高めるため、一人ひとりの能力や特性に応じた学びや社会とつながる協働
的な学びに取り組むものであることから、全国学力・学習状況調査における話し合う活動における自分の
考えを深めたり広げたりすることについて肯定的に捉えている生徒の割合を目標指標として設定した。な
お、全国学力・学習状況調査結果の公表において、平成29年度から仙台市を除いた数値も公表しているこ
とから、仙台市を含めない数値を指標とする。
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番号 61 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 62 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 63 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

全国平均正答率とのかい離（小学6年生）（ポイント）

施策8は、学力の全体的な底上げを図るため、学習の系統性を重視した指導の充実や学力調査を活用した
PDCAサイクルの確立に取り組むものであることから、経年で測定することが可能であり、難易度の変動の
影響を受けにくい数値として、全国学力・学習状況調査における全国平均正答率との「かい離ポイント（2
科目のかい離の平均）」を目標指標として設定した。なお、平成29年度から仙台市を除いた数値も公表し
ていることから、仙台市を含めない数値を指標とする。

全国平均正答率とのかい離（中学3年生）（ポイント）

施策8は、学力の全体的な底上げを図るため、学習の系統性を重視した指導の充実や学力調査を活用した
PDCAサイクルの確立に取り組むものであることから、経年で測定することが可能であり、難易度の変動の
影響を受けにくい数値として、全国学力・学習状況調査における全国平均正答率との「かい離ポイント（2
科目のかい離の平均）」を目標指標として設定した。なお、平成29年度から仙台市を除いた数値も公表し
ていることから、仙台市を含めない数値を指標とする。

大学等への現役進学達成率の全国平均値とのかい離（ポイント）

施策8は、生徒たちが地域や宮城の将来を支える人材となるよう、高校教育の質の保証をし、学力の向上を
図り、希望する大学等への進学を達成を目指すものである。
本県では高校卒業時における進学志願者数のうち、実際に大学等に進学した生徒数の割合を「進学達成
率」として算出し、達成状況を把握するとともに、全国値との差（かい離ポイント）を目標指標として設
定した。
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番号 64 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 65 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 66 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

児童生徒の体力・運動能力調査における体力合計点の全国平均値とのかい離（小学5年生）（男）（ポイント）

施策8は、健康な身体づくりや体力・運動能力の向上に取り組むものであり、体力・運動能力に関する複数
の項目で総合的な向上具合を確認する必要があることから、スポーツ庁全国体力・運動能力調査の実技に
関する調査8項目（握力・上体起こし・長座体前屈・反復横とび・20ｍシャトルラン・50ｍ走・立ち幅跳
び・ソフトボール投げ）の体力合計点の平均値を目標指標として設定した。

児童生徒の体力・運動能力調査における体力合計点の全国平均値とのかい離（小学5年生）（女）（ポイント）

施策8は、健康な身体づくりや体力・運動能力の向上に取り組むものであり、体力・運動能力に関する複数
の項目で総合的な向上具合を確認する必要があることから、スポーツ庁全国体力・運動能力調査の実技に
関する調査8項目（握力・上体起こし・長座体前屈・反復横とび・20ｍシャトルラン・50ｍ走・立ち幅跳
び・ソフトボール投げ）の体力合計点の平均値を目標指標として設定した。

児童生徒の体力・運動能力調査における体力合計点の全国平均値とのかい離（中学2年生）（男）（ポイント）

施策8は、健康な身体づくりや体力・運動能力の向上に取り組むものであり、体力・運動能力に関する複数
の項目で総合的な向上具合を確認する必要があることから、スポーツ庁全国体力・運動能力調査の実技に
関する調査8項目（握力・上体起こし・長座体前屈・反復横とび・20ｍシャトルラン・50ｍ走（又は持久
走）・立ち幅跳び・ソフトボール投げ）の体力合計点の平均値を目標指標として設定した。
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番号 67 柱 2 政策 4 施策 8

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 68 柱 2 政策 4 施策 9

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 69 柱 2 政策 4 施策 9

名称

 目標指標の
 設定根拠

保護者等に対して学校公開を実施している学校（小・中）の割合（中学校）（%）

施策9は、学校におけるカリキュラムマネジメントの基礎となる学校評価の充実と活用に取り組むものであ
り、そのためには各学校において教育活動に対する理解と協力を得るために、教育方針・授業・活動等の
情報を保護者等に対して積極的に公開し、学校教育の現状への理解を深めていくことが重要であることか
ら、教育課程実施状況等に関する調査における、保護者等に対して10日以上学校公開を実施している学校
の割合を目標指標として設定した。

児童生徒の体力・運動能力調査における体力合計点の全国平均値とのかい離（中学2年生）（女）（ポイント）

施策8は、健康な身体づくりや体力・運動能力の向上に取り組むものであり、体力・運動能力に関する複数
の項目で総合的な向上具合を確認する必要があることから、スポーツ庁全国体力・運動能力調査の実技に
関する調査8項目（握力・上体起こし・長座体前屈・反復横とび・20ｍシャトルラン・50ｍ走（又は持久
走）・立ち幅跳び・ソフトボール投げ）の体力合計点の平均値を目標指標として設定した。

保護者等に対して学校公開を実施している学校（小・中）の割合（小学校）（%）

施策9は、学校におけるカリキュラムマネジメントの基礎となる学校評価の充実と活用に取り組むものであ
り、そのためには各学校において教育活動に対する理解と協力を得るために、教育方針・授業・活動等の
情報を保護者等に対して積極的に公開し、学校教育の現状への理解を深めていくことが重要であることか
ら、教育課程実施状況等に関する調査における、保護者等に対して10日以上学校公開を実施している学校
の割合を目標指標として設定した。
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番号 70 柱 2 政策 4 施策 9

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 71 柱 2 政策 4 施策 9

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 72 柱 2 政策 4 施策 9

名称

 目標指標の
 設定根拠

「学校は楽しいと思う」と答えた児童生徒の割合（小学5年生）（%）

施策9は、児童生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、行きたくなる学校づくりを推進するもの
であり、このことにより全ての児童生徒が自己有用感と充実感を持ち、楽しく過ごすことのできる学校づ
くりにつながると考えられることから、宮城県児童生徒学習意識等調査における「学校は楽しいと思う」
に肯定的な回答をした児童の割合を目標指数として設定した。

学校関係者評価を広く公表している県立高等学校の割合（%）

施策9は、学校におけるカリキュラムマネジメントの基礎となる学校評価の充実と活用に取り組むものであ
り、評価の公表は保護者や地域住民等の外部から教育活動への理解と協力を得るために重要であることか
ら、生徒、保護者及び教員へのアンケート調査に基づく学校評価の結果が適正であるかどうかについて、
学校評議員等の外部により検証された結果を公表している学校の割合を目標指標として設定した。

特別支援学校の児童生徒が居住地の小・中学校の児童生徒と交流及び共同学習した割合（%）

施策9は、障害の有無によらず、全ての児童生徒の心豊かな生活と共生社会の実現に取り組むものであり、
居住地域での学習を希望する特別支援学校の児童生徒が、居住地校において交流及び共同学習を行う居住
地校学習推進事業の実績値を目標指数として設定した。
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番号 73 柱 2 政策 4 施策 9

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 74 柱 2 政策 4 施策 9

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 75 柱 2 政策 4 施策 9

名称

 目標指標の
 設定根拠

不登校児童生徒のうち学習支援を受けている児童生徒の割合（小学生）（%）

施策9は、学校内外における不登校支援体制の構築を進め、不登校児童生徒や休みがちな児童生徒に対する
多様な教育機会の確保を図るものであり、こうした取組は教育機会確保法における個々の不登校児童の状
況に応じた支援の推進につながることから、宮城県児童生徒長期欠席状況調査における「不登校児童のう
ち学習支援を受けている児童の割合」を目標指数として設定した。

不登校児童生徒のうち学習支援を受けている児童生徒の割合（中学生）（%）

施策9は、学校内外における不登校支援体制の構築を進め、不登校児童生徒や休みがちな児童生徒に対する
多様な教育機会の確保を図るものであり、こうした取組は教育機会確保法における個々の不登校児童の状
況に応じた支援の推進につながることから、宮城県児童生徒長期欠席状況調査における「不登校児童のう
ち学習支援を受けている生徒の割合」を目標指数として設定した。

「学校は楽しいと思う」と答えた児童生徒の割合（中学1年生）（%）

施策9は、児童生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、行きたくなる学校づくりを推進するもの
であり、このことにより全ての児童生徒が自己有用感と充実感を持ち、楽しく過ごすことのできる学校づ
くりにつながると考えられることから、宮城県児童生徒学習意識等調査における「学校は楽しいと思う」
に肯定的な回答をした生徒の割合を目標指数として設定した。
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番号 76 柱 2 政策 4 施策 9

名称

 目標指標の
 設定根拠

授業中にICTを活用して指導することができる教員の割合（%）

施策9は、県立学校にICT支援員を派遣するものであり、こうした取組により授業における教員のICTを活用
した指導力の底上げにつながると考えられることから、文部科学省「学校における教育の情報化の実態等
に関する調査」における「教員のICT活用指導力の状況」のうち、「授業にICTを活用して指導する能力」
の値を目標指標として設定した。
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番号 77 柱 3 政策 5 施策 10

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 78 柱 3 政策 5 施策 10

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 79 柱 3 政策 5 施策 10

名称

 目標指標の
 設定根拠

雇用支援拠点における支援者の就職件数（人）［累計］

施策10は、企業の人手不足や働き方の多様化により生じる求職・求人双方の様々なニーズに対して、雇用
支援拠点を通じたきめ細かな対応により、多様な人材の活躍推進に取り組むものであり、こうした取組は
ハローワーク等を経由した就職件数に影響すると考えられることから、雇用支援拠点における支援者の就
職件数を目標指標として設定した。

高年齢者雇用率（%）

施策10は、高年齢者等の就労を通じた多様な主体の社会参加を促進する取組であり、定年退職後も働く意
欲や、培った経験・能力の活用を望む高齢者が増加しており、自らの生きがいの充実及び社会参加を希望
する高年齢者の活用推進が必要であるため、高年齢者の就業状況を測ることができる指標として厚生労働
省「高年齢者雇用状況等報告」における常用労働者全体に占める60歳以上の常用労働者の割合を目標指標
として設定した。

障害者雇用率（%）

施策10は、障害者等の就労を通じた多様な主体の社会参画の促進に取り組むものであり、こうした取組は
県内企業の障害者雇用にも影響すると考えられることから、障害者雇用促進法に基づく障害者雇用率を目
標指標として設定した。
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番号 80 柱 3 政策 5 施策 10

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 81 柱 3 政策 5 施策 10

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 82 柱 3 政策 5 施策 10

名称

 目標指標の
 設定根拠

女性のチカラを活かすゴールド認証企業数（社）

施策10は、産学官の関係機関等と連携し、女性や高齢者、障害者、外国人、ひきこもり状態にある人な
ど、多様な人がそれぞれの状況に応じた働きやすい環境の整備を進め、就労を通じた社会参画を促進する
ものであり、こうした取組は、誰もが働きやすく、仕事と家庭の両立がしやすい職場づくりを進めている
企業数に影響すると考えられることから、「女性のチカラを活かすゴールド認証企業」を目標指標として
設定した。

地方創生推進交付金の活用事業数(市町村分)（事業）［累計］

施策10は、地域活動の促進や地域コミュニティの機能強化、活性化に取り組むものであり、こうした地方
公共団体が行う自主的・主体的な取組は、国の地方創生推進交付金を活用して実施されることが多いこと
から、県が国の委任事務として行う市町村に対する地方創生推進交付金の交付決定事業数の合計値を目標
指標としたもの。

「みやぎ移住サポートセンター」を通じたUIJターン移住者数（人）［累計］

施策10は、移住・定住や関係人口の増加に取り組むものであり、こうした取組は首都圏からの移住者数に
影響すると考えられることから、東京に設置されている「みやぎ移住サポートセンター」に宮城県への移
住について相談し、実際に移住した移住者数を目標指標として設定した。
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番号 83 柱 3 政策 5 施策 10

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 84 柱 3 政策 5 施策 10

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 85 柱 3 政策 5 施策 10

名称

 目標指標の
 設定根拠

都市と農村の交流活動事業に参加した人数（人）

施策10は、農村の地域づくりに関わる多様な人材との交流や地域活動等を通じて関係人口の拡大・創出に
取り組むものであり、こうした取組で農村の持つ価値や魅力が再評価され、多様なライフスタイルの普及
や、地域活性化に貢献する動きがみられることから、交流活動事業で企画・運営する援農ボランティアや
フィールドワーク等のイベントに参加した人の合計値を目標指標として設定した。

多言語による生活情報の提供実施市町村数（市町村）［累計］

施策10は、外国人が活躍しやすい社会の構築に取組むものであり、地域で暮らすために必要な生活情報が
多言語で提供されることは、外国人の暮らしやすさに直結すると考えられることから、県内全ての市町村
での実施を目標値として設定した。

外国人雇用者数（技能実習生を除く）（人）

施策10は、外国人雇用者等の就労を通じた多様な主体の社会参加を促進する取組であり、人手不足、グ
ローバル化対応に向け、外国人材を適切に活用・確保していく必要がある。よって、外国人材の就業状況
を測ることができる指標として、厚生労働省「外国人雇用状況」における外国人雇用者数（技能実習生を
除く）を目標指標として設定した。
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番号 86 柱 3 政策 5 施策 11

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 87 柱 3 政策 5 施策 11

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 88 柱 3 政策 5 施策 11

名称

 目標指標の
 設定根拠

みやぎ県民文化創造の祭典参加者の意識の変化（文化芸術が身近な所で様々な分野に活用され地域の活性
化に役立っていると思う人の割合）（%）

施策11は、県内各地で開催される文化芸術活動の支援等に取り組むものであり、こうした取組は参加した
者の意識の変化に影響を与えると考えられることから、県民意識調査の結果を初期値とし、みやぎ県民文
化創造の祭典参加者アンケートの結果を目標指標として設定した。

みやぎ県民文化創造の祭典参加者の意識の変化（不安を抱える方々の心のケアのために文化芸術の果たす
役割が大切だと思う人の割合）（%）

施策11は、県内各地で開催される文化芸術活動の支援等に取り組むものであり、こうした取組は参加した
者の意識の変化に影響を与えると考えられることから、県民意識調査の結果を初期値とし、みやぎ県民文
化創造の祭典参加者アンケートの結果を目標指標として設定した。

総合型地域スポーツクラブの市町村における育成率（%）

施策11は、本県のスポーツ推進計画に基づき、広域スポーツセンターが中心となり、総合型地域スポーツ
クラブの設立・育成の支援を積極的に行っていく取組であり、国のスポーツ基本計画においても、住民が
主体的に参画する地域のスポーツ環境を整備するため、総合型地域スポーツクラブの創設を政策目標と
し、各市町村に少なくとも1つは総合型地域スポーツクラブが育成されることを目指していることから、県
内全市町村の育成率を目標指標として設定した。
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番号 89 柱 3 政策 5 施策 11

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 90 柱 3 政策 5 施策 11

名称

 目標指標の
 設定根拠

生涯学習プラットフォーム閲覧数（セッション数）（件）

施策11は、県内で開催されるあらゆる生涯学習に関する講座等の情報や、学びを活かす場の情報を県民に
分かりやすく一元的に提供するWEBサイトとして構築した生涯学習プラットフォーム（生涯学習WEBサイ
ト）の活用を図るものであり、閲覧数（セッション数）により活用状況を計れることから、閲覧数（セッ
ション数）を目標指標として設定した。

市町村社会教育講座の参加者数（人口千人当たり）（人）

施策11は、県民誰もが、生涯にわたり、主体的に学び続けることで、充実した人生を送り、互いに高め合
い、学習成果を幅広く生かしていく地域社会の形成を目指すための取組であり、社会教育講座の参加者数
の把握が生涯学習・社会教育事業・講座等の創意工夫・充実につながると考えられることから、市町村別
社会教育事業実績調査のうち社会教育講座等事業開設状況から、参加者数の合計値を目標指標として設定
した。
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番号 91 柱 3 政策 6 施策 12

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 92 柱 3 政策 6 施策 12

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 93 柱 3 政策 6 施策 12

名称

 目標指標の
 設定根拠

メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合（%）

施策12は、食生活や運動習慣、喫煙等の生活習慣の改善を通じて健康づくりに関する環境整備に取り組む
もので、こうした取組により、動脈硬化の進行や心疾患、脳血管疾患などを起こしやすくするメタボリッ
クシンドロームの該当者及び予備群割合を減らし、県民が望ましい生活習慣を身につけ、より長く元気に
活躍する社会の実現のために厚生労働省発表の「メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合」を
目標指標として設定した。

12歳児のむし歯のない人の割合（%）

施策12について、う蝕は、学齢期の子どもにとって代表的な疾病であり、小児の健全な育成のためにう蝕
予防は重要である。12歳児のう蝕有病状況は、学齢期の歯科保健の代表的な指標のひとつであり、その有
用性は高いことや、乳幼児期、学童期、思春期を対象とした県事業の評価に適する年代に配慮し、12歳児
のむし歯のない人の割合を目標指標として設定した。

自殺死亡率（人口10万対）

施策12は、生涯を通じた心身の健康づくり等に取り組むものであり、こうした取組の成果は自殺死亡率の
低下に影響すると考えられることから、人口動態調査における自殺死亡率を目標指標として設定した。
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番号 94 柱 3 政策 6 施策 12

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 95 柱 3 政策 6 施策 12

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 96 柱 3 政策 6 施策 12

名称

 目標指標の
 設定根拠

県の施策による自治体病院等（県立病院を除く）への医師配置数（人）

施策12は、本県において仙台医療圏を除く3つの二次医療圏が医師少数区域となっているため、医師の確保
及び医師偏在解消に取り組むものであり、平成17年度から取り組んできた宮城県ドクターバンク事業や、
宮城県医学生修学資金等貸付事業、自治医科大学卒業医師の配置などのほか、令和6年度から県内の医療機
関に勤務する東北医科薬科大学卒業医師により、医師の県内定着につなげていく必要があることから、県
の施策による自治体病院等への医師配置数を目標指標として設定した。

新規看護職員充足率（%）

施策12は、本県において人口10万対看護師数は全国平均を下回っている状況が続いており、県全域及び二
次医療圏では増加傾向にあるものの、仙台市を除く地域は全国平均に比べ低く、また、病院、診療所、施
設等により充足率に差が出ている状況にあるため、県ナースセンターが毎年実施している「看護職員需要
施設調査」において、充足状況を把握し、看護職員の確保・定着及び資質向上に向け、県民に質の高い看
護を提供するための対策を講じる必要があることから、新規看護職員充足率を目標指標として設定した。

特別養護老人ホーム入所定員数（人）［累計］

施策12は、住み慣れた地域で安心した生活を送るため、また、介護家族の負担を軽減するため、在宅系及
び施設系サービスの充実に取り組むものであり、こうした取組は、特別養護老人ホーム等の介護保険施設
における施設整備に影響するため、特別養護老人ホームの入所定員数を目標指標として設定した。
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番号 97 柱 3 政策 6 施策 12

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 98 柱 3 政策 6 施策 12

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 99 柱 3 政策 6 施策 13

名称

 目標指標の
 設定根拠

チームオレンジの立ち上げ市町村数（か所）［累計］

施策12は、認知症の人や家族のニーズに対し早期からの適切な支援を提供するために必要な取組であり、
身近な地域で迅速にニーズを把握し適切な支援につなぐ仕組みであるチームオレンジと連動することで、
より効果的に課題解決できると考えられることから、認知症施策推進大綱における2025年までの全市町村
整備を目標指標として設定した。

介護職員数（人）［累計］

施策12は、団塊の世代が75歳以上となる2025年に向け、今後ますます利用の増加が見込まれる介護サービ
スの担い手となる介護職員の確保・養成・定着の推進に取り組むものであり、こうした取組は介護職員数
に寄与すると考えられることから、介護職員数の累計値を目標指標として設定した。

低床バス導入率（%）

施策13は、高齢者や障害者などが自由に移動できる取組が盛り込まれており、低床バスの導入は、移動等
円滑化を促進し、あらゆる人が利用しやすい交通の確保につながることから、低床バス導入率を目標指標
として設定した。
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番号 100 柱 3 政策 6 施策 13

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 101 柱 3 政策 6 施策 13

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 102 柱 3 政策 6 施策 13

名称

 目標指標の
 設定根拠

グループホーム利用者数（人）

施策13は、障害等があっても日常生活や社会生活において居場所や役割を持ちいきいきと暮らせる社会づ
くり等に取り組むものであり、こうした取組は共同生活援助（グループホーム）等の障害福祉サービスの
充実に影響すると考えられることから、第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画において数値目標とし
て位置づけているグループホーム利用者数を目標指標として設定した。

入院中の精神障害者の地域生活への移行（入院後３ヶ月時点の退院率）（%）

施策13は、障害等があっても日常生活や社会生活において居場所や役割を持ちいきいきと暮らせる社会づ
くり等に取り組むものであり、こうした取組は精神科病院において入院患者が早期に退院し、地域生活へ
移行することにつながると考えられることから、第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画において数値
目標として位置づけている入院中の精神障害者の入院後3ヶ月時点の退院率を目標指標として設定した。

入院中の精神障害者の地域生活への移行（精神病床における入院後1年時点の退院率）（%）

施策13は、障害等があっても日常生活や社会生活において居場所や役割を持ちいきいきと暮らせる社会づ
くり等に取り組むものであり、こうした取組は精神科病院において入院患者が早期に退院し、地域生活へ
移行することにつながると考えられることから、第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画において数値
目標として位置づけている精神病床における入院後1年時点の退院率を目標指標として設定した。
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番号 103 柱 3 政策 6 施策 13

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 104 柱 3 政策 6 施策 13

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 105 柱 3 政策 6 施策 14

名称

 目標指標の
 設定根拠

入院中の精神障害者の地域生活への移行（入院期間1年以上の長期在院者数）（人）

施策13は、障害等があっても日常生活や社会生活において居場所や役割を持ちいきいきと暮らせる社会づ
くり等に取り組むものであり、こうした取組は精神科病院において入院患者が早期に退院し、地域生活へ
移行することにつながると考えられることから、第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画において数値
目標として位置づけている入院期間1年以上の長期在院者数を目標指標として設定した。

就労継続支援B型事業所等における工賃の平均月額（円）

施策13は、障害等があっても日常生活や社会生活において居場所や役割を持ちいきいきと暮らせる社会づ
くり等に取り組むものであり、こうした取組は工賃（一般就労が困難で福祉的就労を行う障害のある方
が、就労継続支援Ｂ型事業所を利用して行った作業に対して支払われる報酬や賃金）の向上に影響すると
考えられることから、第四期宮城県工賃向上支援計画において数値目標として位置づけている工賃の平均
月額を目標指標として設定した。

1人当たり年間公共交通機関利用回数（回）

施策14は、公共交通機関等への支援等を通して地域内外の移動の利便性の確保等に取り組むものであり、
こうした取組は県民の公共交通機関利用回数に影響すると考えられることから、国土交通省旅客地域流動
調査等から算出した県民1人当たり年間公共交通機関利用回数を目標指標として設定した。
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番号 106 柱 3 政策 6 施策 14

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 107 柱 3 政策 6 施策 14

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 108 柱 3 政策 6 施策 14

名称

 目標指標の
 設定根拠

商店街の活性化状況（営業継続率）（%）

施策14は、地域のにぎわいの中核となる商店街の活性化に取り組むものであり、こうした取組は商店街の
営業店舗数に影響すると考えられることから、活性化に取り組む商店街の営業店舗数の増減率を目標指標
として設定した。なお、人口減少や大型店舗の進出によって、これまで毎年1ポイント以上の店舗が減少し
ていることから、減少率を緩やかにすることを目標にしている。

刑法犯認知件数（件）

施策14は、地域の安全安心の確保のため、地域における子ども、女性、高齢者等の見守りや犯罪の抑止等
に取り組むものであり、刑法等に規定する様々な罪種について警察が認知した事件の件数は、安全安心の
確保に係る施策の達成度を測る目安となることから、刑法犯認知件数を目標指標として設定した。

交通事故死者数（人）

施策14は、地域の安全安心の確保のため、道路交通環境の整備、交通安全思想の普及徹底と安全運転の確
保、道路交通秩序の維持等の道路交通安全対策に取り組むものであり、こうした取組により、究極的には
交通事故のない社会を目指すものであることから、施策の達成度を測る目安として交通事故死者数を目標
指標として設定した。
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番号 109 柱 4 政策 7 施策 15

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 110 柱 4 政策 7 施策 15

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 111 柱 4 政策 7 施策 15

名称

 目標指標の
 設定根拠

環境に配慮されたマークのある商品を選ぶことを意識する人の割合（%）

施策15は、環境に関する課題解決の重要性について県民等の理解を深め、身近な取組や企業のESG経営の促
進等に取り組むものであり、エシカル消費の普及啓発（消費者教育）などの取組は、消費者自らが人・社
会に与える影響等を考慮した消費行動をすることや環境等に配慮した消費行動への意識上昇に影響すると
考えられることから、消費者庁・消費者意識基本調査による環境に配慮されたマークのある商品を選ぶこ
とを意識する人の割合を目標指標として設定した。

森林整備面積（ha/年）

施策15は、環境負荷の少ない地域経済システム・生活スタイルの確立に向けて取り組むものであり、こう
した環境負荷の軽減は、二酸化炭素吸収源としての森林機能が十分に発揮されることが不可欠であること
から、森林整備面積（間伐面積及び植栽面積の合計）を目標指標として設定した。

再生可能エネルギー等の導入量（熱量換算）（ＴＪ）

施策15は、多様な再生可能エネルギーの地産地消や水素エネルギー等の利活用の促進、県民総ぐるみの省
エネルギー活動など、脱炭素社会の実現に向けて取り組むものであり、こうした取組はエネルギー消費量
の削減量及び再生可能エネルギー導入量に影響すると考えられることから、特に県民が取組やその進捗を
イメージしやすく、前年度の実績を比較的早く推計することが可能である再生可能エネルギー導入量を目
標として設定した。
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番号 112 柱 4 政策 7 施策 15

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 113 柱 4 政策 7 施策 15

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 114 柱 4 政策 7 施策 15

名称

 目標指標の
 設定根拠

一般廃棄物リサイクル率（%）

施策15は、環境負荷の少ない生活スタイルの確立のため、全ての主体が3R活動や廃棄物の適正処理等によ
り、ライフサイクル全体で資源循環が進む事を目的としたものであり、市町村支援や普及啓発事業を実施
していく上で、廃棄物のリサイクル率を把握するために、第3期宮城県循環型社会形成推進計画における目
標値である「一般廃棄物のリサイクル率」を目標値として設定した。

産業廃棄物リサイクル率（%）

施策15は、環境負荷の少ない生活スタイルの確立のため、全ての主体が3R活動や廃棄物の適正処理等によ
り、ライフサイクル全体で資源循環が進む事を目的としたものであり、事業者支援や普及啓発事業を実施
していく上で、廃棄物のリサイクル率を把握するために、第3期宮城県循環型社会形成推進計画における目
標値である「産業廃棄物のリサイクル率」を目標値として設定した。

県民一人一日当たりの一般廃棄物排出量（g/人･日）

施策15は、環境負荷の少ない生活スタイルの確立のため、全ての主体が3R活動や廃棄物の適正処理等によ
り、ライフサイクル全体で資源循環が進む事を目的としたものであり、市町村支援や普及啓発事業を実施
していく上で、廃棄物の排出量を把握するために、第3期宮城県循環型社会形成推進計画における目標値で
ある「一般廃棄物の県民一人一日当たりの一般廃棄物排出量」を目標値として設定した。
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番号 115 柱 4 政策 7 施策 15

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 116 柱 4 政策 7 施策 16

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 117 柱 4 政策 7 施策 16

名称

 目標指標の
 設定根拠

産業廃棄物排出量（千ｔ）

施策15は、環境負荷の少ない生活スタイルの確立のため、全ての主体が3R活動や廃棄物の適正処理等によ
り、ライフサイクル全体で資源循環が進む事を目的としたものであり、事業者支援や普及啓発事業を実施
していく上で、廃棄物の排出量を把握するために、第3期宮城県循環型社会形成推進計画における目標値で
ある「産業廃棄物の排出量」を目標値として設定した。

豊かな生態系（植生自然度と河川生物生息状況）（点）

施策16は、森林の保全や水辺環境の保全活動等の取組により、健全な水循環が維持されることによって、
宮城県に本来生息しうる多様な動植物の生態系が保たれている状態を豊かな生態系の将来像として定義し
ている。県内全域において自然豊かな森林を形成し（植物環境指標）、かつ、河川に生息する指標種及び
重要種が継続的に確認された場合（河川生物生息環境指標）10点として評価する指標を目標指標として設
定した。豊かな生態系（点）＝（植物環境指標＋河川生物生息環境指標）／2

森林認証取得面積（ha）［累計］

施策16は、森林認証に係る普及啓発等に取り組むものであり、こうした取組は森林認証取得面積に影響す
ると考えられることから、宮城県林業振興課業務資料における森林認証取得面積を目標指標として設定し
た。
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番号 118 柱 4 政策 7 施策 16

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 119 柱 4 政策 7 施策 16

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 120 柱 4 政策 7 施策 16

名称

 目標指標の
 設定根拠

野生鳥獣の捕獲数（イノシシ）（頭）

施策16は、野生鳥獣の適切な保護管理や農作物被害対策として、著しく増加している野生鳥獣の生息数を
適正な水準に減少させるべく取り組むものであり、こうした取組は指定管理鳥獣であるイノノシの数に影
響すると考えられることから、毎年度、第四期宮城県イノシシ管理計画に係る実施計画において取りまと
めている捕獲数（狩猟、有害鳥獣捕獲、指定管理鳥獣捕獲等事業等の合計値）を目標値として設定した。

野生鳥獣の捕獲数（ニホンジカ）（頭）

施策16は、野生鳥獣の適切な保護管理や農作物被害対策として、著しく増加している野生鳥獣の生息数を
適正な水準に減少させるべく取り組むものであり、こうした取組は指定管理鳥獣であるニホンジカの数に
影響すると考えられることから、毎年度、第三期宮城県ニホンジカ管理計画に係る実施計画において取り
まとめている捕獲数（狩猟、有害鳥獣捕獲、指定管理鳥獣捕獲等事業等の合計値）を目標値として設定し
た。

農村環境保全等の協働活動に参加した人数（人）［累計］

施策16は、県内の優れた自然環境を保全・再生するとともに次世代へ引き継いでいくことを目指す取組で
あり、このためには、より多くの県民（地域住民）に農業・農村の魅力や農業・農村が有する多面的機能
について認識してもらい、地域環境保全等に対する意識の醸成を図る必要があることから、地域や学校教
育と連携した農村環境保全等の協働活動参加者数を目標指標として設定した。
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番号 121 柱 4 政策 7 施策 16

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 122 柱 4 政策 7 施策 16

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 123 柱 4 政策 7 施策 16

名称

 目標指標の
 設定根拠

景観行政に主体的に取り組んでいる市町村数（市町村）［累計］

施策16は、地域や関係機関との連携により交流を促進し、地域特有の景観形成や魅力発信に取り組むもの
であり、市町村による景観形成の取組に影響すると考えられることから、景観行政団体への移行や独自ガ
イドライン等の制定、地域住民と連携した景観形成の検討などを行っている市町村を景観行政に主体的に
取り組んでいる市町村と定義し、目標指標として設定した。

日本型直接支払制度取組面積（ha）

施策16は、食糧の安定供給の確保や農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮の促進に取り組むもので
あり、その前提となる県内の農業生産に必要な農用地を確保していく必要があることから、日本型直接支
払制度（多面的機能支払、中山間地域等直接支払、環境保全型農業直接支払）の施策により保全している
農用地面積の合計値（重複除き）を目標指標として設定した。

みやぎ海岸林再生みんなの森林づくり活動参加者数（人）

施策16は、豊かな自然と共生・調和する社会の構築について取り組むものであり、こうした取組は、東日
本大震災後、再生した海岸防災林約750haの保育管理について、県民等が主体的に関わることのできる仕組
み（みやぎ海岸林再生みんなの森林づくり活動）の活動参加者数で計ることができると考えられることか
ら、この活動参加者数を目標指標として設定した。
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番号 124 柱 4 政策 8 施策 17

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 125 柱 4 政策 8 施策 17

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 126 柱 4 政策 8 施策 17

名称

 目標指標の
 設定根拠

女性防災リーダー養成者数（宮城県防災指導員（登録辞退者等を除く）（人）［累計］

施策17は、地域防災体制の活性化に取り組むものであり、こうした取組は、災害対応の意思決定過程への
女性の参画や、男女のニーズの違いへの配慮等において「女性の視点」が大変重要となると考えられるこ
とから、宮城県防災指導員（登録辞退者等を除く）における「女性防災リーダー養成者数」を目標指標と
して設定した。

自主防災組織の組織率（%）

施策17は、地域防災体制の活性化に取り組むものであり、こうした取組は、自主防災活動等による地域防
災力の充実・強化が大変重要となると考えられることから、消防庁の震災対策現況調査における「自主防
災組織の組織率」を目標指標として設定した。

地域住民と連携した避難訓練を実施している学校の割合（%）

施策17は、「宮城県学校防災体制在り方検討会議」の提言を受け、地域ぐるみの学校防災体制の構築に取
り組むものであり、学校と地域が連携した避難訓練の実施が、地域ぐるみの学校防災体制の構築につなが
ると考えるため、地域住民と連携した避難訓練を実施している学校の割合を目標指標として設定した。
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番号 127 柱 4 政策 8 施策 17

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 128 柱 4 政策 8 施策 17

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 129 柱 4 政策 8 施策 17

名称

 目標指標の
 設定根拠

緊急輸送道路の橋梁耐震化率（%）［累計］

施策17は、大規模・多様化する自然災害に備え、洪水・土砂災害防止、耐震化や高潮対策等の整備に取り
組むものであり、高い確率で発生が懸念されている大規模地震時においても安全で円滑な道路交通ネット
ワークの構築が重要であることから、緊急輸送道路上の橋梁耐震化率を目標指標として設定した。

河川整備率（%）

施策17は、大規模・多様化する自然災害に備え、洪水・土砂災害防止、耐震化や高潮対策等の整備に取り
組むものであり、河川分野においては、集中豪雨の多発や都市化の進展に伴う被害リスクの増大に対し、
流域が一体となり総合的な浸水対策を実施することにより安心安全な市民生活の確保を図る必要が有るこ
とから、河川整備事業の進捗状況を示す河川整備率を目標指標として設定した。

土砂災害警戒区域等におけるハード対策実施箇所数（箇所）［累計］

施策17は、大規模・多様化する自然災害に備え、洪水・土砂災害防止、耐震化や高潮対策等の整備に取り
組むものであり、県内においても、豪雨により発生した土砂災害で大きな被害を受けるなど、自然災害対
策に対する社会の要請が非常に高まっており、早急な対策が求められていることから、土砂災害警戒区域
等におけるハード対策実施箇所数を目標指標として設定した。
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番号 130 柱 4 政策 8 施策 17

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 131 柱 4 政策 8 施策 18

名称

 目標指標の
 設定根拠

番号 132 柱 4 政策 8 施策 18

名称

 目標指標の
 設定根拠

土砂災害警戒区域等におけるソフト対策実施箇所数（箇所）［累計］

施策17は、大規模・多様化する自然災害に備え、洪水・土砂災害防止、耐震化や高潮対策等の整備に取り
組むものであり、県内においても、豪雨により発生した土砂災害で大きな被害を受けるなど、自然災害対
策に対する社会の要請が非常に高まっており、早急な対策が求められていることから、土砂災害警戒区域
等におけるソフト対策実施箇所数を目標指標として設定した。

橋梁の長寿命化対策率（%）［累計］

施策18は、道路施設の急速な老朽化に対応するために、予防保全型の長寿命化対策により維持管理の平準
化とライフサイクルコストの低減を図るとともに、企業や地域住民と連携・協働した社会資本の維持・共
有に取り組むものであり、長期にわたって機能を発揮させることが重要であることから、主要施設である
橋梁の長寿命化対策率を目標指標として設定した。

港湾施設の長寿命化対策率（%）［累計］

施策18は、予防保全型の長寿命化対策を図り、維持管理の平準化とライフサイクルコストの低減を図ると
ともに、企業や地域住民と連携・協働した社会資本の維持・共有に取り組むものであり、県管理港湾施設
の急速な老朽化に対応する必要があることから、港湾施設の長寿命化対策率を目標指標として設定した。
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番号 133 柱 4 政策 8 施策 18

名称

 目標指標の
 設定根拠

アドプトプログラム認定団体数（団体）［累計］

施策18は、予防保全型の長寿命化対策を図り、維持管理の平準化とライフサイクルコストの低減を図ると
ともに、企業や地域住民と連携・協働した社会資本の維持・共有に取り組むものであり、民間と行政との
パートナーシップの構築及び住民参加のまちづくりの推進に影響すると考えられることから、アドプトプ
ログラム認定団体数を目標指標として設定した。
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