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「復興･創生に向けた行財政運営方針」に基づく令和２年度の主な取組状況【概要】

令和３年６月 福島県行財政改革推進本部

《視点３》 復興を進める市町村との連携強化

原子力災害により避難地域等となって
いる市町村の帰還に向けて、市町村の要
望・課題に対して迅速に対応し、解決を
図るため、県、国でチームを組み、協働
体制を取りながら、各市町村を訪問し協
議を実施しました。

市町村等からの派遣要請により県職員を
派遣するとともに、県任期付職員の公募･
選考を行い、被災市町村へ派遣しました。

農地や農業用施設の災害復旧に当たり、
高度な技術を必要とする工事等を県営事
業として実施しました。

令和２年度震災復興特別交付税の算定
のほか、市町村の復興財源の確保を図る
ため、財政支援について国に対して強く
要望しました。

・震災復興特別交付税
３８１億円（R２市町村分）

《視点２》 復興を加速させる執行体制の強化

・次世代産業課の新設

・風評・風化戦略担当理事（原子力損害対

策担当理事を兼務）、風評・風化戦略室

の新設

令和３年度に向け正規職員や任期付職
員の採用に加え、他県等応援職員の受入
れなど、必要な人員の確保に努めました。

新採用職員の相談相手となる先輩職員
をサポート職員として配置する「新採用
職員サポート制度」や会計事務職員の資
質向上に向けた研修会、メンタルヘルス
ケアに関する研修会等を実施しました。

（R2配置･受講職員数）

･福島県クリエイティブディレクター
･｢放射線と健康｣アドバイザリーグループ
･地域産業復興・創生アドバイザー等

様々な行政運営上の課題等に迅速かつ
的確に対応していくため、組織改正等を
行いました。

外部専門家をアドバイザーに委嘱する
など専門的知識を有する人材の活用を図
りました。

《視点１》 復興を支える財源の確保と財政健全性の確保

歳入確保を図るため、未利用財産の処分
を進めるとともに、県有財産を有効活用し
た広告事業や行政財産の貸付を公募により
行いました。

国からの復興財源確保 原子力損害賠償金
の請求

令和２年度中に新たにとりまとめた損
害について、東京電力に賠償を請求しま
した。

うつくしま行財政改革大綱
（平成18年度～22年度）

平成23年3月11日

東日本大震災発生

『復興･再生に向けた
行財政運営方針』

（平成24年10月策定）

◎ 以下の４つの視点に重点を置いた
柔軟な行財政運営を推進

県有財産の活用

１.９億円
（未利用財産処分、広告事業等）

３ 原子力損害賠償金の確保２ 国からの復興財源確保１ 自主財源の確保

組織体制の強化

１ 復興･創生を着実に推進する
ための体制整備

必要な人員の確保

２ 復興･創生に向けた人員の確保 ４ 多様な主体との協働の推進

専門的知識を持った
人材の活用

市町村との協議等

１ 復興･再生に当たっての課題解決
に向けた連携

・県職員４６名派遣
（R３県職員の市町村等派遣数）

・県任期付職員２７名派遣
（R３ 県任期付職員の市町村派遣数）

２ 市町村の行政運営に対する人的
支援等

復興財源の確保

４ 市町村の財政運営に対する支援

・農地や農業用施設の災害復旧
東日本大震災関連 ７０％完了
令和元年東日本台風災関連 ７５％完了

災害復旧事業への支援

３ 復興･創生に向けた取組に対する
支援の充実強化

３１回（３人４脚）

（R２市町村訪問協議）

職員研修の充実
・新採用職員サポート職員

２５９名
・会計事務職員研修 ２６３名
・メンタルヘルス研修 １,８６０名

３ 復興･創生を担う人材の育成

・一般会計 １４億円

・一般会計(公共財物分) ３６億円
( (R２年度請求額)

基金や県債の活用、内部管理経費の節
減や事務事業の見直し等を行うことなど
により歳入の確保に努めました。

４ 財政健全性の確保に向けた歳入･
歳出両面からの徹底した精査

歳入の確保

１６億円（事務事業の見直し）

国からの財源措置として、震災復興特
別交付税が通常分とは別枠で確保される
とともに、本県独自の福島再生加速化交
付金が継続して措置されました。

・震災復興特別交付税

１５１億円(R３ 当初予算額)

・福島再生加速化交付金

７２１億円(R３当初予算額）

県職員の派遣

《視点4》 復興に向けた効果的な情報発信

復興の状況を分かりやすく発信するた
めにまとめた「復興・再生のあゆみ」を
発行し、各種イベントでの掲示や配布、
県ＨＰでの公表などを行いました。

避難者に対してふるさとの復興情報の
提供を随時行い、ふるさととの絆を維持
するとともに、きめ細かな情報発信に努
めました。

県クリエイティブディレクター監修の
もと、５種類の県公式イメージポスター
と10種類の市町村版「来て」ポスターを
作成し、本県に思いを寄せる企業や自治
体等に幅広く掲出いただきました。

・農林水産物モニタリング件数
１４,５９６点

・米の全量全袋検査 ３１万点

米を含む農林水産物等の放射性物質モ
ニタリング検査結果を、県が運営する専
用ＷＥＢ「福島県農林水産物・加工食品
モニタリング情報」で提供しました。

統一性のある情報発信

１ 復興の状況や復興に向けた取組等の効果的な情報発信

ふくしまの今が分かる新聞
（年６回、32,000世帯、

県外自主避難1,400世帯）

モニタリング検査結果公表

３ 県民生活の安全・安心の確保等
に向けた情報発信

来て、呑んで、味わって、
住んで、ふくしま

県公式イメージポスター
等の作成

２ ターゲットの明確化と連携強化
による伝わる情報発信

避難者への情報発信

「復興・再生のあゆみ」
の発行（３回）

平成29年10月、運営方針が５年の対象期
間を迎えることから、取組を総括し、運営
方針を見直した。

『復興･創生に向けた
行財政運営方針』

視点１
復興を支える財源の確保
と財政健全性の確保

視点２
復興を加速させる執行体
制の強化

視点３
復興を進める市町村との

連携強化

視点４
復興に向けた効果的な

情報発信

対象期間：令和３年度末（新たな総合計画の策定時

期の延期等を踏まえ、当初の令和２年度末から１年間延長）

県有財産活用 件数 金額
未利用財産処分等 12 48百万円
広告事業 11 35百万円
貸付事業等 4 106百万円

＜主な取組＞
≪復興・創生分≫
原子力災害等復興基金の活用 328億円
≪通常分≫
事務事業の抜本的な見直し等 16億円
県債の更なる活用 45億円

(R3当初予算ベース)

他県等応援職員７０名

（令和３年４月１日現在）
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行財政運営方針に基づくこれまでの取組状況（Ｈ２４～Ｒ２）の総括【概要】
令和３年６月 福島県行財政改革推進本部

《視点３》 復興を進める市町村との連携強化

《視点２》 復興を加速させる執行体制の強化

《視点１》 復興を支える財源の確保と財政健全性の確保復興･創生に向けた行財政運営方針

視点１ 財源と財政健全性の確保

１ 自主財源の確保
２ 国からの復興財源確保
３ 原子力損害賠償金の確保
４ 財政健全性の確保に向けた歳入･歳出両面

からの徹底した精査

《視点４》 復興に向けた効果的な情報発信等

視点２ 執行体制の強化

１ 復興･創生を着実に推進するための体制整備
２ 復興･創生に向けた人員の確保
３ 復興･創生を担う人材の育成
４ 多様な主体との協働の推進

視点３ 市町村との連携強化

１ 復興･再生に当たっての課題解決に向けた
連携

２ 市町村の行政運営に対する人的支援等
３ 復興･創生に向けた取組に対する支援の充

実強化
４ 市町村の財政運営に対する支援

視点４ 効果的な情報発信等

１ 復興の状況や復興に向けた取組等の効果的
な方法発信

２ ターゲットの明確化と連携強化による伝わ
る情報発信

３ 県民生活の安全・安心の確保等に向けた情
報発信

取組の総括 主 な 課 題 取組の方向性

○あらゆる手段により、歳入確保に努めた。
復興・創生のための財源を国に求め、所要
の財源を確保した。東京電力に原子力損害
賠償金を請求し、一部支払いを受けた。
○事務事業を検証し、効果的・効率的な執
行を徹底し、財政健全性の確保に努めた。

○復興の進捗により生じる新たな課題等へ
柔軟に対応するため、第２期復興・創生期
間中も安定的な財源確保が必要。
○新型感染症への対応や自然災害からの復
旧・復興など、広範かつ膨大な財政需要へ
対応するため安定的な財政基盤が必要。

■国からの復興財源の確保
第２期復興・創生期間の国の財源フレームを

踏まえ、毎年度、予算を確実に確保していく。
■歳入・歳出両面からの徹底した精査
徹底した歳出の精査に努めるとともに、県

債・基金の活用等により歳入確保を図る。

取組の総括 主 な 課 題 取組の方向性

○直面する課題に迅速かつ的確に対応する
ため、部局や課室の新設など必要な組織改
正等を実施。
○復興・創生に必要な人員を、正規職員や
任期付職員の採用、他県や国等の職員の受
入れなど、多様な方策により確保。

○福島ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｺｰｽﾄ構想の実現や風評・
風化対策に加え、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症等新
たな行政課題への全庁的な対応が必要。
○事業の進捗や中長期的な行政需要等を踏
まえ、引き続き必要な人員の確保と効果
的・効率的な執行体制の整備が必要。

■復興・創生の実現に向けた業務進行体制の整備

変化する行政課題に、全庁的かつ部局横断的
に迅速かつ柔軟に対応する。短期的・長期的な
行政需要のバランスを考慮した組織体制の整備
に加え、多様な主体との協働や外部人材の活用
等を推進する。

取組の総括 主 な 課 題 取組の方向性

○長期避難者の生活拠点の形成、広域連携
や職員確保などに連携して取り組んだ。
職員派遣等の人的支援やハード整備等の

事業執行への支援に幅広に対応した。
○国へ財源確保を様々な機会で要望した。
市町村と連携して原子力損害賠償を請求。

○被災市町村は単独では解決が困難な課題
を抱え、増大する業務に対応する職員が不
足しているため、課題解決に向けた人的支
援が必要。
○第２期復興・創生期間中における復興財
源と将来にわたる財政健全性の確保が必要。

■課題解決に向けた連携と人的支援
被災市町村と一層の連携を図り、継続して職

員の確保に取り組む。
■復興財源の確保と健全な財政運営
国に負担極小化に向けた財源確保を求めると

ともに、市町村に財政健全性への助言等を行う。

取組の総括 主 な 課 題 取組の方向性

○全庁一体となった取組により、農林水産
物や観光客入込数などは様々な成果が現れ
ている。
○一方、一部の農林水産物や教育旅行など
は震災前の水準に達しておらず、風評・風
化の問題は根強い状況。

○ブランド力向上や信頼される産地・魅力
ある観光コンテンツづくり等が必要。
○国内外に最新の現状と魅力を発信すると
ともに、福島への認識をアップデートして
もらうための対策が不可欠。
○ＡＬＰＳ処理水海洋放出への対応が必要。

■風評払拭・風化防止に向けて粘り強い取組の
継続と新たなチャレンジが必要
①粘り強い取組の継続と新たなチャレンジ、

②更なる「アップデート」に向けた最新かつ正
確な情報発信、③連携・共創による信頼関係の
構築、の３つの方針により対策を強化する。

その他の取組 働き方改革等

１ 業務効率化に向けた働き方改革
２ 継続的な行財政改革への取組

取組の総括 主 な 課 題 取組の方向性

○福島県職員版働き方改革基本方針を決定
し、働き方の見直しに向けた取組を実施。
○個別の行財政改革の課題について、それ
ぞれの計画に基づいて継続的に取り組んだ。

○新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症等新たな行政課題が
発生する中でも復興・創生を推進するため、
デジタル変革や働き方改革が必要。
○復興・創生に重点を置く中でも、個別の
行財政改革の課題は継続的な取組が必要。

■デジタル変革と働き方改革の推進
仕事の進め方の見直しやデジタル技術の活用等によ

り、県民サービスの向上、業務効率化、働き方の多様
化を図る。
■行財政改革の継続した取組
各計画に基づく適切な進行管理が必要。

《その他の取組》

資料２



「復興･創生に向けた行財政運営方針」の見直し（新計画の策定）について

Ⅰ 運営方針の見直し

○ 「復興・創生に向けた行財政運営方針」は、対象期間が今年度末で終期を迎える

ことから、年度内に見直す必要がある。

Ⅱ これまでの経緯

○ 昭和60年以降、数次にわたり「行財政改革大綱」を策定し、これに基づき県の

行財政改革を実施してきた。

○ しかし、東日本大震災により、行財政運営の明確な見通しや目標を立てることが

困難になったため、復興・再生（創生）に向けた行財政運営の当面の考え方として、

「復興・再生に向けた行財政運営方針（H24～H28）」及び「復興・創生に向けた

行財政運営方針（H29～R2（※））」を策定した。

（※ 新たな総合計画策定時期の延期等を踏まえ、期間を１年間延長して対応。）

Ⅲ 課題認識

○ 復興・創生業務の進展に加え、新型コロナウイルス感染症、大規模災害、デジタ

ル変革(ＤＸ)、働き方改革の取組等、行財政運営に関する新たな行政需要や大きな

状況変化が生じており、現運営方針はこれらの現状を反映しきれていない、また数

値目標がなく進行管理が困難、などの課題がある。

Ⅳ 新計画策定の考え方（案）

○ 上記の課題等を踏まえ、以下の考え方により、現運営方針の見直し（新計画の策

定）を進めたい。

１ 内容

○ 第２期復興・創生期間の計画であり、現運営方針との継続性を確保するとと

もに、新たな総合計画との連動を図る。

○ 復興・創生に限定せず、上記の新たな行政需要や大きな状況変化を反映させ

る。

２ 期間

○ 現運営方針との継続性を踏まえ、第２期復興・創生期間の終期に合わせて、

令和７年度末まで（４年間）とする。

３ 指標

○ 計画の進捗状況を客観的に把握する必要があるため、「指標」を設定する。

資料３




