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1 第３章 基本施策の推進による成果と課題及び
2 その対策
3

4 本県では、「沖縄２１世紀ビジョン基本計画」の着実な推進を図るため、活動計画とし

5 て「沖縄２１世紀ビジョン実施計画」を策定し、各施策を推進してきた。

6 実施計画の推進に当たっては、ＰＤＣＡサイクルを導入し、取組の進捗や成果指標の達

7 成状況の検証などを踏まえ、毎年度計画の見直しを行い、施策の効果的な推進を図ってい

8 る。

9 本章においては、実施計画に掲げる「成果指標」の達成状況や「主な課題」の解消状況

10 を評価・点検し、その結果及び新沖縄発展戦略の基本的方向性を踏まえ、基本施策ごと

11 に、これまでの施策展開による成果と課題について明らかにするとともに、今後の対策の

12 方向性を示すこととする。

13

14

15 １ 沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島を目指して

16

17 (1) 自然環境の保全・再生・適正利用

18 県民一人ひとりが、沖縄の自然環境が貴重な財産であることを認識し、県民全体で

19 自然環境保全、再生及び適正利用に取り組むことにより、沖縄の多様な自然環境を次

20 世代に継承するため、各種施策を展開した。

21

22 【「目標とするすがた」の状況等】

23 各種施策を展開した結果、基本施策における「目標とするすがた」の状況は、基準

24 年と比較し、「豊かな自然が保全されていること」は22.9ポイント、「赤土流出、騒

25 音、環境汚染等が少なくなること」は0.8ポイントそれぞれ増加し、県民満足度が向上

26 している。

27

28 ＜目標とするすがたの状況＞

29

30

31

32

33

34

35

36 自然環境の保全・再生・適正利用に向けては、人口や観光客の増加、さらには経済

37 活動の進展など沖縄を取り巻く社会経済環境が変化する中、沖縄の豊かな自然環境を

38 劣化させることなく次世代に引き継ぐため、生物多様性の保全に取り組むとともに、

39 陸域・水辺環境の保全、自然環境の適正利用に努める必要がある。

40

41 また、環境容量を超えた経済活動等によって失われた沖縄らしい自然環境の再生に

項目名
沖縄県の現状

（基準年）
沖縄県の現状

（現状値）
R３年度の目標

豊かな自然が保全されていること
24.3％

（H21年県民意識調査）
47.2％

（H30年県民意識調査）
県民満足度の向上

赤土流出、騒音、環境汚染等が少なくなる
こと

29.3％
（H21年県民意識調査）

30.1％
（H30年県民意識調査）

県民満足度の向上

(1) 自然環境の保全・再生・適正利用
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(4) 伝統文化の保全・継承及び新たな文化の創造

1 (4) 伝統文化の保全・継承及び新たな文化の創造

2 先人達により守り伝えられてきた沖縄の文化を次世代に継承するために、県民一人

3 ひとりが文化に対する理解を深め、社会全体で沖縄文化を支えることのできる環境づ

4 くりを推進するため、一括交付金を活用するなど、伝統文化の保全・継承、しまく

5 とぅばの普及・継承、伝統芸能の発信、文化交流の推進、沖縄空手の発信等の各種施

6 策を展開した。

7

8 【「目標とするすがた」の状況等】

9 各種の施策を展開した結果、基本施策における「目標とするすがた」の状況は、基

10 準年と比較し、「魅力ある沖縄文化が保全・継承されていること」は22.8ポイント増

11 加し、「県民が文化芸術にふれる機会が増加していること」は6.6ポイント増加し、県

12 民満足度が向上している。

13

14 ＜目標とするすがたの状況＞

15

16

17

18

19

20

21

22 伝統文化の保全・継承及び新たな文化の創造に向けては、沖縄の風土と伝統に根ざ

23 した個性豊かな文化の形成を図るため、沖縄文化の源流を確認できる環境づくりに努

24 める必要がある。

25 また、文化の担い手の育成や文化活動を支える基盤の形成に取り組むほか、魅力的

26 な沖縄文化の発信・交流に取り組み、県民一人ひとりが心の豊かさを享受し、ゆとり

27 と安らぎのある生き生きとした暮らしが実感できる地域社会を形成する必要がある。

28

29 このため、沖縄文化の基層であるしまくとぅばや伝統的な行事・食文化の保存・普

30 及・継承に向けた取組を推進するとともに、先人の英知が刻まれた貴重な文化財を適

31 切に保護し、後世に引き継ぐための取組を推進する必要がある。

32 また、伝統芸能や伝統工芸の伝承者の養成、文化芸術の鑑賞機会・公演機会の充

33 実、県立芸術大学の教育機能の充実を図るなど担い手の育成を図るとともに、文化芸

34 術創造活動を支える仕組みを充実させ、伝統芸能等を発信する新たな拠点づくりに取

35 り組む必要がある。

36 さらに、高校生の海外派遣など国内外における文化交流を推進するとともに、沖縄

37 空手会館を拠点に沖縄を発祥の地としチムグクルを育む沖縄空手を発信するなど沖縄

38 文化を国内外に強力に発信するための取組を行う必要がある。

39

項目名
沖縄県の現状

（基準年）
沖縄県の現状

（現状値）
R３年度の目標

魅力ある沖縄文化が保全・継承されている
こと

16.1％
（H21年県民意識調査）

38.9％
（H30年県民意識調査）

県民満足度の向上

県民が文化芸術にふれる機会が増加して
いること

25.9％
（H21年県民意識調査）

32.5％
（H30年県民意識調査）

県民満足度の向上
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(4) 伝統文化の保全・継承及び新たな文化の創造 ア 沖縄の文化の源流を確認できる環境づくり

1 ア 沖縄の文化の源流を確認できる環境づくり

2 （成果等）

3 沖縄の地理的特性や歴史過程を経て醸成された固有の文化や歴史的遺産、伝統的な

4 生活様式等の独自の価値を再認識できるよう、沖縄文化の源流を確認できる環境を構

5 築するための取組を行った。

6

7 しまくとぅばの保存・普及・継承については、沖縄文化の基層であるしまくとぅば

8 を普及継承するため、効果的な普及推進方策等について、有識者や普及団体等関係者

9 で検討を行う「しまくとぅば普及推進専門部会」を平成25年度に設置し、10カ年の取

10 組方針を記した「しまくとぅば普及推進計画」を策定した。

11 また、文化庁が開催した、危機的な状況にある言語・方言サミット等に参加し、地

12 域の研究者や文化団体等としまくとぅば普及推進における全国的なネットワークを構

13 築した。

14 さらに、県民がしまくとぅばに親しめるような環境づくりとして、県民大会や語や

15 びら大会等を開催するとともに、普及ソングや普及ツールを作成し配付するととも

16 に、県内でしまくとぅばの普及継承に取り組む団体等の自主的な活動を支援した。

17 あわせて、平成29年度には、沖縄県文化協会への委託により、「しまくとぅば普及

18 センター」を設置し、各関係団体との連携のもと、各地域での人材育成講座や出前講

19 座などを実施した。

20 学校教育においては、教員の指導力向上のため、県立総合教育センターにおいて、

21 「うちなーぐち指導実践講座」等を開催するとともに、教員が授業で直接指導する際

22 に活用できるよう、平成26年度に副読本「高校生のための郷土のことば」を県立学校

23 77校に配付した。

24 また、平成27年度には「しまくとぅば読本」を県内の全小学校５年生、全中学校２

25 年生に配付するなど、しまくとぅば教育推進のための環境整備を行った。

26 さらに、各学校における独自の取組として、運動会や学芸会等の学校行事やクラブ

27 活動等にしまくとぅばを取り入れ、しまくとぅばに触れる機会を創出する取組を行っ

28 た。

29 あわせて、地域のしまくとぅばを話せる人材を、国語や総合的な学習の時間等を中

30 心にボランティアとして活用するなど、しまくとぅばを次世代へ継承する取組を行っ

31 た。

32 これらの取組などにより、県民の「しまくとぅば」に対する気運醸成は一定程度図

33 られているものの、しまくとぅばを聞く機会や話す機会が減っていることなどから、

34 しまくとぅばを挨拶程度以上、話す人の割合は、3.4ポイント低下し、基準値を下

35 回っている。

36

37 伝統行事の伝承・復元については、平成28年度に「沖縄の伝統的な食文化の普及推

38 進計画（沖縄食文化創生プロジェクト）」を策定し、沖縄の伝統的な食文化の普及啓

39 発活動を担う「琉球料理伝承人」を46人育成するなど、沖縄の伝統的な食文化の保存

40 ・普及・継承に取り組んだ。

41 また、沖縄県各地で収録された方言による伝承話音源３万3,000件のデータベース

42 構築及び優良民話のデジタル動画コンテンツの制作・公開を行い、伝承話に関する調
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(4) 伝統文化の保全・継承及び新たな文化の創造 ア 沖縄の文化の源流を確認できる環境づくり

1 査研究につなげるとともに、子供から大人まで楽しく鑑賞できるようにし、無形文化

2 遺産のひとつである伝承話資料の保存・継承・活用に取り組んだ。

3 このほか、豊年祭等、各地の伝統行事を保存・伝承するため、市町村や実行委員

4 会、保存会等が実施する各種調査や映像記録の作成に要する経費を一部助成した。

5

6 文化財の適切な保全については、貴重な文化財を継承していくため、文化財の調査

7 を始め、保存・活用、貴重な歴史史料の編集・刊行等に取り組んだ。

8 指定文化財の適切な保存・活用については、保存会等が行う無形文化財（芸能、工

9 芸等）の記録作成を支援し、国選定保存技術「結髪」の映像記録集「きからじの世界

10 （小波則夫）」等の映像記録を作成した。

11 また、組踊、琉球舞踊、琉球歌劇等の無形文化財を鑑賞する機会が少ない県内児童

12 生徒を対象とする鑑賞会を行うとともに、ワークショップ等を開催したことで児童生

13 徒の関心を高めることができた。

14 さらに、記念物の保存・活用のため、国指定・県指定の史跡・名勝において、城跡

15 の石垣や石畳道の修復工事、芝張り等の植栽工事、案内板等の設置工事等を実施し

16 た。

17 これらの取組などにより、史跡等への訪問者数は、整備が進むにつれ増加し、基準

18 値の327.7万人から平成29年度には393.2万人となり、現時点で目標値を上回って増加

19 している。

20

21 文化財の指定については、平成30年３月には、文化財保護審議会において、新たな

22 文化財として史跡「田名グスク」の指定を始め、無形文化財（芸能）の「沖縄伝統音

23 楽野村流」、「沖縄伝統音楽安冨祖流」、「沖縄伝統音楽箏曲」、工芸技術「琉球漆

24 器」保持者の追加認定が行われた。

25 これらの取組などにより、文化財の指定件数は、基準値の1,345件から平成29年度

26 には1,409件となり、目標値の達成に向けて着実に前進している。

27

28 埋蔵文化財の調査については、駐留軍用地跡地の利用に伴う分布調査として、宜野

29 湾市西普天間住宅地区の確認調査を行い、埋蔵文化財の分布状況を把握した。

30 また、南城市サキタリ洞遺跡や石垣市白保竿根田原洞穴遺跡の発掘調査を行うこと

31 により、２万年前の保存状態が良好な旧石器人骨を発見し、日本人の起源を知る上で

32 重要な成果を得た。

33 これらの調査成果の発信を目的とした展示会、講座、遺跡見学会等のイベントを実

34 施し、平成29年度までに２万5,000人を超える参加者を集め、貴重な文化財を広く周

35 知する機会を創出した。

36 戦災文化財の復元については、円覚寺跡保存整備事業を実施しており、現在、三門

37 の復元に向け計画的に作業を進めている。

38 国外に所在する沖縄関係文化財の調査については、福建省において福建師範大学や

39 その他地域で管理されている琉球人墓碑を調査し、平成24年度から27年度までの間に

40 47基の大きさや表面の文字情報などのデータを収集することができた。

41 このほか、琉球王国文化遺産の集積・再興のため、平成27年度から琉球王国の崩壊

42 や先の大戦で失われた琉球王国時代の美術工芸品の模造復元を行った。復元品とその
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(4) 伝統文化の保全・継承及び新たな文化の創造 ア 沖縄の文化の源流を確認できる環境づくり

1 過程で得られた知見を県民や工芸品製作者等へ公開し、琉球王国文化への認識を深め

2 る取組を行うとともに、当時の手わざの調査研究及びその伝承に取り組んだ。

3

4 史料の編集・刊行については、先人達の多様な歩み、成果を現在及び未来へ提供す

5 るための基礎資料として「沖縄県史」及び約500年にわたる外交関係往復文書「歴代

6 宝案」を編集・刊行している。

7 平成28年度には、「歴代宝案校訂本」全15冊の刊行を終え、平成29年度には「沖縄

8 県史 各論編 沖縄戦」を刊行し、それぞれシンポジウムを開催し、沖縄の歴史に対

9 する県民の関心を高めることができた。

10 また、資料の保存と今後の公開に向けてデジタル化を行っている。

11

12 貴重な歴史的資料である琉球政府文書等の適切な保存については、デジタル化を行

13 い、インターネットで公開する取組を始めたことにより、これまで公文書館の利用が

14 困難であった離島や遠隔地における資料の閲覧が可能となった。

15 また、デジタル化の際に劣化の進んだ資料については、紙力強化等の修復措置を実

16 施した。

17 さらに、戦後の米国統治下(琉球政府時代）の資料として米国国立公文書館に所蔵

18 されている沖縄に関する写真や動画を収集する取組を進めている。

19

20 ＜主な成果指標の状況＞

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 （課題及び対策）

33 しまくとぅばの保存・普及・継承については、沖縄文化の基層である「しまくとぅ

34 ば」を次世代へ継承することは極めて重要であるが、その語り手が徐々に少なくなっ

35 ており、しまくとぅばを聞く機会や話す機会が減っている。

36 このことから、中核的機能を担う「しまくとぅば普及センター」を活用し、関係機

37 関が連携することで、保存・普及・継承に向けた取組をより一層推進する必要があ

38 る。

39

40 伝統行事の伝承・復元については、各地域、各島々に伝わる祭事等の伝統行事を始

41 め伝統的な生活文化が徐々に失われてきており、特に離島や過疎地域においては、人

42 口の減少に伴い祭りの簡素化や後継者不足など、沖縄文化を体感できる環境が減少し

成果指標名 基準値 現状値 R３年度 目標値

しまくとぅばを挨拶程度以上、話す人の
割合

58％
（H25年度）

54.6％
（H29年度）

82％

史跡等への訪問者数
327.7万人/年

（H22年度)
393.2万人/年

（H29年度)
390.0万人/年度

文化財の指定件数
1,345件

（H23年度 ）
1,409件

（H29年度）
1,450件
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(4) 伝統文化の保全・継承及び新たな文化の創造 イ 文化の担い手の育成

1 てきているため、これら伝統行事等の伝承・復元等に向けて取り組む必要がある。

2 中でも、沖縄の伝統的な食文化は、若い世代を中心とした伝統料理離れが進み失わ

3 れつつあるため、保存・普及・継承を図り次世代へ継承するとともに、ユネスコ無形

4 文化遺産登録に向けて取り組む必要がある。

5

6 文化財の適切な保全については、「琉球王国のグスク及び関連遺産群」を始め、沖

7 縄の先人たちの英知が刻まれた貴重な文化財を適切に保護し、後世に引き継いでいく

8 必要がある。

9

10 イ 文化の担い手の育成

11 （成果等）

12 ユネスコ無形文化遺産である組踊などの沖縄の伝統文化を次世代に継承するため、

13 沖縄文化を担う後継者を育成するとともに、豊かな感性と創造性をもった人材育成に

14 取り組んだ。

15

16 伝統芸能や伝統工芸の後継者となる伝承者の養成については、保存会等が行う後継

17 者育成のための若手実演家・技術者を対象とした実技研修等に要する経費を一部補助

18 するとともに、実技研修を効果的に実施できるよう研修規模や研修内容の見直しに関

19 する助言を行った。

20 このことにより、保存会等が高度な技術や芸能の伝承を効率的に行うことができる

21 ようになり、伝承者の養成及び国・県指定無形文化財（芸能、工芸）の保存・承継へ

22 とつながった。

23 これらの取組などにより、伝承者養成・技術錬磨事業における伝承者養成数（累

24 計）は、基準値の1,519人から平成29年度には9,712人となり、目標値の達成に向けて

25 着実に前進している。

26

27 創造的芸術文化の発展を担う人材の育成については、文化芸術の鑑賞機会・公演機

28 会や県立芸術大学の教育機能の充実を図るための取組を行った。

29 文化芸術の鑑賞機会・公演機会の充実については、国内外の優れた文化芸術を鑑賞

30 する機会を提供し、芸術の感動を体感できる環境づくりを行うため、離島を含む県内

31 各地域において、重要無形文化財保持者による舞台公演や芸術性の高いクラシック音

32 楽の鑑賞機会を提供するための取組を行った。

33 また、県民の多様な文化芸術活動の奨励及び鑑賞機会の提供を目的に開催している

34 沖縄県芸術文化祭において、公募展を実施し、本展と併せて各市町村や団体等が実施

35 する行事等を連携事業として開催するとともに、広報活動等を展開するなど全県的に

36 文化芸術の機運を高めるための取組を行った。

37 これらの取組などにより、沖縄県芸術文化祭参加者数は、基準値の6,290人から平

38 成29年度には7,733人となり、目標値の達成に向けて着実に前進している。

39

40 さらに、伝統芸能等の若手実演家を育成するため、国立劇場おきなわにおいて、若

41 手実演家による伝統芸能公演の開催を支援し活躍の場を提供した。伝統芸能公演にお

42 ける集客率の向上を図るため、伝統芸能を県民等がよりわかりやすく鑑賞できるよ
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(4) 伝統文化の保全・継承及び新たな文化の創造 イ 文化の担い手の育成

1 う、演目の前に内容や見所の解説を行った。

2 あわせて、離島・へき地の児童生徒に対して、国内有数の芸術団体による舞台芸術

3 鑑賞機会を提供した。公演の開催に当たっては、児童生徒が関心を持つよう実技指導

4 などのワークショップを行ったことで、児童生徒の豊かな感性を育むことができた。

5 これらの取組などにより、文化庁等提供事業芸術鑑賞児童生徒数は、１万人前後で

6 推移しており、基準値の１万1,834人から平成29年度には１万2,954人となり、目標値

7 の達成に向けて着実に前進している。

8

9 県立芸術大学の教育機能の充実については、平成25年度に美術工芸学部及び音楽学

10 部の全ての学生を対象にアートマネジメント関係の講座を開設し、文化芸術を様々な

11 視点からプロデュースする人材の育成に取り組んだ。平成28年度からは、新たに音楽

12 学部にアートマネージャーの育成を目的とした音楽文化専攻を設けた。

13 また、大学院修士課程修了以上の研究実績を有する等一定の要件を満たし、研究活

14 動の継続を希望する卒業生を附属研究所共同研究員として受け入れることで、研究活

15 動を支援するとともに、学生が自らの進路をデザインするカリキュラムを設置するな

16 ど、芸術家としての自立を促す芸術大学のインキュベート機能を強化した。

17 さらに、教員を対象に学生の就職・進路支援のあり方について学ぶキャリアカウン

18 セリング研修を実施するとともに、文化芸術関係の企業を招いての合同企業説明会を

19 開催した。

20 これらの取組などにより、県立芸術大学卒業者の就職率（起業含む）は、基準値の

21 58.0％から平成30年３月卒においては77.6％となり、目標値を上回って改善してい

22 る。

23

24 ＜主な成果指標の状況＞

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 （課題及び対策）

39 伝承者の養成については、若い世代の伝統文化に対する関心が低下しており、伝統

40 文化の後継者が不足しているため、伝統芸能や伝統工芸の技術や技芸の修練と研鑽を

41 支援するなど、伝承者養成に長期的・継続的に取り組む必要がある。

42

成果指標名 基準値 現状値 R３年度 目標値

伝承者養成・技術錬磨事業における伝
承者養成数（累計）

1,519人
（H23年度）

9,712人
（H29年度）

15,301人

沖縄県芸術文化祭参加者数
6,290人

（H22年度）
7,733人

（H29年度）
10,000人

文化庁等提供事業芸術鑑賞児童生徒
数

11,834人
(H23年度)

12,954人
（H29年度）

13,000人

県立芸術大学卒業者の就職率（起業含
む）

58.0％
(H23年度）

77.6％
(H30年3月卒)

65％
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(4) 伝統文化の保全・継承及び新たな文化の創造 ウ 文化活動を支える基盤の形成

1 文化芸術の鑑賞機会・公演機会の充実については、子どもたちを始め多くの県民

2 が、国内外の優れた文化芸術を鑑賞する機会が十分ではないため、文化創造活動の尊

3 さや芸術の感動を体感できる環境づくりが必要である。

4

5 県立芸術大学の教育機能の充実については、アートマネジメントなど芸術に関連し

6 た分野への就業又は起業を促すカリキュラムの設置などにより、教育機能を充実して

7 いくことが求められている。

8

9 ウ 文化活動を支える基盤の形成

10 （成果等）

11 沖縄独自の歴史が育んできた文化の保全・継承や芸術文化創造活動等を持続可能な

12 ものとするため、社会全体で文化活動を支える基盤を形成するための取組を行った。

13

14 文化活動を支える基盤の形成については、文化芸術活動拠点の活用・充実を図るた

15 め、博物館・美術館において、調査研究や資料収集を進めるとともに、展覧会や文化

16 講座、学芸員講座、バックヤードツアー等を開催した。

17 また、博物館・美術館の魅力を高めるため、館内に電子看板やタブレットを設置し

18 たことで利用者の利便性が向上したほか、博物館常設展示室の展示改善や沖縄近現代

19 美術史デジタル年表の作成、スマートフォン等による展覧会情報の発信を強化するな

20 ど、県民等が訪れやすい環境づくりを行った。

21 これらの取組などにより、県立博物館・美術館の入場者数は、基準値の45万2,502

22 人から平成29年度には50万8,822人となり、現時点で目標値を上回って増加してい

23 る。

24

25 さらに、国立劇場おきなわを活用し、伝統技能保持者の活躍の場を提供すること

26 で、若手実演者の育成を図るとともに、県民が伝統文化に触れる機会を創出した。

27 これらの取組などにより、国立劇場おきなわの入場者数は、基準値を下回っている

28 ものの、６万人前後で推移している。

29

30 あわせて、地域の文化資源を活用した文化・芸能団体の活動の持続的発展を図るた

31 め、団体等が開催する文化イベント等を支援した。

32 加えて、文化芸術の有識者や専門人材の目利きのもとで、支援する活動の選定や事

33 後評価に基づく助言指導等を行う「アーツカウンシル機能」を取り入れた支援体制を

34 構築するなど、文化芸術活動を支える仕組みづくりに取り組んだ。

35 これらの取組などにより、県が支援した文化芸術関連イベントの来場者数は、基準

36 値の14万9,527人から平成29年度には、文化芸術関連イベント107件に対し支援（後

37 援）を行ったところ、16万4,478人となり、現時点で目標値を上回って増加してい

38 る。

39

40 このほか、平成21年３月に閉館した県立郷土劇場に代わる施設のあり方について検

41 討を行い、国立劇場おきなわを中心とするエリアに、文化発信交流拠点を整備する計

42 画を取りまとめた。現在、当該計画を踏まえ、浦添市をはじめとする関係機関と施設
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(4) 伝統文化の保全・継承及び新たな文化の創造 エ 文化の発信・交流

1 整備場所について協議を継続している。

2

3 ＜主な成果指標の状況＞

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 （課題及び対策）

16 文化活動を支える基盤の形成については、県内には伝統芸能の実演家やアーティス

17 トが活躍できる場が少なく、その力が生かしきれていないなど、文化芸術創造活動を

18 支える仕組みが十分とはいえないことから、関係機関が連携し、文化芸能活動を支え

19 る仕組みを充実させる必要がある。

20 また、文化芸術活動の拠点となる国立劇場おきなわ、県立博物館・美術館等につい

21 ては、県民等が利活用しやすい環境づくりに取り組む必要があり、加えて、伝統芸能

22 等を発信する新たな拠点づくりにも取り組む必要がある。国立劇場おきなわは、県民

23 や観光客に対して公演プログラムの魅力を十二分に周知できていないこと等が課題と

24 して挙げられることから、広報の強化に取り組む必要がある。

25

26 地域の文化は、文化関係団体をはじめとした多様な主体の参画により支えられ発展

27 していくことから、文化関係機関相互が連携し情報交換等を行いながら、文化の保全

28 ・継承・発展に対する県民の関心や意識を高めるなど、社会全体で文化活動を支える

29 環境を構築する必要がある。

30

31 エ 文化の発信・交流

32 （成果等）

33 沖縄文化の発展や他文化に対する理解を育むため、多彩な沖縄文化を内外に発信す

34 るとともに、文化交流を推進するための取組を行った。

35

36 国内外における文化交流の推進については、高校生を台湾、アメリカ（ハワイ）、

37 ドイツに派遣し、書道、音楽、美術･工芸、郷土芸能の各分野で文化交流を行った。

38 交流先の先生や生徒達との相互理解が進むとともに、専門的な指導を受けることがで

39 きたことで生徒達の向上心や技能の育成、実践的なコミュニケーション能力の向上等

40 につながった。

41 これらの取組などにより、文化交流を目的に海外へ派遣した生徒数（累計）は、基

42 準値の10人から平成29年度には465人となり、目標値の達成に向けて着実に前進して

成果指標名 基準値 現状値 R３年度 目標値

県立博物館・美術館の入場者数
452,502人
（H22年度）

508,822人
（H29年度）

500,000人

国立劇場おきなわの入場者数
62,497人

（H23年度）
61,415人

（H29年度）
64,000人

県が支援した文化芸術関連イベントの
来場者数

149,527人
（H23年度）

164,478人
（H29年度）

147,000人
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(4) 伝統文化の保全・継承及び新たな文化の創造 エ 文化の発信・交流

1 いる。

2

3 国内外における沖縄文化の発信力の強化については、沖縄空手を広く学べる機会を

4 創出するため、指導者を海外に派遣し空手セミナーや演武公演を開催したほか、県内

5 においては、沖縄空手国際セミナーを開催するとともに、10月25日の「空手の日」を

6 記念して、国際通りにおいて記念演武祭を開催した。平成28年10月の演武祭において

7 は、過去最多の3,973人による形の演武を行った。

8 平成29年３月には、沖縄空手を独自の文化遺産として保存・継承・発展させるとと

9 もに、国際大会等の開催や研修生の受入体制の強化を図り、「空手発祥の地・沖縄」

10 を国内外に発信するための拠点施設として、一括交付金（ソフト）を活用し、沖縄空

11 手会館を供用開始した。

12 同年６月には、国内外から来訪する空手愛好家と町道場をつなぐ沖縄空手案内セン

13 ターを沖縄空手会館内に設置するとともに、同年10月の「空手の日」においては、沖

14 縄空手会館の特別道場で奉納演武を開催した。

15 これまで多くの国と地域から参加があり、「平和の武」であり守礼の心を育む沖縄

16 空手の魅力とともに、「空手発祥の地・沖縄」を発信することができた。

17 これらの取組などにより、県外・海外からの空手関係者来訪数は、基準値の80人か

18 ら平成29年度には6,453人となり、目標値の達成に向けて着実に前進している。

19

20 また、本県の文化・芸能を活用した観光コンテンツのプロモーションを行うととも

21 に、海外の日本旅行情報発信サイトや旅行代理店等と連携を図り、舞台公演ガイドの

22 多言語化を実施した。

23 さらに、平成29年度には、沖縄県に所在する国及び県指定文化財についてまとめた

24 「みんなの文化財（史跡・名勝編）」を刊行し、沖縄の歴史・文化の普及・啓発に役

25 立てることができた。

26 このほか、本県文化を国内外へ発信し交流するため、文化・芸能面から沖縄の魅力

27 を発信する取組として、海外における観光プロモーション活動と連携の上、沖縄芸能

28 の歌舞団を海外へ派遣した。沖縄の古典舞踊や創作舞踊、地域に根付いている伝統芸

29 能や歌舞劇などの舞台公演を実施したことで、沖縄への関心を高めることができた。

30 また、地理・自然・歴史・文化などのつながりから県域を越えて各分野で交流が行

31 われている沖縄－奄美群島間において、両地域の連携・交流を更に促進するため、平

32 成28年７月から両地域間の航空路及び航路運賃を支援し低減を図った。

33

34 ＜主な成果指標の状況＞

35

36

37

38

39

40

41

42

成果指標名 基準値 現状値 R３年度 目標値

文化交流を目的に海外へ派遣した生徒
数（累計）

10人
(H23年度)

465人
（H29年度）

700人

県外・海外からの空手関係者来訪数
80人

（H24年度）
6,453人

（H29年度）
9,400人

17
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(4) 伝統文化の保全・継承及び新たな文化の創造 エ 文化の発信・交流

1

2 （課題及び対策）

3 国内外における文化交流の推進と発信力の強化については、文化は交流により育ま

4 れ、互いの文化を理解しあうことにより発展するため、国際的な文化交流イベントか

5 ら草の根レベルの交流活動まで幅広い取組を強化していくことが必要である。

6 また、沖縄は魅力的な文化資源に恵まれているが、こうした文化資源の魅力を効果

7 的に発信していくための基盤が不十分であり、郷土文化の地域間交流及び国際大会に

8 おける県独自の文化プログラムの実施を図るとともに、「琉球歴史文化の日（仮

9 称）」を制定し、沖縄文化の更なる普及、継承、発展及び発信に努めていく必要があ

10 る。

11

12 さらに、沖縄空手の次代を担う指導者・後継者の育成を図り、道場の運営基盤強化

13 を図る取組や、世界に１億３千万人いるともいわれる空手愛好家に対し「空手発祥の

14 地・沖縄」を発信し、国内外から来訪する空手愛好家の受入体制を強化するとともに

15 ユネスコ無形文化遺産登録に向けた気運の醸成を図る必要がある。

16

17
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(5) 文化産業の戦略的な創出・育成

1

2 (5) 文化産業の戦略的な創出・育成

3 伝統工芸産業の持続的な成長発展を図るとともに、沖縄の個性豊かな文化資源の戦

4 略的な産業利用を促進し、新たな成長産業として育成することにより、文化振興と産

5 業振興が相乗効果を生み出す環境を整備するため、一括交付金（ソフト）を活用する

6 など、文化財等を活用した風景づくり、伝統工芸産業の継承・発展、文化産業を支え

7 る人材の育成等の各種施策を展開した。

8

9 【「目標とするすがた」の状況等】

10 各種の施策を展開した結果、基本施策における「目標とするすがた」の状況は、基

11 準年と比較し、「地域の文化資源を生かしたまちづくりが盛んであること」は3.1ポイ

12 ント増加し、県民満足度は向上している。「工芸品生産額の増加」は、基準年と比較

13 し、1.1億円減少し、40.2億円となっている。

14

15 ＜目標とするすがたの状況＞

16

17

18

19

20

21

22

23

24 【図表3-1-5-1】工芸品生産額の推移

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 出典：沖縄県商工労働部

35

36 文化産業の戦略的な創出・育成に向けては、地域文化資源の特性を生かしたまちづ

37 くりを推進するとともに、伝統工芸を持続的に発展できる産業として競争力を高める

38 必要がある。

39 また、文化資源や芸能人材を活用した文化コンテンツを創出し、産業化を促進する

40 必要がある。

41 このため、県内を始め県外・国外との相互交流を推進するなど地域外からの再評価

42 ・発掘を促進するとともに、文化財等を活用した歴史的風景と調和する風景づくりを

項目名
沖縄県の現状

（基準年）
沖縄県の現状

（現状値）
R３年度の目標

地域の文化資源を生かしたまちづくりが盛
んであること

25.6％
（H24年県民意識調査）

28.7％
（H30年県民意識調査）

県民満足度の向上

工芸品生産額の増加
41.3億円

（H22年度）
40.2億円

（H29年度）
65.0億円

41.3

33.4
36.4

39.7 42.4 39.6 40.1 40.2

0

10

20

30

40

50

22 23 24 25 26 27 28 29

（億円）

年度
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(5) 文化産業の戦略的な創出・育成 ア 文化資源を活用したまちづくり

1 推進するなど地域文化資源の特性に応じたまちづくりに取り組む必要がある。

2

3 また、伝統工芸事業者等の経営基盤の強化や安定した製品供給体制の確立に取り組

4 むとともに、感性型製品の開発や振興拠点施設の整備に取り組む必要がある。

5

6 さらに、文化産業を支える人材の育成や創作活動拠点の整備、資金供給システムの

7 整備など文化コンテンツ産業の振興を図る必要がある。

8

9 ア 文化資源を活用したまちづくり

10 （成果等）

11 沖縄の地理的・歴史的経緯から育まれてきた地域の魅力的な文化資源を再評価する

12 とともに、これらを最大限活用して文化の薫り高いまちづくりを推進するための取組

13 を行った。

14

15 文化資源を活用したまちづくりについては、地域文化資源の発掘及び相互交流を推

16 進するとともに、地域文化を活用したまちづくりの促進に取り組んだ。

17 地域文化資源の発掘及び相互交流の推進については、地域の伝統行事等の保存継承

18 や活用を図るため、文化公演を開催し、地域の伝統行事の発信及び活性化を図るとと

19 もに、地域の伝統芸能を１所に集め、国立劇場おきなわで披露する公演を行い、他地

20 域との比較や交流を行った。

21 また、県内各地で開催されている様々な伝統芸能・地域行事をはじめとした文化関

22 連イベント情報を一元化し、情報発信ツールとしてWebサイトを開設した。

23 これらの取組などにより、伝統行事の伝承・復元等に関する公演等の入場者数（累

24 計）は、平成29年度には4,376人となり、目標値の達成にむけて着実に前進してい

25 る。

26 このほか、地域文化の掘り起こしを図るため、文化行政連絡会議において、県や民

27 間団体等が実施する助成事業の活用を促したところ、市町村と文化関係団体の連携に

28 よる、演劇やダンス、シンポジウム、展示会等趣向を凝らした文化芸術イベントが増

29 加した。

30

31 地域文化を活用したまちづくりの促進については、文化の社会貢献に関するシンポ

32 ジウム等の開催支援を行うとともに、沖縄らしい文化的な歴史遺産、風土自然と共生

33 する憩いの場を創出する公園整備に取り組んだ。

34 また、技術者の育成及び古民家の保全・再生・利用の促進を目的に、沖縄の伝統木

35 造住宅等文化的建造物の保存修理等を紹介するシンポジウムを開催した。シンポジウ

36 ムの参加人数は平成25年度の172人から平成29年度の261人と年々増加傾向にある。

37 これらの取組などにより、県が支援した市町村主催の文化芸術関連イベントの来場

38 者数は、基準値の521人/年から平成29年度には8,685人/年と大幅に増加しており、目

39 標値の達成に向けて着実に前進している。

40 このほか、文化芸術団体の特色ある文化資源を活用した事業に対して支援を行った

41 ことにより、各地域がもつ文化資源の再発見へとつながり、地域が誇りを持って地域

42 資源を効果的に活用したまちづくりを行うことに寄与した。

20
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(5) 文化産業の戦略的な創出・育成 イ 伝統工芸品等を活用した感性型ものづくり産業の振興

1

2 ＜主な成果指標の状況＞

3

4

5

6

7

8

9

10

11 （課題及び対策）

12 地域文化資源の発掘及び相互交流の推進については、文化資源は人々を魅了し惹き

13 つける力を持っているが、こうした文化資源の持つ様々な価値や魅力に地域の人々が

14 気づかないことも少なからずあるため、地域外との交流を通じて地域文化の掘り起こ

15 しを図っていく必要がある。

16

17 地域文化を活用したまちづくりの促進については、県内では、一部市町村において

18 エイサーや地域の食文化を活用した地域づくりが進められているが、更なる地域活性

19 化を目指し、地域の個性豊かな文化資源を取り入れたまちづくりの取組を推進するこ

20 とが必要である。

21

22 イ 伝統工芸品等を活用した感性型ものづくり産業の振興

23 （成果等）

24 長い歴史・風土の中で培われてきた染織物、陶器、漆器などの伝統工芸品の技術・

25 技法を継承するとともに、伝統工芸を持続的に発展できる産業として競争力を高める

26 ため、生産基盤の強化や消費者の感性に働きかける魅力のある感性型製品の開発、新

27 たな販路開拓等を促進するための取組を行った。

28

29 伝統工芸産業の継承・発展については、伝統工芸を継承し、持続的に発展できる産

30 業として競争力を高めるため、後継者等人材の育成や二次加工技術者の養成として、

31 産地組合が実施する後継者育成事業に対する支援や、高度な技術者を養成するための

32 研修事業の実施、工芸縫製品等の製造技術者の養成など、多様な工芸人材を育成し

33 た。

34 また、県工芸士の認定や織物検査事業に取り組むことにより、工芸品製造者の生産

35 意欲向上や伝統工芸品の品質の維持、ブランド力の向上に寄与するとともに、原材料

36 安定確保の仕組みづくりのため、関係機関との連携や情報集積に取り組んだ。

37

38 感性型ものづくり産業の育成については、現代のニーズに対応した工芸製品の開発

39 を支援するため、工芸事業者に対し、流通やマーケティング、試作品開発、販路開拓

40 等に関する支援を行うとともに、本県の工芸品を活用した工芸縫製製品、金細工製品

41 を製造する技術者を養成するため、技術講習会を実施した。

42 また、工芸技術に関する試験研究を実施し、その成果を工芸産地や関連事業所へ移

成果指標名 基準値 現状値 R３年度 目標値

伝統行事の伝承・復元等に関する公演
等の入場者数（累計）

０人
（H23年度）

4,376人
（H29年度）

6,021人

県が支援した市町村主催の文化芸術
関連イベントの来場者数

521人/年
（H23年度）

8,685人/年
（H29年度）

13,000人/年
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(5) 文化産業の戦略的な創出・育成 ウ 文化コンテンツ産業の振興

1 転することで、生産技術の向上、新商品開発の検討、製品の品質向上に寄与した。

2

3 これらの取組などを行ったものの、工芸品生産額は、工芸品の製造に必要な良質な

4 原材料の不足と後継者不足などから基準値を下回っている。

5 また、工芸産業従事者数は、基準値の1,707人から平成29年度には1,791人となり、

6 目標値の達成にむけて着実に前進している。

7 工芸産業従事者数は増加しているものの、工芸品生産額が減少していることから、

8 従事者一人当たりの工芸品生産額は、17万８千円減少し、基準値を下回っている。

9

10 ＜主な成果指標の状況＞

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 （課題及び対策）

22 伝統工芸産業の継承・発展について、本県の多様で豊かな伝統工芸を継承・発展さ

23 せていくためには、技術・技法の継承と高度化、後継者の育成、原材料の安定確保、

24 販路の開拓等が必要であるが、工芸事業者等の経営基盤は脆弱であり、独自で対応す

25 ることが困難な状況にある。

26 このことから、伝統工芸事業者や産地組合の経営基盤の強化、製造技術の向上や工

27 程の見直し等による安定した製品供給体制の確立等に取り組む必要がある。

28

29 感性型ものづくり産業の育成について、伝統工芸を持続的に発展できる産業として

30 競争力を高めるためには、消費者の感性に働きかける魅力のある感性型製品の開発や

31 振興拠点施設の整備が求められている。

32 このことから、産地と試験研究機関等との連携による製品開発力の強化を図るとと

33 もに、伝統工芸産業の中核施設の整備を推進する必要がある。

34

35 ウ 文化コンテンツ産業の振興

36 （成果等）

37 沖縄の個性豊かで多様性のある文化資源や芸能人材を活用し、その魅力を最大限に

38 生かした文化コンテンツの創出及び産業化を図るための取組を行った。

39

40 文化コンテンツ産業の振興については、文化資源を活用した新たな観光コンテンツ

41 を創出するため、舞台公演の観光コンテンツとしての定番化に向け、ブラッシュアッ

42 プを図るとともにプロモーションや情報発信に取り組んだほか、組踊りをはじめとす

成果指標名 基準値 現状値 R３年度 目標値

工芸品生産額
41.3億円

（H22年度）
40.2億円
(H29年度)

65.0億円

工芸産業従事者数
1,707人

（H22年度）
1,791人

(H29年度）
2,000人

従事者一人当たりの工芸品生産額
2,422千円
（H22年度）

2,244千円
(H29年度)

3,300千円
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(5) 文化産業の戦略的な創出・育成 ウ 文化コンテンツ産業の振興

1 る沖縄の伝統芸能を活用した修学旅行及びＭＩＣＥメニューの開発等を実施した。

2 これらの取組を通じ、舞台公演の演出家の掘り起こしや文化団体の担当職員等の育

3 成につながるとともに、国際的な演劇祭で披露した沖縄芸能公演が高い評価を得たこ

4 とにより沖縄への関心が高まった。

5 また、文化資源を活用した新産業を創出するため、沖縄の文化を活用したコンテン

6 ツ制作に対して投資ファンドによる制作資金の供給を行った。

7 沖縄本島や離島を舞台に撮影された映画が、国内航空路線や海外ＴＶでも放映され

8 たことで、沖縄への興味や関心を喚起し、観光誘客を促進するとともに、県内出身プ

9 ロデューサーが手がけた作品がモントリオール映画祭で受賞するなど、人材育成にも

10 つながった。

11 さらに、県内の団体等が行う文化資源を活用した取組やアーツマネジメントを含め

12 広く沖縄文化の継承者を育成するなど、これまで155件の取組に対し支援を行った。

13 これらの取組などにより、文化コンテンツ関連産業事業所数は、基準値の257事業

14 所から平成28年度には261事業所となり、目標値を上回って増加している。

15

16 また、観光客の「文化観光」の比率は、基準値の10.8％から平成29年度には11.8％

17 となり、目標値の達成に向けて着実に前進している。

18

19

20 ＜主な成果指標の状況＞

21

22

23

24

25

26

27

28

29 （課題及び対策）

30 文化コンテンツ産業の振興については、本県には、琉球舞踊や空手などの世界に誇

31 る優れた文化資源があり、これらは地域振興の資源として大きな可能性を秘めている

32 ことから、文化資源の多くを観光をはじめとする産業化につなげる必要がある。

33 このことから、事業の自走化促進が図れるよう、人材の育成及びビジネスを支える

34 総合的な環境の整備が必要である。

35

36 また、文化の産業化に当たっては、守るべき伝統文化を大切に継承しつつ、エン

37 ターテイメント性など新たな魅力が備わった文化コンテンツを創造し、伝統文化と新

38 しい文化が相乗効果を生み出していくことが重要である。

39

40

成果指標名 基準値 現状値 R３年度 目標値

文化コンテンツ関連産業事業所数
257事業所
（H21年度）

261事業所
（H28年度）

258事業所

観光客の「文化観光」の比率
10.8％

（H24年度）
11.8％

(H29年度)
30.0％
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(1) 健康・長寿おきなわの推進 ア 沖縄の食や風土に支えられた健康づくり

1

2 ２ 心豊かで、安全・安心に暮らせる島を目指して

3

4 (1) 健康・長寿おきなわの推進

5 県民一人ひとりが健康意識を高め、食生活や運動などに係る健康づくりの取組を県

6 民一体となって推進し、「健康・長寿おきなわ」の維持継承を図り、男女とも平均寿

7 命日本一を目指し、各種施策を展開した。

8

9 【「目標とするすがた」の状況等】

10 施策を展開した結果、基本施策における「目標とするすがた」の状況は、基準値と

11 比較し、「平均寿命日本一」では、平成27年に平均寿命を男性が1.63年延伸し80.27

12 年、女性が0.56年延伸し87.44年となったものの、全国平均の伸びが男性1.98年、女性

13 1.26年と沖縄県を上回ったことから、男性の全国順位は基準年の25位から36位へ、女

14 性は１位から７位と後退している。

15 「身近にスポーツに触れる（親しむ）機会が増えていること」は0.5ポイント減少

16 し、県民満足度が低下した。

17

18 ＜目標とするすがたの状況＞

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 健康・長寿おきなわの推進に向けては、健康・長寿に資する沖縄の食文化、風土等

29 の良さを再評価し、生活習慣病の予防や心身ともに健康であり続けるための健康づく

30 りを推進し、平均寿命及び健康寿命の延伸を図る必要がある。このため、県民一体と

31 なった健康づくりの取組や食育の推進を図り、健康的な生活習慣の定着を促進する必

32 要がある。

33 また、「スポーツアイランド沖縄」の形成に向けては、県民がスポーツに親しみ健

34 康の維持・増進が図られる生涯スポーツや競技スポーツ、県民がスポーツに触れる機

35 会を創出するスポーツコンベンションを推進する必要がある。

36

37

38 ア 沖縄の食や風土に支えられた健康づくり

39 （成果等）

40 健康・長寿に資する沖縄の食文化、風土、コミュニティの良さを再評価し、生活習

41 慣病等の予防や心身ともに健康であり続けるための健康づくりを推進する取組を行っ

42 た。

項目名
沖縄県の現状

（基準年）
沖縄県の現状

（現状値）
R３年度の目標

男性：78.64歳
（25位）

男性：80.27歳
（36位）

男性：81.46歳

女性：86.88歳
（１位）

（H17年）

女性：87.44歳
（７位）

（H27年）
女性：88.20歳

身近にスポーツに触れる（親しむ）機会が
増えていること

29.6％
（H24年県民意識調査）

29.1％
（H30年県民意識調査）

県民満足度の向上

平均寿命日本一
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(1) 健康・長寿おきなわの推進 イ 「スポーツアイランド沖縄」の形成

1 イ 「スポーツアイランド沖縄」の形成

2 （成果等）

3 県民がスポーツに親しみ健康の維持・増進が図られる生涯スポーツの推進や競技ス

4 ポーツにおけるトップアスリートの育成、県民がスポーツに触れる機会の創出を図る

5 とともに、地域振興にも寄与するスポーツコンベンションを推進する取組を行った。

6

7 生涯スポーツの推進については、県民が身近な地域でスポーツに親しむことができ

8 るよう、スポーツ活動の拠点となる総合型地域スポーツクラブの創設・運営を支援し

9 た。総合型地域スポーツクラブは、平成30年度において34市町村で65クラブが育成さ

10 れており、全市町村に占めるクラブ育成率は82.9％と、全国平均の80.8％を上回って

11 いる。スポーツ実施率（成人、週１回以上）は、平成30年度で41.4％となり基準値か

12 ら前進しているが、目標値の達成に向けて一層の推進が必要である。

13

14 競技スポーツの推進については、沖縄県選手の競技力向上を図るため、(公財)沖縄

15 県体育協会と連携し、各競技団体の課題解決に向けた取組を支援する企画提案型競技

16 力向上対策事業、コーチ招聘事業、トップレベル選手育成事業等に取り組んだ。

17 また、2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会に多くの県出身選手が出場

18 できるよう、国際大会等で活躍できる県内トップアスリートの育成強化に取り組んで

19 いる。

20 国民体育大会総合順位については、平成30年は43位となっており、目標の達成に向

21 けて取組を一層強化する必要がある。

22

23 スポーツコンベンションの推進については、県民がスポーツに触れる機会（観る、

24 参加する）を創出するため、スポーツコンベンションの広報・誘致活動、県外・海外

25 での見本市出展等による観光の誘客促進、スポーツイベントに係るモデル事業への支

26 援等に取り組んだ。また、沖縄のスポーツ環境の認知度を高めるため、チーム・団体

27 の円滑な受入れを行うワンストップ機能を持った「スポーツコミッション沖縄」を設

28 置し、平成27年４月から稼働している。これらの取組などにより、スポーツコンベン

29 ションの県内参加者数については、平成29年度に10万4,473人と、現時点で目標値を

30 上回っている。

31

32 スポーツ・レクレーション環境の整備については、県民がスポーツに親しみ、健康

33 な体をつくり、健康・長寿を達成するため、拠点となる沖縄県体協スポーツ会館の整

34 備、県立武道館や奥武山庭球場等の整備、総合公園、運動公園等の整備を行った。こ

35 れらの取組などにより、県立社会体育施設の平均稼働率並びに利用者数（奥武山総合

36 運動場のみ）は、平成30年度に利用者数64万7,000人、平均稼働率73％となり、基準

37 値より前進しているが、目標値の達成に向けて一層の推進が必要である。

38 また、芝生管理の専門的知識を有する人材を育成し、グラウンド芝生環境の向上を

39 図るなど、スポーツ・レクリエーション環境の整備及びスポーツコンベンションに対

40 応した施設の充実を図ったことで、サッカーキャンプの件数も過去最高となった。

41 沖縄県総合運動公園陸上競技場については、Ｊ２規格に準拠したスタジアムの整備

42 を行ったことから、施設機能が向上した。
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(1) 健康・長寿おきなわの推進 イ 「スポーツアイランド沖縄」の形成

1

2 ＜主な成果指標の状況＞

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 （課題及び対策）

16 生涯スポーツの推進については、本県におけるスポーツ実施率が41.4％と、全国平

17 均値の51.5％と比べて10.1ポイント低い状況にあるため、県民のスポーツ参加を促進

18 する環境整備が課題となっている。このため、総合型地域スポーツクラブをはじめと

19 した地域スポーツ環境を充実させ、県民の運動・スポーツをする機会創出を図り、生

20 涯スポーツ社会を実現していくことが必要である。

21

22 競技スポーツの推進については、トップレベル選手の育成、指導者対策、ジュニア

23 強化対策等が課題となっている。このため、小学校から社会人までの一貫した指導体

24 制の充実や、各競技団体の主体的な課題解決を支援する取組、県外チーム招待やコー

25 チ招へい、県外合宿等の各種事業の展開、優秀な指導者の養成・確保、競技団体及び

26 中体連・高体連と連携した少年種別の継続した強化支援を図る必要がある。

27

28 スポーツコンベンションの推進については、県民のスポーツに触れる機会（観る、

29 参加する）を創出するため、更なるスポーツコンベンション誘致が必要であるが、野

30 球場等施設の老朽化や附帯設備等の充実、離島における実践相手の確保、サッカーキ

31 ャンプにおける新規受入れ可能なグランドの整備などが課題となっている。このた

32 め、施設整備や整備水準の向上など、市町村等と連携しながらを課題解決に向けて取

33 り組む必要がある。

34 また、「スポーツコミッション沖縄」については、多言語対応による効果的な情報

35 発信や市町村・競技団体等との連携などが課題となっているため、体制強化を含め課

36 題解決に取り組む必要がある。

37

38 スポーツ・レクレーション環境の整備については、各種スポーツコンベンションに

39 対応した施設の充実を図るほか、地域における身近なスポーツ活動の場を確保するた

40 め、学校体育施設等の有効活用や公共スポーツ施設等の整備・充実を図る必要があ

41 る。また、老朽化の進んだ既存施設については、施設利用者の安全の確保のための対

42 策を計画的に進める必要がある。

成果指標名 基準値 現状値 R３年度 目標値

スポーツ実施率
（成人、週1回以上）

39.0％
（H24年度）

41.4％
（H30年度）

65.0％

国民体育大会総合順位 40位台
43位

（H30年）
30位台前半

スポーツコンベンションの県内参加者数
66,739人
（H22年）

104,473人
（H29年）

102,000人

県立社会体育施設の利用者数（奥武山
総合運動場のみ）

平均稼働率：68％
472,000人
（H23年）

平均稼働率：73％
647,000人
（H30年）

平均稼働率：84％
770,000人
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443

(2) 世界水準の観光リゾート地の形成

1

2 (2) 世界水準の観光リゾート地の形成

3 沖縄の豊かな自然環境との共生が図られたエコリゾートアイランドや、歴史・文

4 化、スポーツなど多様で魅力ある資源を活用した沖縄独自の観光プログラム（高付加

5 価値型観光）を戦略的に展開するとともに、安全・安心・快適な観光地としての基本

6 的な旅行環境の整備等により、新たな“沖縄観光ブランド”を確立し、世界的にも広

7 く認知され、評価される観光リゾート地の形成を目指し、各種施策を実施した。

8

9 【「目標とするすがた」の状況等】

10 施策を展開した結果、基本施策における「目標とするすがた」の状況は、基準年と

11 比較し、「観光収入」は3,196億円増加し6,979億円、「入域観光客数」は405.2万人増

12 加し958.0万人、うち外国人客数については239.1万人増加し269.2万人となり、目標値

13 の達成に向けて着実に増加している。

14 「平均滞在日数」は、国内客、外国空路客ともに伸び悩んでいることに加え、滞在

15 が短いクルーズ客の増加により、0.11日減少し3.68日となり、基準値から後退した。

16 「沖縄旅行に対する観光客の満足度（総合評価が国内：「大変満足」、海外「満

17 足」の比率）」は、国内観光客が2.0ポイント増加し54.3％、海外観光客は53.7ポイン

18 ト増加し84.8％となった。

19

20 ＜目標とするすがたの状況＞

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

項目名
沖縄県の現状

（基準年）
沖縄県の現状

（現状値）
R３年度の目標

観光収入の増加
3,783億円
（H23年度）

6,979億円
（H29年度）

1.1兆円

平均滞在日数の増加
3.79日

（H23年度）
3.68日

（H29年度）
4.5日

入域観光客数の増加
552.8万人
（H23年度）

958.0万人
（H29年度）

1,200万人

　（うち外国人観光客数）
30.1万人

（H23年度）
269.2万人
（H29年度）

400万人

国内：52.3％
（H21年度）

国内：54.3％
（H29年度）

国内：70.0％

海外：31.1％
（H23年度）

海外：84.8％
 （H29年度）

海外：50.0％

沖縄旅行に対する観光客の満足度の向上
（総合評価が国内：「大変満足」、
海外：「満足」の比率）
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(2) 世界水準の観光リゾート地の形成 ア 国際的な沖縄観光ブランドの確立

1

2 【図表3-3-2-1】入域観光客数及び観光収入の推移

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 出典：沖縄県文化観光スポーツ部「観光要覧」

14

15 【図表3-3-2-2】平均滞在日数の推移

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 出典：沖縄県文化観光スポーツ部「観光要覧」

27

28 世界水準の観光リゾート地の形成に向けては、国際的な質の高い沖縄観光ブランド

29 の確立や、消費額の高い富裕層の誘致を始め、付加価値の高い観光商品の造成や観光

30 客の受入体制の整備、観光人材の育成・確保等を展開し、観光の質的転換に取り組む

31 必要がある。このため、「国際旅客ハブ」構想などの推進よる欧米等リゾート需要の

32 開拓を始め、離島観光や広域周遊観光の促進により滞在日数の延伸に取り組むととも

33 に、ＭＩＣＥの振興、地産地消の促進などを通じて沖縄観光の高付加価値化を図る必

34 要がある。

35

36 ア 国際的な沖縄観光ブランドの確立

37 （成果等）

38 沖縄が持つ様々な資源を活用し、環境共生型観光や文化資源活用型観光、スポーツ

39 ツーリズム、ウェルネスツーリズムなど、従来の沖縄観光に付加価値を加えた魅力あ

40 ふれる観光を推進し、世界に誇れる沖縄観光ブランドを形成するための取組を行っ

41 た。

42

3.79 3.74 
3.82 3.84 3.85

3.71 3.68

H23 24 25 26 27 28 29年度

3.0
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28

yoshimyu
四角形



445

(2) 世界水準の観光リゾート地の形成 ア 国際的な沖縄観光ブランドの確立

1 環境共生型観光の推進については、自然環境に配慮した安全性の高い高品質なエコ

2 ツーリズムを推進するため、コーディネーター育成研修会、世界自然遺産登録などエ

3 コツーリズムに関する国内外の情勢や諸課題をテーマとした研究大会の開催等を通じ

4 て情報発信を行った。

5 また、環境負荷低減の取組指針が各市町村に必要であることから、市町村を対象と

6 する説明会を開催し、環境保全のためのルール作りを促進した。さらに、自然環境等

7 の保全に配慮した観光地づくりを強化するため、市町村が行う保全ルールの看板設置

8 や保全ルールのパンフレット作成を支援した。

9 世界自然遺産登録を目指している国頭村、大宜味村、東村のやんばる３村において

10 は、地域固有の資源を持続可能な形で活用した観光による地域振興を図るため、３村

11 が一体となり「やんばる森林ツーリズム推進全体構想」を策定した。

12 さらに、観光客の増加に伴って顕在化した課題に対応し、世界水準の観光リゾート

13 の形成を実現するためには、安定的かつ持続的な財源確保が求められることから、観

14 光振興を目的とする法定外目的税導入に向けて取り組んだ。制度の導入に向けて、有

15 識者及び観光関連団体等で構成する委員会を設置し、制度設計等について検討を重ね

16 ている。

17

18 沖縄独自の観光プログラムの創出については、観光客の平均宿泊日数や一人当たり

19 の観光消費額向上のため、ボトム期対策として、閑散期のイメージ改善に向けたプロ

20 モーション、モデル実証事業による商品造成を行ったほか、地域の観光を推進する県

21 内観光協会へのアドバイザー派遣、市町村や関係団体等とのネットワーク構築、セミ

22 ナーやワークショップ開催、人材育成等を行った。

23 また、観光客がダイビング等の観光サービスを安心して利用できるよう、経営者向

24 けセミナーの開催及びガイドダイバー養成等の人材育成を行ったほか、世界的な博覧

25 会を沖縄で開催し、外国人ダイバーの誘客に取り組んだ。さらに、着地型・滞在型観

26 光の推進するため、沖縄が持つ様々な地域観光資源を活用した沖縄独自の観光商品

27 （高付加価値型観光）の開発、着地型体験観光メニュー、外国人向けエンターテイメ

28 ント、教育分野における新たな旅行プログラムの開発等を支援した。

29 これらの取組などにより、エンターテイメント創出・観光メニューの商品造成数

30 （累計）は、平成29年度で113件となり、目標値の達成に向けて着実に前進してい

31 る。

32

33 スポーツコンベンションの推進については、受入スポーツ施設の環境整備を図る必

34 要があるため、芝生の専門的管理技術を有する人材を育成した。モデル事業や巡回支

35 援事業により、各市町村等への芝生管理に対する認識の向上に努めた結果、グラウン

36 ド芝生環境は向上し、施設の充実を図ることができ、サッカーキャンプの誘致件数

37 は、平成24年度の９件から平成30年度は過去最高の28件となった。

38 また、スポーツキャンプ等の誘致・受入れをワンストップで行う窓口として「ス

39 ポーツコミッション沖縄」を設立し、各種相談や誘致活動を実施するなど、受入支援

40 体制を強化した。これらの取組などにより、スポーツキャンプ合宿の実施件数・県外

41 ・海外参加者数については、平成29年度で実施件数が409件と現時点で目標値を上回

42 り、県外・海外参加者数が１万1,789人と増加しており、目標値の達成に向けて順調
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(2) 世界水準の観光リゾート地の形成 ア 国際的な沖縄観光ブランドの確立

1 に前進している。

2

3 ＜主な成果指標の状況＞

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 （課題及び対策）

15 観光リゾート産業の更なる振興に向けては、沖縄の重要な観光資源である自然環境

16 や「沖縄らしい」風景・景観の保全・再生を図りつつ、文化、スポーツ、医療・健康

17 サービスを観光資源として利活用し、沖縄観光の魅力の再構築を図るなど、世界水準

18 の観光リゾート地としてのブランドイメージを高めることが重要な課題である。ま

19 た、観光消費額の向上に向け、滞在日数の延伸につながるメニューや高価格帯の観光

20 商品の発掘・開発を促進する必要がある。

21

22 環境共生型観光の推進については、沖縄の貴重な自然環境と観光振興を持続的に両

23 立させるため、沖縄独自の環境負荷低減の取組指針策定や、市町村や地域が主体と

24 なって行う自然環境等の保全に配慮した観光地づくりの強化が課題である。このた

25 め、自然環境の保全と持続的な利用を目的とした保全利用協定締結の普及に取り組む

26 ほか、観光面でのプロモーション支援等を実施する必要がある。

27

28 観光プログラムの創出については、観光客の平均滞在日数の延伸や一人当たりの観

29 光消費額向上のため、多様な旅行ニーズに対応した着地型観光・滞在型観光の推進、

30 広域周遊ルートの開発、沖縄型特定免税店制度の推進等に取り組む必要がある。

31 また、国内市場への多様な魅力の訴求や、欧米等リゾート需要の受入れ等のため、

32 沖縄本島における取組に加え、自然、文化等多様な魅力を有する離島地域の活用に向

33 けた離島の認知度向上と受入環境の整備を図る必要がある。

34

35 スポーツコンベンションの推進については、スポーツキャンプ等を誘致するため、

36 受入スポーツ施設の充実やスポーツの種目・レベルに合わせた施設環境の整備を図る

37 必要がある。また、沖縄におけるスポーツの企画、運営、宣伝、支援に係る人材育成

38 などの受入体制整備も課題となっている。このため、質の高い競技環境にするための

39 助言を行うスポーツ施設設備改善アドバイザーを派遣するほか、スポーツマネジメン

40 ト人材の育成に取り組む必要がある。

41 このほか、「スポーツコミッション沖縄」や受入市町村と連携し、スポーツキャン

42 プ・合宿が継続・発展して実施できるよう連携を強化する必要がある。

成果指標名 基準値 現状値 R３年度 目標値

エンターテイメント創出・観光メニューの
商品造成数（累計）

12件
（H23年度）

113件
（H29年度）

170件

228件
（H22年度：実施件数）

409件
（H29年度：実施件数）

400件

6,542人
（H22年度：県外・
海外参加者数）

11,789人
（H29年度：県外・
海外参加者数）

13,000人

スポーツキャンプ合宿の実施件数・県
外・海外参加者数

30

yoshimyu
四角形

yoshimyu
四角形

yoshimyu
四角形

yoshimyu
四角形



500

(6) 沖縄の魅力や優位性を生かした新たな産業の創出 ア 沖縄のソフトパワーを活用した新事業・新産業の創出

1

2 (6) 沖縄の魅力や優位性を生かした新たな産業の創出

3 成長可能性を秘めた新産業の芽を育て、既存産業との相乗効果により成長する産業

4 として発展させるため、自然環境、伝統文化、スポーツ、健康・長寿等、沖縄の強み

5 であるソフトパワーの産業利用による新産業の創出を目指すとともに、環境関連産業

6 の集積、将来の産業化を見据えた海洋資源調査・開発の支援拠点形成、さらには県経

7 済に投資を呼びこむ金融関連産業の高度化・多様化を目指し、各種施策を実施した

8

9 【「目標とするすがた」の状況等】

10 これらの施策を展開した結果、基本施策における「目標とするすがた」の状況は、

11 基準年と比較し、「沖縄の魅力や優位性を生かした新事業・新産業が生み出されてい

12 ること」は1.3ポイント増加し、県民満足度が向上したものの20％前後にとどまってい

13 る。

14

15 ＜目標とするすがたの状況＞

16

17

18

19

20

21 沖縄の魅力や優位性を生かした新たな産業の創出に向けては、人々に豊かさをもた

22 らし、成熟社会の発展に不可欠な"文化"、温暖な気候に適した"スポーツ"、観光リ

23 ゾート産業等との連携による相乗効果が期待される"健康"など、沖縄の強みであるソ

24 フトパワーを活用した新事業・新産業の創出を図る必要がある。このため、環境関連

25 産業の戦略的展開、海洋資源調査・開発の支援拠点形成、金融関連産業の集積促進、

26 ＭＩＣＥを活用した産業振興とＭＩＣＥ関連産業の創出に取り組む必要がある。

27 また、本県の優位性を生かした新たな産業については、移輸出型産業としての育成

28 を図るとともに、他産業との連携を強化することで、地域経済の好循環を図る必要が

29 ある。

30

31 ア 沖縄のソフトパワーを活用した新事業・新産業の創出

32 （成果等）

33 沖縄のソフトパワーを活用した新事業・新産業の創出のため、文化産業の創出、ス

34 ポーツ関連産業の振興、健康サービス産業の振興に取り組んだ。

35

36 文化産業の創出については、文化資源を活用した新たな観光コンテンツの創出に向

37 けて、舞台公演を観光コンテンツとして定番化するため、ブラッシュアップを図ると

38 ともにプロモーションや情報発信に取り組んだほか、組踊をはじめとする沖縄の伝統

39 芸能を活用した修学旅行及びＭＩＣＥメニューの開発等を実施した。これらの取組に

40 より、舞台公演の演出家の掘り起こしや文化団体の担当職員等の人材育成が図られ

41 た。また、文化の産業化を図る取組として、沖縄の文化を活用したコンテンツ制作に

42 対して投資ファンドによる制作資金の供給を行った。映画制作分野については、沖縄

項目名
沖縄県の現状

（基準年）
沖縄県の現状

（現状値）
R３年度の目標

沖縄の魅力や優位性を生かした新事業・
新産業が生み出されていること

18.5％
（H24年県民意識調査）

19.8％
（H30年県民意識調査）

県民満足度の向上
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(6) 沖縄の魅力や優位性を生かした新たな産業の創出 ア 沖縄のソフトパワーを活用した新事業・新産業の創出

1 本島や離島を舞台に撮影された映画が、国内航空路線や海外ＴＶでも放映されたこと

2 で、沖縄への興味や関心を喚起し、観光誘客を促進したほか、県内出身プロデュー

3 サーが手がけた作品がモントリオール映画祭で受賞するなど、人材育成にもつながっ

4 た。

5 これらの取組などにより、文化コンテンツ関連事業所数については、平成28年で

6 261事業所となっており、既に目標値を上回っている。

7

8 スポーツ関連産業の振興については、平成26年度に振興に向けた戦略を構築するた

9 めの検討委員会を立ち上げ、実態の把握や調査・分析を行い、スポーツと観光、健康

10 づくり・リハビリテーション、ものづくり等との連携・融合による産業化に向けた

11 「スポーツ関連産業振興戦略」を構築した。平成27年度から平成29年度まで、同戦略

12 に基づいたモデル事業とスポーツビジネスコンテストを実施し、スポーツ関連ビジネ

13 スの事業化に向けたモデル事業としてこれまでに13件の支援を行った。

14 これらの取組などにより、スポーツ関連ビジネスモデル実施事業者数については、

15 平成29年度に22事業者と着実に増加しているが、令和３年度の目標値達成に向けてさ

16 らなる施策の推進が必要である。

17

18 健康サービス産業の振興については、沖縄エステティック・スパの国内外における

19 市場拡大を図るため、人材育成及び沖縄スパブランドの核となるオリジナル施術（手

20 技）、沖縄の地域資源であるゲットウを活用したマッサージオイルを商品化し、沖縄

21 スパのブランド化を図るとともに、各種イベントと連携した体験ブースの出展等、国

22 内外へのプロモーション活動に取り組んだ。また、ブランド化に向けて創設した「沖

23 縄エステティック・スパ」認証施設については、平成27年度で29施設となっている。

24 これらの取組などにより、沖縄エステティック・スパ利用県外観光客市場規模（エ

25 ステ・スパを行った人×総消費単価）については、平成29年度は212.7億円となって

26 おり、プロモーションがまだ十分でないことにより基準値より前進はしているが、目

27 標値の達成に向けては一層の推進が必要である。

28

29 ＜主な成果指標の状況＞

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 （課題及び対策）

41 文化産業の創出については、本県には、琉球舞踊や空手などの世界に誇れる優れた

42 文化資源があり、これらは地域振興の資源として大きな可能性を秘めているが、文化

成果指標名 基準値 現状値 R３年度 目標値

文化コンテンツ関連事業所数
257事業所
（H21年度）

261事業所
（H28年度）

258事業所

スポーツ関連ビジネスモデル実施事業
者数

４事業者
（H23年度実績）

22事業者
（H29年度）

32事業者

沖縄エステティック・スパ利用県外観光
客市場規模（エステ・スパを行った人×
総消費単価）

170億円
（H24年度）

212.7億円
(H29年度）

232億円
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(6) 沖縄の魅力や優位性を生かした新たな産業の創出 イ 環境関連産業の戦略的展開

1 資源の多くが産業化に結びついておらず、文化を産業化するノウハウをもった人材の

2 育成やビジネスを支える環境を整備する必要がある。

3

4 スポーツ関連産業の振興については、観光、健康、ゲーム、ファッション等といっ

5 た周辺産業と融合が進みポテンシャルの高い分野であるが、産業化に結びついていな

6 い。また、沖縄県は温暖な気候のもと年中スポーツができる環境に恵まれ、プロ野球

7 のキャンプやスポーツイベントが盛んであるものの、スポーツそのものを生かしたビ

8 ジネスは少ない状況にあることから、スポーツを有望な産業資源として捉え、既存産

9 業との連携・融合により関連ビジネスを多数創出していく必要がある。

10

11 健康サービス産業の振興については、沖縄の健康資源を活用した健康増進プログラ

12 ム等の商品化に際し、健康増進に資する科学的根拠や検証結果の利活用を進める必要

13 があるほか、観光客等に向けた国内外でのプロモーション活動の取組が必要である。

14

15 イ 環境関連産業の戦略的展開

16 （成果等）

17 環境関連産業の戦略的展開のため、環境配慮型資材の活用推進、先端的な環境サー

18 ビス（商品、技術等）の開発推進に取り組んだ。

19

20 環境配慮型資材の活用推進については、特定建設資材廃棄物を原材料とした製品

21 「ゆいくる材」（沖縄県リサイクル資材評価認定制度に基づき、品質・性能、環境へ

22 の安全性等の評価基準に適合するものとして知事が認定した資材）の原則使用の徹底

23 や、「ゆいくる材」の利用促進について、県・市町村の公共工事関係者に対し説明会

24 等を行ったほか、国の発注機関に対しても利用促進の依頼を行うとともに、県民環境

25 フェアでのパネル展示等で広く広報活動を行い、民間工事においても「ゆいくる材」

26 を積極的に利用するよう周知した。この取組が、コンクリート殻及びアスファルト殻

27 の再資源化率が約99％となることの一助となった。

28

29 先端的な環境サービス（商品、技術等）の開発推進については、微生物等を活用し

30 た土壌汚染の浄化処理技術開発事業により、県内において土壌浄化処理技術をもつ企

31 業等が育成された。これにより、既に返還された西普天間住宅地区跡地や、今後返還

32 されることが予想される駐留軍用地跡地等において、県内企業が浄化処理を行うこと

33 が可能となった。また、廃棄物や水処理等の島しょ型環境システムを海外島しょ地域

34 に対して展開予定の県内企業４社を支援した。海外における自社技術の実証試験は、

35 今後の海外展開に向けた足がかりとなった。

36 平成29年度からの新たな取組として、県内企業がハワイ等へ海外展開するのを促進

37 するため、県内企業２社にマーケティング調査等に必要な旅費等の支援を行った。エ

38 ネルギー関連産業において海外展開する企業数の実績については、現在取組が始まっ

39 たばかりで、ＪＩＣＡやハワイ等と連携した県内エネルギー関連企業の海外展開の可

40 能性調査や、支援体制構築検討調査を実施している段階であるが、今後マーケティン

41 グ調査に係る経費の補助などを引き続き行い、海外展開を支援することで、県内企業

42 の海外進出を目指している。

33
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(12) 離島の特色を生かした産業振興と新たな展開 オ 交流と貢献による離島の新たな振興

1

2 オ 交流と貢献による離島の新たな振興

3 （成果等）

4 交流と貢献による離島の新たな振興のため、多様な交流・協力活動を促進するとと

5 もに、島しょ性を生かした技術開発を推進した。

6

7 多様な交流・協力活動の促進については、本島の児童生徒を離島へ派遣し、離島地

8 域の人々との交流を通じて離島の重要性、特殊性及び魅力等の認識を深めさせる取組

9 などを行った。

10 取組により、体験・交流を目的に離島へ派遣する児童生徒数（累計）については、

11 平成29年度で１万9,954人となっており、目標値の達成に向けて着実に推進してい

12 る。

13 また、一般県民を対象に、各島で実施するそれぞれの島の特徴を生かした体験プロ

14 グラムや民宿・民泊等による地域の人との交流を促進する取組も行った。

15 これらの交流促進の効果として、県民の離島地域に対する理解促進のほか、離島に

16 おける島の個性を生かした体験プログラムの開発・改善や、コーディネーターが育成

17 されることによる受入体制強化が図られており、自主的な取組の活性化や、修学旅行

18 の受入れにつながるなどしている。

19 また、プロの芸術家等を招へいし、県内へき地・離島の児童生徒に国内外の本物の

20 芸術へ触れる芸術鑑賞機会を提供したことなどにより、児童生徒の豊かな感性を育む

21 ことができた。

22 このほか、沖縄の地理的な特性や独自性を生かした国際協力・貢献活動を推進する

23 ため、平成25年に沖縄県とＪＩＣＡで連携協定を締結するとともに、ＪＩＣＡ事業

24 （研修員受入事業等）を通して、東南アジア等海外からの研修生に対する講義や離島

25 の現地視察等を実施したことなどにより、離島と開発途上国とのネットワークが形成

26 された。

27

28 島しょ性を生かした技術開発の推進については、亜熱帯性地域における病害虫の防

29 除技術開発を踏まえ、近年生息域が徐々に拡大しつつあるナスミバエの発生状況調査

30 及びまん延防止・被害防除の実施に取り組んだ結果、ナスミバエによる被害状況を把

31 握し、その被害軽減が図られた。また、イモゾウムシ等の根絶防除などに取り組んだ

32 結果、久米島でのアリモドキゾウムシの根絶を達成した。

33 また、再生可能エネルギーの活用促進を目指し、宮古島市において電力需給のコン

34 トロールを目指した全島ＥＭＳ（エネルギーマネジメントシステム）実証を実施し

35 た。これに加え、波照間島では、小規模離島における再生可能エネルギーの導入拡大

36 に向けた実証試験に着手している。

37 さらに、海洋エネルギーの研究開発の促進を目的に、久米島町にある海洋深層水研

38 究所敷地内に設置した海洋温度差発電実証試験設備において、表層海水と深層海水の

39 温度差を活用した発電の連続運転等の実証試験を実施した。

40

41

42

34
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(12) 離島の特色を生かした産業振興と新たな展開 オ 交流と貢献による離島の新たな振興

1 ＜主な成果指標の状況＞

2

3

4

5

6

7

8 （課題及び対策）

9 多様な交流・協力活動の促進については、離島地域の振興において、「ユイマール

10 精神」に基づき、県民全体で支え合う新たな仕組みを構築していくことが重要である

11 が、沖縄本島住民の離島地域への関心は低い状況にあることから、多様な交流を通じ

12 て更に相互理解を深めていく必要がある。このため、今後も引き続き、多様な体験プ

13 ログラムの開発・改善や人材育成及び離島間のネットワーク構築等による受入れ体制

14 の強化を図ることで、交流人口を増大させ、離島地域の活性化を図る必要がある。民

15 泊の有効活用に当たっては、近年の法整備の動向を踏まえながら、関係者による受入

16 れ体制構築を支援する必要がある。

17 また、沖縄の地理的な特性や独自性を生かした国際協力・貢献活動を推進するた

18 め、沖縄県とＪＩＣＡの間で締結した連携協定を生かし、引き続きアジア・太平洋地

19 域を始め開発途上国に対する人材育成支援や技術の移転などに、継続して取り組む必

20 要がある。

21

22 島しょ性を生かした技術開発の推進については、引き続き様々な研究開発、技術開

23 発等を推進し、本県のみならず、アジア・太平洋地域の共通課題について離島からも

24 積極的に発信し、離島の新たな振興へとつなげていく必要がある。

25 具体的には、亜熱帯性地域における病害虫の防除技術開発について、果菜類・果実

26 類の自由な県外出荷がミバエ類の根絶状態の維持によって可能となっていることか

27 ら、防除の強化とともに、イモゾウムシ等の早期根絶に向けた防除技術等の確立を図

28 る必要がある。

29 再生可能エネルギーの活用促進については、これまでの実証の成果を生かし、低炭

30 素社会の実現に向けた取組を進める必要がある。そのため、再生可能エネルギーの普

31 及拡大と安定供給を図るべく、引き続き宮古島や波照間島の各種実証について取り組

32 む必要がある。

33 海洋エネルギーや資源の有効活用については、海洋温度差発電実証事業で取得した

34 データを研究機関等に提供するなど、海洋エネルギーに関する技術開発を促す必要が

35 ある。また、国において調査が進められている海洋鉱物資源については、国や関係機

36 関等との連携を密にしながら、将来の産業化や海洋資源を活用した新たな産業の創出

37 に向けて、海洋資源調査・開発の支援拠点を沖縄に形成するための中長期的な取組を

38 進めていく必要がある。

39

40

成果指標名 基準値 現状値 R３年度 目標値

体験・交流を目的に離島へ派遣する児
童生徒数（累計）

558人
（H23年度）

19,954人
（H29年度）

約３万人

35
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【主要な関連制度】 (1) 離島の旅館業に係る減価償却の特例措置

1 【主要な関連制度】

2 (1) 離島の旅館業に係る減価償却の特例措置

3 （目的及び概要）

4 沖縄県の離島については、若年層の島外流出や高齢化の進行等により地域活力の低
5 下が懸念されるなど、多くの課題を抱えている。
6 一方、離島地域は観光資源が豊富という利点を持ち合わせていることから、離島地

7 域の自立的発展の先導的役割を担う観光リゾート産業等の振興、就労の場の創出等に

8 より離島地域の活性化を図ることを目的として、本制度が創設された。

9

10 伊平屋村、伊是名村、伊江村、本部町(水納島に限

11 る。)、うるま市(津堅島に限る。)、南城市(久高島に限

12 対象地域 る。)、粟国村、渡名喜村、座間味村、渡嘉敷村、久米島

13 町、北大東村、南大東村、宮古島市、多良間村、石垣市、

14 竹富町、与那国町

15 対象施設 旅館業の用に供する施設

16 優 国税 離島の地域内において、旅館業の用に供する設備で、そ

17 遇 (法人税、 の新設又は増設に係る取得価額の合計額が1,000万円超の

18 措 所得税) ①特別償却 場合、普通償却限度額に加えて、取得価額に８％を乗じた

19 置 額を償却できる（ただし、対象となる投資額は10億円が上

20 の 限。特別償却不足額が生じた場合は１年間繰越可能。）。

21 概 地方税 旅館業の用に供する建物及びその付属設備であって、取

22 要 ②不動産取得税 得価額の合計額が1,000万円を超える場合、対象設備であ

23 の免除 る家屋及びその敷地である土地（取得の日の翌日から１年

24 以内に当該家屋の建設の着手があった場合に限る。）に対

25 して課する不動産取得税を免除する。

26 旅館業の用に供する建物及びその付属設備であって、取

27 得価額の合計額が1,000万円を超える場合、対象設備を事

28 業の用に供した日の属する年以降５か年の各年又は対象設

29 ③事業税の免除 備を事業の用に供した日の属する事業年度の初日から起算

30 して５年以内に終了する各事業年度に係る所得金額又は収

31 入金額のうち対象設備に係るものとして計算した額に対し

32 てかする事業税を免除する。

33 旅館業の用に供する建物及びその付属設備で、その新設

34 ④固定資産税の 又は増設に係る取得価額の合計額が1,000万円超の場合、

35 免除 その取得した年の翌年度以降５年間、固定資産税を免除す

36 る。

37 ※上記優遇措置の内容は平成30年度末現在のものである。

38 ※地方税については、条例を制定している自治体に限る。

39

40 （活用実績及び効果）

41 事業者に対インセンティブとなっており、旅館業等の立地を促進することで、就労
42 の場を創出し、離島地域の活性化に寄与している。

36
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【主要な関連制度】 (1) 離島の旅館業に係る減価償却の特例措置

1

2 【表3-3-12-6】離島の旅館業に係る税制優遇措置の活用実績 （単位：件、百万円）

3 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

4 件数 適用額 件数 適用額 件数 適用額 件数 適用額 件数 適用額 件数 適用額

5 特別償却 1 8 1 71 0 0 0 0 1 80 2 186

6 事業税 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

7 不動産取得税 13 69 10 60 27 144 10 37 19 25 28 48

8 固定資産税 47 58 59 78 57 66 74 94 74 91 75 90

9 法人住民税 1 0.3 1 3 0 0 0 0 1 2 2 6

10 個人住民税 - - - - - - - - - - - -

11 合 計 63 135 72 213 84 209 84 131 95 198 107 329

12 ※四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。

13 ※法人住民税は、特別償却による法人税減額に連動して、法人税割部分が軽減されたもの。

14 出典：国税については「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」（財務省）

15 法人住民税については、適用件数は「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」（財務省）

16 から国税の適用件数を引用し、適用額は「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告

17 書」（総務省）から引用した。

18 個人住民税については把握できないため「－」とした。その他の地方税については沖縄県調査。

19

20 本特例措置により離島の旅館等の施設数及び収容人員数は順調に増加している。
21 また、宮古島、八重山圏域、久米島における入域観光客数についても増加傾向にあ
22 り、離島地域の活性化に寄与していると考えられる。
23

24 【図表3-3-12-7】離島地域における宿泊施設数及び収容人員数の推移
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 出典：離島関係資料（沖縄県企画部）

41

42

43

322 315 318 321 325

1,066 1,145 1,226 1,356 1,417

37,946

37,060
38,188

38,713

40,669

32,000
33,000
34,000
35,000
36,000
37,000
38,000
39,000
40,000
41,000
42,000

0
200
400
600
800

1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

施設数（簡易宿所）

施設数（旅館・ホテル）

収容人員数（旅館・ホテル・簡易宿所）

（軒） （人）

1,388
1,460 1,544

1,677
1,742

37
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【主要な関連制度】 (1) 離島の旅館業に係る減価償却の特例措置

1

2 【図表3-3-12-8】離島地域における入域観光客数の推移

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 出典：離島関係資料（沖縄県企画部）

18

19 （課題及び今後の方向性）

20 制度の活用促進については、関係者と連携し周知活動を行う等、引き続き取り組む必

21 要がある。

22 また、離島地域の一層の活性化につなげるため、適用要件緩和等、制度のあり方を検

23 討する。

24

408,818 436,537 518,172
410,855

703,286

969,767

1,655,274

2,079,708

2,307,116 2,374,872 2,346,728
2,471,773

82,345 86,656 91,343 102,797 111,018 110,114

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

（単位：人）

宮古圏域 八重山圏域 久米島
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1

2 ４ 世界に開かれた交流と共生の島を目指して

3

4 (1) 世界との交流ネットワークの形成

5 これまで築いてきたウチナーネットワークを基軸とした世界との人的ネットワーク

6 を拡大するとともに、文化、教育、経済、科学技術、環境、医療、平和など、様々な

7 分野で多元的な交流を行い、人・知識・文化が融和する海邦交流拠点の形成を目指

8 し、各種施策を展開した。

9

10 【「目標とするすがた」の状況等】

11 各種の施策を展開した結果、基本施策における「目標とするすがた」の状況は、

12 基準年と比較し、「世界のウチナーネットワークなどを生かした国際交流が盛んなこ

13 と」は同率となっており、県民満足度は25％程度を維持している。

14 また、「多くの外国人が沖縄に訪れ、県民との交流が活発に行われていること」は

15 4.1ポイント増加し、県民満足度が向上している。

16

17 ＜目標とするすがたの状況＞

18

19

20

21

22

23

24

25

26 世界との交流ネットワークの形成に向けては、世界のウチナーネットワークをはじ

27 めとする国際的なネットワークの形成・活用やグローバル社会に対応できる人材育成

28 等を推進する必要がある。

29 また、国際的な交通ネットワークの拡充等、国際交流拠点としてふさわしい基盤を

30 整備し、多様な交流を積極的に展開することにより、本県の自立的発展のみならず我

31 が国及びアジア・太平洋地域の発展に貢献する海邦交流拠点の形成を図るための取組

32 を推進する必要がある。

33 このため、県系人社会と本県との架け橋となる人材の育成や県系人との交流等を通

34 じて国際的な視野を持った人材の育成を図るとともに、日本とアジアをつなぐビジネ

35 ス・フロンティアとしてビジネス支援機能の充実を図る必要がある。

36 また、多言語教育の充実、海外文化交流や留学制度等の充実を図り、国際感覚を身

37 につけた人材の育成を図るとともに、県民の異文化理解や国際理解向上のための取組

38 を促進する必要がある。

39 さらに、システマテックな空港機能の効率の向上や国際的な航空ネットワークの拡

40 充、大型クルーズ船を受け入れるための整備、ハシゴ道路等ネットワークの構築など

41 国際交流拠点の形成に向けた基盤の整備に取り組む必要がある。

42

項目名
沖縄県の現状

（基準年）
沖縄県の現状

（現状値）
R３年度の目標

世界のウチナーネットワークなどを生かし
た国際交流が盛んなこと

24.7％
（H24年県民意識調査）

24.7％
（H30年県民意識調査）

県民満足度の向上

多くの外国人が沖縄に訪れ、県民との交流
が活発に行われていること

21.8％
（H24年県民意識調査）

25.9％
（H30年県民意識調査）

県民満足度の向上

(1) 世界との交流ネットワークの形成
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1

2 ア 国際ネットワークの形成と多様な交流の推進

3 （成果等）

4 国際交流拠点の形成を図るためには、交流の基盤となるネットワークを強固なもの

5 にするとともに、本県の地理的・歴史的背景を生かし、国際社会との多元的な交流を

6 展開していくことが必要不可欠であることから、様々な分野で県民各層の参加のもと

7 に、交流施策の展開を図るための取組を行った。

8

9 ウチナーネットワークの継承・拡大については、国際的なウチナーネットワークの

10 継承・拡大を図るため、世界に42万人と言われる沖縄県系人を中心に多元的な交流を

11 行うとともに、次世代のウチナーネットワークの担い手育成に取り組んだ。

12 将来の県系人社会と母県沖縄との架け橋となる人材を育成するため、大学生・社会

13 人の県系人子弟等を１年間、県内大学や企業、伝統芸能修得機関で就学・研修させた

14 ほか、10代の県系人子弟を本県に招待し、約１週間、県内の中学生・高校生と生活を

15 共にしながら交流を図ることで母県沖縄への理解と絆を深めるための取組を行った。

16 本県での滞在期間中、県系人子弟等に沖縄の歴史や文化等を学んでもらい、日常生

17 活の中で県民と交流することでウチナーアイデンティティを深めるとともに、本県と

18 移住先国との架け橋となる人材として育成することができた。

19 また、本県出身の高校生・大学生をホームステイのため、海外県人会に派遣した。

20 高校生・大学生が、現地の県系人、特に若い世代との交流を行うことにより、本県の

21 移民の歴史や海外でも大切にされている沖縄文化を再認識することができ、国際的な

22 視野を持った人材の育成が図られるとともに、双方の友情や母県沖縄との絆を深める

23 ことでウチナーネットワークを担う人材の育成を図ることができた。

24 さらに、世界若者ウチナーンチュ連合会が主催する「世界若者ウチナーンチュ大

25 会」において、同連合会と連携し、ウチナーアイデンティティの継承、今後のウチ

26 ナーネットワークを担う若い世代の意識向上等を目的として、各国の県系人と沖縄の

27 若者との交流を深めるための取組を行った。

28 あわせて、県系移民の方々のこれまでの活動をねぎらうため、本県の三役等関係者

29 が、各国県人会主催の移住記念式典等に出席し、感謝状を贈呈した。

30 加えて、本県と世界との交流及び相互理解を促進するため、本県と海外との人的ネ

31 ットワークを拡充強化し、経済・文化・学術等様々な分野における交流の架け橋とな

32 る「ウチナー民間大使」を認証するとともに、海外で沖縄の文化、芸能等を紹介する

33 民間大使の活動を支援した。

34 これらの取組などにより、次世代のウチナーネットワークを担う人材の育成が図ら

35 れており、次世代ウチナーネットワーク参加青少年数（累計）は、基準値の1,176人

36 から平成29年度には1,541人となり、目標値の達成に向けて着実に前進している。

37 また、次世代ウチナーネットワーク参加者とのネットワークの継続についても、基

38 準値の14.8％から平成29年度には35.0％となり、目標値の達成に向けて着実に前進し

39 ている。

40

41 このほか、世界各地に居住している県系人、県人会等とのネットワークの確立、承

42 継、拡大を目指し、「海邦交流拠点の形成」を推進するため、平成28年度に第６回

(1) 世界との交流ネットワークの形成 ア 国際ネットワークの形成と多様な交流の推進
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(1) 世界との交流ネットワークの形成 ア 国際ネットワークの形成と多様な交流の推進

1 「世界のウチナーンチュ大会」を開催した。

2 世界のウチナーンチュ大会イベント参加者数（延べ人数）は、基準値である平成23

3 年度の第５回大会の41万8,030人から、平成28年度の第６回大会には42万9,168人とな

4 り、目標値の達成に向けて着実に前進している。

5

6 観光交流・経済交流の推進については、観光、経済、学術・文化など様々な分野に

7 おける国際交流を強化するための取組を行った。

8 観光交流・経済交流の推進については、海外事務所を設置している地域（北京、上

9 海、香港、台北、シンガポール）を中心に国際観光展等への出展や航空会社等と連携

10 した沖縄ＰＲイベントを開催した。

11 また、航空路線の誘致・拡充を目指し、海外航空会社に対して地上ハンドリング費

12 用等を助成することで、チャーター便及び新規路線の就航、既存便の増便・大型化等

13 を働きかけた。航空路線は、これまでの東アジア地域に加え、タイやシンガポールと

14 いった東南アジア地域への新規就航が実現した。

15 さらに、クルーズ船の寄港促進を図るため、クルーズ船社に対して入港経費等を助

16 成するとともに、シャトルバスの運行や歓迎式典の開催など、受入体制の充実に取り

17 組んだ。

18 あわせて、ＭＩＣＥの推進については、ＭＩＣＥの開催による学術・文化分野にお

19 ける国際交流を強化するため、国際会議の誘致活動や開催に係る費用の助成等を行っ

20 た。

21 このほか、ジェトロ沖縄貿易情報センターと連携して、海外展開に取り組む県内企

22 業を対象に海外見本市への出展支援や商談会・ビジネス交流会等を開催したほか、海

23 外投資家等を対象とした相談窓口や、県内企業と海外企業の経済連携サポート窓口を

24 開設し、海外企業の沖縄でのビジネス展開や県内企業と海外企業の経済連携を支援し

25 た。

26 これらの取組などにより、国際的な交通ネットワークが拡充され、アジア各国を中

27 心に企業や観光客が行き交う多様な交流へとつながり、本県の認知度が向上したこと

28 から外国人観光客数は順調に増加しており、基準値の30.1万人から平成29年度には

29 269.2万人と大幅に増加しており、目標値の達成に向けて着実に前進している。

30

31 学術・文化・地域間交流等の推進については、一括交付金（ソフト）を活用し、交

32 流の架け橋となる人材を育成するため、高校生を海外留学等へ派遣したほか、芸術・

33 芸能の様々な分野において多様な交流を行った。

34 また、姉妹・友好関係の強化を図るため、姉妹・友好提携を結んでいるハワイ州

35 （米国）、南マットグロッソ州（ブラジル）、サンタクルス州（ボリビア）、福建省

36 （中国）を訪れ、各周年記念式典への参加や政府・県人会関係者との意見交換を実施

37 した。

38 さらに、本県農業・農村の地域活性化と国際的なネットワークの形成を図ることを

39 目的として、アジア・太平洋地域の国々等から海外研修生を受け入れており、受け入

40 れた農家との信頼関係や地域との交流を深め、農業・農村の地域活性化に貢献してい

41 る。

42 あわせて、世界自然遺産地域内の自然資源の保全と持続的利用を考慮しながら、鹿

41
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(1) 世界との交流ネットワークの形成 ア 国際ネットワークの形成と多様な交流の推進

1 児島・沖縄両県の連携によって域外からの観光客に対する一層の誘致を行い、両地域

2 の観光振興を促進させるため、世界自然遺産登録地域のＰＲ動画作成・誘客イベント

3 への出展、エコツーリズムの推進等を実施した。

4

5 このほか、米国東海岸（ワシントンＤ．Ｃ．、ニューヨーク）において、本県の歴

6 史・文化に関する講演会や、伝統芸能等を紹介するイベント、紅型や空手のワークシ

7 ョップを開催するなど沖縄のソフトパワーを発信し、２年間で約4,300人の米国人に

8 対して、直接広報することにより、沖縄の認知度を高めることができた。

9

10 ＜主な成果指標の状況＞

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 （課題及び対策）

25 ウチナーネットワークの継承・拡大については、世界に42万人と言われる海外在住

26 の県系人が国際交流・協力の架け橋として大きな役割を果たしているところである

27 が、世代交代が進み、ウチナーンチュとしての意識、アイデンティティの低下が懸念

28 されていることから、世界のウチナーンチュのネットワーク継承や次世代の担い手の

29 育成に取り組む必要がある。

30

31 観光交流、経済交流等の推進については、歴史的・地理的特性により培われた沖縄

32 の発展可能性は、諸外国・地域との交流と連携を深めながら共に発展していく中で特

33 に発揮されるものであり、観光、経済、学術・文化など様々な分野における国際交流

34 を強化し、交流の架け橋となる人材の育成や人的ネットワークの構築等によりウチ

35 ナーネットワークを強化・拡充することが必要不可欠である。

36 とりわけ、グローバル経済の進展に伴い、世界経済成長の原動力がアジアにシフト

37 している状況を踏まえ、本県産業についてもアジアや世界を大きく視野に入れ、産業

38 の国際化を進めるとともに、県民一体となり、人・知識・文化が融和する海邦交流拠

39 点の形成を目指していく必要がある。

40 また、日本とアジアをつなぐビジネス交流拠点の形成に向け、海外投資家等を対象

41 とした相談窓口や県内企業と海外企業との経済連携サポート窓口の支援体制を更に強

42 化する必要がある。

成果指標名 基準値 現状値 R３年度 目標値

次世代ウチナーネットワーク参加青少
年数（累計）

1,176人
（H23年度）

1,541人
（H29年度）

1,706人

次世代ウチナーネットワーク参加者との
ネットワークの継続

14.8％
（H23年度）

35.0％
（H29年度）

50.0％

世界のウチナーンチュ大会イベント参
加者数（延べ人数）

418,030人
（H23年度）

（第５回大会）

429,168人
（H28年度）
（第６回）

450,000人
（33年度予定）
（第７回大会）

外国人観光客数
30.1万人

（H23年度）
269.2万人
（H29年度）

400.0万人
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(1) 世界との交流ネットワークの形成 イ 世界と共生する社会の形成

1

2 ＭＩＣＥの推進については、沖縄ならではの先進研究分野など沖縄開催の意義を示

3 すことができる分野の国際会議の誘致に重点的に取り組む必要がある。

4

5 イ 世界と共生する社会の形成

6 （成果等）

7 世界に開かれた交流と共生の島「沖縄」を実現するため、国際感覚に富む人材の育

8 成や県民の異文化理解の醸成など国籍や民族に関係なく誰もが安心して暮らせる環境

9 づくりを推進し、国際交流拠点にふさわしい社会づくりを推進するための取組を行っ

10 た。

11

12 国際感覚に富む人材の育成については、国際感覚に富む創造性豊かな人材を育成す

13 るため、一括交付金（ソフト）などを活用し、児童生徒に対する英語教育の推進や様

14 々な分野における海外留学生や研修生の派遣、国際交流などの取組を行った。

15 英語教育については、県内６地区の小中学生50人（合計300人）に対し、「聞く」

16 「話す」を中心に外国人との交流等を通した２泊３日の英語体験活動を行い、生活全

17 般のコミュニケーションを原則英語のみで行ったことで、参加生徒の英語学習への意

18 欲が向上した。

19 海外派遣については、グローバルな視点を持つ人材を育成するため、毎年300人余

20 りの高校生を海外留学や海外短期研修に派遣している。帰国後には事後研修の一つと

21 して、小・中学校や在籍する高校での成果報告会を行い、海外留学等の体験を伝える

22 ことで児童生徒の留学に対する関心を高めた。

23 また、芸術、芸能分野における文化交流のため、高校生を台湾、アメリカ（ハワ

24 イ）、ドイツに派遣している。書道、音楽、美術･工芸、郷土芸能の各分野で文化交

25 流を行ったことで、文化の違いに対する相互理解が進むとともに、専門的な指導を受

26 けることで、向上心や技能の育成、実践的なコミュニケーション能力の向上等につな

27 がり、グローバルな視点を持つ人材の育成が図られた。

28 さらに、本県とハワイ州の高校生を双方の高校へ派遣・受け入れし、それぞれの国

29 の歴史や文化、自然等について学び合う機会を設けたことで、互いの国の歴史や文化

30 を尊重する意識を高めることができた。

31 これらの取組などにより、海外留学・交流派遣数（累計）は、毎年300人以上の派

32 遣を行っていることから、基準値の124人から平成29年度には2,025人となり、目標値

33 の達成に向けて着実に前進している。

34

35 多文化共生型社会の構築については、県民の異文化理解や国際活動等に対する理解

36 の促進を図るため、国籍や民族に関係なく誰もが安心して暮らせる多文化共生型社会

37 の構築に関するシンポジウムの開催やモデル事業などを実施した。

38 また、開発途上国からの研修員やＪＩＣＡ海外協力隊経験者等による国際協力活動

39 等についての出前講座を行うなど、県民に世界の状況や生活習慣の多様性等に触れて

40 もらう機会を創出した。

41 さらに、県内小中学校や特別支援学校へ国際交流員を派遣し、外国の文化や歴史の

42 紹介、沖縄移民に関する授業を行ったことにより、児童生徒の異文化理解と国際理解
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(1) 世界との交流ネットワークの形成 イ 世界と共生する社会の形成

1 が向上した。

2 あわせて、在日外国人を支援するため、医療通訳ボランティアを育成する講座を実

3 施し、講座修了者を医療通訳ボランティアとして登録するとともに病院などの関係機

4 関へ紹介している。医療通訳ボランティアに関する周知が進むにつれ、紹介数は、増

5 加傾向にある。

6 これらの取組などを行ったものの、医療機関からの問合せには緊急を要する内容も

7 多く、事前に予約を必要とするボランティアの派遣ができないケースも多いことなど

8 から、病院での診療時に医師との対話で困った在住外国人等の割合は、基準値を上

9 回って増加している。

10 加えて、海外からの観光客の増加に対応した観光地づくりを進めるための取組とし

11 て、「沖縄県における多言語観光案内サイン翻訳ルール」の策定など市町村が行う多

12 言語観光案内サインの整備を支援するとともに、平成25年度から沖縄特例通訳案内士

13 を育成している。従来の通訳案内士・地域限定通訳案内士と合わせ、地域通訳案内士

14 登録者数は、平成30年３月末現在で652人となっている。

15

16 ＜主な成果指標の状況＞

17

18

19

20

21

22

23

24

25 （課題及び対策）

26 国際感覚に富む人材の育成については、世界と共生する地域の形成のため、児童・

27 生徒に対する英語教育の充実、様々な分野において留学生や研修生を海外へ派遣する

28 など、国際理解を促進するとともに、主体的に行動する国際感覚に富む創造性豊かな

29 人材の育成に取り組む必要がある。

30

31 多文化共生型社会の構築については、本県の外国人登録者数は、平成28年12月末現

32 在において１万4,285人となっており、年々増加しているため、国籍や民族に関係な

33 く誰もが安心して暮らせる社会の構築に向け、県民の異文化・国際理解の向上など、

34 海外からの移住者・滞在者増加に対応した環境づくりに取り組む必要がある。

35

36

成果指標名 基準値 現状値 R３年度 目標値

海外留学・交流派遣数（累計）
124人

（H23年度）
2,025人

（H29年度）
2,944人

病院での診療時に医師との対話で困っ
た在住外国人等の割合

22％
（H20年度）

28.8％
（H29年度）

12％
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(2) 国際協力・貢献活動の推進 ア アジア・太平洋地域の共通課題に対する技術協力等の推進

1

2 (2) 国際協力・貢献活動の推進

3 アジア・太平洋地域における結節機能を生かし、本県にこれまで培われてきた知識

4 ・経験・技術を生かした国際協力・貢献活動や、平和を希求する「沖縄のこころ」の

5 発信など、日本とアジア・太平洋地域の共通課題の解決に向けた積極的な交流を展開

6 し、国際的な貢献活動の軸となる地域の形成を目指すため、各種施策を展開した。

7

8 【「目標とするすがた」の状況等】

9 各種の施策を展開した結果、基本施策における「目標とするすがた」の状況は、基

10 準年と比較し、「沖縄の特性や技術等を生かした国際協力・貢献活動が盛んなこと」

11 は3.5ポイント増加し、「平和を願う沖縄の心が次世代に継承され、世界に発信されて

12 いること」は4.9ポイント増加し、県民満足度が向上している。

13

14 ＜目標とするすがたの状況＞

15

16

17

18

19

20

21

22 国際交流・貢献活動の推進に向けては、本県にこれまで培われてきた知識、経験、

23 技術を生かした国際協力や国際的な災害援助活動、平和を希求する「沖縄のこころ」

24 の発信など、様々な分野で国際協力・貢献活動を推進し、我が国及びアジア・太平洋

25 地域の平和と持続的発展に寄与する地域を目指すための取組を行う必要がある。

26 このため、県内の研究機関等と国内外にある研究機関等との研究交流の促進を図る

27 とともに、亜熱帯性・島しょ性気候に適合した本県独自の技術・ノウハウ等を有する

28 分野について途上国等に対する技術協力等を推進する必要がある。

29 また、県内関係団体と連携・協力し危機管理に当たる体制を整備するなど国際的な

30 災害援助活動の推進を図るとともに、本県のソフトパワーを発揮した地域外交を展開

31 するなど世界平和に貢献していく必要がある。

32

33 ア アジア・太平洋地域の共通課題に対する技術協力等の推進

34 （成果等）

35 アジア・太平洋地域における国際的な共通課題の解決に向け、本県が地理的な特性

36 とこれまで培った経験や知識を生かし、様々な分野においてアジア・太平洋諸国への

37 国際協力・貢献活動を推進するための取組を行った。

38

39 国際的な研究・交流ネットワークの構築については、一括交付金（ソフト）を活用

40 し、感染症分野、先端医療分野など、沖縄科学技術大学院大学をはじめとする県内大

41 学等を核とした国際共同研究に対する支援や国際会議開催支援による情報発信を行っ

42 た。これらにより、国内外の研究機関等の連携や研究拠点としての知名度向上が図ら

項目名
沖縄県の現状

（基準年）
沖縄県の現状

（現状値）
R３年度の目標

沖縄の特性や技術等を生かした国際協
力・貢献活動が盛んなこと

16.5％
（H24年県民意識調査）

20.0％
（H30年県民意識調査）

県民満足度の向上

平和を願う沖縄の心が次世代に継承され、
世界に発信されていること

26.2％
（H24年県民意識調査）

31.1％
（H30年県民意識調査）

県民満足度の向上
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(2) 国際協力・貢献活動の推進 ア アジア・太平洋地域の共通課題に対する技術協力等の推進

1 れた。

2 さらに、国内外の企業・ビジネス・人材が交流・集積する拠点の形成及び県内企業

3 ・人材の高度化を図るため、国際ＩＴ研究開発機関の研究開発等の活動を支援すると

4 ともに、農林水産分野では、台湾、沖縄双方の知識・技術情報を共有することにより

5 研究開発を推進するなど、各分野における研究交流ネットワークを構築した。

6 あわせて、沖縄とハワイの再生エネルギー導入拡大と省エネ普及促進に係る政策や

7 取組の共有を図るため、ハワイ大学ハワイ自然エネルギー研究所への県内企業派遣な

8 どに取り組んだ結果、クリーンエネルギー技術の商業化等に関する情報収集や産学官

9 のネットワークの構築が図られた。

10 このほか、沖縄科学技術大学院大学において、優秀な外国人研究者等を獲得するた

11 め、快適に暮らせる居住環境や周辺環境を整備した。

12 また、日本とアジアを結ぶＩＴブリッジ（津梁）機能の確立と沖縄ＩＴ津梁パーク

13 における人材の育成機能の強化を図るため、先端のＩＴ環境を備えたアジアＩＴ研修

14 センターを整備・運営するとともに、アジア各国からＩＴ人材を受け入れ、人的ネッ

15 トワークを構築した。

16

17 国際協力・貢献活動の推進については、ＪＩＣＡ沖縄と連携し、連携協定に基づ

18 き、水道、環境、地域保健医療、ＩＴ、水産、土木建築等の各分野において、海外か

19 らの研修員の受入れや、途上国への技術協力に取り組んだ。

20 これらの取組などにより、ＪＩＣＡ沖縄の海外研修員受入れに協力する県内団体数

21 は、基準値の８団体から平成29年度には22団体となり、目標値の達成に向けて着実に

22 前進している。

23 また、ＪＩＣＡ沖縄と連携し技術協力に取り組む県内団体数（海外研修員受入除

24 く）（累計）についても、基準値の10団体から平成29年度には22団体となり、目標値

25 の達成に向けて着実に前進している。

26

27 ＜主な成果指標の状況＞

28

29

30

31

32

33

34

35

36 （課題及び対策）

37 国際的な研究・交流ネットワークの構築については、国際交流や協力を通じた多元

38 的なネットワークを活用することにより、アジア・太平洋地域の平和と持続的な発展

39 に寄与する交流拠点としての役割を果たしていくことが引き続き求められている。

40 また、アジア・太平洋地域の共通課題の解決に資するため、科学技術、自然科学等

41 様々な分野における研究開発を推進し、各分野における国際的な研究交流ネットワー

42 クの構築等に取り組む必要がある。

成果指標名 基準値 現状値 R３年度 目標値

JICA沖縄の海外研修員受け入れに協
力する県内団体数

８団体
（H22年度）

22団体
（H29年度）

25団体

JICA沖縄と連携し技術協力に取り組む
県内団体数（海外研修員受入除く）(累
計)

10団体
（H22年度）

22団体
（H29年度）

23団体
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(2) 国際協力・貢献活動の推進 イ 国際的な災害援助活動の推進

1 このことから、沖縄科学技術大学院大学をはじめとする県内大学等や県内の研究機

2 関等と国内外にある研究機関等との研究交流の促進を図るとともに、研究開発・交流

3 拠点の基盤づくりを推進していく必要がある。

4 国際協力・貢献活動の推進については、国際的なネットワークや国際協力の知見を

5 有する専門機関と連携・協力し、国際協力・貢献活動を推進していくことが、今後も

6 求められている。

7 このことから、専門的機関と連携を図り、本県の地理的な特性とこれまで培った経

8 験や知識を生かし、アジア・太平洋地域の途上国等に対する情報提供、技術協力等を

9 推進する必要がある。

10

11 イ 国際的な災害援助活動の推進

12 （成果等）

13 アジア・太平洋地域で大規模災害が発生した際には、積極的に国際緊急援助活動へ

14 参加・協力するなど、アジア・太平洋地域の安全への貢献を図るための取組を行っ

15 た。

16

17 国際的な災害援助活動の推進については、アジア・太平洋地域の安全への貢献を図

18 るため、県内消防機関等関係団体と連携し、国際緊急援助活動への参加・協力に関す

19 る調査・検討を行った。

20

21 （課題及び対策）

22 国際的な災害援助活動の推進については、アジア・太平洋地域での大規模災害発生

23 時などにおける国際緊急援助活動への参加に向けて取り組む必要がある。

24

25 ウ アジア・太平洋地域の安定と平和に資する平和・人権協力外交の展開

26 （成果等）

27 太平洋戦争において一般住民が地上戦に巻き込まれ、多くの命が失われた悲惨な経

28 験に基づき、戦没者のみ霊（たま）を慰め、平和を希求する「沖縄のこころ」を内外

29 に強く発信し、次世代に継承するための取組を行った。

30 また、イチャリバチョーデー、ユイマール等の相互扶助の精神をはじめとする沖縄

31 のソフトパワーを発揮した地域外交を展開することにより、平和協力外交地域として

32 国際社会における認知を深め、アジア・太平洋地域の持続的安定に貢献するための取

33 組を行った。

34

35 国内外に向けた平和の発信と次世代への継承については、沖縄戦の歴史的教訓を次

36 世代に伝えるため、平和祈念資料館において、様々な企画展やシンポジウムを開催し

37 た。

38 また、戦争体験者の証言を「沖縄平和学習アーカイブ」サイト等に掲載し、館内展

39 示物説明文及び戦争体験証言映像の多言語化を行うなど、「命どぅ宝」の精神を次世

40 代に継承し国内外へ発信した。

41 これらの取組などを行ったものの、平和学習以外の修学旅行メニューの多様化によ

42 り県外修学旅行生の入館が減少していることなどから、平和祈念資料館の総入館者数
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(4) 国際性と多様な能力を涵養する教育システムの構築 ア 国際社会、情報社会に対応した教育の推進

1

2 (4) 国際性と多様な能力を涵養する教育システムの構築

3 沖縄を世界に開かれた交流拠点として形成していくため、沖縄の発展可能性を秘め

4 た多様な分野において個々の能力や感性を育む教育環境や、国際性、創造性、専門性

5 などを高める高度な教育が受けられる環境づくりにより、国際性と多様な能力を持っ

6 た人材を育成するため、各種施策を展開した。

7

8 【「目標とするすがた」の状況等】

9 各種の施策を展開した結果、基本施策における「目標とするすがた」の状況は、基

10 準年と比較し、「外国語教育が充実していること」は5.6ポイント、「個々の優れた能

11 力や感性を育む教育環境が充実していること」は0.6ポイント増加し、県民満足度が向

12 上している。

13

14 ＜目標とするすがたの状況＞

15

16

17

18

19

20

21

22 国際性と多様な能力を涵養する教育システムの構築に向けては、グローバル社会や

23 多様化・複雑化する社会ニーズに対応できる人材を育成するため、外国人とのコミュ

24 ニケーションを図る上で必要な知識・技能の習得や、情報通信技術の活用能力の向上

25 を図る必要がある。

26 また、科学技術、スポーツ、文化芸術の分野において個々の能力や感性を育む環境

27 の整備に取り組むほか、高い専門知識、技術等を備えた人材の育成を図る高等教育を

28 推進する必要がある。

29 このため、外国語指導助手等の活用など学校における外国語教育の充実や海外交流

30 ・留学等を通じた国際理解教育の推進を図るとともに、教員のＩＣＴ活用指導力の向

31 上や児童生徒に対する情報教育の推進を図る必要がある。

32 また、理数教育の推進、スポーツ・文化芸術人材を輩出するための指導体制の環境

33 づくりを推進するとともに、大学等の教育研究環境の充実や高等教育を受ける機会の

34 創出・環境整備を図り、大学等が行う地域貢献活動を促進する必要がある。

35

36 ア 国際社会、情報社会に対応した教育の推進

37 （成果等）

38 21世紀の社会を担う子どもたちが国際的な視野を持ち、多様な社会的、時代的要請

39 に適切に対応できる能力を備え、主体的に行動する人材となるよう、外国語教育や海

40 外留学等の充実に向けた取組を行った。

41

42 外国語教育の充実については、県内６地区の小中学生50人（合計300人）に対し、

項目名
沖縄県の現状

（基準年）
沖縄県の現状

（現状値）
R３年度の目標

外国語教育が充実していること
8.8％

（H21年県民意識調査）
14.4％

（H30年県民意識調査）
県民満足度の向上

個々の優れた能力や感性を育む教育環境
が充実していること

13.3％
（H24年県民意識調査）

13.9％
（H30年県民意識調査）

県民満足度の向上
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(4) 国際性と多様な能力を涵養する教育システムの構築 ア 国際社会、情報社会に対応した教育の推進

1 「聞く」「話す」を中心に外国人との交流等を通した２泊３日の英語体験活動を行

2 い、生活全般のコミュニケーションを原則英語のみで行ったことで、参加生徒の英語

3 学習への意欲が向上した。

4 また、県内全日制の全高校59校を英検合格推進モデル校として指定し、高校２年生

5 を対象に英語能力判定テストを実施した。テスト結果を基に、フィードバック研修会

6 を開催し、各学校での授業改善につなげた。

7 さらに、模範となる優れた授業力を備えた英語担当教諭を英語マイスター教員とし

8 て認定し、ＡＬＴ（外国語指導助手）の研修会や英語フォーラム等における講師とし

9 て登用した。県立学校にＡＬＴを配置することにより、生徒の実践的英語コミュニ

10 ケーション能力が向上している。

11 これらの取組などにより、中高生の英語力（中学３年生英検３級以上相当、高校３

12 年生英検準２級以上相当の英語力を有している生徒の割合）は、平成29年度におい

13 て、中学３年生英検３級以上相当が31.7％、高校３年生英検準２級以上相当が44.3％

14 （高校生：全国７位）となった。また、英検準１級取得者数（高校生）は、基準値の

15 35人から平成28年度には86人となり、目標値の達成に向けて着実に前進している。

16

17 海外交流・留学等の充実については、一括交付金（ソフト）を活用し、グローバル

18 な視点を持つ人材を育成するため、毎年300人余りの高校生を海外留学や海外短期研

19 修に派遣している。帰国後には事後研修の一貫して、小・中学校や在籍する高校での

20 成果報告会を行い、海外留学等の体験を伝えることで児童生徒の留学に対する関心を

21 高めた。

22 また、芸術、芸能分野における文化交流のため、高校生を台湾、アメリカ（ハワ

23 イ）、ドイツに派遣している。書道、音楽、美術･工芸、郷土芸能の各分野で文化交

24 流を行ったことで、文化の違いに対する相互理解が進むとともに、専門的な指導を受

25 けることで、向上心や技能の育成、実践的なコミュニケーション能力の向上等につな

26 がり、グローバルな視点を持つ人材の育成が図られた。

27 さらに、本県とハワイ州の高校生を双方の高校へ派遣・受入れ、それぞれの国の歴

28 史や文化、自然等について学び合う機会を設けたことで、互いの国の歴史や文化を尊

29 重する意識を高めることができた。

30 あわせて、環境問題をテーマにアジア各国と県内外の高校生を対象とした講義や生

31 徒同士が討論を行ったことにより、国情や文化の違いを超えた人的ネットワークが構

32 築された。

33 加えて、県系人子弟を本県に招待し、約１週間、同世代の青少年と生活を共にしな

34 がら沖縄の歴史や文化等を学んでもらい、日常生活の中で県民と交流したことで、ウ

35 チナーアイデンティティを深めるとともに、本県と移住先国との友好親善に寄与する

36 人材として育成することができた。

37 これらの取組などにより、海外留学・交流派遣数（累計）は、毎年300人以上の派

38 遣を行っていることから、基準値の124人から平成29年度には2,025人となり、目標値

39 の達成に向けて着実に前進している。

40

41 情報社会に対応した教育の推進については、各学校における通信回線の高速化や教

42 育用コンピュータ、携帯情報端末などＩＣＴインフラの環境整備を行った。
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(4) 国際性と多様な能力を涵養する教育システムの構築 イ 能力を引き出し、感性を磨く人づくりの推進

1

2 イ 能力を引き出し、感性を磨く人づくりの推進

3 （成果等）

4 個々の多様な能力を引き出し、豊かな感性と創造性の向上を図るとともに、国内外

5 において活躍し、県民に希望や活力を与える人材を育成するための取組を行った。

6

7 科学技術人材の育成については、児童生徒に科学の楽しさや奥深さを体験させ、科

8 学に対する興味や関心を高めるほか、高校生の理系大学等への進学率を向上させるた

9 めに様々な取組を行った。

10 児童生徒に対する取組として、小学校における理科授業の充実を図るため、小学校

11 ５・６年生を対象とした理科支援員を配置し、観察・実験支援及び教材開発を行っ

12 た。このことにより、授業担当者の教材研究に取り組むゆとりができ、授業の質が向

13 上したほか、児童自ら結果を予想しながら観察・実験に取り組む意欲が高まるなどの

14 成果を上げた。

15 また、子どもたちの科学技術に対する興味・関心を高め、科学技術・産業振興を担

16 う人材を育成するため、一括交付金（ソフト）を活用し、学校現場における出前講座

17 や地域における科学教室等を開催したことで、児童・生徒及び保護者も含めた参加者

18 の科学技術に対する関心を高めることができた。

19 高校生に対する取組として、理系人材を育成するために「沖縄科学グランプリ」を

20 開催し、優勝校を県代表として「科学の甲子園全国大会」へ派遣するとともに、同グ

21 ランプリ参加者から希望者を募り、茨城県つくば市の先進研究施設研修へ派遣した。

22 また、平成25年度にスーパーサイエンスハイスクールとして指定を受けた県立球陽

23 高校では、「国際性豊かで主体的な探究心と論理的思考力・表現力を身につけた人材

24 の育成」をテーマに課題研究に取り組んでおり、文部科学省が指定３年目の学校を対

25 象に行う中間評価において上位の評価を受けることができた。

26 さらに、毎年、高校生25人を海外サイエンス短期研修に派遣しており、現地理数系

27 高校や大学等での授業参加、研究機関等の訪問を通して、生徒の理系科目への興味関

28 心を高めるとともに、帰国後には事後研修の一貫として、小・中学生や他の高校生を

29 対象に成果報告会を行ったことで、児童生徒の海外で学ぶ意欲が喚起された。

30 これらの取組などにより、理系大学への進学率は、基準値の13.8％から平成30年３

31 月卒業においては18.5％となり、基準値の達成に向けて着実に前進している。

32

33 スポーツ人材の育成については、県民に明るい話題を提供し、青少年に夢と希望を

34 与えることができるよう、（公財）沖縄県体育協会と連携し、県外チームとの強化試

35 合やコーチの招へい等、沖縄県選手の競技力向上のための各種施策を展開したほか、

36 日本を代表し国際的に活躍できる全国トップレベルの選手の育成に取り組んだ。

37 また、国民体育大会出場選手の強化及びスポーツ・医科学サポートの実施等によ

38 り、国民体育大会において、陸上、ウエイトリフティング、ライフル射撃、自転車の

39 ４競技で優勝することができた。

40 これらの取組などにより、県出身日本代表スポーツ選手数（全ての国際大会）は、

41 平成29年度は21名、平成30年度は26名と、近年20名を超える県出身選手がアジア大会

42 以上の国際大会に出場しているものの、基準値を下回っている。
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(4) 国際性と多様な能力を涵養する教育システムの構築 イ 能力を引き出し、感性を磨く人づくりの推進

1 このほか、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて選手の育成強化に取

2 り組んでいる。

3

4 文化芸術人材の育成については、文化活動の発表の場を確保するとともに、各分野

5 の技術向上を図るため、県中学校文化連盟及び県高等学校文化連盟が行っている全国

6 総合文化祭等への派遣の支援や連盟の強化費、大会運営費に対する補助を行った。

7 これらの取組などにより、中学生の高文祭等全国・九州大会上位入賞件数及び高校

8 生の高文祭等全国・九州大会上位入賞部門数は、現時点において目標値を上回って増

9 加している。

10 一方で、中学生の高文祭等全国・九州大会上位入賞部門数及び高校生の高文祭等全

11 国・九州大会上位入賞件数は、基準値を下回って減少している。

12 また、伝統芸能や伝統工芸の後継者となる伝承者の養成については、保存会等が行

13 う後継者育成のための若手実演家・技術者を対象とした実技研修等に要する経費の一

14 部を補助したことで、後継者が育成され、国・県指定無形文化財（芸能、工芸）の保

15 存へとつながった。

16

17 ＜主な成果指標の状況＞

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 （課題及び対策）

32 科学技術人材の育成については、本県は科学技術を中心とした知的・産業クラス

33 ターの形成を目指しており、県内人材の科学技術水準の向上が求められているが、全

34 国的にも理科離れが顕著であるため、成長段階に応じた体験型の科学教育や実践講座

35 を展開し、子どもたちの科学に対する興味関心を高めるほか、優れた若手研究者等へ

36 の支援をはじめとする専門性を有する人材の育成を図る必要がある。

37

38 スポーツ・文化芸術人材の育成については、スポーツや文化芸術の分野における国

39 内外での県出身者の活躍は、県民に夢や感動を与え、地元の誇りにつながっている

40 が、このような優れた人材を集中的に育成し、輩出していくための指導体制などの環

41 境が不十分であることが課題となっている。

42 このことから、教育機関と関係団体等が連携し、一貫した指導体制の構築等、将来

成果指標名 基準値 現状値 R３年度 目標値

理系大学への進学率
13.8％

（H23年3月卒）
18.5％

（H30年3月卒）
20％以上

県出身日本代表スポーツ選手数（全て
の国際大会）

23名/年
（H24年度）

21名/年
(H29年度）

33名/年

高文祭等全国・九州大会上位入賞部門
数、入賞件数（中）

12部門
53件

（H23年度）

11部門
86件

（H29年度）

13部門
58件

高文祭等全国・九州大会上位入賞部門
数、入賞件数（高）

16部門
52件

（H23年度）

18部門
48件

（H29年度）

17部門
57件
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(4) 国際性と多様な能力を涵養する教育システムの構築 ウ 優れた人材を育み地域の発展に寄与する高等教育の推進

1 性ある資質を最大限に引き出す環境づくりが必要である。特に、2020年東京オリンピ

2 ック・パラリンピック競技大会が開催されることが決定したため、多くの県出身選手

3 が出場できるよう、国際大会等で活躍できる県内トップアスリートの育成・強化を図

4 る必要がある。

5

6 ウ 優れた人材を育み地域の発展に寄与する高等教育の推進

7 （成果等）

8 多様化・複雑化する社会的、時代的要請に的確に対応できる専門分野の人材育成を

9 目指して、各高等教育機関がそれぞれの特色を生かした教育研究、地域貢献活動等の

10 積極的な展開を通じて、人材育成機能の充実強化を図るための取組を行った。

11 また、地域が抱える様々な課題の解決等に向け、高等教育機関と地域等との連携に

12 よる取組を促進した。

13

14 大学等の教育研究環境の充実については、県内高等教育機関の教育環境の充実を図

15 るため、県立看護大学においては、看護師等国家試験対策として、担当教員の指導者

16 研修への参加や４年次学生への特別講座の実施、成績不良者への個別面談などの環境

17 整備を行うとともに、在学生の就職意識を高めるための情報提供を行った。

18 これらの取組などにより、平成11年の開学からの累計卒業者数は、1,433人となっ

19 ており、看護大学卒業率（４年次在籍者数における卒業者数の割合）は、基準値の

20 92.8％から平成29年度には98.8％となり、目標値の達成に向けて着実に前進してい

21 る。

22

23 県立芸術大学においては、琉球芸能や沖縄の染・織・漆の専攻科目のほか、平成25

24 年度以降、アートマネジメント関係の講座を開設するなど、特色ある教育の実施に努

25 めた。

26 これらの取組などにより、県立芸術大学卒業生数（累計）は、基準値の2,809人か

27 ら平成29年度には3,620人となり、目標値の達成に向けて着実に前進している。

28 県立芸術大学卒業者の就職率（起業含む）についても、平成30年３月卒は、77.6％

29 となり、現時点で目標値を上回って伸びている。

30

31 また、私立専修学校・各種学校の教職員の退職金共済掛金、長期給付掛金に要する

32 経費に対し助成を行った。

33 さらに、大学入学資格が付与される専修学校高等課程の経常費の助成に加えて、平

34 成29年度から、専修学校専門課程が実施する職業教育の質向上のための取組に要する

35 経費に対する助成を行い、高等教育を受ける機会の創出に寄与した。

36

37 大学等の地域貢献活動等の促進については、県立看護大学においては、高齢者や中

38 学生向けの講座等を開催するとともに、市が行う乳幼児教室への講師派遣を行い、様

39 々な世代を対象とした健康づくりや保健衛生に関する意識の向上を図った。このほ

40 か、アルコール家族教室の開催、いのちの電話相談員の養成やその活動の支援によ

41 り、地域の保健福祉の向上を図った。

42 県立芸術大学においては、地域住民に開かれた公開講座やオープンキャンパスのほ
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(4) 国際性と多様な能力を涵養する教育システムの構築 ウ 優れた人材を育み地域の発展に寄与する高等教育の推進

1 か、離島・遠隔地住民のための移動講座を毎年１回行うとともに、教員、学生による

2 定期演奏会の実施や作品展の開催等、教育研究成果を社会へと還元した。このほか、

3 南城市、北中城村と包括連携協定を締結し、共同のイベント等を開催するとともに、

4 地元の小売チェーンや食品産業と連携した商品やデザイン開発を行った。

5 また、知的・産業クラスターの形成を目指し、沖縄科学技術大学院大学を含む高等

6 教育機関と民間との国際的な共同研究を実施するとともに、バイオ研究の基盤技術と

7 して県内にゲノム解析基盤を構築するため、共用研究施設を設置し、沖縄を拠点とし

8 たネットワーク型の研究事業を実施した。

9

10 高等教育を受ける機会の創出・環境整備等については、高等教育を受ける機会の創

11 出・環境整備等に係る調査を実施した。

12

13 ＜主な成果指標の状況＞

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 （課題及び対策）

25 大学等の教育研究環境の充実については、少子高齢化、グローバル化などを背景に

26 多様化・複雑化する社会的、時代的要請に的確に対応できる専門的な人材を養成して

27 いくためには、県内大学等の独自の理念を掲げた学校運営を尊重しつつ、ニーズに対

28 応した特色ある教育研究を促進する必要がある。

29

30 大学等の地域貢献活動等の促進については、大学等の社会貢献が求められる中、大

31 学等が持つインフラや生み出した優れた研究成果等を県民生活の向上やものづくり産

32 業振興に結びつけるなど、高等教育機関と産業界や地域等が連携し、地域社会への還

33 元につながる取組を促進する必要がある。

34

35 高等教育を受ける機会の創出・環境整備等については、専修学校における経常経費

36 の助成等に取り組んでいるところであるが、全国に比べ低い大学進学率等が示すよう

37 に、高等教育を受ける機会が十分整っているとは言いがたい。

38 このことから、本県において、これからの社会で必要とされる基盤となる知識や技

39 能、幅広い教養と高度な技術等を身に付けた人材を育成し、長期的に沖縄の発展へと

40 つなげるためにも、高等教育を受ける機会の創出及び環境整備等の諸施策を推進して

41 いく必要がある。

成果指標名 基準値 現状値 R３年度 目標値

看護大卒業率（４年次在籍者数におけ
る卒業者数の割合）

92.8％
（H23年度）

98.8％
（H29年度）

100％

県立芸術大学卒業生数（累計）
2,809人

（H23年度）
3,620人

（H29年度）
4,053人

県立芸術大学卒業者の就職率（起業含
む）

58％
（H23年度）

77.6％
(H30年3月卒)

65％
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(5) 産業振興を担う人材の育成 ア リーディング産業を担う人材の育成

1

2 (5) 産業振興を担う人材の育成

3 国内外の経済情勢の変化に柔軟に対応し、本県経済を持続的・安定的な成長に導い

4 ていく先見性に富んだ産業人材を育成するため、一括交付金（ソフト）を活用するな

5 ど、各種施策を実施した。

6

7 【「目標とするすがた」の状況等】

8 各種の施策を展開した結果、基本施策における「目標とするすがた」の状況は、基

9 準年と比較し、「沖縄の産業発展を担う人材の育成が図られていること」は0.5ポイン

10 ト減少しているものの、県民満足度は12％台を維持している。

11

12 ＜目標とするすがたの状況＞

13

14

15

16

17

18 本県の産業振興を担う人材を育成するためには、沖縄の持続的な経済発展に向け、

19 リーディング産業や地場産業などを成長・高度化させる人材や、海外へのビジネス展

20 開を含む新市場・新分野への進出に取り組む人材、さらには起業家精神を持った人材

21 など多様な産業人材の育成を産学官連携のもと戦略的に推進する必要がある。

22 このため、沖縄の経済を牽引する観光リゾート産業や情報通信産業、地域経済を支

23 えるものづくり産業、建設産業、農林水産業などの持続的な発展に向け、高度で実践

24 的な技能・技術を有する人材の育成、経営力・販売力の向上や商品・サービスの開発

25 など産業の高付加価値化に取り組む人材の育成等を推進する必要がある。

26 また、学生等に対する起業家教育や中小企業者の経営革新に対する支援、創業者の

27 事業活動に対する支援など、新事業・新産業や文化コンテンツ産業、金融、スポーツ

28 産業などの沖縄の魅力を生かした新たなビジネスの創出を担う人材の育成に取り組む

29 必要がある。

30 さらに、海外ビジネスの専門的な知識やノウハウを習得するための支援を行うな

31 ど、アジア経済の動向を踏まえながら、ビジネスチャンスをつかむことができるグ

32 ローバル人材の育成に取り組む必要がある。

33

34 ア リーディング産業を担う人材の育成

35 （成果等）

36 沖縄の経済を牽引する観光リゾート産業及び情報通信関連産業をより発展させてい

37 くため、人材育成を推進する取組を行った。

38

39 観光人材の育成については、外国人観光客の増加による通訳案内士の不足等に対応

40 するため、沖縄振興特別措置法により定められた沖縄特例通訳案内士の育成として、

41 一定の語学力を有するものに対して沖縄の地理、歴史、文化など通訳案内士に必要と

42 される基礎知識に加え、接遇や旅程管理等に関する研修を実施した。

項目名
沖縄県の現状

（基準年）
沖縄県の現状

（現状値）
R３年度の目標

沖縄の産業発展を担う人材の育成が図ら
れていること

12.9％
（H24年県民意識調査）

12.4％
（H30年県民意識調査）

県民満足度の向上
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(5) 産業振興を担う人材の育成 ウ 新産業の創出や産業のグローバル化を担う人材の育成

1 できる農業経営体を育成する必要があることから、経営の高度化、多角化を推進する

2 とともに、就農が定着するまでの経営・生活資金等の支援を行う必要がある。

3 さらに、６次産業化等の取組を行う上で必要となる実践的な知識の習得等の支援を

4 引き続き行うとともに、経営改善等の指導を行うことで、人材育成を図る必要があ

5 る。

6

7 建設産業を担う人材の育成については、建設産業については、若年労働者の比率の

8 低下等が、将来の建設技術者数や技能継承等に影響を及ぼし、健全な発展に支障を来

9 す恐れがあることから、更なる経営力の強化、伝統的な建築技術の継承・発展、沖縄

10 の特殊事情に由来する必要な技術レベルの向上など、建設産業の諸課題に対応する人

11 材の育成が急務となっている。

12 このことから、環境関連技術や生産性向上等の新たな社会ニーズを踏まえた技術開

13 発や高度な計画･設計及び施工に取り組む企業の人材育成を促進するとともに、教育

14 機関や産業界と連携し、土木建築技術の継承発展を担う人材育成を促進する必要があ

15 る。

16

17 ウ 新産業の創出や産業のグローバル化を担う人材の育成

18 （成果等）

19 沖縄の魅力を生かした新たなビジネスを創出・展開し、有望産業として発展させる

20 人材や、アジア・太平洋地域等へのビジネス展開に挑戦する人材の育成を推進するた

21 めの取組を行った。

22

23 新産業の創出を担う人材の育成については、新事業・新産業や文化コンテンツ産

24 業、金融、スポーツ産業などの沖縄を支える産業の人材を育成するための種々の取組

25 を行った。

26 新たな産業の創出や既存産業の高度化を図り、産業連携のノウハウを持った人材を

27 育成するため、学術機関及び金融機関への派遣研修等により、産学（産産）連携コー

28 ディネーターを育成した。育成されたコーディネーターは、沖縄科学技術大学院大学

29 や（公財）沖縄県産業振興公社等において、習得した知識や経験、ネットワークを活

30 用し、技術移転や新産業の創出等に寄与している。

31 新事業・新産業を創出する人材の育成については、中小企業者の経営革新や創業者

32 の事業活動の支援などを行うため、窓口での相談や民間の専門家を活用した経営支

33 援、個別企業の課題に沿った集中支援等を実施した。

34 また、ビジネス教育などの起業家精神の醸成を図るため、大学等の起業家教育プロ

35 グラムの実施やビジネスプランコンテスト、ビジネストライアルプログラムを実施す

36 るとともに、支援者や起業家などのネットワークの強化を図った。

37 これらの取組などにより、起業家育成講座等を行う大学等の数は、平成29年度には

38 ３校となり、基準値を上回っているものの、目標達成に向けて引き続き推進する必要

39 がある。

40 琉球大学において、起業家育成講座が共通教育科目（通年講座）として単位が付与

41 されるようになったこと等から、起業家育成講座の受講者数は、順調に増加してい

42 る。

55

yoshimyu
四角形



656

(5) 産業振興を担う人材の育成 ウ 新産業の創出や産業のグローバル化を担う人材の育成

1 このほか、創業予定者等を対象にしたセミナーを実施するなど、創業前後にかけて

2 継続的な支援を実施することで、創業に至る事業者が着実に増えている。

3

4 文化コンテンツ産業を担う人材の育成については、文化等を活用したコンテンツ産

5 業を創出する人材を育成するため、沖縄の文化を活用したコンテンツ制作に対して投

6 資ファンドによる制作資金の供給を行った。県内出身プロデューサーが手がけた作品

7 がモントリオール映画祭で受賞するなど、人材育成につながった。

8

9 金融人材の育成については、金融人材育成を支援する講座や金融セミナーを開催

10 し、経済金融活性化特別地区での金融ビジネスの更なる集積や高度化・多様化を促進

11 した。

12

13 スポーツ産業を担う人材育成については、芝生管理の専門的知識・技術を持った人

14 材を育成するため、座学や実技研修の実施に加え、市町村の所管するグラウンドを研

15 修の場としてモデル管理や巡回支援を行った。

16 これらに取組などにより、スポーツ産業人材育成数（累計）は、基準値の５人から

17 平成28年には18人に増加している。

18

19 グローバルビジネス人材の育成については、県内企業が海外展開に取り組むには国

20 際的に通用する専門的な人材が求められていることから、海外展開に向けたセミナー

21 の開催や海外企業への実務研修を行った。

22 海外企業への実務研修等の海外等派遣等人数については、平成29年度には303人と

23 なり、順調に増加している。

24 海外ビジネスの専門的な知識やノウハウを有する人材の育成に取り組んだことによ

25 り、人材を育成した企業による海外市場への販路開拓及び受注拡大等につながってい

26 る。

27

28 ＜主な成果指標の状況＞

29

30

31

32

33

34

35

36

成果指標名 基準値 現状値 R３年度 目標値

起業家育成講座等を行う大学等の数
０校

(H22年）
３校

（H29年）
５校

スポーツ産業人材育成数（累計）
５名

（H25年）
18名

（H28年）
向上
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(5) 産業振興を担う人材の育成 ウ 新産業の創出や産業のグローバル化を担う人材の育成

1

2 （課題及び対策）

3 新産業の創出を担う人材の育成については、本県の独特な自然、文化資源や健康長

4 寿などのソフトパワーを、次世代の産業を創り出す資源として事業化、産業化につな

5 げるには、ノウハウをもった人材育成が必要である。

6 また、スポーツ関連産業、文化コンテンツ産業、金融関連産業等成長可能性を秘め

7 た新産業の芽を育て沖縄を支える産業に伸長させるためには、これらの分野にチャレ

8 ンジする人材の育成が必要であり、育成した人材を市町村や関係機関等において積極

9 的に活用する必要がある。

10 このことから、新たなビジネスを切り開く、イノベーション人材を継続的に育成・

11 輩出する仕組みの構築を図るとともに、起業支援者の発掘・育成及び起業を目指す人

12 材が企業等と交流できる拠点の構築等に引き続き取り組んでいく必要がある。

13 さらに、新産業の創出や既存産業の高度化を効率的・持続的に進めるためには、県

14 内資源を適切にコーディネートできる人材や、ビジネス教育などの起業家精神の醸成

15 に取り組む人材の育成が求められることから、引き続きこれらの人材の育成に取り組

16 む必要がある。

17

18 グローバルビジネス人材の育成については、成長著しい中国など東アジア諸国の活

19 力を取り込むため、海外市場への販路開拓及び受注拡大が重要となっているが、県内

20 企業が海外展開するに当たり、海外ビジネスの専門的な知識やノウハウを有した人材

21 が乏しいことから、幅広い分野において国際的に通用する専門的な人材が求められて

22 いる。

23 このことから、県内産業の国際化への対応に向け、海外留学・研修の派遣支援や外

24 国語習得セミナー開催等を行うなど、アジア経済の動向を踏まえながら、ビジネスチ

25 ャンスをつかむことができるグローバル人材や県内の各産業を牽引する専門人材の育

26 成を促進する必要がある。

27
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