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県北からはじまる、活力があり、持続可能な地域の実現



これまで県北振興チャレンジプランにおいては、県総合計画が示す課題や方針等を
踏まえて、「仕事づくり、人づくり、にぎわいづくり」を柱に、ものづくり産業の集
積や、豊かな自然環境を活かした観光、農林水産業など、県北の地域特性に着目した
取組を進め、地域経済の活性化や新たな人の流れを生み出してきました。

一方、経済活動はひとつのエリアに収束するものではなく、さらなる県北地域の活
性化を進めるためには、ヒトやモノの循環をより広域的に捉える視点が求められてお
ります。県北にとどまらず、各地域が有する資源、文化、人材等を活用した経済交流
を進め、相互の強みを活かしながら共生し、自らの地域の課題は自らが解決するとい
う意欲ある人材を育み、地域の自立と成長を促していくことが重要です。

加えて、県北地域で生み出された取組を、他の人口減少地域等にも波及させること
により、持続可能な地域を創出し、県全体の新たな成長につなげていくことが必要で
あります。

本プランは、地域の目指す将来像を県民の皆様と共有し、地域の方々が協働しなが
ら自ら課題を解決し続け、持続的に発展していく地域とするための指針となるよう改
定するものです。
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【本プランの対象地域】 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、大子町

2024（令和６）年度～2026（令和８）年度

県北地域は、臨海部と山間部でその特性が異なり、臨海部では、電気・

機械産業などのものづくり企業が多く集積しているほか、変化に富んだ海

岸線や豊富な漁業資源にも恵まれています。また、山間部では、久慈川、

那珂川などの清流や山並みの豊かな緑など自然環境に恵まれ、農林業や観

光業が主要産業として、地域経済を支えています。

こうした特性や強みを活かしつつ、取組を一つの地域に収束させるのでは

なく、外部からの新しい考え方やエネルギーを取り入れながら経済活動を広

げていくことが、今後はより強く求められます。本プランでは、目指す将来

像として「活力があり、持続可能な地域」を掲げ、地域内外の多様な力を結

集させながら、地域における主体的な活動と、ヒト・モノの好循環とを生み

出し、県北地域はもとより県全体の発展を目指します。

▶

▶

「活力があり、持続可能な地域」

計画期間

目指す将来像
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将来像を実現するための基本的な考え方

地域の強みを活かした活性化を図ろう！

県北地域における臨海部及び山間部の特性や「強み」を相互に活用し、ひとつの地域にとどまら

ず、広域的な視点から施策を展開することで相乗効果を生み出し、近隣地域等との共生と活力創出

を目指します。

若者が、「ここに住みたい、ここで働きたい」と思える魅力ある雇用を生み出し、地域への新た

な人口流入と流出抑制につなげます。

このような考え方を踏まえ、目指すべき将来像の実現に向けて、やりがいを感じる仕事
づくり、活力あふれる地域のにぎわいづくり 、地域の発展を担う人づくり、の3つを柱

として、地域の特性や強みを最大限に活かしつつ、より広い観点に立って施策に取り組

むことにより、県北地域はもとより県全体の発展を目指します。

多様な力を集結させよう！

地域の発展を担う人材の育成や地域外からの人材の活用、リーダーの発掘、人的ネットワークの

構築を図り、多様な力でつながる主体的な地域づくり活動を支援します。

新たな価値を生み出す主体的な活動が推進することで、人口減少が進む地域でもチャレンジでき

ることに注目してもらい、多様な人材を集結させます。

好循環による波及効果を生み出そう！

ヒト・モノの循環を広げていくことで、さらなる地域間の経済交流・連携を創出し、地域の活力

と魅力を一層高めます。住民の地域に対する自信と誇りを育み、地域が自ら課題を解決し続ける

「活力があり、持続可能な地域」を実現していきます。
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施策の体系

▶ ものづくり企業の競争力

強化

▶ 企業間交流や産学官連携

の促進

▶ 水産業の成長産業化

活力があり、
持続可能な地域

▶ 臨海部の強みを活かした

地域経済の活性化等に

取り組む人材の育成・確保

臨海部 山間部

臨海部

山間部

▶ 高付加価値化による収益

性の高い農業の推進

▶ 林業の成長産業化

臨海部

山間部

▶ 海岸エリアの地域資源を活かした

観光振興

▶ 地域の魅力発信等による交流

人口・関係人口の拡大

仕事づくり

人づくりにぎわいづくり

▶ 山沿いエリアの地域資源を活かした観光振興

▶ 地域の魅力発信等による交流人口・関係人口の拡大

▶ 対流を創出する道路網

▶ 山間部の強みを活かした

地域経済の活性化等に

取り組む人材の育成・確保

～目指す将来像～
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施策の推進方向

▶ ものづくり企業の高い技術力を活かした新製品・新技術の開発や新分
野への進出支援、国内外への新たな販路開拓支援

▶ つくばをはじめとする他地域のベンチャー・研究機関などの独創的な

アイデアや最先端科学技術と、ものづくり企業の技術力を事業化に
結びつける産学官連携の取組促進

▶ 水産物のブランド化の取組支援

▶ 茨城港日立港区の脱炭素化の促進

臨海部

◆仕事づくり

◆にぎわい

づくり

◆人づくり

▶ ロングトレイルやサイクルツーリズムなど、アドベンチャーツーリズ
ム等の推進

▶ 地域資源を活かしたインバウンド誘客の促進

▶ 海・山・川・湖のアウトドア資源を活用した体験型観光の創出支援
▶ 臨海部の企業等と東京圏のフリーランス人材・企業との持続的な関

係構築や、海沿いエリア等への移住促進

▶ 日立市かみね動物園へのパンダ誘致推進

✔ものづくり企業の

競争力強化

✔企業間交流や産学

官連携の促進

✔水産業の成長産業化

✔海岸エリアの地域資源

を活かした観光振興

✔地域の魅力発信等に

よる交流人口・関係人

口の拡大

✔臨海部の強みを活かした

地域経済の活性化等に

取り組む人材の育成・

確保

▶ 臨海部の地域資源を活かして、新たな仕事を生み出す起業家や副業
人材の活動支援

▶ 研究開発ができる人材の確保に向けた取組の支援

▶ 広域的な経済活動の展開を促進する、地域内外の人材の活用
▶ 高校生等を対象としたアントレプレナーシップの育成
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▶ 企業等の参入のための環境整備、山間部の地域資源を活用した観光

産業の振興

▶ 有機農業や果樹農業など、高付加価値な農産物の生産拡大

▶ 林業の成長産業化に向けた取組の支援

山間部

◆仕事づくり

◆にぎわい

づくり

▶ 山間部の地域資源を活かして、新たな仕事を生み出す起業家や副業
人材の活動支援

▶ 農村地域の活性化に関わる人材の育成

▶ 農林業における意欲ある担い手の育成・確保
▶ 広域的な経済活動の展開を促進する、地域内外の人材の活用【再掲】

▶ 高校生等を対象としたアントレプレナーシップの育成【再掲】

◆人づくり

▶ ロングトレイルやサイクルツーリズムなど、アドベンチャーツーリズ

ム等の推進【再掲】
▶ 地域資源を活かしたインバウンド誘客の促進【再掲】
▶ 常陸国ブランドがイメージできるまちづくり
▶ 山・川・湖のアウトドア資源を活用した体験型観光の創出支援
▶ 山間部の企業等と東京圏のフリーランス人材・企業との持続的な関

係構築や、里山エリア等への移住促進
▶ ＪＲ水郡線の利用促進及び沿線地域の活性化
▶ 水戸外環状道路、茨城北部幹線道路の事業化に向けた調査等

✔高付加価値化による収

益性の高い農業の推進

✔林業の成長産業化

✔山沿いエリアの地域資

源を活かした観光振興

✔地域の魅力発信等に

よる交流人口・関係人

口の拡大

✔対流を創出する道路網

施策の推進方向
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✔山間部の強みを活かした

地域経済の活性化等に

取り組む人材の育成・

確保



指標 現状値 目標値

県の支援により新製品等の開発や新ビジネス
を創出した件数

22件
（2022年度）

51件
（2024～26年度累計）

生産農業所得（販売農家１戸当たり）
411万円
（2022年)

600万円
（2026年)

県北6市町の入込客数（延べ人数）
897万人

（2019年）
1,005万人
(2026年)

県の支援により県北地域で創業した人が生み
出した雇用等の人数

51人
（2023年度）

300人
（2026年度末累計）

８

目指す将来像に向けた達成度を定量的に把握するための指標を設定します。

本指標に基づき具体的な取組を進めることで、３年後の目標達成と、強い製造業、強い農林水産業

への構造転換及び観光振興等を図り、目指す将来像の実現を目指します。

指標



【参考データ】
県北地域 （日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、大子町）

※高齢化率は、人口に占める65歳以上の割合。各年1/1現在

【県北地域の人口】

９

【地域別高齢化率】

（単位：人）

茨城県 県北地域 県央地域 鹿行地域 県南地域 県西地域

30.8 37.4 29.7 31.2 28.8 31.8

（単位：％）

（参考）高齢化率の推移

2021年 2022年 2023年 2024年

茨城県 30.0 30.4 30.6 30.8

県北地域 35.6 36.2 36.8 37.4

（単位：％）

※出典：茨城県常住人口調査（2024（令和6）年1月1日現在）

人口総数 0 ～ 14歳 15 ～ 64歳 65歳～

328,685 29,532 173,903 121,307

※出典：茨城県常住人口調査（2024（令和6）年1月1日現在）

※年齢不詳人口は各年齢区分に含めないため、総数とは一致しない

9.1%

53.6%
37.4%

年齢区分別構成割合

0～14歳 15～64歳 65歳～

30.0 30.4 30.6 30.8

35.6
36.2 

36.8
37.4

2021年 2022年 2023年 2024年

高齢化率の推移

県 県北地域



【参考データ】

【直近５年間の人口増減数】

10

（単位：人）

※出典：茨城県常住人口調査

茨城県 2,823,457 ▲70,441 ▲14,113 ▲10,564 ▲17,243 ▲13,826 ▲14,695

県北地域 328,685 ▲29,028 ▲5,910 ▲5,934 ▲5,934 ▲5,468 ▲5,782

県央地域 693,287 ▲18,993 ▲4,157 ▲3,816 ▲3,934 ▲3,657 ▲3,429

鹿行地域 261,103 ▲10,166 ▲1,851 ▲2,065 ▲2,877 ▲1,850 ▲1,523

県南地域 1,015,128 9,748 1,557 4,708 1,138 1,684 661

県西地域 525,254 ▲22,002 ▲3,752 ▲3,457 ▲5,636 ▲4,535 ▲4,622

日立市 165,822 ▲13,106 ▲2,587 ▲2,814 ▲2,767 ▲2,403 ▲2,535

常陸太田市 45,550 ▲4,694 ▲884 ▲1,020 ▲1,039 ▲832 ▲919

高萩市 26,057 ▲2,450 ▲551 ▲548 ▲449 ▲447 ▲455

北茨城市 39,748 ▲2,943 ▲690 ▲517 ▲687 ▲546 ▲503

常陸大宮市 37,194 ▲3,528 ▲706 ▲646 ▲574 ▲811 ▲791

大子町 14,314 ▲2,307 ▲492 ▲389 ▲418 ▲429 ▲579

2024(R6)
年1月1日
人口

2019(H31)
～

2023(R5)
増減計

2023
(R5)
増減

2022
(R4)
増減

2021
(R3)
増減

2019
(H31)
増減

2020
(R2)
増減



【参考データ】

【工業の状況】
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事業所数 従業者数 製造品出荷額等

単位：所 構成比(％) 単位：人 構成比(％) 単位：億円 構成比(％)

茨城県 4,813 264,266 121,773

県北地域 664 13.8 38,022 14.4 17,787 14.6

県央地域 857 17.8 46,346 17.5 16,042 13.2

鹿行地域 420 8.7 25,881 9.8 21,534 17.7

県南地域 1,162 24.1 74,923 28.4 33,364 27.4

県西地域 1,710 35.5 79,094 29.9 33,045 27.1

日立市 276 5.7 21,039 8.0 12,094 9.9

常陸太田市 89 1.8 2,069 0.8 384 0.3

高萩市 49 1.0 3,137 1.2 1,091 0.9

北茨城市 119 2.5 6,918 2.6 2,603 2.1

常陸大宮市 96 2.0 4,064 1.5 1,473 1.2

大子町 35 0.7 795 0.3 142 0.1

※出典：令和３（2021）年経済センサス-活動調査 産業別集計結果
※製造業に属する事業所（４人以上）対象
※合計値等が一致しない場合あり



【参考データ】
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面積 総生産 １人当たり所得 農業産出額 製造品出荷額等 商品販売額

（㎢） （兆円） （百万円） （兆円） （兆円） （兆円）

2021(R3).10.1 2020(R2)年度 2020(R2)年度 2021(R3)年 2020(R2)年 2020(R2)年

県北地域 1,652 1.57 2.84 0.02 1.78 0.50

県央地域 1,145 3.30 3.11 0.08 1.60 2.52

鹿行地域 754 1.46 3.28 0.11 2.15 0.52

県南地域 1,514 4.52 3.15 0.08 3.34 1.97

県西地域 1,030 2.91 3.08 0.12 3.30 0.97

【面積等の基本データ】

県北地域 （日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、大子町）

県央地域 （水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村）

鹿行地域 （鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市）

県南地域 （土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、

つくばみらい市、美浦村、阿見町、河内町、利根町）

県西地域 （古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、八千代町、五霞町、境町）

（参考）地域ごとの構成市町村


