
スタジアム松花江マンモス
しょう　 か     こう

出会いの海の大水槽

い ば ら き
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いばら　き    け ん

　茨城という地名にちなんで昭和41年３月28日
に定められました。

県の花

ば　ら

　県の木選定委員会が設けられ、県民から一番
応募の多かった「うめ」が昭和41年10月６日
に県の木として定められました。　

県の木

う　め
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 け ん　　　　　　  せ ん  て い 　い　 い ん  か い　       も う　                                    け ん  み ん

お う　 ぼ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 しょう   わ

　　　け ん　　　　　　　　　　　　　　　  さ だ

　

　 　

　　　いばら　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しょう   わ

 　　　さ だ

け ん け ん

茨城県のシンボル
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　昭和40年の愛鳥週間に「県民の鳥」を公募
し、一番応募の多かった「ひばり」が昭和40
年11月３日に県の鳥に定められました。　

県の鳥

ひばり
県の魚

ひらめ

県のマーク［県章］

　茨城県は、自然や気候に恵ま
れ、産業もバランスよく発展した
住みやすい県です。
　茨城県では、みなさんが安全
で楽しく快適に暮らせるように、
さまざまな仕事をしています。
　県の仕事や、ふるさと茨城につ
いていろいろなことを学び、素晴
らしい茨城を一緒につくっていき
ましょう。

　　茨城県知事　大井川　和彦

　　　 いばら　き　 け ん　　　　　　　 し   ぜ ん　　　　 き　 こ う　　　  め ぐ

　　　　　さ ん ぎょう　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  　 は っ  て ん

   す　  　　　　　　　　  　　  け ん

           いばら   き　  け ん　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　  あ ん  ぜ ん

　　　　　　　　　　　  か い　て き　　　　く

　　　　　　 　　 　　　　　   し　 ご と

　　　  け ん　　　  し　 ご と　　　　　　　　　　　　　　　   いばら   き

                                                                                                                す       ば

　　　　　　　　 いばら　き　　　  い っ   し ょ

　　　　　　いばら　き　  けん   ち      じ              おお    い     がわ            かず   ひこ

　県のさかな選定委員会
が設けられ、県民からの応募が最も多く、本県
の重要な資源である「ひらめ」が平成７年６月
１日に県の魚に定められました。

け ん け ん

　　　 しょう   わ　　　　　　　　　　　 あ い ちょう　　　　　　　　　　　　   け ん   み ん　　　　　　　　　　　　　こ う     ぼ

　　　　　　　　　　　　　お う　 ぼ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょう   わ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　    け ん　　　　　　　　　  さ だ

　　　  け ん　　　　　　　　　　　　  せ ん て い　 い　 い ん  か い

　　　 も う　　　　　　　　　　　　  け ん  み ん　　　　　　　　　 お う　 ぼ　         もっと　　　　　　　　　　　　ほ ん  け ん

　　　じゅう  よ う　　　　 し　 げ ん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ い  せ い

　　　　　　　　　 け ん　　　　　　　　　  さ だ

　開きはじめた「ばら」のつぼ
みをデザインしたもので茨城県
の「先進性」「創造性」「躍動」
「発展」を表しています。
　平成３年11月13日に定めら
れました。

　　　　   ひ ら　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　いばら　き　 け ん

　　　　　　　　せ ん  し ん  せ い　　  　　 そ う  ぞ う  せ い　  　　　 や く  ど う

　　　　　は っ  て ん　　　　　　あらわ

 　　　　  へ い  せ い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さ だ

け ん　　　　　　　　　　　     け ん しょう
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いばら　き けん

●茨城県のすがた

お も な 山
（海からの高さ）

利根川
小貝川
久慈川

133.96km
75.60km
70.03km

と　　ね が わ

こ か い が わ

く　　じ が わ

霞ヶ浦
北　浦
涸　沼

168.22㎢
35.04㎢
9.35㎢

かすみ　が う ら

き た　　 う ら

ひ　　　 ぬ ま

（県内を流れる長さ） （面  積）
お も な 川 お も な 湖

N

▲
▲

福島県
ふくしまけん

栃木県
とち ぎ けん

県
玉
埼

ん
け
ま
た
い
さ

千葉県
ち　ば けん

八溝山
や みぞさん

那珂川
な か がわ

涸沼
ひ ぬま

霞ヶ浦
かすみ が うら 北浦

きたうら

高笹山
たかざさやま

▲筑波山
つく ば さん

茨城県
いばら　き    け ん

川
慈
久く

じ

わ
が

川
貝
小こ

い
か

わ
が

川
怒
鬼き

ぬ

わ
が

洋
平
太い

た

い
へ

う
よ

利根川
と ね がわ

茨城県の産業

 め ん　　　　　　  せ き け ん  な い           な が

みずうみ

（

（

（

八溝山 大子町）

高笹山 大子町）

筑波山 つくば市）

1,022m
922m
877m

や み ぞ さ ん

た か ざ さ や ま

つ く ば さ ん

だ い ご ま ち

だ い ご ま ち

いばら　き　 け ん　　　  さ ん ぎょう

　茨城県は関東地方の北東部にあります。東は約195キロメートルにおよぶ海岸線が
太平洋に面し、北は福島県、西は栃木県に接し、南は埼玉県、千葉県に接しています。
　県内には44の市町村があり、約283万人が住んでいます。
　面積は約６千平方キロメートルで、全国で24番目の広さですが、平地が多いため、
山、湖を除く人が住める面積（可住地面積）では全国で４番目の広さになります。
　気候は太平洋側気候で、冬は北西の風が吹いて乾燥した晴天の日が続き、春から秋
にかけて雨が多いのが特徴です。

　　　いばら　き　 け ん　　　  か ん  と う　　　　　　　　　　　　　　　　  ぶ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　や く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 か い  が ん  せ ん　　　   

た い　 へ い  よ う　　　   め ん　　　　　　　　　　　　  ふ く  し ま  け ん　　　　　　　　　と ち　 ぎ　 け ん　　　    せ っ　　　　　　　　　　　    さ い  た ま  け ん　　　　ち　　 ば　 け ん　　　  せ っ

　　　 け ん  な い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    や く　　  　　　　　　　　　　　　　  す

　　　 め ん  せ き　　　  や く　　　　　　  へ い  ほ う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぜ ん  こ く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　へ い　 ち

　　　　　 みずうみ　　  の ぞ　　　　　　　　　　  す　               　 め ん  せ き　　　　か　じゅう　ち　 め ん　せ き　　　　　　　　　 ぜ ん  こ く

　　　　き    こ う　　　　た い  へ い  よ う  が わ    き    こ う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふ　　　　　　　 か ん  そ う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ づ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  と く ちょう　　

茨城県ってどんなところ？①
いばら き けん

さつまいも（干しいも）

霞ケ浦環境
科学センター

TX研究学園駅周辺（つくば市）
けんきゅうがくえんえきしゅうへん

アンコウアンコウ

イワシイワシ

ヒラメヒラメ

サバサバ

シラスシラス

ワカサギワカサギ

千両

かんしょ

花桃

アユ

奥久慈しゃも
おく く  じ

至茨城町東 IC

至茨城町西 IC 至茨城空港北 IC

至つくば中央 IC

圏央道

常磐道

北関
東道

東関道水戸線

茨城町JCT
いばらき まち つくばJCT
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●●

㎢

工　　業 商　　業農林水産業

茨城県の産業茨城県の産業茨城県の産業
の う  　り ん  　す い  　さ ん     ぎょう こ う 　　　　　　　　　  ぎょう しょう 　　　　　　　　　 ぎょう

いばら　き　 け ん　　　  さ ん ぎょういばら　き　 け ん　　　  さ ん ぎょういばら　き　 け ん　　　  さ ん ぎょう

※このデータは、当パンフレット作成時点（令和 6年 5月）での最新のものです。

●茨城県は農産物を作るのに適した平
地が多いため農業がさかんで、農業産
出額は全国第３位です。なかでもメロ
ン、れんこん、鶏卵などの産出額は全
国第１位です。
●豊かな漁場がある茨城県は、水産業
もさかんで、海から獲れる魚の量は全
国第２位、このうち、まいわしの漁獲
量は全国第１位です。

●茨城県は、日立地区の電機を中心と
したものづくり産業、鹿島地区の素材
産業、つくばや東海地区での最先端の
科学技術の研究活動などがさかんです。
県内には約5,700の事業所があり、
工場などで働く人数は約27.5万人
で全国第７位、製造品の出荷額は約
13.7兆円で全国第７位です。

●茨城県では、食料品、衣服、生活用
品を売るお店がたくさんあり、小売店
の売場面積は全国第11位、小売業の
年間の商品販売額は、約３兆円で全国
第12位です。
●大勢の人に茨城県のよさを知って
もらうため、観光に力をいれていま
す。

         いばら    き    け ん 　　　　の う   さ ん  ぶ つ　　　　　　　　　　　　　　　　  て き　　　　　　　へ い

  ち　　　　　　　　　　　　　　　　　  の う ぎょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  の う ぎょう  さ ん

しゅつ が く　　　　ぜ ん  こ く   だ い　　　　  い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 け い   ら ん　　　　　　　　　　 さ ん しゅつ が く　　　   ぜ ん

 こ く  だ い　　　　  い

　　 　ゆ た　　　　　　　 ぎ ょ じょう　　　　　　　　　  いばら    き    け ん　　　　　　　 す い  さ ん  ぎょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  と　　　　　　　　　　　　　  りょう　        ぜ ん

 こ く  だ い　　　　  い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　ぎ ょ   か く 

りょう　　　  ぜ ん   こ く　だ い              い  

   　　いばら 　き　 け ん 　　　　　　　  ひ    た ち     ち       く　　　　  で ん　 き

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  さ ん ぎょう　　　　 か     しま　 ち　　く　　　 　　そ　  ざ い

 さ ん ぎょう　　　　　　　　　　　　　　　　 と う  か い     ち       く　　　　　　　  さ い   せ ん   た ん

        　　　　　ぎ　じゅつ　　　  け ん きゅう  か つ  ど う

 け ん   な い　　　　　　　   や く 　　　　　　　　　　　  　       じ    ぎょう し ょ

　　　　　　　　　　　　　              はたら　　　　　　　　　　　　　     や く　　　　　　　　　　　　　　　 　　　

            ぜ ん    こ く　だ い　　　      い　　　　   せ い   ぞ う　ひ ん  　　　 しゅっ　 か　   が く   　　　や く

 　    　           ちょうえ ん　　　　ぜ ん  こ く   だ い　　　　  い

　　     いばら　き　 け ん　　　　　　　　　　しょく りょう  ひ ん　　　　  い　 ふ く　　　　 せ い   か つ  よ う

  ひ ん　　　　  う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 こ　 う り　て ん

　　　　う り     ば    め ん　 せ き　　　　ぜ ん   こ く   だ い  　 　　　　い　　　　　  こ    う り  ぎょう

  ね ん   か ん　　     しょう  ひ ん  は ん  ば い   が く　　　　　　　 や く　　　   ちょう  え ん           ぜ ん　こ く

 だ い　　　         い

　　　　お お　ぜ い　　　　　 　　　　　　いばら き　   け ん　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か ん   こ う

●茨城県の市町村
市町村数

総 人 口

総世帯数

総 面 積
＊湖沼の面積も含む

32市10町２村
（令和６年４月１日現在）

2,812,901人
（令和６年４月１日現在）

1,229,834世帯
（令和６年４月１日現在）

6,097.56㎢
（令和６年１月１日現在）

そう じん こう

そう　せ　たい すう

そう めん せき

いばら　き け ん

れ い    わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 げ ん  ざ い

れ い    わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 げ ん  ざ い

れ い    わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 げ ん  ざ い

れ い    わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 げ ん  ざ いこ しょう　　めんせき　　ふく

と う 　                                                    さ く せ い    じ    て ん　        れ い    わ              ね ん             が つ　　　　　　　　　  さい   しん



ゆ    ら い

けん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

茨城県のあゆみ
いばら き け ん

ど　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は
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茨城県ってどんなところ？②
いばら き け ん

いばら　き け ん　　 た んじょう

●地名の由来
約1,300年前の奈良時代に書かれた「常陸国風

土記」という本の中に、「黒坂命という人が、古
くからこの地方に住んでいた朝廷に従わない豪族
を茨で城を築いて退治した。または、その住みか
を茨でふさいで退治した。」という話が書かれて
います。
この「茨で城を築いた」または「茨でふさいだ」

ということから、この地方を茨城と呼ぶようにな
ったといわれています。

●茨城県の誕生
豊かな自然に恵まれた茨城県は、古くから多くの人々が生活していました。
「常陸国風土記」から、茨城県のあたりには、多珂・久慈・那賀・茨城・新治・

　江戸時代になると、常陸国には水戸藩や笠間藩などの10数藩、下総国には結
城藩と古河藩などが置かれました。
　徳川幕府が倒れ、明治時代になると、明治政府は明治４年（1871年）７月に藩
という制度をなくし、県を置きました。これを廃藩置県といいますが、このとき、
水戸県や土浦県などの16の県が誕生しました。
　同じ年の11月、県の統廃合が行われ、水戸・宍戸・笠間・下館・下妻・松岡
の６つの県を合わせて、ここではじめて茨城県が生まれました。またこのとき、
新治県と印旛県も誕生しました。
　その後、これら３つの統廃合が行われ、明治８年（1875年）５月にほぼ今の姿の
茨城県になりました。

明治４年７月
　（廃藩置県）

はい はん　ち　けん

水戸県笠間県
下館県

結城県

古河県

宍戸県

志筑県下妻県
石岡県

土浦県
若森県

牛久県

龍ヶ崎県

麻生県

印旛県

茨城県

茨　城　県

新治県

●土浦

水戸● 水戸 ●

松岡県

松川県

明治４年11月
　（県の統廃合）

けん　　　とう はい ごう
明治８年５月
（県の統廃合）

　　　　けん　　　とう はい ごう

な　　ら　　じや く だい　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひ たち のくに ふ

　　　　　　　ど　　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くろ さかのみこと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちょう てい　　　したが　　　　　　　　す　　　　　　 ごう ぞく

　　　　　　　　　いばら　　 しろ　　　 きず　　　　　 たい じ す

　　　　　　　　　いばら　　　　　　　　　　　　　　 たい じ

いばら　　 しろ　　 きず　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 いばら

いばら　き　　　 よ

ゆた　　　　　　　　　　　　　　し　ぜ ん　　　　　　　　　　　　　　めぐ　　　　　　　　 いばら　き けん ひ と  び と

ひ たちのくに　ふ　　ど　　き　　　　　　　　　　　　　いばら　き けん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た　　が　　　　　く　　じ　　　　　な　　か　　　　いばら　き　　　 にい はり

つく ば　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   た い　 か　　　　 か い  し ん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ひ     た ち のくに
筑波という６つの国があったことが知られていますが、大化の改新によってそれ
らの国がひとつになって常陸国ができたと考えられます。また、結城・猿島・北
相馬地方は下総国に含まれていました。

ゆう き　　　　 さ しま　　 きた

ま ち ほう　　　 し も  う さ のく に　　　　ふ く

　　　　　　　　　　え　　ど　　じ だい　　　　　　　　　　　　　　　　  ひ     た ち のくに み　　と はん　　　 かさ ま はん　　　　　　　　　　　　　　　　   はん　　　 し も  う さ のく に ゆう

き　 は ん　　　

とく がわ ばく ふ　　　 たお　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 めい じ せい ふ め い   じめ い   じ      じ    だ い

お

はん　　　　　　

せい い はん ち けん

つち うら けん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み と けん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 たん じょう

とう はい ごう　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　  しし ど　　　 かさ ま　　　 しも だて　　 しも つま まつ おか

いばら　き けん

とう はい ごう

いばら　き けん

常陸国風土記とは
風土記は、諸国の文化、伝承、地理などを
記した地方誌のこと。713年（奈良時代）、
元明天皇より諸国に編纂の詔が出されまし
た。現存しているものは全国で５つ（常陸
国・出雲国・播磨国・豊後国・肥前国）だけ
で、常陸国風土記は東日本で唯一残る貴重
な文化遺産といわれています。常陸の名の
由来をはじめ、筑波山や鹿島神宮など、各地
の由来や伝説などについて記されており、
1300年の時を超えた歴史ロマンを感じさせ
てくれます。　

しょ こく　　　　　　　　　 でんしょう

へん さん　 みことのり

げん ぞん ひ た ち

のくに　　　い ず ものくに　　 はり　まのくに　　　ぶん　ごのくに　　 ひ ぜんのくに

ゆい いつ のこ き

　      ゆ    らい　      でん せつ

　　　　　　　　　　　　　　　　   こ　　　　　　れき　し　　　　　　　　　　　かん

ちょう　

ぶん　か い さん

ゆ　らい

ひたちのくに ふ ど き

写真提供：茨城県立歴史館

おけ ん

み と

けん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

けん　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

め い    じ　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   すがた

ふ ど き

し な　  ら

しげん  めい てん  のう ょ こく　　　　　　　　　

ひたちのくに ふ ど き

ひ た ち　　　

つく　ば　さん　　　  か  しま  じん  ぐう

めい　じめい　じめい　じ

こ　　が はん　　　　　　

 に い  は り  け ん　        い ん     ば   け ん 　　　 た ん じょう

そう

かく   ち

県に入るお金と使いみち

ダム・下水
道などをつ
くる

農林水産業・商
工業をさかんに
する

け ん　　　　　　　　　　　　　　　　　　  つか
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● 茨城県のあゆみ茨城県のあゆみ●
いばらいばら き け ん

11月13日　茨城県民の日
　　　　　　　　　　　　　　　いばら き けん みん　　 ひ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

茨城県のあゆみ
いばら き け ん

　県民の日は、明治４年（1871年）11月13日
に「茨城県」という県名が初めて使われたこと
にちなみ、県民一人一人が郷土茨城についての
理解と関心を深め、より豊かな生活と県の発展
を願う日として、昭和43年（1968年）に定めら
れました。

　　  けん みん　　　　　　　　　　   めい   じ

　　        いばら き　けん　　　　　　　　　　   けん  めい　      はじ　             つか

　　　　　　　　　           けん  みん　　　　　　　　　　　　  きょう ど  いばら き　　　　　　　　　　　　

　り  かい　      かん しん　       ふか　                            ゆた　　          せい かつ　      けん　      はっ てん

        ねが　　　　　　　　　　　　　　　 しょう わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　         さだ

茨城県が誕生し、初代参事（今の知事）に山岡鉄舟がなる。
県庁が水戸に置かれる。
県庁が弘道館に開設される。
ほぼ今の大きさの茨城県ができる。
はじめて、県会議員の選挙が行われ、県会が開かれる。
水戸・三の丸に、木造２階建ての県庁舎が建てられる。
今の大きさの茨城県ができる。
水戸に初めて、電灯がつく。
県庁舎（赤レンガの旧本庁舎）ができる。
水戸に空襲がある。
知事が初めて県民の選挙で選ばれる。
原子力研究所第１号炉ができる。
日立港ができる。
11月13日を県民の日と定める。
鹿島港ができる。
大洗港ができる。
筑波大学ができる。
県立歴史館ができる。
第29回国民体育大会が開かれる。
第27回全国植樹祭が開かれる。
国際科学技術博覧会がつくばで開かれる。
常磐自動車道（常磐道）の茨城県区間が全線開通する。
県近代美術館ができる。
第13回全国育樹祭が開かれる。
県つくば美術館ができる。
県自然博物館ができる。
県天心記念五浦美術館ができる。
常陸那珂港ができる。
県庁舎が水戸・三の丸から笠原町に移転する。
つくば国際会議場がオープンする。
県陶芸美術館ができる。
2002FIFAワールドカップTM３試合が県立力シマサッカースタジアムで行われる。
平成14年度全国高等学校総合体育大会（インターハイ）が開かれる。
いばらきブロードバンドネットワーク共用開始
NHK県域デジタル放送開始
第56回全国植樹祭が開かれる。つくばエクスプレス開業
第23回国民文化祭・いばらき2008が開かれる。
北関東自動車道（北関東道）の茨城県区間が全線開通する。
茨城空港開港
東日本大震災で本県にも大きな被害
関東・東北豪雨で本県に大きな被害
G７茨城・つくば科学技術大臣会合がつくば国際会議場で開かれる。
首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の茨城県区間が全線開通する。
第17回世界湖沼会議（いばらき霞ヶ浦2018）が開かれる。
G20茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合がつくば国際会議場で開かれる。
第74回国民体育大会が開かれる。
東日本台風で本県に大きな被害
東京2020オリンピックサッカー競技が茨城カシマスタジアムで行われる。
台風第２号・第13号で本県に大きな被害
第46回全国育樹祭、G７茨城水戸内務・安全担当大臣会合が開かれる。

いばら　き　け ん　　　た ん じょう　　　　　 し ょ だ い  さ ん   じ　　　　　　　　　  ち     じ　　　　　　 や ま お か て っ しゅう

 け ん ちょう　 　　み  　と　　　　  お　

 け ん ちょう　　   こ う ど う か ん　　　か い せ つ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   いばら　き　け ん

　　　　　　　　　　　　　　け んか い   ぎ    い ん　　　せ ん  き ょ　　　　　　　　　　　　　  け ん か い　　　ひ ら

　み　  と　　　  さ ん         ま る　　　　　　も く ぞ う　　　か い   だ 　　　　　    け ん ちょう し ゃ　　　 た

　　　　　　　　　　　　　　　　　   いばら   き　け ん

　み　  と　　　  は じ　　　　　　　　 で ん と う

 け ん ちょう し ゃ　　　　　　　　　　　　　　　　 きゅう ほ ん ちょう し ゃ

　み　  と　　　  く う しゅう

　ち　  じ　　　　  は じ　　　　　　 け ん　み ん　　　  せ ん  き ょ　　　   え ら

 げ ん  し  りょく け んきゅうじ ょ だ い　　   ご う　ろ

　ひ　た ち こ う　

　　　　　　　　　　　　　　　　    け ん　み ん

   か  し ま  こ う　

 お おあらいこ う

 つ く  ば

 け ん り つ  れ き   し   か ん

 だ い　　　　　　  こ く み ん た い い く                　　　ひ ら

 だ い　　　　　　  ぜ ん  こ くしょく じ ゅ さ い　　　ひ ら

 こ く さ い　か　が く　ぎ  じゅつ は く ら ん か い　　　　　　　　　　　　　   ひ ら

じょう ば ん  じ    ど う し ゃ ど う　　　じょうば ん ど う　             いばら き   け ん   く   か ん 　　　ぜ ん せ ん か い つ う

 け ん き ん だ い  び  じゅつ か ん

 だ い　　　　　　  ぜ ん  こ く い く じ ゅ さ い　　　ひ ら

 け ん　                         び  じゅつ かん

 け ん   し   ぜ ん は く ぶ つ か ん

 け ん て ん し ん   き   ね ん　 い づ ら     び   じゅつ か ん

   ひ た ち　 な　   か　こ う

け ん ちょう し ゃ　　　　み　 と 　　　　さ ん        ま る　　　　　　か さ は らちょう　　　  い  て ん

　　　　　　　　 こ く さ い か い   ぎ  じょう

 け ん と う げ い　び  じゅつ か ん　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       し　あ い　　 　け ん り つ

 へ い せ い　　　   ね ん　ど  ぜ ん  こ く こ う と う　　　　　　そ う ご う  た い  い く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひ ら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   きょう よう か い   し

 　　　　　　  け ん い き　　　　　　　　　　　 ほ う そ う か い   し 

 だ い　　　　　　  ぜ ん  こ くしょく じ ゅ さ い 　　  ひ ら 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  かい ぎょう

  だ い　　　　　　こ く  み ん ぶ ん  か   さ い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　    ひ ら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 き た か ん と う   じ   ど う し ゃ ど う      　き た か ん と う ど う                いばら き   け ん   く   か ん          ぜ ん せ ん か い つ う

いばら　き　く う こ う か い こ う

ひがし  に  ほ ん だ い し ん さ い　　　ほ ん け ん　　　　　　お お　　　　  　　ひ  が い

 か ん と う　　　と う ほ く ご う   う　　　  ほ ん け ん　　　お お　　　　  　  ひ   が い

　　　　    いばら  き　　　　　　　　　　　　 か   が く   ぎ  じゅつ だ い じ ん か い ご う　　　  　 　 　 　      こ く さ い か い   ぎ  じょう　　　ひ ら

 し ゅ   と   け んちゅうお う れ ん ら く   じ   ど う し ゃ ど う 　 　 け ん お う ど う　　　　　 いばら  き    けん    く   か ん　　　ぜ ん せ ん か い つ う　

 だ い　　　　　  　   せ　か い   こ　しょう か い   ぎ　　　　　　　　　　　　　　 かすみ  が   う ら  　　　　　　　　　　　   ひ ら

　　　　　   いばら　き　　　　　　　　　ぼ う え き　　　　　　　　　　　　　　け い ざ い だ い じ ん か い ご う　　　　　　　　　　　こ く さ い か い   ぎ  じょう　     ひ ら

 だ い　　　　　　  こ く み ん た い い く                 　     ひ ら

ひがし  に   ほ ん  た い ふ う　      ほ ん け ん　      お お　                ひ   が い

 と う きょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      きょう  ぎ　        いばら き

 たい  ふう  だい　　　 ごう　　 　だい　　　　 ごう　 　　 ほん   けん　       おお　　　　　　  ひ   がい

 だい　          かい ぜん   こく  いく  じゅ  さい　                     いばら  き     み     と    ない   む　         あん  ぜん   たん とう  だい  じん  かい  ごう　       ひら                                                                          

明治４年（1871）11月
 

5年（1872）
8年（1875）
12年（1879）
15年（1882）
32年（1899）
40年（1907）

昭和　　5年（1930）
20年（1945）
22年（1947）
32年（1957）
34年（1959）
43年（1968）
44年（1969）
45年（1970）
48年（1973）
49年（1974）

51年（1976）
60年（1985）
63年（1988）

平成　  元年（1989）
2年（1990）
6年（1994）
9年（1997）
10年（1998）
11年（1999）

12年（2000）
14年（2002）

15年（2003）
16年（2004）
17年（2005）
20年（2008）

22年（2010）
23年（2011）
27年（2015）
28年（2016）
29年（2017）
30年（2018）

令和　  元年（2019）

３年（2021）
５年（2023）

め い　じ

しょう  わ

 

へ い  せ い

 れ い   わ

　現在の県庁舎は、県民のみなさんの憩いの場
所となるように、緑豊かな環境の中に、平成
11年に建てられました。
地上25階地下２階建ての建物で、建物の高

さは一番高いところで116mあります。
約15haの敷地の中に、県庁舎、県議会議事

堂、県警察本部庁舎などの建物があります。

げん ざい　　　けん ちょうしゃ　　　　　  けん みん　　　　　　　　　　　　　　　  いこ　　　　　　ば

しょ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みどりゆたか　　　　　かんきょう　　　　　　　　　　  へい せい

やく　　  ヘクタール　 しき ち　　　　　　　　　　 けん ちょう しゃ　　　 けん   ぎ   かい   ぎ    じ

どう　　　けん けい さつ ほん　ぶ ちょうしゃ　　　　　　　　たて  もの

た

かい　　　　　　　　 かい   だ　　　　　　 たて  もの　　　　　  たて  もの
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県庁のしくみ
　け 　ん 　ちょう

副知事

知　事

総　務　部
　そ 　う　　　　 　む　　　　 　ぶ

営業戦略部
え い  ぎょう  せ ん  りゃく    ぶ

政策企画部 県民生活環境部

知事の任期は４年間で、現在
の大井川知事は選挙で選ばれ
るようになってから５人目の
知事です。

にち　  じ ん き　　　　　　　　　　　　　　　　　 げ ん ざ い

お お　 い    が わ ち じ　　　　せ ん  き ょ　　　  え ら

知事を補佐します。
ち　　じ　　　　　ほ　　さ　

有権者
ゆう けん しゃ

ぜい　　　　きん

ち　　　　 　じ

ふく　  ち　　 じ

ち　  じ

　予算をとりまとめた
り、税金や選挙の取り
扱い、市町村の仕事の
手助けをします。

　県の将来をよくする
ための計画を立てたり、
県の重要な仕事の調整
をします。

　　　よ　さん

　　　　　ぜい きん        せん きょ　　　 と　　　

あつか　　　　　　　　　　　　　　し　ごと　　  

  て   だす

　　 けん　　  しょうらい

　　　　　　　けい  かく    　　た

 けん　　じゅうよう　　　し　ごと　　 ちょうせい

　自然を守ったり、安
全に暮らせるまちづく
りを進めたり、文化を
さかんにしたりして、
暮らしを豊かにします。

　　　し　ぜん　　  まも　　　　　　           あん

ぜん　 　　く　

               すす　　　　　　  　　　ぶん  か

　　　　　　　　　　　　　　　　　

  く　　　　　　　  ゆた

け ん  み ん せ い か つ  か ん きょう  ぶ

防災・危機管理部
　自然災害などから県
民の安全を守ります。

　　　し　ぜん さい がい 　　　　　              けん      

 みん　　  あん ぜん　    まも

ぼ う さ い       き     き   か ん    り     ぶ

　県産品を国内外に売
り込んだり、県内へ観
光客に来てもらうため
の取り組みなどをおこ
ないます。

　　  けん さん ひん　     こく ない がい　       う

         こ　                            けん ない　     か

ん こうきゃく　     き

　　　と           く

　　  けん みん 　　はたら　　　　　ば

　　　　　　　　　　　　 ち    いき　　 さんぎょう

　き ぎょう　     き　                              と

  く 

　県民が働ける場をつ
くったり、地域の産業
をさかんにするため、
企業に来てもらう取り
組みなどをおこないます。

立地推進部
り っ　　ち     す い   し ん    ぶ

せ い　さ く　　き　 か く　 ぶ　　　

けん ぎ かい  ぎ  いん

 県では、選挙で選ばれた知事と県議会議
員とが、それぞれ独立した立場で、県民の
みなさんが安全で快適に暮らせるように、
力を合わせて仕事をしています。
 知事は、県民のみなさんが住みよい暮ら
しができるように、仕事の計画やそれに必
要な予算案などを県議会に提案し、議会で
決められたことに基づき仕事を進めます。
　たくさんの仕事があるので、約6,000人
の県職員がそれぞれの部などに分かれて仕
事をしています。

　　　  け ん　　　　　　　　　  せ ん  き ょ　　　  え ら　　　　　　　　　　ち　　じ　　　　 け ん　 ぎ　 か い　 ぎ

 い ん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ど く  り つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　  け ん  み ん

　　　　　　　　　　　　　　　 あ ん  ぜ ん　　　  か い  て き　　　 　く

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　ご と

　　　　 ち　　じ　　　　　　　け ん  み ん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す　　　　　　　　　　　く

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   し　ご と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ひ つ

 よ う　　　　 よ　 さ ん  あ ん　　　　　　　　  　け ん　 ぎ    か い　　  　て い  あ ん　　　　　　 　ぎ　 か い

　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 も と　　　　　　　 し　 ご と　　  　す す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 し　 ご と　　　　　　　　　　　　　　　　　　 や く

　　　 け ん しょく い ん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぶ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し

 ご と

農林水産部
　の　う　り　ん　す　い　さ　ん　ぶ

　農業や林業、水産
業をさかんにします。

土　木　部
　ど　　　 　ぼ 　く　　　 　ぶ

　

　道路や橋、公園や下
水道をつくり、住みよ
い暮らしができるよう
にします。

　　   のうぎょう　    りんぎょう　　  すい  さん

ぎょう

　　   どう  ろ　　　はし        こう えん         げ

 すい どう　　　　　　　　　　　  　す

　　   く

産業戦略部
 さ ん  ぎょう  せ ん  りゃく    ぶ

　商工業などの産業を
さかんにし、また、み
んなが安心して働ける
ようにします。

　　しょうこうぎょう　　　　　　　さんぎょう

　　　　　　　 あん しん　           はたら
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投　票

提　案
　て　い　　　　　あ　ん

決　定 県議会議員
　け　ん　　 ぎ　　 か　い　　 ぎ　　 い　ん

公営企業管理者
　こ　う　え　い　 き　ぎょう　か　ん　 り　 し　ゃ

企　業　局
　き　　　　 ぎょう　　　 きょく

病院事業管理者

病　院　局

行 政 委 員 会
　ぎょう　 せ　い　　　い　　　い ん　    か い

　中立で公平な立場で判断しなけれ
ばならない仕事をするため、知事か
ら独立して設けられています。

　　 ちゅうりつ　　　こう へい          たち　ば　　　  はん だん

　　　　　　　　　　　　　 し　ごと　　　　　　　　　　　　　　　  ち　  じ

　　 ど　く　り　つ　　　　　 も　う

公 安 委 員 会 その他の行政委員会

警 察 本 部

こ う　　　あ ん　　　い　　　  い ん　     か い

教 育 委 員 会

教　育　庁

　市町村の水道や工業
用水を送ります。

けんりつびょういん　　うん えい

　県立病院を運営
しています。

交通事故や犯罪を防
いだり、交通安全の
指導をします。

　こう　つう　じ　こ　　　はん　ざい　　 ふせ

　し　どう

せん きょ かん  り    い  いん かい　　 かん  さ    い  いん　    じん  じ

  い  いん かい　    ろう どう  い  いん かい　   いばらき   かい  く  ぎょ

ぎょうちょうせい  い  いん かい　   かすみ が  うら きた うら かい  く  ぎょ

ぎょうちょうせい  い  いん かい　　 ない すい めん ぎょじょうかん  り    い

いん かい　    しゅうよう   い  いん かい

　

選挙管理委員会、監査委員、人事
委員会、労働委員会、茨城海区漁
業調整委員会、霞ヶ浦北浦海区漁
業調整委員会、内水面漁場管理委
員会、収用委員会があります。

各委員長の席、警察本部長、教育長
けいさつほん ぶちょう  きょういくちょう ち  じ　 ふく  ち  じ　   ぶ きょくちょう

知事　副知事　 　部局長の席

議長
ぎちょう

（質問、意見、答えを言う場所）

演壇
えんだん

速記席
そっ き せき

傍聴席（議会を見学する人の席）
ぼうちょうせき       ぎ かい

新聞・テレビ記者の席

　

保健医療部
　ほ　 け　ん　 い　 りょう    ぶ

会 計 事 務 局
か　い　 け　い　　 じ　　　　む　　 きょく

　県の仕事をするうえで必要なお
金の出し入れや、管理をします。

選挙

有権者有権者
　ゆ　う け　ん　し　ゃ

有権者
ゆう けん しゃ

せん きょ

と う 　　　　ひょう

投　票
と う 　　　　ひょう

け っ 　　　　て い

こうぎょうしちょうそん

おく

びょう　い ん　　じ　　ぎょう　 か ん　　 り　　し ゃ　　　

びょう　　　  い ん　          きょく　

　　 けん　　    し　ごと　　　　　　　　　　　　　　　　ひつ よう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  かん   り

け い さ つ ほ ん　　 ぶ

こうつう あんぜん

きょう　　 い く　　　 い　　　  い ん　     か い

きょう　　　 い く　　     ちょう

　　　　　　　ほ か　　　　ぎょう せ い い い ん か い

　病気を予防したり、
安心して医療が受けら
れるようにして、県民
の健康を守ります。

        びょう き　　　  よ　ぼう

 あん しん　　　　　 い りょう　　  う

　　　　　　　　　　　　　　　　　      けん みん

        けん こう　     まも

福　祉　部
ふ く し　 ぶ

　子育てのお手伝いや
お年寄りや障害がある
方の暮らしの手助けを
します。

         こ　そだ　 　　　　　　  て　つだ　

        とし  よ　　　　　しょうがい

 かた　      く　                      て   だす

けけん ぎ ん ぎ かい  ぎ  いんかい  ぎ  いんけん ぎ かい  ぎ  いん

学校の先生や授業、校舎のことな
ど、教育をよくするための仕事を
します。

がっ こう        せん せい       じゅぎょう       こう しゃ

            きょういく　                                                     し  ごと

 県議会議員は、県内の32の選挙区
から選ばれた県民の代表です。議員の
任期は４年で、定数は62人です。　
　県民のみなさんが住みよい暮らしが
できるように、議員が集まり県議会を
開き、将来の県の仕事やそれに必要な
費用（予算）、みんなが守るべき約束
(条例）について話し合いをします。
　県議会には、定例会と臨時会の２種
類があります。定例会は、通常、年に
４回（２月、６月、９月、12月）開
かれ、臨時会は、必要があるときに開
かれます。また、県議会は、知事のよ
びかけ（招集）により開催されます。

　　　　け ん    ぎ     か い    ぎ    い ん　　　　　　 け ん  な い　　　　　　　　　　  せ ん  き ょ    く

　　　　　　 え ら　　　　　　　　　け ん  み ん　　　  だ い ひょう　　　　　　　　　  ぎ　 い ん

 に ん    き　　　　　　　　　　　　　　　　　て い  す う

　　　け ん  み ん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す　　　　　　  　　　　く

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ぎ    い ん　　　  あ つ　　　　      け ん    ぎ   か い

 ひ ら　　　　　　しょう ら い　　　 け ん　　　　し　  ご と　　　　　　　　　　　　 ひ つ  よ う

　ひ　 よ う　　　　 よ     さ ん　　　　　　　　　　　　　　　　　ま も　　　　　　　　　　や く そ く

　じょう れ い

　      け ん    ぎ   か い　　　　　　　　　 て い  れ い  か い　　　 り ん 　じ　 か い　　　　　　 し ゅ 

 る い　　　　　　　　　　　　　　　　　　て い  れ い  か い　　　　　　 つ う じょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ ら

　　　　　　　　　り ん 　じ　 か い　　　　　　 ひ つ  よ う　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ ら

　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   け ん    ぎ   か い　　　　　　　ち　　じ

　　　　　　　　　　　  しょうしゅう　　　　　　　　　　　  か い  さ い



ゆ    ら い

けん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

茨城県のあゆみ
いばら き け ん

ど　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は

6

茨城県ってどんなところ？②
いばら き け ん

いばら　き け ん　　 た んじょう

●地名の由来
約1,300年前の奈良時代に書かれた「常陸国風

土記」という本の中に、「黒坂命という人が、古
くからこの地方に住んでいた朝廷に従わない豪族
を茨で城を築いて退治した。または、その住みか
を茨でふさいで退治した。」という話が書かれて
います。
この「茨で城を築いた」または「茨でふさいだ」

ということから、この地方を茨城と呼ぶようにな
ったといわれています。

●茨城県の誕生
豊かな自然に恵まれた茨城県は、古くから多くの人々が生活していました。
「常陸国風土記」から、茨城県のあたりには、多珂・久慈・那賀・茨城・新治・

　江戸時代になると、常陸国には水戸藩や笠間藩などの10数藩、下総国には結
城藩と古河藩などが置かれました。
　徳川幕府が倒れ、明治時代になると、明治政府は明治４年（1871年）７月に藩
という制度をなくし、県を置きました。これを廃藩置県といいますが、このとき、
水戸県や土浦県などの16の県が誕生しました。
　同じ年の11月、県の統廃合が行われ、水戸・宍戸・笠間・下館・下妻・松岡
の６つの県を合わせて、ここではじめて茨城県が生まれました。またこのとき、
新治県と印旛県も誕生しました。
　その後、これら３つの統廃合が行われ、明治８年（1875年）５月にほぼ今の姿の
茨城県になりました。

明治４年７月
　（廃藩置県）

はい はん　ち　けん

水戸県笠間県
下館県

結城県

古河県

宍戸県

志筑県下妻県
石岡県

土浦県
若森県

牛久県

龍ヶ崎県

麻生県

印旛県

茨城県

茨　城　県

新治県

●土浦

水戸● 水戸 ●

松岡県

松川県

明治４年11月
　（県の統廃合）

けん　　　とう はい ごう
明治８年５月
（県の統廃合）

　　　　けん　　　とう はい ごう

な　　ら　　じや く だい　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひ たち のくに ふ

　　　　　　　ど　　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くろ さかのみこと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちょう てい　　　したが　　　　　　　　す　　　　　　 ごう ぞく

　　　　　　　　　いばら　　 しろ　　　 きず　　　　　 たい じ す

　　　　　　　　　いばら　　　　　　　　　　　　　　 たい じ

いばら　　 しろ　　 きず　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 いばら

いばら　き　　　 よ

ゆた　　　　　　　　　　　　　　し　ぜ ん　　　　　　　　　　　　　　めぐ　　　　　　　　 いばら　き けん ひ と  び と

ひ たちのくに　ふ　　ど　　き　　　　　　　　　　　　　いばら　き けん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た　　が　　　　　く　　じ　　　　　な　　か　　　　いばら　き　　　 にい はり

つく ば　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   た い　 か　　　　 か い  し ん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ひ     た ち のくに
筑波という６つの国があったことが知られていますが、大化の改新によってそれ
らの国がひとつになって常陸国ができたと考えられます。また、結城・猿島・北
相馬地方は下総国に含まれていました。

ゆう き　　　　 さ しま　　 きた

ま ち ほう　　　 し も  う さ のく に　　　　ふ く

　　　　　　　　　　え　　ど　　じ だい　　　　　　　　　　　　　　　　  ひ     た ち のくに み　　と はん　　　 かさ ま はん　　　　　　　　　　　　　　　　   はん　　　 し も  う さ のく に ゆう

き　 は ん　　　

とく がわ ばく ふ　　　 たお　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 めい じ せい ふ め い   じめ い   じ      じ    だ い

お

はん　　　　　　

せい い はん ち けん

つち うら けん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み と けん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 たん じょう

とう はい ごう　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　  しし ど　　　 かさ ま　　　 しも だて　　 しも つま まつ おか

いばら　き けん

とう はい ごう

いばら　き けん

常陸国風土記とは
風土記は、諸国の文化、伝承、地理などを
記した地方誌のこと。713年（奈良時代）、
元明天皇より諸国に編纂の詔が出されまし
た。現存しているものは全国で５つ（常陸
国・出雲国・播磨国・豊後国・肥前国）だけ
で、常陸国風土記は東日本で唯一残る貴重
な文化遺産といわれています。常陸の名の
由来をはじめ、筑波山や鹿島神宮など、各地
の由来や伝説などについて記されており、
1300年の時を超えた歴史ロマンを感じさせ
てくれます。　

しょ こく　　　　　　　　　 でんしょう

へん さん　 みことのり

げん ぞん ひ た ち

のくに　　　い ず ものくに　　 はり　まのくに　　　ぶん　ごのくに　　 ひ ぜんのくに

ゆい いつ のこ き

　      ゆ    らい　      でん せつ

　　　　　　　　　　　　　　　　   こ　　　　　　れき　し　　　　　　　　　　　かん

ちょう　

ぶん　か い さん

ゆ　らい

ひたちのくに ふ ど き

写真提供：茨城県立歴史館

おけ ん

み と

けん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

けん　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

め い    じ　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   すがた

ふ ど き

し な　  ら

しげん  めい てん  のう ょ こく　　　　　　　　　

ひたちのくに ふ ど き

ひ た ち　　　

つく　ば　さん　　　  か  しま  じん  ぐう

めい　じめい　じめい　じ

こ　　が はん　　　　　　

 に い  は り  け ん　        い ん     ば   け ん 　　　 た ん じょう

そう

かく   ち
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県の仕事　県のこれからの目標
　け 　ん　　　 　し 　ご 　と け ん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

県に入るお金と使いみち

ち　  い き きょうりょく

　国、都道府県（茨城県）、市町村は、私たちの暮らしを良くするために、役割を分担して仕事を
しています。
　茨城県の仕事を大きくわけると次の４つになります。

県内の広い地域に
わたる仕事

市町村ではしにくい
大きな仕事

市町村への協力と
連絡の仕事

県内全体が
同じめやすで行う仕事

し　ちょう　そんし　ちょう　そんけ ん  な い　　　　　　　　　　　ち　  い き きょうりょく け ん   な い  ぜ ん  た い

道路や川を
管理する
かん  り

森林・水産
など天然資
源を守り活
用する

ダム・下水ダム・下水
道などをつ道などをつ
くるくる

ダム・下水
道などをつ
くる

高校・特別支援
学校・大学・研究
所などをたてる

農林水産業・商農林水産業・商
工業をさかんに工業をさかんに
するする

国や市町村との連絡や市町村の
仕事についての協力

各種営業の
許可や取り
しまり

県民の安全
を守る

県民の健康
を守る

　　　　　　  すいさん

             てん ねん  し

げん

　　　　　　  とく べつ  し  えん

　　　　　　　　　　　けんきゅう

 じょ

どう  ろ しちょうそん              れんらく しちょうそん かくしゅ えいぎょう

まもまも

けん みん　　けん こうけん みん　　あん ぜん

きょ  か　　　  と

れ ん ら く

　近年、茨城県では平成23年３月11日に東日本大震災、平成27年９月10日には関東・東北
豪雨、さらに令和元年10月13日には東日本台風によって大きな被害を受け、国内外の多くの
人から助けてもらいました。これらの経験から、いつ起こるかわからない地震や津波、水害な
どに対して準備しておくこと、人と人との助け合いの大切さなど、多くのことを学びました。
　茨城県ではこうして学んだことを活かし、災害に強い建物や道路・港・堤防を作った
り、地域で避難訓練などの防災活動をする人々を応援する取組を進めています。

　　  きん  ねん        いばら き   けん 　　　　　へい  せい　　　　　　　　                                   ひがし  に　ほん  だい しん  さい　　　へい  せい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かん  とう　      とう  ほく 

ごう    う　           　　　　　　  れい　わ　がん  ねん　          がつ　　　  にち　　　　　 ひがし  に   ほん  たい ふう　　　　　　　　　　　　　　           ひ　がい　　　  う　　　　　  こく  ない がい　　　　　　　　　　

　　　　　　　 たす　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けい  けん　　　　　　　　　　　　   お　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　しん　　　つ　なみ　　   すい がい　　

　　　　    たい　　　　    じゅん  び　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　たす

　 　いばら  き   けん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      さい がい　 　　　　　　　たて  もの　　　 どう　ろ　　　 みなと　     てい  ぼう　

　　　　　  ち　いき　　　  ひ　なん  くん  れん　                     ぼう さい  かつ どう　　　　　　　   ひと びと　      おう  えん　             とり くみ　       すす

　地震や津波・水害などの大きな災害が起これば、茨城県庁防災センター内の災害対策本
部室に茨城県知事をはじめ、自衛隊や警察などの人たちが集まり、対応を話し合います。
　また、電話などが使用できない場合でも「防災情報ネットワークシステム」を使っ
て、市町村や消防本部、病院などと連絡することができます。

　　    じ   しん　　　  つ　 なみ　　   すい がい　　　　　　　　　　　　　　      さい  がい　　     お　　　　　　　　　     いばら き   けん ちょう ぼう さい　　　　　　　　　　　　　        さい  がい  たい さく ほん

  ぶ   しつ　　  いばら  き   けん   ち     じ　　　　　　　　　　　        じ   えい たい　      けい さつ　　　　　　　　　　　　　　　         あつ　　　　　 　     たい おう　　   はな　  　  あ

　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　し   よう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　       ぼう  さい じょう ほう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  つか　　

　　　　　　　　　　　　　　     しょう ぼう  ほん　ぶ　　     びょう いん　　　　　　　    れん らく

け ん　　　　　　　　　　　　　　　　　　  つか

大規模災害への対応

茨城県の防災体制

わたしたちの命を守るために

大洗港津波被害

 だ い　  き        ぼ      さ い   が い                         た い    お う

ぼいばら　 き 　  け ん 　う　さ　い　た　い　せ　い

防災ヘリコプター「つくば」
　 ぼう さい

おおあらいこう　つ　なみ　ひ　がい　

と　 ど う　 ふ　 け ん　　いばら   き    け ん 　　　　　  し　ちょう  そん　　　　　　 わたし　　　　　　　　　　く　　　　　　　　　　   よ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 や く  わ り　　　  ぶ ん   た ん　　　　　　　 し    ご と

いばら　き　 け ん　　　　 し     ご と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  つ ぎ

し　  ご と し　  ご と し　  ご と し　  ご と

農林水産業・商
工業をさかんに
する

のう りん すい さんぎょう　     しょう

こうぎょう し   ごと　　　　　　　　　　   　きょうりょく

し ちょう そんけん

ま も

総
そう

合
ごう

計
けい

画
かく

って何？
・これからの「新しい茨

いばら

城
き

」をつくるために、県
けん

だけでなく、
　みんなで取り組むことをまとめた「羅

ら

針
しん

盤
ばん

」のようなものです。
・「活力があり、県

けん

民
みん

が日本一幸せな県
けん

」を目指します。

茨
いばら

城
き

の未来はどうなるの？

どんなことをするの？

・みなさんが、希
き

望
ぼう

をもって、自由で新しい発想のもと、
　かなえたい夢

ゆめ

に向かって挑
ちょう

戦
せん

できるような県
けん

になっています。
・産業が盛

さか

んになり、安心安全で豊
ゆた

かな暮
く

らしができています。
・交通ネットワークが整

せい

備
び

されて、地
ち

域
いき

の交流が進み、
　誰

だれ

もが「夢
ゆめ

・希
き

望
ぼう

」にあふれる生活が送れます。

４つの新しいチャレンジに取り組みます。
Ⅰ「新しい豊

ゆた

かさ」　　力強い産業を育て、ゆとりある暮らしが
できる豊

ゆた

かな社会を目指します。
Ⅱ「新しい安

あん

心
しん

安
あん

全
ぜん

」　保
ほ

健
けん

、医
い

療
りょう

、福
ふく

祉
し

、治
ち

安
あん

、防
ぼう

災
さい

に力を入れて、
県
けん

民
みん

の命を守ります。
Ⅲ「新しい人

じん

財
ざい

育
いく

成
せい

」　茨
いばら

城
き

の未
み

来
らい

をつくる「人
じん

財
ざい

」を育て、日本一
子どもを産

う

み育てやすい県
けん

を目指します。
Ⅳ「新しい夢

ゆめ

・希
き

望
ぼう

」　将
しょう

来
らい

にわたって夢
ゆめ

や希
き

望
ぼう

を描
えが

ける、魅
み

力
りょく

ある県
けん

にします。

第
だい

２次
じ

茨
いばら

城
き

県
けん

総
そう

合
ごう

計
けい

画
かく

～「新
あたら

しい茨
いばら

城
き

」への挑戦～

いばらき幸福度指標によるランキング2023
チャレンジ別
　豊かさ　　　 ５位　　　　安心安全　　40位
　人財育成　　15位　　　　夢・希望　　11位

総合
　茨城県　　　13位

　「いばらき幸
こう

福
ふく

度
ど

指
し

標
ひょう

」は、豊
ゆた

かさや暮
く

らしや
すさを表

あらわ

す 42種
しゅ

類
るい

のデータからできています。
　このデータが毎

まい

年
とし

どう変
か

わったかを確
かく

認
にん

して、
全
ぜん

国
こく

ランキングを出
だ

すことで、皆
みな

さんがかなえ
たい夢

ゆめ

に向
む

かって挑
ちょう

戦
せん

できる県
けん

になっているか
を確

かく

認
にん

していきます。

【たとえば、こんなデータで計
けい

算
さん

しているよ】
・働
はたら

く人
ひと

のお給
きゅう

料
りょう

（雇
こ

用
よう

者
しゃ

報
ほう

酬
しゅう

（雇
こ

用
よう

者
しゃ

１
ひと

人
り

当
あ

たり））
・お医

い

者
しゃ

さんや看
かん

護
ご

師
し

さんたちの数
かず

（医
い

師
し

数
すう

・看
かん

護
ご

職
しょく

員
いん

数
すう

（い
ずれも県

けん

民
みん

10万
まん

人
にん

当
あ

たり））
・健
けん

康
こう

的
てき

に長
なが

生
い

きできる期
き

間
かん

（健
けん

康
こう

寿
じゅ

命
みょう

）
・保

ほ

育
いく

園
えん

に入れるか（待
たい

機
き

児
じ

童
どう

率
りつ

）
・犯
はん

罪
ざい

やいじめなどの事
じ

件
けん

数
すう

（刑
けい

法
ほう

犯
はん

認
にん

知
ち

件
けん

数
すう

（県
けん

民
みん

千
せん

人
にん

当
あ

たり）、人
じん

権
けん

侵
しん

犯
ぱん

事
じ

件
けん

件
けん

数
すう

（県
けん

民
みん

1万
まん

人
にん

当
あ

たり））

国 県 市町村



県で使うお金（歳出）
さい しゅつ
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●県に入るお金と使いみち県に入るお金と使いみち●

　一年（４月１日から翌年３月31日まで）のあいだに、どれだけのお金が
入ってきて、それをどう使うかを表したものが予算です。　　 （令和６年度）

県に入るお金（歳入）
さけ ん け んい にゅう

す う　　 じ　　　　　　 　 い　ば　ら　　　き　　　け　 ん

土地・人口

生　　活

産　　業

総　　　 面　　　 積 6,097.56㎢（24位）〔令和６年１月　1日〕〈国土地理院〉

63.8％（　5位）〔令和４年10月　1日〕〈総　務　省〉

26.1％（　1位）〔令和５年　7月 15日〕〈農林水産省〉

395㎡（　1位）〔平成30年10月　1日〕〈総　務　省〉

2,839,555人（11位）〔令和４年10月　1日〕〈総　務　省〉

466人（12位）〔令和４年10月　1日〕〈総　務　省〉

95.3％（36位）〔令和５年　3月 31日〕〈厚生労働省〉

65.0％（31位）〔令和５年　3月 31日〕〈国土交通省〉

2,664,166台（11位）〔令和５年　11月 30日〕〈自動車検査登録情報協会〉

55,449㎞（　2位）〔令和４年　3月　31日〕〈国土交通省〉

153施設（13位）〔令和４年10月　1日〕〈厚生労働省〉

71,761戸（　2位）〔令和２年　2月 　1日〕

6月 1日〕

〈農林水産省〉

4,409億円（　3位）〔令和４年〕　　　 〈農林水産省〉

275,475人（　7位）〔令和４年

13兆6,869億円（　7位）〔令和３年〕 〈総務省・経済産業省〉

（　）は全国での順位、〔　〕は調査時期、〈　　〉は資料出所

可 住 地 面 積 割 合

　そ　う　 　　　　　　　　　 め　ん　 　　　　　　　　　　せ　き

総　　　人　　　口　　　　
そう じん こう

水 道 普 及 率

教　　育
（449校）130,570人（12位）〔令和５年　5月　1日〕〈文部科学省〉

（224校） 70,048人（12位）〔令和５年　5月　1日〕〈文部科学省〉

67館（18位）〔令和３年10月　1日〕〈文部科学省〉

小 学校数・児童数
中学校数・生徒数
図　　書　　館　　数

　す　い　　　 どう　　　　 ふ　　　　　きゅう　　　　り　つ

下 水 道 普 及 率
　げ　　 す　い　　 ど　う　　　 ふ　　 きゅう　　　り　つ

自 動 車 保 有 台 数
　じ　 ど　う　 しゃ　　　ほ　　　ゆ う　　だ　い　 すう

道 路 実 延 長
病院数（精神科病院を除く）

どう　　　　　ろ　　　　　じ つ　　　　　え ん　　　　ちょう

　か　　 じゅう　　 ち　　　め　ん　　せ　き　　わ　り　　あ　い

耕 地 面 積 割 合
　こ　う　　　　ち　　　 め　ん　　　せ　き　　　わ 　り　　   あ　い

住宅敷地面積（１住宅当たり）
じゅう　た　く　し　き　 ち　 め ん　せ　き

人 口 密 度（総面積1㎢当たり）
じ　ん こう みつ ど

総　　農　　家　　数
そう　　　　　 の　う　　　　　　　 か　　　　　　　 す

　　　じ　　ど う 　 す う

　　　せ い　　 と 　  す う

と　　　　　　　 し ょ 　　　　　　 か ん 　　　　　　 す う

　う

製 造 業 従 業 者 数
製 造 品 出 荷 額 等
せ い　 ぞう　 ひん しゅっ　 か　 がく　 とう

せ い ぞう ぎょう じゅう ぎょう しゃ すう

農 業 産 出 額
　の　う　　　　ぎょう　　　　さ　ん　　　　しゅつ　　　　が　く

　 　

県に入るお金と使いみち

ダム・下水
道などをつ
くる

農林水産業・商
工業をさかんに
する

け け ん　　　　　　　　　　　　　　　　　　  つかん　　　　　　　　　　　　　　　　　　  つかけ ん　　　　　　　　　　　　　　　　　　  つか

よ く　 ね ん

つ か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 よ      さ ん

ぜん  こく　   　　   じゅん  い　                            ちょう  さ    じ     き　　　　　　　　　　　 し りょう

い　　　　 れ い　わ こく   ど    ち    り   いん

そう　　　 む 　　　しょう

のう りん すい さんしょう

のう りん すい さんしょう

のう りん すい さんしょう

そう む しょう　　けい ざい さんぎょうしょう

もん　ぶ　  か  がく しょう

もん　ぶ　  か  がく しょう

もん　ぶ　  か  がく しょう

そう　　　 む 　　　しょう

そう　　　 む 　　　しょう

そう　　　 む 　　　しょう

こう せい ろう どうしょう

こう せい ろう どうしょう

こく   ど   こう つうしょう

こく   ど   こう つうしょう

 じ どう しゃ けん さ  とうろくじょうほうきょうかい

い　　　　 れ い　わ

い　　　　 れ い　わ

い　　　　 へ い せ い

い　　　　 れ い　わ

い　　　　 れ い　わ

い　　　　 れ い　わ

い　　　　 れ い　わ

い　　　　 れ い　わ

い　　　　 れ い　わ

い　　　　 れ い　わ

い　　　　 れ い　わ

い　　　　 れ い　わおく

こ

い　　　　 れ い　わ

い　　　　 れ い　わ

い　　　　 れ い　わ

い　　　　 れ い　わ

い　　　　 れ い　わ

さ ん　　　　　　　　　 ぎょう

きょう　　　　　　　　　 い く

れい　 わ    　　  ねん   ど

せい しん  か びょういん　　 のぞ

そうめんせき

じん　  こう

じゅう たく

〈総務省・経済産業省〉
そう む しょう　　けい ざい さんぎょうしょう

歳入
さい　にゅう

1兆2,512億円
歳出
さい　しゅつ

県に入る税金
（33%）
4,180億円

教育費
（22%）
2,752億円

その他（16%）
2,055億円

国からのお金
（26%）
3,268億円

その他
（34%）
4,237億円

ぜいきんけん

おく
おく

た

ちょう　　　　　　  おく

おく

県債（県の借入金）
（7%）
827億円

けんさい けん 　　かりいれきん

おく

おく

きょういく   ひ

借入金の返済（公債費）
（12%）
1,482億円  

かりいれ きん　　　へんさい　  こう さい   ひ

おく

おく

た

1兆2,512億円
ちょう　　　　　　  おく土木費（8%）

990億円
おく

ど　ぼく   ひ 諸支出金
（14%）
1,752億円

おく

しょ   し しゅつきん

保健医療費
（11%）
1,376億円

ほ　けん　   い りょう ひ

おく

福祉費（7%）
927億円　

おく

ふく  し　ひ

商工費（10%）
1,178億円

おく

しょうこう   ひ
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茨城の交通ネットワーク （陸・海・空）
いばら き　　　　  こ う   つ う　　　 り く      か い     く う　　　

さつまいも（干しいも）

　茨城県では、４本の高速道路・２つの港に茨城空港と陸・海・空の交通ネットワークの整備がすす
んでいます。

茨城空港
いばら　き く う こう

（小美玉市）
お　み たま し

県土を支える４本の高速道路
けん ど　　　 ささ　　　　　　　　　　ほん　　　　こう そく　どう ろ

つくばエクスプレス沿線のまちづくり
えん せ ん

（つくば市・つくばみらい市・守谷市）

茨城の港　⑴茨城港　⑵鹿島港
いばら　き　　　　みなと いばら　き こ　う　　　　　　 か し 　こう

（日立市・東海村・ひたちなか市・大洗町・鹿嶋市・神栖市）
ひ たち とうかいむら おおあらいまち か しま    　  　かみ す  

鹿島港
か しまこう

日立港区
ひ たちこう く　

常陸那珂港区
ひ　たち な　か こう く

大洗港区
おおあらいこう く　

１ ２

４

　茨城空港は、平成22年３月に開港しました。現在は、札幌、神戸、福岡、
那覇への国内線と、中国、台湾への国際線が就航しており、北関東の空の
玄関口として、多くの観光客等を受け入れております。
　空港ターミナルビルでは、出発ロビー、到着ロビーを１階に集約してお
り、フロアを移動することなく航空機へ搭乗できるため、高齢の方やお子
様連れの方も快適にご利用できます。

　　 いばら  き  くう  こう　　       へい  せい　　　　　　　　　　　　    かい こう　　　　 　　　　　　　　 げん ざい　　　　　さっ ぽろ        こう   べ        ふく おか            

  な    は                  こく ない  せん　 　　　 ちゅうごく　      たい わん　　　　　 こく さい せん        しゅうこう　　　　　　　　　　　　 きた かん とう   

 げん かん ぐち　　　　　　　　　　  　　　　　　　かん こうきゃくとう　　　う

　　  くう  こう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しゅっぱつ 　　　　　　　　　とうちゃく　　　　                          かい　　 しゅうやく　　　　　　

 　　　　   　　　                      い  どう　　　　　　　　　　　　　　　こう  くう   き　　　とうじょう　　　　　　　　　　　　　　  こう れい　　　　　                         

 さま   づ                                かい  てき　　　　　　り よう

⑴茨城港
（日立港区・常陸那珂港区・大洗港区)
　平成20年末に日立港・常陸那珂港・
大洗港の３つの港を統合して「茨城港」
として新しいスタートをしました。各港区
の特長を活かし、建設機械・完成自動車
などの輸出入拠点やフェリー・クルーズ
船の寄港など物流・交流拠点として発展
を続けています。

⑵鹿島港
　鹿島港は世界有数の掘込港湾
で、首都・東京へ１時間あまりで連
絡でき、首都圏の東の玄関口とな
っています。鹿島臨海工業地帯の
原材料や製品の海上輸送基地とし
て役割を担っています。穀物の輸
入量は全国第１位であり、私たち
の食生活にも深く関わっています。

　高速道路は、豊かで活力ある地域社会の形成及び広域的な連携を支え
るうえで必要不可欠な基盤施設です。
　県内には常磐自動車道（常磐道）、北関東自動車道（北関東道）、首都圏
中央連絡自動車道（圏央道）、東関東自動車道水戸線（東関道水戸線）の
４本の高速道路があります。

　　  こう そく どう   ろ　　　　　　ゆた　　　　　  かつりょく　　　　　 ち　いき しゃ かい　　　けい   せい  およ         こう いき てき　　　 れん けい　　　ささ

 　  　　  　　　　　　ひつ よう　 ふ　 か　けつ　     　き　ばん   し  せつ

        けん ない　　　　　 じょうばん　じ　どう しゃ  どう　じょう ばん どう　　　    きた  かん とう   じ   どう しゃ どう　   きた かん とう  どう  　　　しゅ   と   けん

ちゅうおう れん  らく　じ　どう  しゃ  どう　   けん  おう  どう　　　  ひがしかん とう   じ　どう しゃ  どう　み　  と   せん     とう  かん  どう　み　 と   せん

                       こう そく  どう   ろ

伝統工芸
結城紬 結城市、八千代町、下妻市、筑西市 真壁石燈籠 桜川市笠間焼 笠間市ほか８市２町

で ん と う こ う げ い

ゆ う  き  つむぎ か さ  ま  や き ま  か べ い し ど う ろ う

（S31重要無形文化財指定・S52国伝統的工芸品指定
・H22ユネスコ無形文化遺産登録）
　全国に名が知られている高級絹織物です。
　糸紡ぎや機織りなど、その工程のほとんどを手作業
で行い、ふっくらとした風合いが特徴です。

（H4 国伝統的工芸品指定）
　江戸時代に信楽から陶工を招いたことが始まりと言
われている笠間焼は、二百五十年の歴史があります。
笠間粘土の生み出す独特の渋さとぬくもりが、全国の
陶芸ファンに愛されています。

（H7 国伝統的工芸品指定）
　室町時代末期に始められた仏石作りが起源とされ、
柔らかく繊細な彫刻と重厚かつ堅牢な存在感が特徴で
あり、苔がつくことで一段とその持ち味が生かされ、
日本庭園等に優雅さと趣を醸し出します。

む けいぶん か   い さんとうろく

こうきゅうきぬおりものぜんこく

 　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　 ふう あ　　  　  とくちょう

　  はた お　　　　　　　　　　　   こうてい　　　　　　　　　　　  て　さ  ぎょういとつむ

じゅうよう む けいぶん か ざい し てい 　 　 　 　くにでんとうてきこうげいひん し てい くにでんとうてきこうげいひん し てい

しがらき

かさ ま やき　　　　　　　　　　　　　　　  れき し

え　ど　じ だい とうこう まね　　　　　　　　　  はじ

かさ ま ねん ど　　　　　　　　　　どくとく　　しぶ　　　　　　　　　　　　　　　  ぜんこく

とうげい　　　　　　　  あい

くにでんとうてきこうげいひん し てい

　　むろまち じ だいまっ き    はじ　　　　　　　　ほとけいし　　　　　　　き げん

やわ　　　　　　せんさい　　ちょうこく　　じゅうこう　　　　けんろう　　そんざいかん　　とくちょう

　　　　　　こけ　　　　　　　　　　　　いちだん　　　　　　  も　　　　　　　い

にっぽんていえんなど　　ゆう が　　　　おもむき　かも

      　 か  しま こう

　　    か   しま  こう　　　　せ   かい  ゆう すう　　　  ほり こみ   こう  わん     

　　　　 しゅ   と　     とうきょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 れん  

 らく　　　　　　　  しゅ   と   けん　　　　　　　    げん  かん ぐち　　　  

                                             か   しま  りん   かい こう ぎょう   ち   たい         

げん ざいりょう　  　 せい  ひん　　　かいじょう  ゆ   そう   き    ち　　　　　

　　　やく わり         にな　　　　　　　　　　　　　　　 こく  もつ　　　 ゆ

にゅうりょう　　ぜん  こく だい 　　　 い　　　　　　　　　　  わたし   

      しょく せい かつ　　　　  ふか　　 かか

      いばら  き  こう

　  ひ   たち こう  く　    ひ た ち    な   か  こう   く　   おおあらいこう く

       へい せい　               まつ　       ひ  たち  こう         ひ た ち   な　 か   こう  

おおあらいこう                           みなと　   とう  ごう                     いばら き  こう　                         

                   あたら                               　　　　　　　　　　　　　　　 かく こう  く  

　　とくちょう　      い　　                  けんせつ　き  かい        かん せい  じ   どう しゃ 

　　                ゆしゅつにゅうきょてん　　　　　　　　　　　　　　                          

せん　　　 き  こう        　   ぶつりゅう 　　こうりゅうきょてん        　　　　 はっ てん

　    つづ　                               

もり  や　３
　つくばと秋葉原を最短45分で結ぶつくばエクスプレス（ＴＸ）は平成17
年８月に開業以降、多くの方々に利用されています。鉄道の沿線地域で
は新しいまちづくりが進み、多くの住宅や商業施設ができるとともに人口
増加の傾向がみられるなど、賑わいを見せています。これからも人・モ
ノ・情報の交流がますます活発になり、地域の一層の発展が期待されてい
ます。

　　　　　　　　　　　　 あき    は　ばら　　   さい たん　　　 　　　　   むす　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　    へい  せい

　　　　　　　          かいぎょう い   こう　　　　   　　　  　　かた  がた　　　 り   よう　　　　　　　　　　　　　　　　　　てつ  どう　　   えん  せん  ち   いき　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　   すす　 　　　　　　　　　　 じゅう たく　　しょうぎょう し せつ                                                           じん こう  

ぞう   か　　　  けい こう                                                     　　   にぎ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　     じょうほう　　 こうりゅう　　　　　　　　　　　    かっ ぱつ  　　　　　　　　  　ち　いき　　   いっ  そう　　  はっ てん　　   き   たい

ゆう   き    　　         や    ち    よ   まち　　　しも つま   　　       ちく せい　 　 かさ  ま    さくらがわ   　

き

霞ケ浦環境
科学センター

TX研究学園駅周辺（つくば市）TX研究学園駅周辺（つくば市）TX研究学園駅周辺（つくば市）
けんきゅうがくえんえきしゅうへんけんきゅうがくえんえきしゅうへんけんきゅうがくえんえきしゅうへん

アンコウアンコウ

イワシイワシ

ヒラメヒラメ

サバサバ

シラスシラス

ワカサギワカサギ

千両

かんしょ

花桃

アユ

奥久慈しゃも
おく く  じ

至茨城町東 IC至茨城町東 IC至茨城町東 IC

至茨城町西 IC至茨城町西 IC至茨城町西 IC 至茨城空港北 IC至茨城空港北 IC至茨城空港北 IC 至つくば牛久 IC至つくば牛久 IC至つくば牛久 IC

至谷田部 IC至谷田部 IC至谷田部 IC

至桜土浦 IC至桜土浦 IC至桜土浦 IC

至つくば中央 IC至つくば中央 IC至つくば中央 IC

圏央道圏央道圏央道

常磐道常磐道常磐道

北関
東道

北関
東道

北関
東道

東関道水戸線

東関道水戸線

東関道水戸線

茨城町JCT茨城町JCT茨城町JCT
いばらき まちいばらき まちいばらき まち つくばJCTつくばJCTつくばJCT



ささつまいも（干しいも）さつまいも（干しいも）
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大子広域公園オートキャンプ場グリンヴィラ 茨城県立歴史館
いばら き   けん  りつ  れき   し    かん　　　　　　　　　　

笠松運動公園 茨城県陶芸美術館

霞ケ浦環境科学センター
かすみ が うら かんきょう か がく

いばらきフラワーパーク

１

4

１

２

３

2－1

2－1

2－1

2－2

4

4

4

だい   ご  こう いき こう えん　　　　　　　　　　　　　　　　じょう

いばら き   けん とう  げい   び  じゅつかんかさ  まつ うん どう こう えん

古河

茨城県イラストマップ
いばら き け ん

霞ケ浦環境霞ケ浦環境
科学センター科学センター
霞ケ浦環境
科学センター

TX研究学園駅周辺（つくば市）
けんきゅうがくえんえきしゅうへん

アンコウアンコウアンコウアンコウ

イワシイワシイワシイワシ

ヒラメヒラメヒラメヒラメ

サバサバサバサバ

シラスシラスシラスシラス

ワカサギワカサギワカサギワカサギ

龍ケ
崎市

千両千両

かんしょかんしょ

花桃花桃

3

アユアユアユ

奥久慈しゃも奥久慈しゃも奥久慈しゃも
おく く  く く  じおく く  じ

至茨城町東 IC

至茨城町西 IC 至茨城空港北 IC

至つくば中央 IC

圏央道

常磐道

北関
東道

東関道水戸線

茨城町JCT
いばらき まち つくばJCT
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県庁舎のご案内
　け 　ん 　ちょう 　し 　ゃ　　　　　　　あ ん　な い

　警察の仕事やしくみを紹介したり、白バイなどが展示
されている広報センター（２階）は自由に見学できます。
●開庁日／9：00～15：30
　（通信指令室・交通管制センターの見学は事前の申込
　みが必要です）

県警察本部庁舎

県政広報コーナー（県庁舎２階）
　 　

け ん ちょう しゃ　　　　　か い　

　け ん　け い　さ つ　ほ ん　　ぶ　　ちょう　し ゃ

地上10階地下１階
高さ49ｍ

　　 け　い　さ　つ　　　 し　ご と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょう　か　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 てん　じ

　　　　　　　　　　　 こうほう　　　　　　　　　　　　　　  かい

　　 か

つうしん  し  れい しつ　　　            かん せい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 じ　ぜん　　 もうし  こ

　　　 ひつ よう

　い　ちょう　び

　県民のみなさんと県との交流の場です。
　生活に必要な情報や県の仕事に関する情報を提供
しています。
●県政広報コーナーは自由に見学できます。
　開庁日／　8：30～17：00
　閉庁日／10：00～17：00

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　 　　 　 　　

　　　　　　

　　 か　い　ちょう　び

　　 へ　い　ちょう　び

●県政広報コーナー１

　

●県政広報コーナー２

●県政シアター
　大きな画面で、県の仕事や県の将来の姿などを紹介する映像
を見ることができます。

　　　け　ん　せ　い　こ う　ほ　う

　

　

　　　け　ん　せ　い　こ　う ほ　う

　　　け　ん　せ　い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けん　　　  し　ごと　　　けん　　 しょう　ら　い　　 すがた　　　　　　　しょう かい　　　　　　　　　　　　　　　　　 え　い　ぞ　う

防災センター（県庁舎６階）
　ほ　う　さ　い

け　ん　ちょう　し ゃ　　　  か い

　洪水や地震などの災害から県民を守り、被害を少
なくするために、すばやく情報を集め、災害対策を
します。
●見学には予約が必要です。（開庁日のみ）

こうずい　 じ しん　　　　　　 さいがい　　　　　 けん みん        まも　　　　　　 ひ   がい　　　　　

じょう　ほ　

　 か　い　ちょう　び

　茨城県内で開催されているイベントや、県内のプロスポーツ
チームやテレビ・映画のロケ地などを紹介しています。
　休憩スペースも利用できます。

　県が取り組んでいる様々な仕事を、広報パネル等を使っ
て、紹介しています。

きん きゅう きゅう  じょ よう

つう しん  し   れい しつ

こう つう かん せい

こう ほう げん かん

け ん　せ い    こ う   ほ う

けん みん　                                            けん　             こうりゅう

　　　　　　　 ひつ よう　　  じょうほう　　　けん　　　  し   ごと　　　かん　　　　   じょう ほう         てい きょう　　 

けん せい  こう ほう

いばら き   けん ない　　　かい  さい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けん  ない

　　　　　　　　　　　　　　　　　  えい　が　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょう かい

きゅうけい　　　　　　　　　　　　　  り  よう

 けん　　　　と　　　　　　　　　　　　　　　　　  さま  ざま　　　　し　ごと　　　　　　こう  ほう　　　　　　　　　とう　　　 つか

　　 しょう かい

か い　　　　　　　  か い

よ　やく　　　ひつ よう

しつ　む　しつ

けんがくしゃ

う　　  あつ　　　　　 さい がい たい さく　　　　　　　　　　　　　　
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　昭和40年の愛鳥週間に「県民の鳥」を公募
し、一番応募の多かった「ひばり」が昭和40
年11月３日に県の鳥に定められました。　

県の鳥

ひばり
県の魚

ひらめ

県のマーク［県章］

　茨城県は、自然や気候に恵ま
れ、産業もバランスよく発展した
住みやすい県です。
　茨城県では、みなさんが安全
で楽しく快適に暮らせるように、
さまざまな仕事をしています。
　県の仕事や、ふるさと茨城につ
いていろいろなことを学び、素晴
らしい茨城を一緒につくっていき
ましょう。

　　茨城県知事　大井川　和彦

　　　 いばら　き　 け ん　　　　　　　 し   ぜ ん　　　　 き　 こ う　　　  め ぐ

　　　　　さ ん ぎょう　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  　 は っ  て ん

   す　  　　　　　　　　  　　  け ん

           いばら   き　  け ん　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　  あ ん  ぜ ん

　　　　　　　　　　　  か い　て き　　　　く

　　　　　　 　　 　　　　　   し　 ご と

　　　  け ん　　　  し　 ご と　　　　　　　　　　　　　　　   いばら   き

                                                                                                                す       ば

　　　　　　　　 いばら　き　　　  い っ   し ょ

　　　　　　いばら　き　  けん   ち      じ              おお    い     がわ            かず   ひこ

　県のさかな選定委員会
が設けられ、県民からの応募が最も多く、本県
の重要な資源である「ひらめ」が平成７年６月
１日に県の魚に定められました。

け ん け ん

　　　 しょう   わ　　　　　　　　　　　 あ い ちょう　　　　　　　　　　　　   け ん   み ん　　　　　　　　　　　　　こ う     ぼ

　　　　　　　　　　　　　お う　 ぼ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょう   わ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　    け ん　　　　　　　　　  さ だ

　　　  け ん　　　　　　　　　　　　  せ ん て い　 い　 い ん  か い

　　　 も う　　　　　　　　　　　　  け ん  み ん　　　　　　　　　 お う　 ぼ　         もっと　　　　　　　　　　　　ほ ん  け ん

　　　じゅう  よ う　　　　 し　 げ ん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ い  せ い

　　　　　　　　　 け ん　　　　　　　　　  さ だ

　開きはじめた「ばら」のつぼ
みをデザインしたもので茨城県
の「先進性」「創造性」「躍動」
「発展」を表しています。
　平成３年11月13日に定めら
れました。

　　　　   ひ ら　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　いばら　き　 け ん

　　　　　　　　せ ん  し ん  せ い　　  　　 そ う  ぞ う  せ い　  　　　 や く  ど う

　　　　　は っ  て ん　　　　　　あらわ

 　　　　  へ い  せ い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さ だ

け ん　　　　　　　　　　　     け ん しょう
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　県議会の歴史やしくみを紹介する議会ＰＲコーナー
（１階）や本会議場のようすを見ることができる傍聴席
（５階）は自由に見学できます。
●開庁日／9：00～17：00
　（県議会の開催中は除きます。）

県 庁 舎
　け　ん　　　ちょう　　　し　ゃ

地上25階地下２階
高さ116ｍ

県議会議事堂
　け　ん　　　ぎ　　　か　い　　　ぎ　　　じ　　　ど　う

地上５階
高さ39ｍ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けん　ぎ　かい　　　 れき   し　　　　　　　　　　　　　  しょうかい　　　　　　 ぎ　かい

　　 かい　　　　　 ほん  かい   ぎ じょう

　　 かい

　けん   ぎ   かい

　

ぼう ちょう せき　

　　 か　い　ちょう　び

　　　　　　　　　　　　　 か　い　さ　い　ちゅう　　 の　ぞ

展望ロビー（県庁舎25階）
　て　ん　ぼ　う

けん　ちょう　し　ゃ

　地上約100ｍの高さから、茨城県の風景を眺める
ことができます。パネルなどを使って展望案内や、
茨城の自然を紹介しています。

●展望ロビーは自由に見学できます。
　開庁日／　9：30～22：00
　閉庁日／10：00～22：00

　 いばらやく 　き  けん　　　ふう  けい　　　　　　　　　　　　　 な　が

　　　　　　　　　　　　　　　つか　　　　　  て　ん　ぼ　う　あ　ん　な　い

　　　　　　　　　　　　　　　いばら き　　　　し　ぜん　　  しょうかい

て　ん　ぼ　う

　　　か 　い 　ちょう 　び

へ　い　ちょう　び

　行政情報センター（県庁舎３階）では、県の仕事
に関係する資料をそろえています。自由にご利用く
ださい。
　●開庁日／8：30～17：00

　　 ぎょう　せ　い　じょう　ほ　う　　　　　　　　　　　　 け　ん　ちょう　し　ゃ　　 か い　　　　　　　　　　 けん　　　し　ごと

　　　　　　　　　　　　　かん  けい　　　　　　し　りょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  り  よう

　　　　　か　い　ちょう　び

県庁25階展望ロビーから見える風景

西

南

北

東

水戸市内など関東平野の様子がよく見えます。
［北方向］
水戸市街
偕楽園、水戸芸
術館、日立エレ
ベーター研究塔
など

［南方向］
土浦市、
筑波研究学園都市
牛久大仏
など

［西方向］
筑波山、加波山
笠間市
日光連山
など

［東方向］
太平洋
ひたちなかエネルギーロジテック
大洗マリンタワー
ひたち海浜公園
など

け ん  ちょう　　　　　 か  い  て ん   ぼ う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ふ う  け い

み　   と　　し　ない　　　　　　か ん と う  へ い   や　         よ う   す

 み　と　し  がい

かい らく えん　　　み　 と　げい

じゅつ かん　      ひ  たち

　　　　　　　　　 けんきゅうとう

つく ば さん　  か  ば さん

かさ ま　し

にっこうれんざん

たいへいよう

おおあらい

　　　　　　 かいひんこうえん

つちうら し

つく ば  けんきゅうがく えん と　し

うし く だいぶつ

しつ　む　しつしつ　む　しつ

しつ　む　しつしつ　む　しつ

か い　　　　　　　  か い か い

てん ぼうてん ぼう

かな にわ

けん みん

きん ゆう   き   かん　　  ゆう びん きょく

せつ　び　 き   かい しつ はい すい しょ　り　 し  せつ

しょくどう

ほ  ぞん ぶん しょ   こ

けん せい こう ほう

けん せい げん かん

い　いん かい しつ

ぎ　いん しつ

かい　ぎ　しつ

ちゅうしゃじょう

ぎ　かい

ぎ　かい

げん かん

ほん かい  ぎ  じょう ぼうちょうしゃせき

ほう そう しつ

ひかえしつ



インターネットを使って茨城県のホームページを見ることができます。
いばら　き　けん

●茨城県ホームページ　https://www.pref.ibaraki.jp/

茨城県総務部知事公室報道・広聴課
〒310ー8555　茨城県水戸市笠原町978番6
TEL 029ー301ー2140　FAX 029ー301ー2169

いばら　　き　　けん

いばら 　き 　けん
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※記念スタンプは、県庁舎２階「県政広報コーナー２」と
　25階「展望ロビー」にあります。

　　　　　　　　　　　　き　ねん 　けん ちょう　しゃ　　　　　　　かい　　　　　　　　 けん　せい　こう　ほう

てんかい 　ぼう

　　　　年　　月　　日（　　曜日）　 年　　組　名前

１
（坂東市）
　　ばんどう　し ２ アクアワールド

茨城県大洗水族館
ミュージアムパーク
茨城県自然博物館 （大洗町）

　　おおあらいまち ３ カシマサッカースタジアム
（鹿嶋市）
　　 か　しま　し

いばら　き　 けいばら　き け ん　 し    ぜ ん  は く  ぶ つ  か ん 　ん　お　お　あらい　す　い　ぞ　く　か　ん

楽しい施設
　 したの 　せ つ

　自然豊かな菅生沼のほとりに立地する博物
館です。「進化する宇宙」や「地球の生い立ち」、
「自然のしくみ」などを展示する常設展示と年に
３回程度開催する企画展示では、自然の偉大さ
や不思議さを学ぶことができます。

スタジアム大人気のティラノザウルス大人気のティラノザウルス
だいにん きだいにん き

イルカショー

　　　　　　　　　 はつ 　         や　　ね　　つ 　                                    　　　 せん   よう

 か   しま

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　     とう きょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     きょう   ぎ  　　　  かい   さい   かい じょう         

き　　   ね ん

いばら　き　 け ん   そ う    む      ぶ      ち      じ     こ う   し つ  ほ う   ど う　　　   こ う ちょう   か

いばら き   けん   み    と     し   かさ はら ちょう　            ばん

スタジアムスタジアムスタジアム松花江マンモス松花江マンモス松花江マンモス
しょう　 か     こうしょう　 か     こうしょう　 か     こう

出会いの海の大水槽出会いの海の大水槽出会いの海の大水槽

　日本初の屋根付きサッカー専用スタジア
ムで、Ｊリーグ鹿島アントラーズのホームス
タジアムです。
　2002年のF I FAワールドカップTMや東京
2020オリンピックサッカー競技の開催会場
になりました。

いばキラTVアナウンサー

「茨ひより」
いばら

　　　   し　 ぜん   ゆた　　　　　　  すが　  お　  ぬま　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　 はく   ぶつ

 かん　　　　　　　　　  しん　 か　　　　　　　 う    ちゅう                    ち   きゅう　　　   お　　　　　　　　　　　   

       し　 ぜん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 てん 　 じ　　　　　　 じょう せつ  てん     じ　　　　

 　　　　  てい　 ど    かい   さい　　　　　      き　 かく    てん    じ　                       し     ぜん　         い   だい　　　

　　　  ふ      し      ぎ

　サメの飼育種類数日本一を誇り、約20,000匹のイワシが
光と音に合わせて躍動する「IWASHI LIFE」、ペンギンなどを
間近で観察できる「オーシャンテラス」など見どころが満載。
令和６年３月には当館生まれのミズクラゲたちが揺らめく
「くらげ 365」が新たな映像と香りの演出により、没入感た
っぷりの新しい「美しき新世海」として生まれ変わりました。

　　　　　　　　　   し　いく  しゅ  るい すう   に  ほん いち　　   ほこ　　           やく　　                     びき  　　　　　　　　　　

ひかり       おと       　あ　                      やく どう   　　　　

  ま    ぢか         かん さつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　        み　                              まん さい

 れい  わ　        ねん 　　 がつ                  とう かん    う                                      　　　　　　　　　　　　　　　    ゆ   

   　　　　　　　　　　　　　　　　   あら　　　　   えい ぞう　　   かお       　　  えんしゅつ　　　　　　　　　ぼつにゅうかん

　　　　　　　　　あた　　　　　   うつ　　　　   しん   せ   かい　　　　　　　　　  う　　　　　   か


