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青森県農林水産部農村整備課
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　TEL　017－722－1111（代表）（内4876～4879）
　　      017－734－9545（直通）
　FAX　017－734－8149
　（問い合わせ先：企画・調整グループ）

【農村整備課ホームページ】

http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/agri/nseibi.html
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力強い農業と魅力あふれる
農村の実現を目指して

　青森県では、“農林水産業を支えることは地域の環境を守ることにつながる”との
観点から、農林水産業の生産基盤や農山漁村の生活環境などの整備を行う公共事業
を「環境公共」と位置付け、３つの方向性（地域力の再生、強固な農・林・水の連携、
環境への配慮から保全・再生へ）に沿った取組を展開し、本県が平成16年度から独
自に取り組んでいる県政の重点施策である「攻めの農林水産業」を支える基盤づく
りを推進しています。
　農林水産業の「成長産業化」に向け、「産業力強化」と「地域力強化」を車の両輪
として進めるため、「安全・安心で優れた青森県産品づくり」や「未来を切り拓く多
様な経営体の育成」につながるほ場整備を中心とした生産基盤整備と、農業・農村
の多面的機能の維持・発揮に向けた取組を重点的に推進することで、「力強い農業と
魅力あふれる農村の実現」を目指しています。





青森県の概要１

　青森県は、本州の最北端に位置し、北は津軽海峡を隔てて北海道と相対し、東は太平
洋、西は日本海に囲まれ、南は秋田県・岩手県に接しています。
　青森市から東京都までは、鉄道距離（奥羽本線・東北新幹線）で約720ｋｍとなり、
これは東京都から岡山市（733km）までとほぼ同じ距離です。
　また、東京までの移動時間は、鉄道では東北新幹線で約３時間、自動車では東北縦貫
自動車道を使うと約８時間、飛行機では青森空港から約１時間となっています。
　面積は、9,645㎢（全国第８位）で全国の2.6％を占めていますが、人口密度は全国
第41位となっており、我が国の中では広大で豊かな自然が残っている地域に属します。

（1） 位置・面積

　地勢は、中央の奥羽山脈を境として、東部地域（通称県南地域）では、火山灰に覆わ
れた台地や段丘が広く分布するのに対し、西部地域（通称津軽地域）では、広大な沖積
低地と出羽山脈の延長にある山地が大部分を占めています。
　また、中央山地、西部山地及び津軽半島の山地によって囲まれた岩木川流域は、肥沃
な津軽平野、中央山地の北端には青森市を中心とした青森平野、下北半島の首部から十
和田市、八戸市に及ぶ東部地域には丘陵地が形成されています。
　このため、総合的な土壌生産力の強い耕地が多く、また、畑地は黒ボク土が大半を占
め、特に東部地域ではこの有効土層が厚いため、根菜類に適しています。

（2） 地　　　勢

　本州最北端にあるため、冷涼型の気候であり、短い夏と長い冬が特色です。また、山
脈、半島、陸奥湾など複雑な地形や海流の関係で、同じ県内でも東部地域と西部地域で
は、その様相を異にしていることも特徴的です。
　夏季は、北太平洋に発達する高気圧により、東部地域では春の終わりから夏にかけて
偏東風（通称ヤマセ）が吹き込むため、低温の日が多く、冷害に見舞われやすい一方で、
西部地域は一般的に気温が高く、比較的気象に恵まれています。
　冬季は、大陸高気圧の影響により北西の季節風が卓越するため、西部地域は気候不良
で多雪となりますが、東部地域は冷え込みが厳しいものの、西部地域に比べると晴天の
日が多く、降雪量も少なくなっています。
　このため、西部地域は恵まれた気温や日照を生かしたりんごの産地となっており、東
部地域は夏季冷涼な条件を生かした野菜生産や畜産が盛んに行われています。

（3） 気　　　象
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青森県庁 青森県のシンボル
経　度 140°44′24″ 県の花：りんご 県の魚：ひらめ
緯　度 40°49′28″ 県の木：ヒバ　 県の鳥：白鳥　

東　端
（三戸郡階上町大字道仏字小舟渡地内）

西　端
（西津軽郡深浦町大字深浦字久六）

経　度 141°41′00″ 139°29′49″
緯　度 40°27′07″ 40°32′03″

南　端
（三戸郡田子町大字遠瀬地内）

北　端
（下北郡大間町大字大間字弁天島）

経　度 141°00′46″ 140°54′42″
緯　度 40°13′04″ 41°33′22″

数字で見る青森県
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資料：「気象庁HPより」

平年平均気温：10.4℃
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その他果樹園
1,800ha
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16%

資料：「青森県における農地の動き－平成25年版－」
（県構造政策課）
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資料：「気象庁HPより」
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平年平均降水量：108.4mm

資料：「人口推計」（総務省）
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85歳以上
80～84
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0～4

男性
女性

（単位：万人）

平成26年10月1日現在
1,321千人

老年人口　29.0％
（65歳以上）

生産年齢人口　59.3％
（15～64歳）

年少人口　11.7％
（14歳以下）

平均気温（青森市）

土地利用面積（H25）

降水量（青森市）

人口（H26）
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県産品PR用イメージキャラクター
「決め手くん」

資料：「県民経済計算」（内閣府）

81,042人
13.0％

95,725人
14.1％

103,735人
14.3％

一次産業
124,232人
16.9％

127,978人
20.6％

146,847人
21.6％

185,571人
25.5％

二次産業
184,534人
25.1％

413,318人
66.4％

436,789人
64.3％

437,142人
60.2％

三次産業
426,433人
58.0％
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H22
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資料：「県民経済計算」（内閣府）

1,873億円
4.1％

2,024億円
4.5％

2,101億円
4.3％

第一次産業
2,607億円
5.6％

9,743億円
21.2％

7,613億円
16.9％

10,346億円
21.3％

第二次産業
10,923億円
23.6％

34,316億円
74.7％

35,482億円
78.6％

36,128億円
74.4％

第三次産業
32,709億円
70.8％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H22

H17

H12

H7

項　　　目 単　位 青森県 全　国 順　位 調査年
総 面 積 ㎢ 9,645 377,972 8 H26
総 人 口 千人 1,321 127,083 31 H26

年齢別構成
 0 ～ 14歳

％
11.7 12.8 43 H26

15 ～ 64歳 59.3 61.3 24 H26
65 歳 以 上 29.0 26.0 28 H26

人 口 密 度 人／㎢ 137 336 41 H26
世 帯 数 千世帯 513 51,951 31 H22
就 業 者 数 千人 640 59,611 29 H22

就業構成
第 １ 次

％
13.0 4.2 1 H22

第 ２ 次 20.6 25.2 40 H22
第 ３ 次 66.4 70.6 29 H22

事 業 所 数 70,021 6,356,329 30 H21
県（ 国 ） 内 総 生 産 十億円 4,417 473,859 28 H21
１人当たり県（国）民所得 千円 2,366 2,676 33 H21

資料：�「国勢調査」「経済センサス」「人口推計」（総務省）
� 「国民経済計算」「県民経済計算」（内閣府）
� 「全国都道府県市町村別面積調」（国土交通省国土地理院）

産業別就業人数

全国と比較した本県の各種数値と順位

産業別総生産額
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青森県の農業・農村の概要２

米 野菜 果実 畜産 その他

資料：「生産農業所得統計」（農林水産省）

（億円）

35%
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23% 21% 23%

20%
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0

1,000
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22%

27%

28%
4%

2,759 2,835

22%

21%
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4%

18%

22%

27%

29%
4%

資料：「生産農業所得統計」（農林水産省）

畜産
815億円
29％

その他
115億円

4％
米

508億円
18％

野菜
625億円
22％

果実
772億円
27％

作付面積 収穫量

資料：「作物統計」（農林水産省）

4.9 4.9 4.9 4.7 4.8 5.0 4.9
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（万t）
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H24 H26H25

順位 農産物 産出額
（億円）

構成比
（％） 備　　　考

1 り ん ご 733 25.9 青森県の農業産出
額計
� 2,835億円

2 米 508 17.9
3 豚 238 8.4
4 ブロイラー 187 6.6
5 鶏 卵 169 6.0
6 やまのいも 128 4.5
7 肉 用 牛 128 4.5
8 に ん に く 94 3.3
9 生 乳 68 2.4
10 ご ぼ う 63 2.2

項　　　目 年次 順　位 収穫量（t）
な が い も 25

第 1位

59,000
に ん に く 25 13,800
ご ぼ う 25 51,400
り ん ご 25 412,000
あ ん ず 24 1,263
フ サ ス グ リ 24 7.2
く る み 24

第 2位
38

マ ル メ ロ 24 14
なたね（子実用） 25 351
だ い こ ん 25

第 3位

124,300
か ぶ 25 8,290
ネ ク タ リ ン 24 77
プ ル ー ン 24 122
に ん じ ん 25 第 4位 40,300
西 洋 な し 25 1,780

順位 都道府県名 カロリーベース
（％） 備　　　考

1 北 海 道 200 全国：39％
2 秋 田 県 177
3 山 形 県 133
4 青 森 県 118
5 岩 手 県 106
6 新 潟 県 103
7 佐 賀 県 94
8 鹿 児 島 県 82
9 富 山 県 74
10 福 島 県 73

資料：「生産農業所得統計」（農林水産省）

資料：「ピカイチデータ100 !」（県統計分析課）

資料：「食料自給率の部屋」（農林水産省）

（1） 農業の状況
農業産出額の推移

主な農産物産出額と構成比（H25）

農産物の全国ランキング（H25）

農業産出額の内訳（H25）

食料自給率（H25概算値）

水稲作付面積と収穫量
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販売農家 自給的農家

資料：「農林業センサス」（農林水産省）

（戸）

H7 H12 H17 H22
0

20,000

40,000
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100,000

86%
85%

82% 80%

14%
15%

18%
20%

78,592
70,301

61,587 54,210

専業農家 第1種兼業農家 第2種兼業農家

資料：「農林業センサス」（農林水産省）

（戸）
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15%

54%
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52%

67,885
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59,996

23%
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30%
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主業農家 準主業農家 副業的農家

資料：「農林業センサス」（農林水産省）

（戸）

H7 H12 H17 H22
0

20,000

40,000

60,000

80,000
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28%
27%

23%
23%

30%
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59,996

39%

50,790

40%

43,314

1ha未満 1.0～3.0ha 3.0～5.0ha 5.0ha以上

資料：「農林業センサス」（農林水産省）

（戸）

H7 H12 H17 H22
0

20,000

40,000

60,000

80,000 67,885
59,996

50,790
43,314

40% 39% 37% 34%

45%
44%

44%
44%

10%
11%

11%
12%

5%
8%

8%
10%

農 家 経営耕地面積が10アール以上の農業を行う世帯又は過去1年間における農業生産物の総
販売額が15万円以上の規模の農業を行う世帯�

販 売 農 家 経営耕地面積が30アール以上又は１年間における農産物販売金額が50万円以上の農家

自 給 的 農 家 経営耕地面積が30アール未満かつ１年間における農産物販売金額が50万円未満の農家

主 業 農 家 農業所得が主（農業所得が農外所得以上）で１年間に60日以上自営農業に従事してい
る65歳未満の世帯員がいる農家

準 主 業 農 家 農外所得が主（農家所得の50パーセント未満が農業所得）で１年間に60日以上自営農
業に従事している65歳未満の世帯員がいる農家

副 業 的 農 家 １年間に60日以上自営農業に従事している65歳未満の世帯員がいない農家（主業農
家、準主業農家以外の農家）

専 業 農 家 世帯員の中に兼業従事者（１年間に30日以上雇用兼業に従事した者又は１年間に販売
金額が15万円以上ある自営兼業に従事した者）が１人もいない農家

兼 業 農 家 世帯員の中に兼業従事者が1人以上いる農家

第 １ 種 兼 業 農 家 農業所得を主とする兼業農家

第 ２ 種 兼 業 農 家 農業所得を従とする兼業農家

（2） 農家の状況

農家数（販売農家・自給的農家）

専兼業別農家数（販売農家） 経営耕地規模別農家数（販売農家）

主副業別農家数（販売農家）
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資料：「農林業センサス」（農林水産省）

50.8
52.5

54.9
56.6
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56.7
58.3

45
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60
（歳）

H7 H12 H17 H22

全国青森県

全国 青森県

資料：「農業経営動向統計」（農林水産省）

（千円）
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資料：「農林業センサス」（農林水産省）

（歳）

H7 H12 H17 H22

全国青森県
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50
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資料：「農業経営動向統計」（農林水産省）
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農業所得 農外所得 年金・被贈等の収入

H7 H12 H17 H23 H25H24H22
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（%）

農 業 従 事 者 15歳以上の世帯員のうち、調査期日前１年間に自営農業に従事した者

農 業 就 業 人 口 自営農業に従事した世帯員（農業従事者）のうち、調査期日前１年間に自営農業のみに
従事した者又は農業とそれ以外の仕事の両方に従事した者のうち、自営農業が主の者

農業従事者（男女計の平均年齢）

農家総所得※

農業就業人口（男女計の平均年齢）

農家総所得の構成比※（青森県）

※�「平成15年以前の結果は、調査体系の見直しを行っているため、平成16年以降とは接続しない。」

農家所得

農業従事者等の平均年齢（販売農家）
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田 畑

資料：「耕地及び作付面積統計」（農林水産省）

（千ha）
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資料：「農林業センサス」（農林水産省）

（ha）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

H2 H7 H12 H17 H22

56% 50%
48% 42% 35%

14% 14%

10% 13% 14%
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7,149
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資料：「耕地及び作付面積統計」（農林水産省）

田 普通畑 樹園地 牧草地
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資料：「耕地及び作付面積統計」（農林水産省）
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畑 田

1,500

2,000

1,000

500

0

500

1,000

1,500

拡張

かい廃

H2 H7 H12 H17 H22 H25 H26H24

494 509 716
223 224 234

571 797
318 272

654

352
102 93

439

888

893

64 189 61 86 138
402 436

6

5 41
71

136

（3） 農地の状況

農地面積

耕作放棄地面積

耕地種類別面積の構成比

耕地の拡張・かい廃面積
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1ha以上
1ha未満50a以上
50a未満30a以上
30a未満20a以上
20a未満
未整備

8,746

12,158

7,967
28,600

14,240

14,360

23,109

1,720
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（北）

（西）
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下北
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1ha以上
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0
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1,258
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9

230

1,233
1,469 1,490

1,725

1,628

1,787

1,654

1,840

1,655

地　域 水田面積

整　　備　　済
未　整　備

標準区画30a程度以上整備済
20a未満 面積（ha）

面積（ha） 1ha以上 1ha未満
50a以上

50a未満
30a以上

30a未満
20a以上

20a以上
整備率 面積（ha） 率（%）

東　青 8,746 5,490 200 515 3,885 891 62.8% 975 6,465 2,281 26.1%
中　南 12,158 8,731 218 330 7,003 1,181 71.8% 3,126 11,858 301 2.5%
三　八 7,967 2,472 111 147 1,254 961 31.0% 3,492 5,964 2,003 25.1%
西　北 28,600 22,952 862 391 18,704 2,995 80.3% 970 23,922 4,679 16.4%
（北） 14,240 11,636 538 217 8,149 2,733 81.7% 750 12,386 1,854 13.0%
（西） 14,360 11,315 325 174 10,555 262 78.8% 220 11,536 2,824 19.7%
上　北 23,109 12,145 252 220 8,819 2,855 52.6% 6,455 18,600 4,509 19.5%
下　北 1,720 594 108 64 74 349 34.5% 184 777 943 54.8%
合　計 82,300 52,383 1,750 1,665 39,737 9,232 63.6% 15,202 67,585 14,715 17.9%

注）1.整備済面積は、平成24年度までの「東北農政局調べ」面積に、平成25,26年の整備面積を合算したもの。� 資料：県農村整備課
　　2.水田面積は「作物統計調査」（農林水産省）による。

注）１．�整備済面積は「第２次水田整備状況調
査（平成元年３月31日）」における整
備済面積に平成元年度～平成26年度ま
での整備実績を加算したもので、整備
済地域のかい廃は考慮していない。

　　２．�上記、「水田の整備状況（管内別）」と
は調査方法が異なるため、接続しない。

単位：ha
区　　　分 H2～9まで H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

50a以上1ha未満 797 142 163 156 78 127 88 42 5 0
1ha以上 764 87 226 156 87 52 70 27 0 0
計 1,561 229 389 312 165 179 158 69 5 0

区　　　分 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 計
50a以上1ha未満 4 2 13 11 51 46 62 53 1,840
1ha以上 0 0 8 13 79 59 26 1 1,655
計 4 2 21 24 130 105 88 54 3,495

資料：青森県農村整備課
整備状況の推移（H2～ H26）

（4） 農地の整備状況

水田の整備状況（管内別）

大区画水田の整備状況（50ha以上）

年度別整備実績（H2～ H26）
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全国市町村 県 市部 町村部

55.0

75.9

97.9

15.8

97.7

88.9 52.9

60.3

97.8
24.4

97.5

75.2 52.7 65.4

99.2

19.6

98

78.4

53.3

53.8

92.744.795.5

64.7
0.0

50.0

100.0
①道路改良普及率

②道路舗装率

③ごみ収集率

④し尿収集率

⑤上水道等普及率

⑥汚水処理人口普及率

単位：%

区　　分 ①道路改良普及率 ②道路舗装率 ③ごみ収集率

全国市町村 55.0 75.9 97.9
県 52.9 60.3 97.8
市部 52.7 65.4 99.2
町村部 53.3 53.8 92.7

区　　分 ④し尿収集率 ⑤上水道等普及率 ⑥汚水処理
人口普及率

全国市町村 15.8 97.7 88.9
県 24.4 97.5 75.2
市部 19.6 98.0 78.4
町村部 44.7 95.5 64.7
資料：��①②③④「公共施設状況調（平成17年度）」総務省自治財務

調査課
� ⑤「平成24年度公共施設状況調査」県市町村課
� �⑥「平成25年度末青森県汚水処理人口普及状況総括表」県

都市計画課

集落基盤整備事業
項　　　目 数　値

実施市町村数 32
完了地区数 108
（平成27年３月31日現在）

農業集落排水事業
項　　　目 数　値

実施市町村数 （40）26
実施地区数 140
完了地区数 137
整備人口 112,976
整備戸数 38,719
（平成27年３月31日現在）

※　完了地区には、農村総合モデル事業（昭和49年度～平成７年度）、農村総合整備事業（平成７
年度～平成18年度）、農村振興総合整備事業（平成13年度～平成22年度）の完了地区数を含む。

平成26年度までの集落基盤整備事業実施市町村
平成26年度までの農業集落排水事業実施市町村

（5） 農村の整備状況

市部と町村部の生活環境施設の整備状況

集落基盤整備事業と農業集落排水事業の実施状況
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（一般会計：700,800,000千円）

（県予算：17,038,966千円）

（一般会計：55,774,859千円）

議会費 1,327,442（0.2%）
総務費 35,969,645（5.1%）

民生費
94,362,177（13.5%）

環境保健費
26,091,858（3.7%）

労働費
3,280,966（0.5%）

商工費
77,337,074
（11.0%）

土木費
68,577,342
（9.8%）

警察費
30,936,124（4.4%）

教育費
141,192,780
（20.1%）

災害復旧費
4,425,537（0.6%）

公債費
114,707,696
（16.4%）

諸支出費
47,643,817
（6.8%）

予備費
150,000
（0.0%）

農林水産業費
54,797,542（7.8%）

土地改良計画費
192,186（1.1%）

土地改良総務費
1,204,018（7.1%）

農業水利施設整備事業費
1,244,208（7.3%）

農地等保全整備事業費
1,677,704（9.8%）

農地整備事業費
3,320,650（19.5%）

農業水利施設維持管理事業費
722,046（4.2%）

農業集落排水事業費
90,993（0.5%）

農道整備事業費
1,837,630
（10.8%）

集落基盤整備事業費
210,000（1.2%）

中山間地域総合整備事業費
1,917,251（11.3%）

地域環境整備事業費
476,920（2.8%）

多面的機能支払事業費
1,626,227（9.5%）

国営事業調整費
 518（0.1%）

土地改良国直轄事業負担金
 2,132,805（12.5%）

災害復旧費
 385,810（2.3%）

農林水産政策課
6,342,549（11.4%）

食の安全・安心推進課
389,650（0.7%）

構造政策課
3,435,584
（6.2%）

農産園芸課
1,224,316
（2.2%）
りんご果樹課
191,491（0.3%）

畜産課
1,572,932（2.8%）

林政課
7,038,259
（12.6%）

水産振興課
5,695,741
（10.2%）

漁港漁場整備課
11,164,881
（20.0%）

総合販売戦略課
900,370（1.6%）

団体経営改善課
780,120（1.4%）

農村整備課
17,038,966
（30.5%）

（6） 県 の 予 算

平成27年度　県予算

平成27年度　農業農村整備事業予算

平成27年度　農林水産部予算

9 10



東青 中南 三八 西北 上北 下北 全県

（百万円）

H25当初 H26当初 H27当初
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単位：百万円
管　内 H25当初 H26当初 H27当初 H27/H26
東　青 1,088 2,481 1,626 66%
中　南 1,553 1,752 1,968 112%
三　八 1,723 2,051 1,636 80%
西　北 3,568 3,093 3,053 99%
上　北 1,429 1,879 1,892 101%
下　北 196 105 103 98%
全　県 121 167 62 37%
計 9,676 11,529 10,340 90%

※�全県の事業費は、「基幹水利施設ストックマネジメント事業（機
能診断）」「維持管理適正化事業」「農業体質強化基盤整備促進事
業（団体営）」の事業費からなる。

一般公共事業費の推移（県予算ベース）

農業農村整備事業実施額の推移
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国営事業一覧 単位：千円

事　　　業　　　名 地区数 総 事 業 費 H26年度まで H27年度
かんがい排水事業 3 26,210,000� 10,721,861� 1,290,000�
総合農地防災事業 1 8,700,000� 250,000�
国営事業　計 4 34,910,000 10,721,861 1,540,000 

県営事業一覧 単位：千円

事　　　業　　　名 地区数 総 事 業 費 H26年度まで H27年度
かんがい排水事業（国営附帯） 1 4,631,061� 4,185,109� 228,093�
基幹水利施設ストックマネジメント事業 4 1,531,775� 587,056� 173,349�
畑地帯総合整備事業 4 6,882,087� 5,234,634� 528,511�
経営体育成基盤整備事業 23 35,137,653� 9,315,300� 2,891,464�
農業基盤整備促進事業 6 518,764� 92,989� 195,654�
農業水利施設保全合理化事業 11 4,932,793� 43,497� 272,282�
防災ダム事業 1 241,273� 142,939� 98,333�
ため池等整備事業 10 2,825,735� 758,820� 684,424�
湛水防除事業 2 1,432,428� 63,866�
農地保全整備事業 1 271,685� 136,856�
地すべり対策事業 3 1,396,586� 954,181� 66,907�
農業用河川工作物応急対策事業 8 1,580,218� 481,502� 322,877�
水質保全対策事業 1 181,700� 79,454� 861�
海岸保全施設整備事業 1 1,139,447� 546,493� 30,412�
農村災害対策整備事業 2 1,182,031� 239,244� 229,107�
広域営農団地農道整備事業 1 8,664,995� 6,592,391� 400,000�
一般農道整備事業 2 909,429� 865,189� 27,880�
通作条件整備事業 36 15,177,675� 4,728,007� 1,324,330�
集落基盤整備事業 3 3,154,000� 1,730,881� 276,040�
中山間地域総合整備事業 7 10,990,200� 2,663,556� 1,057,450�
農業水利施設魚道整備促進事業 7 1,518,599� 756,979� 260,531�
県営事業　計 134 104,300,134 39,998,221 9,269,227 

団体営事業一覧 単位：千円

事　　　業　　　名 地区数 総 事 業 費 H26年度まで H27年度
基盤整備促進事業 1 70,000� 66,000� 4,000�
団体営農業集落排水事業 3 2,301,400� 574,109� 363,400�
団体営事業　計 4 2,371,400 640,109 367,400 

県営・団体営事業の合計 単位：千円

県営・団体営事業　合計 138 106,671,534 40,638,330 9,636,627 
� ※事業費は平成27年度当初予算で、「工事雑費」を含み「事務費」を除く。

平成27年度　農業農村整備事業　総括表
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　青森県では、本県の重要課題である雇用創出と県民所得の向上につなげるため、本県
の基幹産業である農林水産業の振興を図る「攻めの農林水産業」を平成16年度に打ち
出し、平成21年度～平成25年度は２期目の施策を展開してきました。
　この間、農林漁業者の減少や高齢化による構造変化は一層加速し、経済のグルーバル
化に伴う産地間競争の激化、ＩＣＴ（情報通信技術）の高度化と普及による物流と消費
者志向の多様化など、農林水産業を取り巻く環境は急速に変化しています。
　今後とも本県農林水産業が持続的発展を成し遂げるためには、これらの「変化」を本
県の農林水産業の更なる成長への「転換点」と捉え、それぞれの立場で力を合わせ、「農
林水産業」サイドから行動を起こし、地域全体を巻き込んで、地域社会に貢献していく
という「攻め」の姿勢で、多くの人々が農山漁村で暮らし続けたいと感じる地域社会を
創造する必要があります。
　このような視点に立ち、県では第３期目となる「攻めの農林水産業推進基本方針」を
策定し、「攻めの農林水産業」のめざす姿の実現に向けた総合的な施策の方向性を示し、
県民の総力をあげて取り組んでいくこととしています。

攻めの農林水産業の推進３
「攻めの農林水産業推進基本方針」
� （期間：平成26年度～平成30年度）

あおもり「食」産業などの
多様なビジネスモデルを創出し、
外貨獲得をめざします。

農山漁村の「地域経営」を進め、
地域の持続的・自立的発展
をめざします。

施策の展開方向本県の「強み」

豊富な
農林水産資源

恵まれた生産基盤
[きれいな水、健康な土など]

元気のある人財

経済効果を
地域全体に
波及

収益と働く場を
生み出す

産業力強化

人口減少社会に
対応した

地域力強化

地域の活力が
産業の元気を
下支え
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　新たな「攻めの農林水産業」では、これまで培ってきた本県の「強み」を最大限に発
揮する施策として、収益と働く場を生み出す「産業力強化」と人口減少社会に対応した「地
域力強化」を車の両輪として展開し、本県の農林水産業の「成長産業化」をめざした「攻
めの農林水産業」を推進し、次の５つの施策を柱に展開していきます。

　農林水産業を、農林水産物の生産はもとよ
り、それらを生かした加工品の製造や販売、
サービスの提供などを含めた「食」産業と捉
え、幅広い視野で産業振興に努めます。
　特に、販売を重視し、積極的に国内外の販
路を開拓するとともに、「モノを作ってから
売り方を考える」のではなく、「売れるモノ
を作る」マーケットインの考え方の普及・定
着を図ります。
　また、生産・加工・流通の各段階で先進技
術を活用したイノベーションを引き起こすと
ともに、さらには、徹底したコスト管理と生
産性向上を追求する企業的な経営手法の導入
を推進するなど、外貨獲得に向けて収益力の
高いビジネスモデルの創出を図ります。

産業力強化
　人口減少社会を正面から見据え、対応して
いくため、地域資源を最大限に生かしながら
地域を一つの会社と見立てて経営していく
「地域経営」の確立を基軸として、生産基盤
の維持管理やコミュニティの再生など、共助・
共存の仕組みづくりに取り組み、地域の持続
的・自立的発展を図ります。
　また、災害や家畜伝染病などの危機に備え
るセーフティネットの構築や、農林水産業の
多面的機能の維持・発揮、地域の個性・魅力
の創出などに取り組み、誰もが輝き、安心し
て暮らせる農山漁村づくりを進めます。

地域力強化

本
県
の
農
林
水
産
業
の
「
成
長
産
業
化
」

施策体系

注）※印は農業農村整備の関連施策

［人財育成］
未来を切り拓く多様な経営体の育成
※ほ場整備などを契機とした担い手の育成と農地集積の推進

［販売力強化］
信頼・人のつながりに支えられた「売れる仕組みづくり」

［生産力向上］
安全・安心で優れた青森県産品づくり
※農業の生産性向上のため、ほ場整備や農業水利施設などの農業生産基盤づくりの推進

［融合産業化］
連携・協働による「地域の６次産業化」の推進

［環境・生産基盤保全］
山・川・海をつなぐ「水循環システム」の再生・保全
※安全・安心な恵みの里づくりの推進※豊かな地域資源を未来に引き継ぐ環境公共の推進
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　農業農村整備は、農地、農業用用排水路などの農業生産基盤や農村生活環境基盤を整
備し、適切に維持管理することにより、安定的な食料の生産・供給のみならず、自然環
境や県土の保全、美しい農村景観の形成などに貢献してきました。
　しかし、人口減少、少子・高齢化の急激な進行などを背景に、農業・農村を取り巻く
情勢は大きく変化しており、米の生産調整の見直しや日本型直接支払制度の創設など農
業政策も大きな転換の時期を迎えました。
　こうした情勢の変化に的確に対応し、本県の農業・農村の持続的な発展に向けた農業
農村整備の展開方向を明らかにするため、「あおもり水土里づくり推進プラン（期間:平
成26年度～平成30年度）」を策定しました。本プランでは、「攻めの農林水産業」の強
力かつ着実な推進に資するため、これまでの「農業・農村の多面的機能の発揮」のほか、
「農業の競争力強化」と「農村地域の防災・減災」を新たな柱として施策を展開し、「力
強い農業と魅力あふれる農村の実現」を目指します。

担い手への
農地の集積
・集約化の
推進　　　

担い手の育
成に資する
生産基盤整
備の推進　

農村の地域
資源の適切
な保全管理
の推進　　

暮らしやすい
活力ある農村
づくりの推進

青森県農業農村整備の展開方向４

農業水利施設
の長寿命化・
耐震化・洪水
対策の推進　

ア　「農業の競争力強化」に向けて
　農業の競争力を強化するためには、担い手への農地集積・集約化や地域の特性に応じ
た基盤整備を推進することにより、農業の構造改革を図ることが不可欠です。このため、
担い手が耕地面積の９割を利用する本県の目標実現に向けて、担い手への農地の集積・
集約化を加速させるための「ほ場整備」を重点推進するとともに、担い手の育成に資す
る生産基盤整備を推進します。

イ　「農村地域の防災・減災」に向けて
　既存施設（ストック）の有効活用の観点から農業水利施設の長寿命化の取組や、東日
本大震災を教訓としたため池などの耐震性確保の取組、集中豪雨等による農村地域の洪
水被害を防止する取組により、農村地域の防災・減災対策を推進します。

ウ　「農業・農村の多面的機能の発揮」に向けて
　農業・農村の多面的機能の発揮に向けて、地域共同で行う農村の地域資源の適切な保
全管理を推進します。また、農村生活環境の整備、田園自然環境の整備などの取組によ
り、暮らしやすい活力ある農村づくりを推進します。

農業の競争力強化 農業・農村の多面的機能の発揮

力 強 い 農 業 と 魅 力 あ ふ れ る 農 村 の 実 現

農村地域の
防災・減災

（1） 趣　　　旨

（2） 施 策 体 系
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ア　担い手への農地の集積・集約化の推進

　県内農業の競争力強化を図るためには、担い手の経営規模を更に拡大し、効率
的な営農を実現していくことが必要です。
　このため、ほ場整備などの基盤整備を実施し、これを契機として担い手に対し
面的なまとまりのある農地の利用集積を促進します。

　　●基盤整備を契機とした農地の集積・集約化の推進

　　●経営体育成基盤整備事業

基盤整備後のイメージ

ア 取組内容

イ 主な事業や取組

Ｗ

１７．８

１３．０

１８．７

１６．７

１６．６

１２．６

１７．９

１４．８

１８．２

１６．９

１６．１

２０．９

２１．３

２０．８

１９．３

１３．４

堤
　
川

雇用促進住宅

船　岡

稲　田

金　浜

１４．９

１４．９

１６．３

１５．６

１６．９

１７．７

１７．４

１３．１

１５

１６．３

１６．８

１８．６
ＪＡ青森経済連生鮮センター

県
道
　
荒
　
川
・
青
森
停
車
場
線

稲　田

金　浜

２２．１

２１．５

２３．４

２３．１

２４．９

２４．７

２５．０

２２．８

２３．６

２４．３

２６．０

２５．０

２４．７

２８．９

２８．５

ひのき保育園

金浜観音堂

金沢市民館

主 要 地 方 道 　 青 森 環 状 野 内 線

船　岡

稲　田

金　浜

２２．３

２１．７

２１．８

２５．３

２４．２

２５．４

２２．

２２．５

２１．５

東北電力青森へリポ ト

Ｊ　Ｒ　東　北　新　幹　線

㈱第一貨物

青森市荒川中部地区の地形図を使用

　基盤整備を契機として、担い手の
農地が集積・集約化され、効率的な
営農が実現されます。

基盤整備前のイメージ

　担い手の農地が分散しており、非
効率的な営農を強いられています。

経営体育成基盤整備事業
� 大

おおだい
平地区（外ヶ浜町、H24～29）

経営体育成基盤整備事業
� 原

はら
・飯
いいとよ
豊地区（田子町、H23～28）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｗ

１７．８

１３．０

１８．７

１６．７

１６．６

１２．６

１７．９

１４．８

１８．２

１６．９

１６．１

２０．９

５

２１．３

２０．８

１９．３

１３．４

堤
　
川

雇用促進住宅

研修センター

船　岡

稲　田

筒　井

金　浜

１４．９

１４．９

１６．３

１５．６

１６．９

１７．７

１７．４

１３．１

１５

１６．３

１６．８

１８．６
ＪＡ青森経済連生鮮センター

幡
宮

県
道

　
荒
　

川
・
青

森
停
車

場
線

稲　田

金　浜

２２．１

２１．５

２３．４

２３．１

２４．９

２４．７

２５．０

２２．８

２３．６

２４．３

２６．０

２５．０

２４．７

２８．９

２８．５

ひのき保育園

金浜観音堂

金沢市民館

主 要 地 方 道 　 青 森 環 状 野 内 線

船　岡

稲　田

金　浜

２２．３

２１．７

２１．８

２５．３

２４．２

２５．４

２２．

２２．５

２１．５

東北電力青森へリポ ト

Ｊ　Ｒ　東　北　新　幹　線

㈱第一貨物

青森市荒川中部地区の地形図を使用

（3） 具体的な方向性
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　　●担い手を重視した基盤整備の推進
　　　　担い手への農地の集約の促進や、経営所得安定対策の導入による麦・大豆等の

生産振興に対応し、意欲的かつ安定的な担い手を育成するため、区画整理や暗渠
排水などの実施による水田の汎用化を推進します。

　　●地域の多様な農業戦略に対応した畑地帯の整備の推進
　　　　担い手が中心となって、米だけに依存しない効率的な農業経営を展開するとと

もに、高品質で付加価値の高い農作物の安定供給を可能とする特色ある産地づく
りなど、地域の多様な農業戦略への対応を進める観点から、畑地帯における区画
整理、畑地かんがい施設の段階的整備※、暗渠排水整備、農道整備などを推進し
ます。

　　●かんがい排水事業　●畑地帯総合整備事業　●通作条件整備事業　●暗渠排水など

イ　担い手の育成に資する生産基盤整備の推進

ア 取組内容

イ 主な事業や取組

※段階的整備���営農団地毎の給水栓までの配管など、当面の営農に必要な部分を一次整備として実施し、その後、
農家の営農の進展等に応じて、給水栓から作物に直接散水が可能となるような末端施設までの二
次整備を実施して、段階的に全体の施設計画に近づける整備手法です。

かんがい排水整備事業
岩
いわ
木
き
川
がわ
左
さ
岸
がん
３
さん
期
き
地区（つがる市、五所川原市、鶴田町）

通作条件整備事業
� 五

ご
戸
のへ
北
ほく
部
ぶ
地区（五戸町）

経営体育成基盤整備事業
� 北

きたみさわ
三沢地区（三沢市）

畑地帯総合整備事業
� 野

の
沢
ざわ
２
に き
期地区（青森市）
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　　●基幹水利施設ストックマネジメント事業　　●地すべり対策事業
　　●湛水防除事業　　●農業用河川工作物応急対策事業
　　●ため池等整備事業　など

ウ　農業水利施設の長寿命化・耐震化・洪水対策の推進

ア 取組内容

イ 主な事業や取組

　　●農業水利施設の効率的な更新整備や保全管理の推進
　　　　県内には、受益面積100ha以上の基幹的農業水利施設が315施設あります。内

訳は、水路が241路線（延長約640km）、ダム・頭首工・揚水機場等が64箇所、
ため池が10箇所となっており、そのストック額（建設費）は1,200億円に及ん
でいます。

　　　　しかし、これらの施設は昭和30～40年代の築造が多く、耐用年数の経過や老
朽化の進行により、安定的な農業用水の確保に支障を来しています。

　　　　このため、既存ストックの有効活用の観点から、適切な機能診断と予防保全対
策により農業水利施設の長寿命化を図り、これらのライフサイクルコスト（建
設・維持管理等にかかるすべてのコスト）の低減を通じて、時代の要請に対応す
る効率的な更新整備や保全管理を推進します。

　　●農村の防災対策の推進
　　　　自然災害から農村地域住民の生命・財産を守るとともに、県土を保全し、安全・

安心な農村づくりのため、ため池整備や地すべり防止など農村の防災対策を推進
します。

ため池等整備事業
� 上

かみ
流
ながれ
地区（東通村）

湛水防除事業
� 高

たか
根
ね
地区（中泊町）
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施設の改修
（岩
いわ
木
き
川
がわ
左
さ
岸
がん
２期地区　東

ひがし
俣
また
３号用水路）

水路の老朽化 機能診断

ストックマネジメントのイメージ
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　　●農村協働力を活かした農村地域資源の保全管理の推進
　　　　農業者のみ又は農業者、地域住民、ＮＰＯ等の多様な主体で構成された活動組

織による、地域ぐるみの農地法面の草刈りや、農業水路の泥上げなどの地域資源
の基礎的保全活動の支援に取り組みます。

　　　　農業者や地域住民等で構成された活動組織による、農村環境保全活動（資源向
上支払＜共同活動＞）への支援や、農地周りの農業水路などの補修・更新等を計
画的に行う、長寿命化のための補修・更新等の活動（資源向上支払＜施設の長寿
命化のための活動＞）への支援にも取り組みます。

　　●中山間地域等の条件不利地域（傾斜地等）と平地とのコスト差（生産費）を支援
　　　　中山間地域等では、高齢化が進む中で平地に比べ自然的・経済的・社会的条件

が不利なことから、担い手の減少や耕作放棄の増加などにより、農業・農村が有
する多面的機能（水源かん養や洪水防止、安らぎの場の提供など）の低下が心配
されています。

　　　　中山間地域等で農地を耕作している農業者等に交付金を直接支払い、農業生産
の維持を通じて多面的機能を確保する取組であり、集落協定や個別協定に基づい
て行われる農業生産活動や多面的機能の維持につながる活動などを支援します。

＜県内の取組状況＞
管　内 農地維持支払 資源向上支払 中山間地域等直接支払

交付対象面積 (ha) 交付対象面積 (ha) 交付対象面積 (ha)
東　青 4,273 3,982 779
中　南 7,106 6,676 4,221
三　八 2,361 2,013 3,220
西　北 21,792 19,854 1,917
上　北 8,264 6,842 1,077
下　北 310 310 70
合　計 44,106 39,677 11,284

農村地域資源の維持・保全活動（農地維持支払）

エ　農村の地域資源の適切な保全管理の推進

ア 取組内容

　　●多面的機能支払交付金　　　●中山間地域等直接支払交付金　など
イ 主な事業や取組

水路の泥上げ
� 地

ち
引
びき
地区環境保全隊（南部町）

水路法面の草刈り
� 中

なかぐき
軸エコロジ－ネットワ－ク（七戸町）
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農道側への植栽
� 小

こ
泉
いずみ
地区環境保全隊（南部町）

農道の草刈り
� 大

ま
豆
め
田
だ
２集落協定（横浜町）

学校体験農園
� 上

かみ
小
お
国
ぐに
集落協定（外ヶ浜町）

水路の改修
� 泉

いずみ
地区資源保全会（三戸町）

水路の泥上げ
� 長

なが
谷
や
地
ち
集落協定（十和田市）

周辺林地の草刈り
� 塩

しおから
殻集落協定（南部町）

農村環境保全活動（資源向上支払）

農業生産活動（中山間地域等直接支払）

多面的機能を増進する活動（中山間地域等直接支払）

農村地域資源の長寿命化（資源向上支払）
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　　●農村の生活環境基盤等の整備の推進
　　　　快適で暮らしやすい活力ある農村づくりのため、農業集落排水処理施設や農業

集落道などの生活環境基盤の整備を推進します。
　　　　また、都市部との交流、地域間の交流の促進に資する農村交流施設などの整備

を推進します。

　　●田園自然環境の保全・創造の推進
　　　　県民全体の共有財産である農村の豊かな自然や美しい景観を守り育み、そして

次世代に引き継いでいくため、自然や景観と農業生産が調和した豊かな田園自然
環境の保全・創造を推進します。

オ　暮らしやすい活力ある安全・安心な農村づくりの推進

ア 取組内容

　　●集落基盤整備事業　　●中山間地域総合整備事業　　●農業集落排水事業　など
イ 主な事業や取組

中山間地域総合整備事業
� 十

と わ だ
和田西

せい
部
ぶ
地区（十和田市）

農業集落排水事業
� 石

いしざわ
沢地区（五戸町）
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　農山漁村では、自立した農林水産業が営まれ、地域コミュニティが存続することに
よって、豊かな自然や美しい景観、伝統的な風習や文化など、かけがえのない地域資源
を将来に引き継いでいくことが可能となります。
　このため、青森県では、“農林水産業を支えることは地域の環境を守ることにつなが
る”との観点から、農林水産業の生産基盤や農山漁村の生活環境などの整備を行う公共
事業を「環境公共」と位置付け、推進しています。
　平成20年２月に作成した「あおもり環境公共推進基本方針」では、「環境公共」の実
施に当たって、農林漁業者をはじめ、地域住民やＮＰＯ、企業、行政など多様な主体が
共有すべき事項として、３つの方向性、５つの理念、３つの目標を示しています。

５
（1） あおもり環境公共推進基本方針

「環境公共」の概念

「環境公共」の基本的方向
（地域力の再生（新たな「結い」））

「環境公共」の基本的方向

●�「環境公共」の実施を契機とし、
公共事業のプロセスに、農林漁業
者はもとより、地域の人々などの
参加を促進
●�自ら行えることは自ら実施して
いくことにより、地域力の再生
（新たな「結い」）を実現
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★「環境公共」ホームページ：http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/agri/kankyoukoukyou.html

「環境公共」の基本的方向
（強固な農・林・水の連携）

「環境公共」の基本的方向
（環境への配慮から保全・再生へ）

「環境公共」の実施手法

●�農業・林業・水産業の各分野の取
組を、より強固に連携して実施
●�農・林・水の連携強化により、循
環型で持続可能な農林水産業が実
現され、安全・安心な食料生産が
可能

●�農林水産業の生産性を高めるた
め、その基盤を整備しつつ、生物
多様性などの観点から環境を保
全・再生
●�これまでの環境への配慮に加え、
可能な限り環境を保全・再生

●�「環境公共」の実施に当たっては、
多様な価値観を持つ人々が、事業
の各段階に参加できるようなシス
テムを構築
●�従来の事業化に必要な手続きに加
え、事業構想の策定や地区環境公
共推進協議会の設立などの新たな
手続きや体制を追加
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自然型水路 ツツジの植栽

斜路式落差工

　本地区では、田畑輪換に向けた暗渠排水の整
備や、生産コスト削減に向けたほ場の大区画化
などを進めながら、環境保全活動にも取り組ん
でいます。
　この地域には、かつてナマズが生息していま
したが、近年水路がコンクリート製となり、段
差が遡上の妨げとなるなど、繁殖が困難な状況
にあります。このため、ほ場整備を契機として、

その角地を活用した
ビオトープ（生物生
息空間）の造成を住
民自らが提案し、ナマズが遡上できる魚道など
の環境整備に取り組んでいます。また、地元農
家は、ナマズが泳ぐ水田で育てたコメを「ナマ
ズ米」として、その販売を計画しています。

～�ほ場整備を契機として、ナマズが泳ぐ水田に�～
� 福島徳下地区（経営体育成基盤整備事業、藤崎町）　

～�イワナが泳ぎ、ホタルが飛び交う清流の水路�～
� 赤保内地区（中山間地域総合整備事業、階上町）　

ナマズが泳ぐ水田での田植え ビオトープにつながる魚道にナマズを放流

　本地区は、農家の高齢化や耕作放棄地の進行
により、都市部との経済・生活環境格差が顕在
化してきている地域です。このため、地域の立
地条件に即した農道や農業用排水路のほか、集
落内の生活道路を総合的に整備することによっ
て、農業と農村の活性化や定住の促進、国土・
環境の保全など、地域格差の解消に向けた取り
組みを進めています。

　このうち、赤保内排
水路では、地域住民に
よる生態系調査やワー
クショップの結果を踏まえ、生態系に配慮した
水路の整備を行い、水路沿いにはツツジを植樹
するなど、その維持管理にも住民自らが積極的
に関わっていくこととしています。

藤崎町

階上町

（2） 「環境公共」の取組事例
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　県では、「環境公共」の一層の普及・拡大を図るため、“あおもり発！地域づくりの新
しいかたち「環境公共」”として県内外に情報発信しています。

●「環境公共学会」の取組
　本会は、「環境公共」の取組の輪をさらに広げながら、安全で安心な優れた農林水産
物を生産する農山漁村を将来に引き継いでいくことなどを目指して、県内各地の取組や
関連情報をホームページなどで県内外に発信しています。

●その他の取組
　県が整備を進めてきた稲生川小水力発電所が、平成26年７月31日に運転を開始しま
した。その売電収入は、稲生川土地改良区の管理する土地改良施設の維持管理費や補修
費等に充当され、農家負担の軽減や施設の長寿命化に効果が期待されます。

「環境公共学会」ホームページ
http://www.npo-afs.jp/

kankyokoukyo-gakkai/

【下流側より】

環境公共学会ブログ
　

【上流側より】

（3） 「環境公共」の情報発信
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○○

1.
5m

従来工法 低コスト工法

暗渠管

0.30m 0.20m

1.20m 0.60m

0.
25

m

疎水材（貝殻）

一般の掘削機械による掘削断面 特殊な掘削機械による掘削断面

試験施工畑施　工　図 試験畑（ながいも）

　「環境公共」の取組を着実に推進していくためには、「地下かんがい」や「畑の深暗渠」
などの新技術を導入して収益を確保できる環境を整えていくことが必要であり、これら
新技術を低コストで導入できる工法の開発に取り組みました。

●地下かんがいの低コスト化
　暗渠管を通じて地下から水を供給することにより、土壌中の地下水位を自在にコント
ロールでき、水管理の労力節減や農作物の収量増加が期待されます。
　本工法は、既設の暗渠管に利用することで、取水のための用水桝と水位調整のための
水閘を設置し、弾丸暗渠を新設だけで済むことから、低コスト化が可能となりました。

●深暗渠（畑）の低コスト化
　根菜類の作付けに対応するため、暗渠排水の深さは通常（0.6 ～ 0.9ｍ）の２倍

（1.5m）必要であり、通常のバケット施工から細型のバケット施工とすることで、掘
削土量等が削減でき、掘削速度も約２倍となったことから、省力化・低コスト化が確認
されました。

　弘前市において栽培作物の収量を確認したところ、乾田直播栽培の苗立率が4.3％向
上し、収量が8.2％増加しました。また、大豆では収量が27.3％の増加となりました。

　東北町において栽培作物の収量を確認したところ、これまでながいもの作付けができ
なかった畑において、収量3,000kg/10a を確認しました。

（4） 「環境公共」を支える低コスト化技術
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事業負担区分一覧６
展開方向 事　　業　　名 採　　択　　基　　準 事業主体 負　担　区　分 摘　　要国 県 地元

元
気
あ
ふ
れ
る
自
主
自
立
の
農
業
・
農
村
の
創
造

食
料
安
定
供
給
の
確
保

担
い
手
へ
の
農
地
の
集
積
の
推
進

１ 経営体育成基盤整備事業 ○一般型
受益面積20ha以上
・市町村が作成する基盤整備関連経営体育成等促進計画を踏
まえて実施
・担い手への利用集積の面積割合が一定以上増加

県
50

55

27.5

27.5

22.5

17.5 中山間等地域

○面的集積型
受益面積20ha以上
・市町村が作成する基盤整備関連経営体育成等促進計画を踏
まえて実施
・担い手への面的集積の割合の面積割合が一定以上増加　等

県
50

55

27.5

27.5

22.5

17.5 中山間等地域

○農業生産法人等育成型
受益面積20ha以上
・市町村が作成する基盤整備関連経営体育成等促進計画を踏
まえて実施
・農業生産法人の設立が確実であること
・農業生産法人が設立済の場合は、特定農業法人となり農地利
用規程を定める、かつ個別所得補償制度加入者となること
・農業生産法人等の経営等面積割合が50％以上になることが
確実　等

県
50

55

27.5

27.5

22.5

17.5 中山間等地域

担
い
手
の
育
成
に
資
す
る
生
産
基
盤
整
備
の
推
進

１ かんがい排水事業
（1）かんがい排水事業（国営）

3,000ha以上（末端500ha以上）
国 ２／３ 17.0 16.33 ガイドライン

（一般型）

（2）かんがい排水事業（県営）
　　ア　かんがい排水事業

200ha以上（末端100ha以上）
畑地では100ha以上（末端20ha以上） 県 50

50
25
35

25
15

ガイドライン
H25継続地区（排水）

　　イ　排水対策特別事業 20ha以上（末端５ha以上） 県 50 25 25 ガイドライン

2 農業水利施設保全合理化事業
（1）農業水利施設等整備事業

下記工種の受益面積の合計が20ha以上（単独工種でも可）
・用排水施設整備
・暗渠排水
・客土
・区画整理

県 50
（55）

27.5
（27.5）

22.5
（17.5）（　）は中山間等地域

（2）水利用再編促進事業
　　ア　施設計画策定事業 整備計画を策定するための現況把握及び概略設計 県 100

　　イ　管理省力化施設整備事 水管理を合理化・省力化する農業用排水施設に附帯する施設
の整備事業費200万以上 県 50

（55）
27.5
（27.5）

22.5
（17.5）（　）は中山間等地域

　　ウ　機能保全計画策定事 農業用用排水施設等の機能診断結果に基づき当該施設の機能
を保全するために必要な機能保全計画を策定する事業 県 100

３ 畑地帯総合整備事業
(1）担い手支援型

30ha以上で農業用用排水施設整備、農道、区画整理及び関連
する土層改良、農用地造成、農地保全、営農用水施設、交換
分合等

県 50
50

25
30

25
20

ガイドライン
H24継続地区

(2)民生安定施設設置助成事業防 防衛施設の設置又は運用により、農地の経営面積が縮小し、
又は農業の振興計画が縮小され、若しくは中止される場合
その他防衛施設の設置又は運用により、特に農業経営が阻害
される場合

県 ２／３ １／５ ２／15

４ 基盤整備促進事業 （国：農山漁村活性化プロジェクト支援交付金のうち基盤整備）
５ha以上
農業用排水、農道、暗渠排水、客土、区画整理

市町村
改良区等

50
（55）
〈50〉
〈（55）〉

８
（８）
〈10〉
〈（10）〉

42
（37）
〈40〉
〈（35）〉

H25採択
（　）は中山間等地域

〈　〉はH24採択まで

５ 広域営農団地農道整備事業 1,000ha以上、総事業費20億円以上、車道幅員５m以上
（離島、振興山村、過疎地域、半島地域、特定農山村地域、
急傾斜地帯については、300ha以上、４m以上）

県 50
36.0
（38.3）
［39.95］

14.0
（11.7）
［10.05］

（　）はH21採択まで
［　］はH18採択まで

６ 一般農道整備事業 50ha以上、総事業費5千万円以上、全幅員4.5m以上
（振興山村、過疎地域、半島地域については、30ha以上）
[豪雪地帯、振興山村、過疎地域、半島地域、急傾斜地帯は全
幅員4ｍ以上]

県 50
50

25
50

25
０

一般
山村、過疎、半島
H21採択まで

７ 通作条件整備事業 【一般型】
50ha以上、総事業費5千万円以上、全幅員4.5m以上
（振興山村、過疎地域、半島地域については、30ha以上）
[豪雪地帯、振興山村、過疎地域、半島地域、急傾斜地帯は全
幅員4ｍ以上]
【基幹型】
50ha以上（振興山村、過疎地域、半島地域については30ha
以上）
車道幅員4.0ｍ以上（離島、振興山村、半島地域については3.0m
以上）
1億円以上
【保全対策型】
50ha以上、3,000万円以上
・保全対策基本方針が策定されていること

県

50

50
[50]

37.0

25
[50]

13.0

25
[0]

基幹

一般
[　]は山村、
過疎、半島（一
般型のみ）

８ 農業基盤整備促進事業 受益面積20ha以上
・1地区事業費200万円以上（運用上1,000万円以上）
・農業基盤整備計画の策定
・受益者数が農業者2者以上

県 50
55

27.5
27.5

22.5
17.5 中山間等地域

９ 農地耕作条件改善事業 受益面積20ha以上
・1地区事業費200万円以上（運用上2億円未満）
・農地耕作条件改善計画の策定
・受益者数が農業者2者以上

県 50
55

27.5
27.5

22.5
17.5 中山間等地域
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展開方向 事　　業　　名 採　　択　　基　　準 事業主体 負　担　区　分 摘　　要国 県 地元

元
気
あ
ふ
れ
る
自
主
自
立
の
農
業
・
農
村
の
創
造

食
料
安
定
供
給
の
確
保

農
業
水
利
施
設
の
ス
ト
ッ
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
推
進

１ 基幹水利施設ストックマネジメン
ト事業
（1）機能診断

県営事業により造成された施設
・施設現況調査、施設機能診断、機能保全対策等

県 50 50 ―

（2）対策工事 受益面積100ha以上
・機能保全計画に基づいた対策工事 県

50
50
50

25
25
※29

25
25
※21

ガイドライン
用水
排水

（※H25採択まで）

※�なお、排水の県負担率についてはＨ26新
規地区から毎年１％ずつ段階的に下がり、
最終的にＨ29年度には25％（ガイドラ
インどおり）となる予定。

２ 広域農業用水適正管理対策事業 国営土地改良事業の施行に伴い用途廃止すべき農業水利施設
のうち、当該事業の完了後も関連事業が完了していない等の
ため、用途廃止されずに残存しているもの

県 従前の国営土地改良事業と同率

３ 基幹水利施設管理事業 農林水産大臣から管理委託を受けた基幹水利施設
（水田1,000ha、畑300ha以上） 県 30 40 30

４ 基幹施設管理体制整備事業 （管理体制整備型）
国営造成施設又はこれと一体不可分な国営造成附帯県営造成
施設を管理し、計画策定、推進、支援事業を実施する土地改
良区（連合含む）

県

計画・
推進
50
支援
50

25

25

（市町村）
25

（市町村）
25

５ 維持管理適正化事業
（1）土地改良施設維持管理適正
　　���化事業

水土保全強化対策事業で行う診断・管理指導の対象となって
いる農業水利施設で、１施設200万円以上

市町村
改良区等 30 30 40

（2）施設改善特別対策事業 施設整備改善計画に基づき水田農業構造改革の実施に資する
ための土地改良施設の整備改善で、１地区200万円以上

６ 基幹水利施設管理技術者育成対
策事業

国営土地改良事業で造成された施設で、農村振興局長が定め
る基準に合致するもの 県 30 15 55

農
業
・
農
村
の
多
面
的
機
能
の
発
揮

活
力
あ
る
安
全
・
安
心
な
農
村
づ
く
り
の
推
進

１ 防災ダム事業 防災受益100ha以上の洪水調整ダム 県 55 39 6

２ ため池等整備事業
（1）ため池整備

大規模　100ha以上、8,000万円以上
　　　　（中山間地域70ha以上、3,000万円以上） 県 55

（55）
28
（28）

17
（17）

（　）は中山間
等地域

小規模　10ha以上、800万円以上
　　　　（中山間地域５ha以上、800万円以上） 県 50

（55）
33
（33）

17
（12）

（　）は中山間
等地域

（2）用排水施設整備 大規模　400ha以上、8,000万円以上
　　　　（中山間地域200ha以上、3,000万円以上） 県 55

（55）
28
（28）

17
（17）

（　）は中山間
等地域

小規模　20ha以上、800万円以上
　　　　（中山間地域10ha以上、800万円以上）
土砂崩壊防止工事にあっては、防災受益５ha以上、800万円以上

県 50
（55）

33
（33）

17
（12）

（　）は中山間
等地域

３ 農業用河川工作物応急対策事業 大規模　１億円以上 県 55
（55）

37
（37）

8
（8）

（　）は中山間
等地域

小規模①　5,000万円以上
小規模②　800万円以上5,000万円未満 ①県

②県、
市町村等

①50
（55）
②50
（55）

①42
（42）
②32
（32）

①8
（3）
②18
（13）

（　）は中山間
等地域
※協議予定

４ 湛水防除事業 小規模　30ha以上、5,000万円以上
県 50

（55）
37
（37）

13
（8）

（　）は中山間
等地域
※協議予定

５ 農地保全整備事業 農地浸食防止工事
受益面積　50ha以上（畑地等は20ha以上） 県 50

（55）
29
（29）

21
（16）

（　）は中山間
等地域
※協議予定

農地機能保全対策工事
受益面積　20ha以上 県 50

（55）
32
（32）

18
（13）

（　）は中山間
等地域

６ 農村災害対策整備事業 １億円以上、

決壊のおそれのあるため池　�２ha以上
災害発生のおそれのある用排水路　20ha以上
土留工その他の施設　５ha以上

【中山間等地域では、上記工種の受益面積の合計が10ha以上】

県 50
（55）

29
（29）

21
（16）

ガイドライン
（　）は中山間
等地域

※）特に甚大な被害を受けた地域（激甚災害指定）

事業費要件なし、

決壊のおそれのあるため池　�２ha以上
災害発生のおそれのある用排水路　20ha以上
土留工その他の施設　５ha以上
農業用用排水路　60ha以上（10ha以上）
区画整理　60ha以上（10ha以上）
農用地造成　40ha以上（10ha以上）
農道整備　50ha以上（10ha以上）
農用地の改良又は保全　20ha以上（10ha以上）
（　　）は２以上の事業と併せ行う場合に適用

【中山間等地域では、上記工種の受益面積の合計が10ha以上】

県 50
（55）

29
（29）

21
（16）

ガイドライン
（　）は中山間
等地域
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展開方向 事　　業　　名 採　　択　　基　　準 事業主体 負　担　区　分 摘　　要
国 県 地元

元
気
あ
ふ
れ
る
自
主
自
立
の
農
業
・
農
村
の
創
造

農
業
・
農
村
の
多
面
的
機
能
の
発
揮

活
力
あ
る
安
全
・
安
心
な
農
村
づ
く
り
の
推
進

７ 震災対策農業水利施設整備事業
（1）震災対策ため池整備工事

大規模な地震等の発生に伴い湛水被害が生ずるおそれの
ある農業用ため池

大規模
次のいずれかに該当するもの
　①防災受益70ha以上かつかんがい受益面積40ha以上
　②防災受益７ha以上、かんがい受益面積２ha以上
　　かつ農外想定被害額３億円以上

県 55
（55）

34
（34）

11
（11）

ガイドライン
（　）は中山間等
地域

小規模
　　�防災受益７ha以上または農外想定被害額が4,000万
円以上、

　　かつかんがい受益面積２ha以上

県 50
（55）

34
（34）

16
（11）

ガイドライン
（　）は中山間等
地域

（2）震災対策用排水施設整備工事 大規模な地震等の発生に伴い湛水被害が生ずるおそれの
ある農業用水利施設（頭首工、樋門、用排水機場、水路等）

大規模
　防災受益400ha以上

県 55
（55）

37
（37）

8
（8）

ガイドライン
（　）は中山間等
地域

小規模
　防災受益30ha以上 県 50

（55）
32
（32）

18
（13）

ガイドライン
（　）は中山間等
地域

８ 地すべり対策事業 ５ha以上で「地すべり等防止法」第３条により指定され
た地すべり防止区域 県 50 50 0

９ 水質保全対策事業（一般型） 農用地の水質汚濁等に起因する障害を除去　10ha以上
公共用水域への排水が水質基準を満たしていない地域で
の対策　20ha以上

県 50
（55）

34
（34）

16
（11）

（　）は中山間等
地域

10 特定農業用管水路等特別対策事業 対象延長のうち、石綿等使用が50％以上　20ha以上 県 50
（55）

35
（35）

15
（10）

（　）は中山間等
地域

11 海岸保全施設整備事業 海岸１km当たり防護面積５ha以上、防護人口50人以上、
１億円以上 県 1/2 1/2 0

12 団体営農業集落排水事業 20戸以上（処理施設、主要管路、ポンプ施設資源循環施
設他）で次の事項を内容とする資源循環促進計画が策定さ
れていること
・�農業集落排水汚泥等の有機性廃棄物の循環利用に関す
る事項
・処理水の再利用等水循環の維持・増進に関する事項

市町村
改良区等 50 0 50

農業集落排水促
進事業（県単）※1

による補助あり

13 低コスト型農業集落排水施設更新
支援事業

既存施設を有効活用すると認められるものであって、施設
機能の向上を主な目的としないものであること
当該市町村内に整備された農業集落排水施設であって、３
以上の施設を対象とするものであること 市町村 定額 0 未定

機能診断に係る
交付金は、一施
設当たり200万
円、最適整備構
想の策定に係る
交付金は一構想
あたり800万円
をそれぞれ上限
とする。

14 集落基盤整備事業 農業生産基盤の整備及び集落基盤の整備を総合的に行う
もの
総事業費が2億円以上であること

県 50 25 25

15 中山間地域総合整備事業 条件不利地域において生産基盤、生活環境基盤及び交流基
盤等の整備を総合的に行うもの。
生産基盤２工種以上、60ha以上

県 55
55

30.0
27.5

15.0
17.5

下物
上物

16 農業水利施設魚道整備促進事業 事業計画区域及びその周辺の自然的社会的、歴史的諸条件
やこれらの地域に係る他の地域計画等から、事業を実施す
ることが適当と認められること
総事業費が5,000万円以上であること

県 50 50 0

17 災害復旧事業
（1）県営災害復旧事業
　ア　農地災害復旧事業※2

　　　農業用施設災害復旧事業※2

24時間雨量80mm以上の降雨洪水、地震等の異常な天然
現象によって生じた災害で、県が管理する土地改良施設又
は高度な技術を必要とするもの。 県 施設�65 未定 未定

　イ　海岸保全施設等災害復旧事業 暴風等による異常な高潮・波浪・津波により発生した災害
で、１ヶ所の工事費が120万円以上 県 2/3 1/3 0

　ウ　地すべり防止施設災害復旧事業 地すべり発生区域のうち、地すべりにより発生した地すべ
り防止施設の災害で1ヶ所の工事費が120万円以上 県 2/3 1/3 0

（2）団体営災害復旧事業
　ア　農地・農業用施設災害復旧事業

24時間雨量80mm以上の降雨洪水、地震等の異常な天然
現象によって生じた災害で、農地・農業用施設１ヶ所の工
事費40万円以上

市町村
改良区等

農地�50
施設�65

0
0

50
35 基本補助率

18 災害関連事業（県営） 原型復旧のみでは再災害を被るおそれのある場合、災害復
旧事業と合わせ行う事業
原則として本災害を超えないもの

県 施設�50 25 25

19 災害関連事業（団体営） 原型復旧のみでは再災害を被るおそれのある場合、災害復
旧事業と合わせ行う事業
原則として本災害を超えないもの

市町村
改良区等 施設�50 0 50

効果促進事業 （農山漁村地域整備交付金）
農山漁村地域整備計画の目標を達成するため、基幹事業と
一体となって事業効果を高めるために必要なもの

県
市町村等

基幹事業の負担割合に準じる
（ただし、基幹事業の国負担
割合が55%の場合、５%分
は地元が負担する）

事業費の限度
額は、全体事業
費の20/100

※１　年度事業費の4.5%（H18以降採択地区）、3.5%（H23以降採択地区）、2.5％（Ｈ26以降採択地区）を下水道事業債の元利償還等に要する経費に対して補助
※２　災害復旧事業の農地・農業用施設災害復旧事業の国負担率は基本負担率
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組織図７

農 林 水 産 政 策 課 

総 合 販 売 戦 略 課 

食 の 安 全 ・ 安 心 推 進 課 

団 体 経 営 改 善 課 

構 造 政 策 課 

農 産 園 芸 課 

り ん ご 果 樹 課 

畜 産 課 

（ 水 産 局 ） 水 産 振 興 課 

総 務 G 
経 理 G 
管理・換地 G 
企画・調整 G 
計 画 審 査 G 
生産基盤整備G 
農村環境整備G 
防災・積算 G 

【職員数全体】 
 48 人 
129人 
4 人 

181人 

・事 務
・技 術
・技 能
  計 

【職員数】 
・事 務
・技 術
・技 能
  計

15人 
31人 
0 人 
46人 

三八地域県民局地域農林水産部 

農 村 整 備 課 

【職員数】 
・事 務
・技 術
・技 能
  計

5人 
16人 
0 人 
21人 

管 理 課 
農 村 計 画 課 
農道ほ場整備課 
水 利 防 災 課 

【職員数】 
・事 務
・技 術
・技 能
  計

3人 
16人 
0 人 
19人 

管 理 課 
農 村 計 画 課 
農道ほ場整備課 
水 利 防 災 課 
指 導 調 整 担 当 

【職員数】 
・事 務
・技 術
・技 能
  計

6人 
18人 
1 人 
25人 

【職員数】 
 7 人 
12人 
1 人 
20人 

・事 務
・技 術
・技 能
  計

農 村 計 画 課 
農道ほ場整備課 
指 導 調 整 担 当 【職員数】 

・事 務
・技 術
・技 能
  計

3人 
13人 
1 人 
17人 

【職員数】 
・事 務
・技 術
・技 能
  計

8人 
19人 
1 人 
28人 

管 理 課 
農 村 計 画 課 
農道ほ場整備課 
水 利 防 災 課 
指 導 調 整 担 当 

【職員数】 
・事 務
・技 術
・技 能
  計

1人 
4 人 
0 人 
5 人 

農林水産部

地域県民局地域農林水産部（6）

西北地域県民局地域農林水産部 
（ 農 村 整 備 つ が る 庁 舎 ） 

下北地域県民局地域農林水産部 

東青地域県民局地域農林水産部 

中南地域県民局地域農林水産部 

西北地域県民局地域農林水産部 
（農村整備五所川原庁舎） 

林 政 課 

（水産局）漁港漁場整備課 

農 村 計 画 課 
農道ほ場整備課 
水 利 防 災 課 

管 理 課 
水 利 防 災 課 
指 導 調 整 担 当 

上北地域県民局地域農林水産部 

農 村 整 備 課 
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東北農政局 県地域県民局
❶津軽土地改良建設事務所
　〒037－0202　五所川原市金木町芦野210－3
　TEL 0173－54－1212　FAX 0173－54－2550
❷北奥羽土地改良調査管理事務所
　〒036－8214　弘前市大字新寺町149－2
　TEL 0172－32－8457　FAX 0172－35－3490
❸平川二期農業水利事業所
　〒036－8084　弘前市大字高田1－10－9
　TEL 0172－55－8844　FAX 0172－55－8845
❹津軽北部二期農業水利事業建設所
　〒037-0305　北津軽郡中泊町大字中里字亀山225－1
　TEL 0173－69－1010　FAX 0173－69－1030

❶東青地域県民局地域農林水産部（農村整備）
　〒030－0861�青森市長島2－10－3
　　　　　　　 青森フコク生命ビル7�階
　TEL 017－734－9991　FAX 017－734－8312
❷中南地域県民局地域農林水産部（農村整備）
　〒036－8345　弘前市大字蔵主町4
　TEL 0172－33－6054　FAX 0172－32－4234
❸三八地域県民局地域農林水産部（農村整備）
　〒039－1101　八戸市大字尻内町字八百刈20－3
　TEL 0178－27－1211　FAX 0178－27－1286

❹西北地域県民局地域農林水産部（農村整備つがる庁舎）
　〒038－3137　つがる市木造若宮9－1
　TEL 0173－42－4343　FAX 0173－42－6294
❺西北地域県民局地域農林水産部（農村整備五所川原庁舎）
　〒037－0003　五所川原市大字吹畑字藤巻24－12
　TEL 0173－35－7171　FAX 0173－35－7174
❻上北地域県民局地域農林水産部（農村整備）
　〒034－0082　十和田市西二番町10－21
　TEL 0176－23－5245　FAX 0176－22－3929
❼下北地域県民局地域農林水産部（農村整備）
　〒035－0073　むつ市中央1－1－8
　TEL 0175－22－3225　FAX 0175－22－3212

関係機関一覧８
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この印刷物は1,400部作成し、印刷経費は１部当たり52.92円です。（図面除く）

青森県農林水産部農村整備課
〒030－8570 青森市長島一丁目1番1号
　TEL　017－722－1111（代表）（内4876～4879）
　　      017－734－9545（直通）
　FAX　017－734－8149
　（問い合わせ先：企画・調整グループ）

【農村整備課ホームページ】

http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/agri/nseibi.html

青　森　県

平成27年度
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