
１　集落協定の範囲等

（１）協定対象農用地と農業集落の農用地の範囲（範囲の図は別添のとおり）

（２）集落協定の話合いの持ち方

２　集落戦略

（１）集落戦略の作成に当たっての工夫

5.376 ％

協定数 割合

①中山間地域等直接支払制度のための話合いを開催 70 協定 75.27 ％

②地域の他の話合いとともに、中山間地域等直接支払制度の話合いを開催 17 協定 18.28 ％

％

③１つの集落協定の中に、１つの農業集落がある例－１ 38 協定 40.86 ％

④１つの集落協定の中に、１つの農業集落がある例－２ 25 協定 26.88 ％

⑤１つの農業集落の中に、複数の集落協定がある例－１ 7 協定 7.527 ％

43.01 ％

40.86 ％

12.9 ％

4.301 ％

協定11

37.63 ％35 協定

40 協定

38 協定

12 協定

4 協定

11.83 ％

6.452 ％

9.677 ％

7.527

6 協定

9 協定

7 協定

様式3-2

都道府県中間年評価書
（集落協定等へのアンケート関係）

都道府県名 佐賀県 担当部署 農政企画課

協定 協定463 93

協定 - 協定

-

％

割合協定数

①アンケートや戸別訪問等により、話合いの方法を工夫した

市町村 19 市町村 19 市町村

Ⅳ　アンケート調査の対象協定（集落）等数

未実施集落

廃止協定

個別協定

集落協定

協定等数
アンケート実施

協定等数

Ⅴ－１　集落協定へのアンケート調査結果の評価

協定数 割合

①１つの集落協定の中に、複数の農業集落がある例－１ 4 協定 4.301 ％

②１つの集落協定の中に、複数の農業集落がある例－２ 13.98

②話合いをリードする者を活用して進めた

③市町村や関係機関の協力を得て進めた

④協定参加者が、今後も健在であることを前提として作成を進めた

⑤担い手やリーダーの確保、農地中間管理機構への農地の貸付等に取り組んでいくことを
前提に作成を進めた

⑥集落戦略の作成範囲を分割し、一つの話合いの単位を小さくして作成した

⑦その他

⑧特になし

⑨まだ作成していない

協定 7 協定

- 集落 8 集落

⑥１つの農業集落の中に、複数の集落協定がある例－２ 5 協定

13 協定



（２）集落戦略の作成の効果

２の（１）及び（２）について都道府県の所見【必須】

２の（１）及び（２）について第三者機関の意見【必須】

３　加算措置に取り組む際に中心となった者

４　第５期対策における本制度の効果について

（１）本制度に取り組まなかった場合に協定対象農地が荒廃農用地になっていた割合

％3 協定

4.301 ％

8.602 ％

6.452 ％

8 協定

6 協定

54 協定

4

⑪他の協定等との統合・連携をした又はその計画がある 3.226

2 協定

⑬特に何もしていない

⑭その他

広域化
加算

1 5

1

16 協定

6 協定

協定

⑦スマート農業等の省力化技術を導入した又はその計画がある

⑧耕作条件が劣る農地の粗放的管理や林地化を実施又はその計画がある

⑨鳥獣害対策を実施した又はその計画がある

⑩所得確保のため高収益農産物の生産や加工等を始めた又はその計画がある

③集落でまとまって農地中間管理機構に農用地を貸し付けた又はその手続きを進めている

④一部の農用地を農地中間管理機構に貸し付けた又はその手続きを進めている

⑤担い手に農用地を貸し付けた又はその計画がある（農地中間管理機構を使わないケー
ス）

⑥基盤整備等により耕作条件を改善した又はその計画がある

58.06 ％

3.226 ％

8.602 ％

17.2 ％

6.452 ％

3.226 ％

1.075 ％協定

3 協定

3 協定

8 協定

協定数 割合

①集落営農を組織化・法人化した又はその計画がある

②認定農業者や新規就農者を確保した又は確保する計画がある

7

集落機能
強化加算

生産性
向上加算

棚田加算
超急傾斜

加算

6 協定

・集落戦略の作成については、市町の協力が大きく影響していることが分かる。
・作成を通して、半数以上の集落が鳥獣被害について考えている。一方で、作成したものの「特
に何もしていない」という集落が23％を占めているため、話し合いを通して将来像を考えていた
だき、作成したから終わりでなく、実践に移すことができるように推進する必要がある。

22.58 ％

2.151 ％

集落戦略の作成においては、話合いのサポートする人材が必要だということが分かる。

6.452 ％

21 協定

※　アンケート対象の集落協定数が５未満の都道府県は、「Ⅴ－１　集落協定へのアンケート調査結果
   の評価」中の「都道府県の所見」と「第三者機関の意見」は省略可能

⑫高齢者等への声掛けや見守り等の生活支援活動を開始した又はその計画がある

(0%) (8%)

(0%) (0%) (0%) (2%)

(0%) (0%) (0%) (0%)

1 4 7

2

(1%) (4%)

①協定対象農用地の１割未満

②協定対象農用地の１～３割

③協定対象農用地の３～５割

(0%) (0%) (0%) (0%)

協定数 割合

29 協定 31.18 ％

協定数

①協定代表者
(0%)

②協定代表者以外の協定参加者

③統合された集落協定又は集落の側から

④市町村等の行政からの働きかけ

⑤その他

(0%)

(0%)

(0%)

(0%)

(1%) (5%) (0%) (8%)

43 協定 46.24 ％

10 協定 10.75 ％

5 協定 5.376 ％

5 協定 5.376 ％

④協定対象農用地の５割以上

⑤荒廃化していない



（２）隣接する集落の状況

ア　隣接する集落の本制度の取組状況

イ　本制度に取り組んでいない隣接集落の農用地の荒廃状況

（３）本制度や加算に取り組んだことによる効果

４の（１）から（３）について都道府県の所見【必須】

４の（１）から（３）について第三者機関の意見【必須】

協定数 割合

①隣接する集落は本制度に取り組んでいる 65 協定 69.89 ％

②隣接する集落は本制度に取り組んでいない 17 協定 18.28 ％

②ここ数年、耕作されていない農用地が目立ってきた 12 協定 12.9 ％

③以前と変わらない 11 協定 11.83 ％

③隣接する集落が本制度に取り組んでいるか分からない 10 協定 10.75 ％

協定数 割合

①ここ数年、荒廃した農地が目立ってきた 2 協定 2.151 ％

ア 制度
による全
体の効果

広域化
加算

集落機能
強化加算

生産性
向上加算

棚田加算

76 2

④以前よりも荒廃や耕作されていない農用地が減った 協定 0 ％

⑤その他 協定 0 ％

イ 加算に取り組んだことによる効果

超急傾斜
加算

9

(0%) (0%) (1%) (0%) (12%)

31 5 5

①荒廃農地の発生防止
(82%) (0%) (0%) (2%) (0%) (10%)

75 1 11

(81%)

47 5

(2%) (0%) (0%) (0%) (0%) (0%)

14 2

(15%) (0%) (0%) (0%) (0%) (2%)

(9%) (0%) (0%) (0%) (0%) (2%)

2

(33%) (0%) (0%) (5%) (0%) (5%)

8 2

(8%) (0%) (0%) (0%) (0%) (2%)

4 1 1

(51%) (0%) (0%) (0%) (0%) (5%)

7 2

(1%)

2

(4%) (0%) (1%) (0%) (0%) (1%)

2 1

(1%) (0%) (0%) (0%) (0%) (0%)

(0%) (0%) (0%) (0%) (0%) (0%)

1

(2%) (0%) (0%) (0%) (0%) (0%)

29

②水路・農道等の維持、地域の環境が保全された

③農業機械等の共同利用により作業が効率化した

④農業（農外）収入が増加した

⑤集落営農の組織化・法人化、新規就農者等の担い手を
確保（増加）した

(31%) (0%) (0%) (0%) (0%) (0%)

(2%) (0%) (0%) (0%) (0%)

協定数

本制度に取り組んだことにより、多くの集落で荒廃農地の発生防止、水路・農道の維持、鳥獣被
害の減少など中山間地域の農業生産活動を維持するための効果が得られている。

⑪地域での生活支援活動（高齢者世帯への声掛け、子ど
もの見守り、買い物支援、雪かき・雪下ろし等）を開始
（拡大）した

⑫集落の寄り合いや行事等の集落機能が維持された

⑬その他

⑭特に効果は感じられない

⑥担い手への農地の集積・集約化が進んだ

⑦鳥獣被害が減少した

⑧荒廃農地を再生した

⑨都市住民等との交流が増加した

⑩定住者等を確保した

本制度に取り組まなかった場合に協定対象農地が荒廃農用地になっていた割合については、もう
少し高い数字が出てきてほしいと感じたが、各集落の年齢構成等の違いによっても大きく結果が
影響されてくると思うので、より分析が必要ではないか。



５　集落協定が実施している各種の活動
（１）集落協定が実施している活動

（２）（１）の活動に当たっての連携組織

５の（１）及び（２）について都道府県の所見【必須】

５の（１）及び（２）について第三者機関の意見【必須】

⑪その他

⑫連携している組織はない

(1%) (1%)
17 15

(18%) (16%)

②自治会、町内会

③子ども会、婦人会、青年会、老人会、地域の団体

④地域運営組織
(6%)

54 50
(58%) (54%)
43 36

(46%) (39%)
2

(0%) (0%)
19 19

(20%) (20%)

(4%) (2%)

(40%)

4

⑭協定対象農用地の保全活動、農道・水路等の維持・管理活動以外の活動はしていな
い

(2%)

(2%) (2%)
2 2

39 38
(42%) (41%)

⑤社会福祉協議会、NPO、社会福祉法人

⑥保育園・幼稚園、小・中学校、高等学校

⑦大学

⑧他の集落協定、集落営農組織、多面的機能支払交付金の活動組織、土地改良区、JA

⑨民間企業

⑩地域おこし協力隊

(42%)
19 20

(20%) (22%)
6 6

①市町村、都道府県

(6%)
1 1

(1%) (1%)
4 2

①協定対象農用地以外の農用地の保全活動（草刈り、耕起、畦畔の草刈り、法面の管
理等）

イ 今後実施予定
の活動（今後も
継続する活動含

む）

ア 現在実施して
いる活動

協定数

(67%)
62 57

(61%)
②協定対象農用地に隣接しない農道・水路等の維持・管理活動（多面的機能支払によ
る活動を含む）

③鳥獣緩衝帯の設置・草刈り

④維持できなくなった農地の林地化（計画的な植林）

⑤農作業の共同化

⑥農業機械の共同利用

⑦鳥獣害対策

⑧放牧、景観作物の栽培等の粗放的農地利用

⑨都市住民との交流活動

⑩農産物の販売・加工

⑪地域での生活支援活動（高齢者世帯への声掛け、子どもの見守り、買い物支援、雪
かき・雪下ろし等）

⑫生き物観察や生物保全活動

⑬その他

2
(2%) (2%)
22 20

(24%) (22%)
31 31

(33%) (33%)
73 66

33 30
(35%) (32%)
5 4

(5%) (4%)
5 6

(5%) (6%)
2

2 2

(4%)
1 3

(1%) (3%)
3 3

(3%) (3%)
8 10

(9%) (11%)

イ 今後実施予定
の活動（今後も
継続する活動含

む）

ア 現在実施して
いる活動

協定数

(2%) (2%)
1 1

(78%) (71%)

37 39

・「鳥獣緩衝帯の設置」など鳥獣害対策についての共同活動が活発に行われている。
・さらに、「協定農用地以外の保全活動」については、67％もの協定で行われており、集落全体
を守っていくという共同意識が現れていると見られる。

集落協定の構成員だけで活動するのではなく、近くにいる関わりがある人をうまく巻き込むよう
な施策が必要ではないだろうか。



１　第５期対策における本制度の効果

（１）本制度に取り組まなかった場合に協定対象農用地が荒廃農地になっていた割合

（２）隣接する集落の状況

ア　隣接する集落の本制度の取組状況

イ　本制度に取り組んでいない隣接集落の農用地の荒廃状況

（３）本制度に取り組んだことによる効果

⑥担い手への農地の集積・集約化が進んだ

⑦鳥獣被害が減少した

⑧荒廃農地を再生した

⑨都市住民等との交流が増加した

⑩定住者等を確保した

⑪地域での生活支援活動（高齢者世帯への声掛け、子どもの見守り、買い物支援、雪か
き・雪下ろし等）を開始（拡大）した

⑫集落の寄り合いや行事等の集落機能が維持された

⑬その他

⑭特に効果は感じられない

協定

協定

協定

協定

協定

協定

協定

協定

協定 ％

協定 ％

協定 ％

協定 ％

①荒廃農地の発生防止

②水路・農道等の維持、地域の環境が保全された

③農業機械等の共同利用により作業が効率化した

④農業（農外）収入が増加した

⑤集落営農の組織化・法人化、新規就農者等の担い手を確保（増加）した

協定数 割合

協定 ％

％

％

％

％

％

％

協定 ％

％

％

③隣接する集落が本制度に取り組んでいるか分からない 協定 ％

協定数 割合

①ここ数年、荒廃した農地が目立ってきた 協定 ％

％

②ここ数年、耕作されていない農用地が目立ってきた 協定 ％

③以前と変わらない 協定 ％

④以前よりも荒廃や耕作されていない農用地が減った 協定 ％

⑤その他 協定

協定 ％

協定数 割合

①隣接する集落は本制度に取り組んでいる 協定 ％

⑤荒廃化していない

②隣接する集落は本制度に取り組んでいない 協定 ％

Ⅴ－２　個別協定へのアンケート調査結果の評価

協定数 割合

協定 ％

協定 ％

①協定対象農用地の１割未満

②協定対象農用地の１～３割

協定 ％

協定 ％

③協定対象農用地の３～５割

④協定対象農用地の５割以上



１の（１）から（３）について都道府県の所見【必須】

１の（１）から（３）について第三者機関の意見【必須】

２　今後の経営意向

（１）経営規模の拡大意向

（２）規模拡大に当たっての農用地の条件

２の（１）及び（２）について都道府県の所見【必須】

２の（１）及び（２）について第三者機関の意見【必須】

協定 ％

％

協定 ％

協定 ％

⑦環境保全型農業に適した圃場であること

⑧ほ場が面的にまとまっていること

⑨賃料が安いこと

⑩その他

協定 ％

協定 ％④規模を縮小したい（農業経営をやめる意向を含む）

※　アンケート対象の個別協定数が５未満の都道府県は、「Ⅴ－２　個別協定へのアンケート調査結果
   の評価」中の「都道府県の所見」と「第三者機関の意見」は省略可能

協定数 割合

協定 ％①農地面積や圃場条件にはこだわらない

協定数 割合

①規模拡大の意向がある 協定 ％

②現状維持 協定 ％

③規模拡大より農地を集約したい

協定 ％②基盤整備済みの圃場であること

協定 ％③農業用水（灌水施設を含む）が利用できること

協定 ％

協定 ％

協定 ％

④鳥獣害防止柵等の対策が講じられていること

⑤農道の整備やほ場に大型機械が入ること

⑥日当たりや水はけの良い圃場であること

協定



１　第４期末まで協定対象農用地として維持・管理してきた農用地の現在の状況

１について都道府県の所見【必須】

１について第三者機関の意見【必須】

２　集落の共同活動
（１）現在の集落での共同活動

（２）現在の共同活動の参加者の数

２の（１）及び（２）について都道府県の所見【必須】

２の（１）及び（２）について第三者機関の意見【必須】

29 ％2

元協定数 割合

③転用された農用地がある 2 協定 29 ％

Ⅴ－３　廃止協定へのアンケート調査結果の評価

1 協定 14 ％

2 協定 29 ％

①荒廃した農用地がある 6 協定 86 ％

②作付けしない農用地がある 5 協定 71 ％

⑤景観作物の作付や放牧等の粗放的利用されている農用地がある

⑥担い手から所有者に返還された農用地がある

④林地化（植林）された農用地がある 2 協定 29 ％

⑨災害による被害を受けた農用地がある 2 協定 29 ％

⑩基盤整備された農用地がある（令和２年４月以降） 協定 0 ％

⑦担い手に貸し付けされた農用地がある 1 協定 14 ％

⑧鳥獣被害が発生している 6 協定 86 ％

⑪以前と特に変わらない（令和２年４月以降） 協定 0 ％

⑫その他 協定 0 ％

元協定数 割合

7 協定 100 ％

3 協定 43 ％

※　アンケート対象の廃止協定数が５未満の都道府県は、「Ⅴ－３　廃止協定へのアンケート調査結果
   の評価」中の「都道府県の所見」と「第三者機関の意見」は省略可能

活動している協定が取組をやめたら荒廃農用地が増えてしまうという実態が現れているのではな
いか。

2 協定 29 ％

2 協定 29 ％

2 協定 29 ％

3 協定 43 ％

1 協定 14 ％

2 協定 29 ％

協定 0 ％

1 協定 14 ％

協定 0 ％

1 協定 14 ％

現在の集落協定では、共同で鳥獣害対策を行っている協定が78％もある。一方で、廃止協定につ
いては、「農地の保全活動」や「農道・水路の維持管理」といった最低限の農業生産活動は行わ
れているが、「鳥獣害対策」を共同で行っている協定は29％と活動が少ない傾向にある。

⑫生き物観察や生物保全活動

⑬その他

1 協定 14 ％

③集落協定の活動していた当時と変わらない

％

⑭集落で共同活動は実施していない

協定 0 ％

協定 0

「荒廃農用地」や「作付けしていない農用地」が発生している集落が多数ある。

元協定数 割合

①集落協定の活動していた当時より減った 5 協定 71 ％

②集落協定の活動していた当時より増えた

協定

①農地の保全活動（草刈り、耕起、畦畔の草刈り、法面の管理等）

②農道・水路等の維持・管理活動（多面的機能支払による活動を含む）

③鳥獣緩衝帯の設置・草刈り

④維持できなくなった農地の林地化（計画的な植林）

⑤農作業の共同化

⑥農業機械の共同利用

⑦鳥獣害対策

⑧放牧、景観作物の栽培等の粗放的農地利用

⑨都市住民との交流活動

⑩農産物の販売・加工

⑪地域での生活支援活動（高齢者世帯への声掛け、子どもの見守り、買い物支援、雪か
き・雪下ろし等）



３　５年後（令和10年度）の集落の状況
（１）「話合い」や「行事」のまとめ役（リーダー）となる者の５年後の有無

（２）地域の農業の「担い手」の５年後の有無

（３）集落の農用地の５年後の荒廃状況

３の（１）から（３）について都道府県の所見【必須】

３の（１）から（３）について第三者機関の意見【必須】

４　集落協定の範囲等

（１）元協定対象農用地と農業集落の農用地の範囲（範囲の図は別添のとおり）

（２）集落協定の話合いの持ち方

５　近隣の集落協定から誘いがあった場合の対応

５について都道府県の所見【必須】

５について第三者機関の意見【必須】

2 協定 29

協定数 割合

①中山間地域等直接支払制度のための話合いを開催 6 協定 86 ％

②地域の他の話合いとともに、中山間地域等直接支払制度の話合いを開催 1 協定 14 ％

％

③１つの集落協定の中に、１つの農業集落がある例－１ 2 協定 29 ％

④１つの集落協定の中に、１つの農業集落がある例－２ 3 協定 43 ％

⑤１つの農業集落の中に、複数の集落協定がある例－１

％

②活動に参加する農家はない 3 協定 43

％

②集落の農用地の１～３割が荒廃する

③集落の農用地の３～５割が荒廃する 57 ％

％

元協定数 割合

②１つの集落協定の中に、複数の農業集落がある例－２ 協定 0

％

協定数 割合

①１つの集落協定の中に、複数の農業集落がある例－１

協定

2 協定 29 ％②いない

2

協定 0 ％

⑥１つの農業集落の中に、複数の集落協定がある例－２

協定 29

①いる

荒廃状況については、まだやっていけるところとそうでないところで農地を分けて管理される予
定があるかもしれないため、実態を分析する必要がある。

1 協定 14

④集落の農用地の５割以上が荒廃する

⑤荒廃化しない

協定 0

71 ％5 協定

協定 0 ％

6 協定 86 ％

元協定数 割合

協定 0 ％

元協定数 割合

1 協定 14 ％

％

4

元協定数 割合

①元協定参加農家の中には、参加する農家もいると思われる 3 協定 43 ％

廃止協定については、担い手もおらず将来の農用地についても荒廃することが危惧される。

②いない

①集落の農用地の１割未満が荒廃する

①いる

③近隣集落に協定がない 1 協定 14 ％

一度取組をやめた集落協定にも、まだ活動することができると考えている農家がいることが分か
る。



１　現在の集落の状況
（１）「話合い」や「行事」のまとめ役（リーダー）となる者の有無

（２）地域の農業の「担い手」の有無

（３）現在の集落での共同活動

１の（１）から（３）について都道府県の所見【必須】

１の（１）から（３）について第三者機関の意見【必須】

２　農用地の状況
（１）農用地の耕作者

集落 13 ％

集落数 割合

5 集落 63 ％①農地の保全活動（草刈り、耕起、畦畔の草刈り、法面の管理等）

63 ％

③鳥獣緩衝帯の設置・草刈り 3 集落 38 ％

Ⅴ－４　未実施集落へのアンケート調査結果の評価

集落数 割合

①いる 6 集落 75 ％

②いない 2 集落

②いない 1

⑥農業機械の共同利用 1 集落 13 ％

⑦鳥獣害対策 4 集落 50 ％

25 ％

集落数 割合

①いる 7 集落 88 ％

④維持できなくなった農地の林地化（計画的な植林） 集落 0 ％

⑤農作業の共同化 集落 0 ％

②農道・水路等の維持・管理活動（多面的機能支払による活動を含む） 5 集落

⑩農産物の販売・加工 集落 0 ％

⑪地域での生活支援活動（高齢者世帯への声掛け、子どもの見守り、買い物支援、雪か
き・雪下ろし等）

集落 0 ％

⑧放牧、景観作物の栽培等の粗放的農地利用 集落 0 ％

⑨都市住民との交流活動 集落 0 ％

⑭集落で共同活動は実施していない 1 集落 13 ％

集落数 割合

①地域の担い手が主に耕作 3 集落 38 ％

⑫生き物観察や生物保全活動 集落 0 ％

⑬その他 1 集落 13 ％

※　アンケート対象の未実施協定数が５未満の都道府県は、「Ⅴ－４　未実施集落へのアンケート調査結果
   の評価」中の「都道府県の所見」と「第三者機関の意見」は省略可能

②地域の担い手と各農家がそれぞれ耕作 3 集落 38 ％

③各農家がそれぞれ耕作 2 集落 25 ％

④ほとんどの農地が荒廃化し、誰も耕作していない 集落 0 ％

農業生産活動を維持するための最低限の「農地の保全」や「農道・水路の継続管理」活動を行っ
ている集落は多いが、「機械の共同利用」などその他の共同活動は比較的行われていないことが
分かる。

調査母数が少ないが、リーダーや担い手が比較的いるとの結果が出ており興味深い。



（２）集落の農用地の状況
ア　最近５年間の集落の農用地の状況の変化

イ　集落の農用地の５年後の荒廃状況

２の（１）及び（２）について都道府県の所見【必須】

２の（１）及び（２）について第三者機関の意見【必須】

３　中山間地域等直接支払制度の認知度
（１）中山間地域等直接支払制度を知っているか

（２）中山間地域等直接支払制度が集落の話合いで出たことがあるか

1②作付けしない農用地がある 集落 ％

2

13

③転用された農用地がある 集落 25 ％

0 ％

⑤景観作物の作付や放牧等の粗放的利用されている農用地がある 集落 0 ％

⑥担い手から所有者に返還された農用地がある 集落 0 ％

集落数 割合

①荒廃した農用地がある 2 集落 25 ％

④林地化（植林）された農用地がある 集落

25 ％

％

⑧鳥獣被害が発生している 5 集落 63 ％

⑨災害による被害を受けた農用地がある 集落 0 ％

⑦担い手に貸し付けされた農用地がある 3 集落

⑩基盤整備された農用地がある（令和２年４月以降）

⑫その他

①聞いたこともあり、少しは制度の内容を知っている 3 集落 38 ％

②制度があることは知っているが、内容は知らない 2 集落 25 ％

④集落の農用地の５割以上が荒廃する 集落 0 ％

⑤荒廃化しない 2 集落 25 ％

集落数 割合

0 ％

集落数 割合

①集落の農用地の１割未満が荒廃する 3 集落 38 ％

集落 0 ％

集落

⑪以前と特に変わらない（令和２年４月以降） 4 集落 50 ％

38

②集落の農用地の１～３割が荒廃する 1 集落 13 ％

③集落の農用地の３～５割が荒廃する 2 集落

③知らない 3 集落 38 ％

集落数 割合

①集落で中山間地域等直接支払制度の話が出たことがある 3 集落 38 ％

②出たことはない 2 集落 25 ％

・鳥獣被害が発生した集落は1番に多いが、廃止協定と比較すると、荒廃農用地の発生は抑えられ
ているようである。
・また、5年後の荒廃状況についても、「荒廃化しない」及び「1割未満が荒廃する」と回答した
集落が半数を超えており、廃止協定と比べると状況は深刻でないことが分かる。

ある程度まとめ役となる人がいるのに、制度に取り組まず比較的荒廃も抑えられているというこ
とは、何らかの要因があると思われるので、各集落ごとに状況を見ていくことで現在取り組んで
いる集落協定が活動を続けられるヒントを得られるのではないか。



（３）中山間地域等直接支払制度に取り組まなかった理由

（４）中山間地域等直接支払制度に取り組む意向の有無

３の（１）から（４）について都道府県の所見【必須】

３の（１）から（４）について第三者機関の意見【必須】

・制度の存在を知らない集落が38％（すべて同じ市町）もあり、改めて情報提供を行う必要があ
る。
・制度に取り組む意向がある集落については、市町や集落へ聞き取りを行いながら推進してい
き、取り組む意向がない集落についても、市町と連携を取りながら話をしていきたい。

集落数 割合

①集落内の合意が取れなかったため 1 集落 13

④制度の対象となる農用地の要件を満たさなかったため 集落 0 ％

⑤取り組むに当たって、中心となるリーダーがいなかったため 2 集落 25 ％

％

集落 0 ％

1 集落 13 ％

⑧農業収入が見込めなかったため 2 集落 25 ％

⑨鳥獣被害が増加していたため 1 集落 13 ％

⑥農家が高齢化しており、５年間続ける自信がなかったため 2 集落 25 ％

⑦地域農業の中心となる者がいなかったため 1 集落 13 ％

7 集落 88 ％

⑫中山間地域等直接支払制度がなくても農用地の維持・管理が可能であるため 1 集落 13 ％

⑬その他 集落 0 ％

⑩近隣の集落も取り組んでいなかったため 1 集落 13 ％

⑪ほ場条件が悪いため 1 集落 13 ％

②交付金の返還等の要件が厳しかったため

③事務手続きが負担となるため

集落数 割合

①ある 1 集落 13 ％

②ない



１　第５期対策の中山間等直接支払制度の効果
（１）荒廃農地の発生・防止への貢献の程度

（２）本制度の効果

（３）本制度の必要性

１の（１）から（３）について都道府県の所見【必須】

１の（１）から（３）について第三者機関の意見【必須】

２　本制度の改善点等
（１）本制度の改善点

※　アンケート対象の市町村数が５未満の都道府県は、「Ⅴ－５　市町村へのアンケート調査結果
　 の評価」中の「都道府県の所見」と「第三者機関の意見」は省略可能

・全市町が「荒廃農地の発生防止」と「水路・農道の維持」について効果があったと回答、さら
に「鳥獣被害が減少した」も半数以上回答があり、特に中山間地域の農業生産活動を維持するた
めの効果があったとされる。
・また、複数の市町で「寄り合いや行事等の集落機能の維持」や「農業機械の共同利用」などの
項目が挙がっており、集落機能強化についても効果があったとみられる。
制度の見直しが必要とする市町もあるが、全市町で本制度が必要と回答。

③やや貢献した

④貢献していない

①荒廃農地の発生防止

②水路・農道等の維持、地域の環境が保全された

市町村数 割合

①かなり貢献した 11 市町村 58 ％

②一定程度貢献した 7 市町村 37 ％

Ⅴ－５　市町村へのアンケート調査結果の評価

協定数 割合

19 市町村 100 ％

19 市町村 100 ％

1 市町村 5 ％

市町村 0 ％

⑤集落営農の組織化・法人化、新規就農者等の担い手を確保（増加）した 1 市町村 5 ％

⑥担い手への農地の集積・集約化が進んだ 2 市町村 11 ％

③農業機械等の共同利用により作業が効率化した 7 市町村 37 ％

④農業（農外）収入が増加した 市町村 0 ％

⑨都市住民等との交流が増加した 3 市町村 16 ％

⑩定住者等を確保した 市町村 0 ％

⑦鳥獣被害が減少した 10 市町村 53 ％

⑧荒廃農地を再生した 2 市町村 11 ％

⑬その他 市町村 0 ％

⑭特に効果は感じられない 市町村 0 ％

⑪地域での生活支援活動（高齢者世帯への声掛け、子どもの見守り、買い物支援、雪か
き・雪下ろし等）を開始した

1 市町村 5 ％

⑫集落の寄り合いや行事等の集落機能が維持された 8 市町村 42 ％

②制度の見直しを行い、継続する必要がある 7 市町村 37 ％

③制度を廃止しても構わない 市町村 0 ％

協定数 割合

①現行制度を維持し、制度を継続する必要がある 12 市町村 63 ％

③一団の農用地（1ha以上）の要件緩和 6 市町村 32 ％

④協定活動期間（５年間）の緩和 11 市町村 58 ％

協定数 割合

①対象地域の要件緩和 2 市町村 11 ％

②傾斜区分の要件緩和 7 市町村 37 ％

⑦集落マスタープランの活動方策の内容の見直し 3 市町村 16 ％

⑧交付単価の増額 7 市町村 37 ％

⑤必須活動の内容の緩和 4 市町村 21 ％

⑥集落戦略の内容の簡素化 10 市町村 53 ％

⑪協定書様式・申請手続きの簡素化等の事務負担の軽減 14 市町村 74 ％

⑫その他 2 市町村 11 ％

⑨加算の充実 5 市町村 26 ％

⑩交付金返還規定の緩和 7 市町村 37 ％

廃止協定でのアンケートでも取組をやめると荒廃農用地が増えてしまうという実態が現れていた
ように、本制度を活用することは荒廃農用地の発生防止につながる要因の一つと考えられる。



（２）集落や農用地を維持するための支援や対策

２の（１）及び（２）について都道府県の所見【必須】

２の（１）及び（２）について第三者機関の意見【必須】

３　今後の農地利用や集落機能等
（１）次期対策

ア　次期対策における協定数

イ　協定数の減少要因

③かなりの減少が見込まれる

本制度の改善点として、「協定書様式や申請手続きの簡素化」や「集落戦略の内容の簡素化」と
いった事務負担軽減の面での改善や、「協定活動期間の緩和」や「交付金返還規定の緩和」等の
規定や要件の緩和をしてほしいといった回答が見られた。

①おおむね現状維持が見込まれる

②若干の減少が見込まれる

②担い手への農地の集積・集約化のための支援 6 市町村 32 ％

③地域外からの定住者等を確保するための支援 1 市町村 5 ％

協定数 割合

①農業の担い手を確保するための支援 13 市町村 68 ％

⑥高収益作物の生産やブランド化、農産物加工に対する支援 3 市町村 16 ％

⑦機械の共同利用や農作業の効率化に対する支援 12 市町村 63 ％

④集落協定の広域化や統合に対する支援 6 市町村 32 ％

⑤鳥獣害対策に対する支援 13 市町村 68 ％

⑩都市部の組織や市民との交流活動等や地域情報を発信するための支援 市町村 0 ％

⑪地域の活動をサポートする組織や人材を確保するための支援 2 市町村 11 ％

⑧地域での生活支援活動（高齢者世帯への声掛け、子どもの見守り、買い物支援、雪か
き・雪下ろし等）に対する支援

2 市町村 11 ％

⑨地域の各種団体と連携・協力し、地域の農用地を守る仕組みを構築する取組への支援 3 市町村 16 ％

⑭その他 1 市町村 5 ％

⑮特になし 市町村 0 ％

⑫農業機械の購入、農業用施設や農産加工施設等の整備に対する支援 8 市町村 42 ％

⑬傾斜地において、安全に農作業できる農業用機械の購入に対する支援 9 市町村 47 ％

協定数 割合

10 市町村 53 ％

9 市町村 47 ％

市町村 0 ％

市町村 0 ％

⑤協定の統合・広域化が進むことが見込まれる

市町村 0 ％

⑥新規の協定や活動再開の協定により、協定数の増加が見込まれる

市町村 0 ％④ほぼすべての協定の廃止が見込まれる

⑤鳥獣被害増加のため

1 市町村 5 ％

⑥事務手続きが負担なため

市町村 0 ％

協定数 割合

③地域農業の中心となる者がいないため

4 市町村 21 ％

④農業収入が見込めないため

4 市町村 21

2 市町村 11 ％

1 市町村 5 ％

％

①活動の中心となるリーダーの高齢化のため

②協定参加者の高齢化による体力や活動意欲低下のため

⑨協定内の意見がまとまらず、合意形成が困難なため

2 市町村 11 ％

⑩その他

市町村 0 ％

⑦交付金の遡及返還が不安なため

1 市町村 5 ％

⑧統合の相手先となる協定が近隣にないため

2 市町村 11 ％

・事務負担軽減は毎回意見が出ているところで改善する必要があると考える。
・また、集落へのアンケートでも５年後１０年後が考えられないということをいわれているの
で、５年間の取組期間を短くした方がより取り組みやすくなるのではないか。



ウ　集落協定の統合・広域化の推進方針

（１）のアからウについて都道府県の所見【必須】

（１）のアからウについて第三者機関の意見【必須】

（２）５年後（令和10年）の農用地の利用、集落機能等

ア　農用地の荒廃状況

イ　集落の寄り合いの回数

ウ　集落の各種行事の回数

（２）のアからウについて都道府県の所見【必須】

（２）のアからウについて第三者機関の意見【必須】

②高齢化が進んでいる集落協定に対して周辺集落協定への統合を推進する

③集落協定の規模等に関わらず統合を推進する

④集落協定に対して周辺の未実施集落の取り込みを推進する

①かなり荒廃化が進む

②やや荒廃化が進む

③荒廃化しない

④荒廃農地の解消が進む

①今よりも増加する

②今と変わらない

③今よりも減少する

協定数 割合

市町村 0 ％

7 市町村 37 ％

1 市町村 5 ％

市町村 0 ％

①小規模集落協定に対して周辺の集落協定への統合を推進する

％

1 市町村 5 ％

163 市町村

・半数近くの市町で、次期対策では若干の減少が見込まれると回答。協定が減少する主な要因
は、構成員やリーダーの高齢化といった「人」の問題である。続いて、事務手続きや規定による
制度の負担が要因に挙げられている。

⑦相談があれば対応するが、特段の推進は考えていない

1 市町村 5

協定数 割合

4 市町村 21 ％

4 市町村 21 ％

％

⑧その他

市町村 0 ％

⑤未実施集落に対する協定締結を推進する

12 市町村 63 ％

協定数 割合

③今よりも減少する

市町村 0 ％①今よりも増加する

②今と変わらない

％

⑥担い手に対して個別協定に取り組むことを推進する

2 市町村 11 ％

協定数 割合

2 市町村 11 ％

16 市町村 84 ％

9 市町村 47

5 市町村 26 ％

14 市町村 74 ％

・95％の市町で、農用地の荒廃が進むと回答。
・さらに、寄り合いの数や各種行事の回数も半数以上が減少すると回答しており、集落機能の低
下が進む恐れがある。

代表の成り手や中心となる人物がいない問題については、解決策の一つとして、広域化を図って
人材を確保するなどが考えられる。

農用地の荒廃や集落機能の低下が進むと思われるため、学生や女性等を積極的に巻き込んで一緒
に活動できるような仕組み作りができないだろうか。



４　集落戦略
（１）集落戦略作成の推進に当たっての苦労

（２）集落戦略作成の推進に当たっての工夫

４の（１）及び（２）について都道府県の所見【必須】

４の（１）及び（２）について第三者機関の意見【必須】

５　農村ＲＭＯの推進の意向

５について都道府県の所見【必須】

５について第三者機関の意見【必須】

1５市町が「今後も特に推進を予定していない」、「推進未定である」と回答しているため、推進
に消極的な市町が多いと見られる。

③話合いをリードする者の確保など、話合いを進めることに苦労した

8 市町村 42 ％

④担い手が耕作する農地を明確化することに苦労した

1 市町村 5 ％

①話し合う場を設けることが困難であった

②協定参加者以外の参集に苦労した

9 市町村 47 ％

1 市町村 5 ％

協定数 割合

4 市町村 21 ％

⑩その他

16 市町村 84 ％

⑦地域の寄り合いや行事を主導するリーダーの目途が立たない

市町村 0 ％

⑧高齢化が進み、10年後の農用地の将来像を考えること自体が難しかった

11 市町村 58 ％

⑤草刈り等の管理のみを行う農地（粗放的利用する農地）を明確化することに苦労した

⑥地域の農業を担う担い手の目途が立たない

市町村 0 ％

協定数 割合

③関係機関の協力を得て進めた

7 市町村 37 ％

⑪特になし

1 市町村 5 ％

3 市町村 16 ％

⑨協定を広域化したため、どの範囲でどうやって集落戦略を作成するかなどの調整に苦労
した

①アンケートや戸別訪問等により、話合いの方法を工夫した

②話合いをリードする者を活用して進めた

7 市町村 37 ％

⑦その他

3 市町村 16 ％

④協定参加者が、今後も健在であることを前提として作成を進めた

10 市町村 53 ％

⑤担い手やリーダーの確保、農地中間管理機構への農地の貸付等に取り組んでいくことを
前提に作成を進めた

6 市町村 32 ％

協定数 割合

③現在は推進しているが、今後は推進しない予定

2 市町村 11 ％

⑧特になし

市町村 0 ％

4 市町村 21 ％

①現在も推進しており、今後も推進する予定

②現在は推進していないが、今後は推進する予定

・高齢化や担い手不足のなか、いかに集落に将来のことを考えてもらうかに苦労したとの回答が
多く見られた。
・集落戦略作成にあたって、集落内で話合いをリードしたりまとめたりする人材が必要だと分か
る。

⑥集落戦略の作成範囲を分割し、一つの話合いの単位を小さくして作成した

話合いのサポートがこの制度を活用していくうえで重要だと考えているので、資金面だけではな
くファシリテーターを導入するなど人的な支援ができないか。

12 市町村 63 ％

3 市町村 16 ％

④現在も推進していないが、今後も特に推進しない予定

2 市町村 11 ％

⑤その他

市町村 0 ％

1 市町村 5 ％


