
１１１１　　　　市町村市町村市町村市町村のののの取組状況取組状況取組状況取組状況 （注）市町村数はH22.3.31現在

表-1
対　　象
市町村数

実　　施
市町村数

全域指定 14 12

部分指定 9 7

全域指定 2 1

部分指定 10 8

26 22

実施市町村

未実施市町村

昭和町、西桂町、
山中湖村、鳴沢
村、富士河口湖
町

（１）協定形態別内訳

表-2 （単位：件、人、ha、千円）

うち通常単価 うち８割単価

協 定 数 385 233 152 8 393 99.5%

参加者数 14,667 9,873 4,794 8 14,675 100.3%

協定面積 4,249 3,082 1,167 36 4,285 100.2%

交付金額 511,394 412,220 99,174 3,700 515,094 100.0%

（２）協定面積に占める農振農用地区域編入面積

表-3 今期対策(H17～H21)における農振農用地区域編入面積（単位：ａ）

田 畑 計

299 824 1,123

0.094% 0.750% 0.263%

平成１７年度～平成１９年度

協定面積占有率(%)

８法地域

合　　計

集落協定

２２２２　　　　協定締結協定締結協定締結協定締結のののの状況状況状況状況

個別協定 計 前年比(%)

    

特認地域

平成平成平成平成２１２１２１２１年度中山間地域等直接支払制度年度中山間地域等直接支払制度年度中山間地域等直接支払制度年度中山間地域等直接支払制度のののの実施状況実施状況実施状況実施状況

平成２１年度に直接支払交付金制度を実施した市町村は、過疎法等の地域振興関連８法（以下、
「８法」という。）及び山梨県中山間地域等直接支払制度特認基準（以下、「特認」という。）に指
定された地域を有する２６市町村のうち、２２市町村である。

なお、４町村は、対象農用地がない、対象農用地が非常に少ない、高齢化等の理由から制度を実施
していない。

注）特認基準の部分指定地域については、８法
　部分指定市町村と重複する関係で合計が合わ
　ない。
　（重複市町村：甲府市、山梨市、韮崎市、南
　　アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、甲
　　州市、富士河口湖町）

　平成２１年度協定数は、集落協定３８５、個別協定８で合計３９３であった。
集落協定参加者数は３人増加し１４，６６７人、協定面積は集落協定で６ｈａ増加し４，２４９ｈ

ａ、個別協定では２ｈａ増加し３６ｈａ、合計４，２８５ｈａとなっている。交付金は集落協定で３
１０千円増加し、５１１，３９４千円、個別協定で６０千円増加し、３，７００千円で、合計５１
５，０９４千円の交付となっている。

また、今期対策から導入された、自立的かつ継続的な農業生産活動等の体制整備に向けた前向きな
取組等を推進するための段階的単価別では、集落協定で、通常単価協定が２３３（６０．５％）、８
割単価協定が１５２（３９．５％）であり、個別協定では全協定が通常単価協定となっている。

　　※　今期対策においては、平成２１年度までに前向きな取組を行う協定（通常単価協定）と、
　　　最低限の取組に止まる協定（通常単価の８割単価協定）の間で段階的な単価設定が行われて
　　　いる。

注）四捨五入の関係で合計
　　が合わない場合がある。



（３） 協定参加者の構成

表-4 集落協定参加者の構成 （単位：人、組織）

農業者 法人 農業生産組織 その他組織 非農業者 その他

14,130 12 10 67 416 32

　注）農業者には交付金を受けていない農業者が含まれる

　　　その他の組織には土地改良区、水利組合が含まれる

表-5 個別協定の経営形態別内訳

認定農業者 認定農業者に準ずる者 農業生産法人 計

7 0 1 8

（４）一協定当たり及び協定参加者一人当たりの平均面積・交付金額

表-6 （単位：人､ha､千円）

一協定当たり 一人当たり 一協定当たり 一人当たり 一協定当たり 一人当たり

協定面積 4,249 11 0.29 13 0.31 8 0.24 36 4.54

交付金額 511,394 1,328 35 1,769 42 652 21 3,700 463

面積H17比 103% 101% 101% 101% 100% 102% 102% 104% 116%

（５）交付面積の地目・区分別内訳

表-7 （単位：ha）

急傾斜
小区画･
不整形

緩傾斜
その他

（※１）
計

田 1,766 7 1,371 40 3,184

前年比(%) 100.0% 100.2% 100.3% 100.0% 100.1%

畑 229 - 856 16 1,100

前年比(%) 99.7% - 99.5% 98.7% 99.5%

計 1,995 7 2,227 56 4,285

計

集落協定

全体
一人当たり

個別協定

通常単価協定 ８割単価協定
全体

一人当たり協定面積(ha)

0.29

4.54

0

1

2

3

4

5

集落協定 個別協定

一人当たり交付金額（千円）

35

463

0

100

200

300

400

500

集落協定 個別協定

認定農業者
87.5%

農業生産法
人

12.5%

その他
0.22%

その他組織
0.5% 非農業者

2.8%
農業生産組

織
0.07%

法人
0.08%

農業者
96.3%

※１は、高齢化率・耕作放棄
　率の高い農地をいう。

地目別では田が７４．４％、畑が２５．６％となっている。区分別では急傾斜が４６．６％、小区
画・不整形が０．２％、緩傾斜が５１．９％、その他が１．３％となっている。

協定面積では集落協定は一協定当たり１１ｈａ、一人当たり０．２９ｈａ、個別協定は一人当たり
４.５４ｈａとなっている。

また、交付金額では集落協定は一協定当たり１，３２８千円、一人当たり３５千円、個別協定は一
人当たり４６３千円となっている。

注）四捨五入の関係で合計
　　が合わない場合がある。



（６）地域別実施状況

表-8 （単位：ha）

田 畑 計 割合

中北地域 2,853 78 2,931 68.4%

峡東地域 16 865 881 20.6%

峡南地域 165 89 254 5.9%

富士東部地域 149 69 218 5.1%

計 3,184 1,100 4,285 100.0%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

ha

中北地域 峡東地域 峡南地域 富士東部地域

畑

田

畑の区分別内訳

急傾斜
20.9%

その他
1.5%

緩傾斜
77.6%

田の区分別内訳

その他
1.3%

小区画･
不整形

0.2%

急傾斜
55.4%

緩傾斜
43.1%

区分別内訳

その他
1.3% 急傾斜

46.6%

小区画･
不整形

0.2%

緩傾斜
51.9%

地目別内訳

畑
25.6%

田
74.4%

（注）四捨五入の関係で計が合わない場合がある。

協定締結面積を、エリア４ブロック別にみる
と、最も多いのが中北地域で２，９３１ｈａと
なっている。地目別にみると、田で最も多いの
が中北地域で２，８５３ｈａ、畑で最も多いの
が峡東地域で８６５ｈａとなっている。



（７）集落協定における協定農用地面積別協定数

表-9 

5ha未満
5ha以上
10ha未満

10ha以上
20ha未満

20ha以上
30ha未満

30ha以上
50ha未満 50ha以上 計

中北地域 63 43 61 22 15 7 211

峡東地域 29 29 27 4 2 1 92

峡南地域 40 5 4 1 1 0 51

富士東部地域 21 8 0 0 0 2 31

計 153 85 92 27 18 10 385

（８）集落協定における協定参加者数別協定数

表-10 

2～9人 10～19人 20～29人 30～49人 50～99人 100人以上 計

中北地域 18 42 29 61 49 12 211

峡東地域 8 24 12 24 22 2 92

峡南地域 4 18 12 8 6 3 51

富士東部地域 3 12 5 7 2 2 31

計 33 96 58 100 79 19 385

5以上10ha未満
22.1%

20以上30ha未満
7.0%

5ha未満
39.7%

50ha以上
2.6%30以上50ha未満

4.7%

10以上20ha未満
23.9%

一協定当たりの平均協定面積は１１ｈａ（表－６参照）であるが、協定農用地面積別協定数をみる
と、最も多いのが１ｈａ以上５ｈａ未満で１５３協定（３９．７％）、次に１０ｈａ以上２０ｈａ未
満９２協定（２３．９％）、５ｈａ以上１０ｈａ未満が８５協定（２２．１％）となっている。

一協定当たりの平均協定人数は３８人であるが、協定参加者数別協定数をみると、最も多いのが３
０人以上５０人未満で１００協定（２６．０％）、次が１０人以上２０人未満で９６協定（２４．
９％）となっている。

2～9人
8.6%

10～19人
24.9%

30～49人
26.0%

50～99人
20.5%

100人以上
4.9%

20～29人
15.1%



３３３３　　　　共同取組活動共同取組活動共同取組活動共同取組活動のののの実施状況実施状況実施状況実施状況

（１）集落協定における交付金の配分状況

表-11 

共同取組
活動充当

農業者等
へ配分

計

金　額 258,050 253,344 511,394

前年比 100.8% 99.1% 102.7%

（２）集落協定における共同取組活動充当割合別協定数

表-12 

20%以下
20%以上
40%未満

40%以上
70%未満

70%以上
100%未満

100% 計

中北地域 34 6 160 0 11 211

峡東地域 40 23 4 1 24 92

峡南地域 1 13 6 0 31 51

富士東部地域 1 1 27 1 1 31

計 76 43 197 2 67 385

（３）共同取組活動に対する交付金の使用方法

（千円、％）

20%以下
19.7%

40以上70%未満
51.2%

70以上100%未満
0.5%

100%
17.4%

20以上
40%未満

11.7%

農業者等へ
配分
49.5%

共同取組活
動充当
50.5%

集落協定による共同取組活動を通じて多面的機能を維持するとの観点から、交付金交付額の概ね１
／２以上が集落の共同活動に使用されるよう呼びかけている。集落協定における交付金の配分状況は
共同取組活動に２５８，０５０千円（５０．５％）が配分されている。

集落協定における共同取組活動充当割合別協定数をみると、最も多いのが４０％以上７０％未満で
１９５協定（５１．２％）となっている。その内訳としてエリア４ブロック別に見ると最も多いのが
中北地域で１５９協定となっている。また、共同取組活動充当割合が１／２以上の集落協定は２４４
協定（６３.４％）となっている。

集落協定に位置づけられている共同取組活動に対する交付金の使用方法についてみると、最も多く
位置づけられている使用方法及び金額は、「水路・農道等の維持管理」で２５７協定（６６．
８％）、９５，７２３千円となっている。次いで、「役員報酬」が２１１協定（５４．８％）、２
４，７１１千円、「農地管理」が１６１協定（４１．８％）、５８，１６２千円の順となっている。
また、共同取組活動に対する交付金の１８．８％が共同利用機械購入、共同利用施設整備、災害時の
復旧、集落活動として行う各種イベントのため積み立てられている。
※上記説明文中の（）内の％は全集落協定数３８５協定に対する割合を示す。また、１６．７％は当
該年度の共同取組活動充当金額に占める当該年度の積み立て金額を示す。
　○それぞれの項目における主な交付金の使途
　・役員報酬　集落協定に定める役職者に対して支払われた費用
　・研修会等　協定参加者が参加する各種研修会等、新規就農者・オペレータ等の研修に係る費用
　・水路･農道等の維持管理　水路･農道等の清掃、補修、点検等に係る費用
　・農地管理　畦畔管理、のり面点検、簡易基盤整備、耕作放棄地の管理、復旧、農作業受委託等
　　　　　　　に係る費用
　　　　　　※のり面とは、傾斜地で上部に平地を作った時に周辺部にできる斜面部分
　・鳥獣害防止対策　防止柵等資材、防止柵等設置、防止柵維持管理等の費用
　・共同利用機械購入　トラクター、草刈機等購入、共同機械修理、燃料等の費用
　・共同利用施設整備　育苗施設、集出荷施設、処理加工施設、販売施設、その他共同利用施設に
　　　　　　　　　　　係る建設、補修、運営等の費用
　・多面的機能を増進する活動　景観作物の作付け、市民農園の設置運営、周辺林地の下草刈り、
　　　　　　　　　　　　　　　堆きゅう肥の施肥等に係る費用
　　　　　　　　　　　　　　※景観作物とは、ひまわり、コスモス、ビオラ等の観賞用草花
　・その他　積立、その他共同活動に係る費用



表-13 （千円）

役員報酬 研修会等
水路･農
道等の維
持管理

農地管理
鳥獣害防
止対策

共同利用
機械購入

共同利用
施設整備

多面的機
能を増進
する活動

その他

選択協定数 211 115 257 161 69 15 1 37 272

使用金額 24,711 11,403 95,723 58,162 24,196 2,818 30 3,754 64,395

※協定数は、当該活動に交付金を使用した協定数である。 （複数選択）

　使用金額は、前年の積立・繰越の使用を含むため当該年度交付金額とは合わない。

（千円）

（４）農業生産活動等（耕作放棄の防止等）に関する事項　※全集落協定（３８５協定）が実施する取組

表-14

賃借権設
定・農作
業の委託

既耕作放
棄地の復

旧

既耕作放
棄地･限界
的農用地
の林地化

既耕作放
棄地の保
全管理

農地のり
面の管理

鳥獣害防
止対策

簡易な基
盤整備

土地改良
事業

その他

選択協定数 116 0 0 2 268 166 40 4 3

※その他には、自然災害を受けている農用地の復旧、地目変換が含まれる。 （複数選択）

　注：本表は実際に交付金を使用して、活動を行った協定数を示しているため、これ以降の（４）～（９）の活動内
容に取り組む協定数とは一致しない。

選択協定数

共同利用機
械購入

鳥獣害防止
対策

農地管理

水路･農道等
の維持管理

研修会等

役員報酬

共同利用施
設整備

多面的機能
を増進する
活動 その他

0 50 100 150 200 250 300

使用金額

鳥獣害防止
対策

農地管理

研修会等

役員報酬

共同利用機
械購入

水路･農道等
の維持管理

多面的機能
を増進する活
動

共同利用施
設整備

その他

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

集落協定に位置づけられている活動内容を、農業生産活動等（耕作放棄地の防止等）に関する事項
についてみると、最も多く位置付けられている活動は、「農地のり面の管理」で２６８協定（６９．
６％）で、次いで「鳥獣害防止対策」が１６６協定（４３．４％）「賃貸借権設定・農作業の委託」
が１１６協定（３０．１％）、の順となっている。※上記説明文中（）内の％は全集落協定数３８５
協定に対する割合を示す。

その他, 0.8%

土地改良事業, 1.0%

簡易な基盤整備, 10.4%

農地のり面管理, 69.6%

既耕作放棄地の保全管
理, 0.5%

既耕作放棄地･限界的農
用地の林地化, 0.0%

既耕作放棄地の復旧,
0.0%

賃借権設定・農作業の委
託, 30.1%

鳥獣害防止対策, 43.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%



（５）農業生産活動等（水路・農道等の管理）に関する事項　※全集落協定（３８５協定）が実施する取組

表-15 

水路管理 農道管理
その他の
施設管理

選択協定数 367 385 19 （複数選択）

（６）多面的機能を増進する活動に関する事項　※全集落協定（３８５協定）が実施する取組

表-16 

国土保全
機能を高
める取組

保健休養
機能を高
める取組

自然生態
系の保全
に資する

取組

その他

選択協定数 247 125 67 18 （複数選択）

集落協定に位置づけられている活動内容を、農業生産活動等（水路・農道等の管理）に関する事項
についてみると、「水路の管理」を位置付けている協定が３６７協定（９５．３％）、「農道の管
理」を位置付けている協定数は３８５協定（１００％）となっている。また、「その他の施設の管
理」は１９の協定（４．９％）で位置付けている。※上記説明文中（）内の％は全集落協定数３８５
協定に対する割合を示す。

集落協定に位置付けられている活動内容を、多面的機能を増進する活動に関する事項についてみる
と、「国土保全機能を高める取組」が最も多く、２４７協定（６４．２％）で位置付けられている。
次いで、「保健休養機能を高める取組」で１２５協定（３２．５％）、「自然生態系の保全に資する
取組」６７協定（１７．４％）の順となっている。※上記説明文中（）内の％は全集落協定数３８５
協定に対する割合を示す。

　○それぞれの取組の主な内容
　・国土保全機能を高める取組　周辺林地の下草刈り、土壌流亡に配慮した営農
　・保健休養機能を高める取組　棚田オーナー制度、市民農園等の開設･運営、体験民宿（グリーン
　　　　　　　　　　　　　　　・ツーリズム）、景観作物の作付け
　・自然生態系の保全に資する取組　魚類･昆虫類の保護、鳥類の餌場の確保、粗放的畜産、堆きゅ
　　　　　　　　　　　　　　　　　う肥の施肥、拮抗作物の利用、合鴨･鯉の利用、輪作の徹底、

その他の施設管理,
4.9%

農道管理, 100.0%

水路管理, 95.3%
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その他, 4.7%
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取組, 64.2%
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（７）集落マスタープランの内容　※全集落協定（３８５協定）が定める

表-17

集積対象
者の育成
及び農用
地の集積

集積対象
者と集落
内の他高
齢農家と
の連携

集落を基
礎とした
営農組織
の構築・

充実

特定農業
法人化

定年帰農
者等を活
かした

継続的な
営農

体制整備

周辺集
落・ＮＰ
Ｏ法人や
地域外集
積対象者
との連携

グリー
ン・ツー
リズムの
推進等

その他

選択協定数 114 5 99 0 54 4 6 173 （複数選択）

※特定農業法人とは、担い手不足が見込まれる地域で、当該地域の農地利用を担う法人として、認定を受けた農業生産法人。　

（８）農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項（農用地等保全体制の整備）※通常単価協定のみ実施

表-18

農用地等保全マップの作成内容

農地のり
面､水路･
農道等補
修･改良

鳥獣害防
止対策

既耕作放
棄地復旧
又は林地
化

農作業共
同化又は
受委託等

その他将
来に向け
た適正な
農用地保
全

農地のり
面､水路･
農道等補
修･改良

鳥獣害防
止対策

既耕作放
棄地復旧
又は林地

化

選択協定数 169 93 0 19 8 169 93 0 （複数選択）

農用地等保全マップ活動の実践

通常単価の交付を受ける集落協定に位置付けられている農業生産活動等の体制整備として取り組む
べき事項のうち、農用地等保全体制の整備として作成する農用地等保全マップに記載する内容をみる
と、「農地のり面、水路・農道等補修・改良」が最も多く、１６９協定（７２．５％）であり、「鳥
獣害防止対策」が９３協定（３９．９％）、「農作業共同化又は受委託等」が１９協定（８．２％）
で続いている。また、農用地等保全マップ活動の実践では、「農地のり面、水路・農道等補修・改
良」が１６９協定（７２．５％）、「鳥獣害防止対策」が９３協定（３９．９％）となっている。※
上記説明文中（）内％は通常単価協定数（２３３協定）に対する割合を示す。

集落協定に規定されている集落マスタープランで記載した集落の目指すべき将来像の内容をみる
と、「集積対象者の育成及び当該集積者への農用地の集積」が最も多く、１１４協定（２９．６％）
であった。次いで、「集落を基礎とした営農組織の構築･充実」で９９協定（２５．７％）、「定年帰
農者等を活かした継続的な営農体制整備」５４協定（１５．３％）の順となっている。※上記説明文
中（）内の％は全集落協定数３８５協定に対する割合を示す。
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（９）農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項（農業生産活動等の継続に向けた活動）
　　　※通常単価協定のみ実施

表-19

機械・農
作業の共

同化

高付加価
値型農業
の実践

地場産農
産物等の
加工・販

売

保健休養
機能を活
かした都
市住民等
との交流

自然生態系
の保全に関
する学校教
育等との連

携

多面的機能
の持続的発
揮に向けた
非農家・他
集落等との

連携

選択協定数 61 62 48 161 8 91 67 0 （複数選択）

※担い手の育成は新規就農者の確保、認定農業者の育成、担い手への農地集積、農作業委託の合計

※※※※表表表表－－－－１９１９１９１９中中中中「「「「多面的機能多面的機能多面的機能多面的機能のののの発揮発揮発揮発揮」」」」とはとはとはとは

多面的機能の発揮生産性・収益向上

担い手の
育成

営農組織
の育成・
担い手集
積化

通常単価の交付を受ける集落協定に位置づけられている農業生産活動等の体制整備として取り組む
べき事項のうち、農業生産活動等の継続に向けた活動内容をみると、「生産性・収益向上」が最も多
く１７１協定（３４．３％）、次いで「多面的機能の発揮」が１６６協定（３３．３％）、「担い手
の育成」１６１協定（３２．３％）の順となっている。※上記説明文中（）内％は各項目の選択協定
数合計（４９８）に対する割合を示す。
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生産性・収益向上
34.3%

担い手の育成
32.3%

営農組織の育成・
担い手集積化

0.0%
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（（（（１１１１））））保健休養機能保健休養機能保健休養機能保健休養機能をををを活活活活かしたかしたかしたかした都市住民等都市住民等都市住民等都市住民等とのとのとのとの交流交流交流交流
　　　棚田等のオーナー制度、市民農園や体験農園などを通じて都市住民等との交流に取り組んでいます。

（（（（２２２２））））自然生態系自然生態系自然生態系自然生態系のののの保全保全保全保全にににに関関関関するするするする学校教育等学校教育等学校教育等学校教育等とのとのとのとの連携連携連携連携
　　　学校などと連携しながら自然観察会や体験農園などに取り組んでいます。

（（（（３３３３））））多面的機能多面的機能多面的機能多面的機能のののの持続的発揮持続的発揮持続的発揮持続的発揮にににに向向向向けたけたけたけた非農家非農家非農家非農家・・・・他集落他集落他集落他集落とのとのとのとの連携連携連携連携
　　　非農家や非対象農家等と一緒に農業生産活動や多面的機能を増進する活動などに取り組んでいます。

　　　　中山間地域等中山間地域等中山間地域等中山間地域等のののの農業農業農業農業・・・・農村農村農村農村はははは、、、、単単単単にににに食料食料食料食料をををを供給供給供給供給するだけでなくするだけでなくするだけでなくするだけでなく、、、、水源水源水源水源かんかんかんかん養養養養、、、、洪水洪水洪水洪水のののの防止防止防止防止、、、、土壌土壌土壌土壌のののの
浸食浸食浸食浸食・・・・崩壊崩壊崩壊崩壊のののの防止防止防止防止、、、、国民国民国民国民のののの保健休養保健休養保健休養保健休養などのなどのなどのなどの多面的多面的多面的多面的なななな機能機能機能機能をもちをもちをもちをもち、、、、下流域住民下流域住民下流域住民下流域住民をををを含含含含むむむむ国民国民国民国民のののの生命生命生命生命やややや財産財産財産財産
をををを守守守守っていますっていますっていますっています。。。。
　　　　本事業本事業本事業本事業でででで前向前向前向前向きなきなきなきな取組取組取組取組をををを行行行行うううう集落協定集落協定集落協定集落協定はははは、、、、こうしたこうしたこうしたこうした中山間地域等中山間地域等中山間地域等中山間地域等のののの農業農業農業農業・・・・農村農村農村農村がもつがもつがもつがもつ多面的機能多面的機能多面的機能多面的機能をををを
発揮発揮発揮発揮するためするためするためするため、、、、地域地域地域地域やややや都市住民都市住民都市住民都市住民とのとのとのとの連携連携連携連携やややや交流交流交流交流をするをするをするをする取組取組取組取組、、、、またまたまたまた、、、、非農家等非農家等非農家等非農家等のののの地域住民等地域住民等地域住民等地域住民等とととと協力協力協力協力しししし、、、、
一緒一緒一緒一緒になりになりになりになり地域地域地域地域のののの景観等景観等景観等景観等をををを守守守守るるるる取組取組取組取組をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。
　　　　具体的具体的具体的具体的にはにはにはには以下以下以下以下のようなのようなのようなのような活動活動活動活動をををを実施実施実施実施していますしていますしていますしています。。。。

写真（右上）：地域の小学
校と連携したホタル自然
観察会

写真（右下）：地元の小学
校児童によるブドウの農
作業体験

写真（右）：非農家と連携
し、草刈りなどの共同活
動を実施

写真（右）：田植えや稲刈
り体験等の都市住民との
交流活動


