
地
域
農
業
の
課
題
を

見
つ
め
直
す

　
「
後
継
者
不
足
が
深
刻
に
な
っ
て
い
る
」

「
若
年
の
農
業
者
が
減
少
し
、
高
齢
化
が

い
っ
そ
う
進
む
」「
農
地
が
利
用
さ
れ
ず

に
遊
休
農
地
が
増
加
す
る
」
阿
南
市
の
９

割
を
超
え
る
農
家
の
方
が
、
10
年
後
の
地

域
農
業
の
姿
を
そ
う
思
い
描
い
て
い
ま
す
。

　

昨
秋
、
市
内
の
農
地
を
所
有
す
る
世
帯

主
約
８
５
０
０
人
を
対
象
に
実
施
し
た

「
地
域
農
業
の
将
来
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
」
に
よ
る
と
、
農
業
従
事
者
の
８

割
近
く
が
60
歳
以
上
で
、
農
家
の
半
数
が

後
継
者
は
「
い
な
い
」「
わ
か
ら
な
い
」

と
答
え
る
な
ど
、
高
齢
化
や
担
い
手
不
足

と
い
っ
た
課
題
が
浮
き
彫
り
に
な
り
ま
し

た
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
５
～
10
年
後
に
は
、

こ
う
し
た
地
域
で
の
生
産
力
が
急
激
に
落

ち
込
む
こ
と
が
懸
念
さ
れ
、
遊
休
農
地
の

増
加
が
予
測
さ
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
た
「
人
」
と
「
農
地
」
の
問
題

を
解
決
し
て
い
く
た
め
に
は
、
地
域
ご
と

に
課
題
を
し
っ
か
り
と
見
つ
め
直
し
、
地

域
農
業
の
将
来
に
つ
い
て
具
体
的
に
話
し

合
い
な
が
ら
、
解
決
へ
の
道
筋
を
つ
け
て

い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

こ
う
し
た
問
題
に
対
応
す
る
た
め
、
市

で
は
、
平
成
24
年
度
か
ら
「
人
・
農
地
プ

ラ
ン
」
の
作
成
を
推
進
し
、
農
地
集
積
の

促
進
と
地
域
農
業
の
活
性
化
に
向
け
た
取

組
を
支
援
し
て
い
ま
す
。

人
・
農
地
プ
ラ
ン
っ
て
何
？

　

地
域
農
業
の
持
続
的
な
発
展
の
た
め
に

は
、
ま
ず
何
よ
り
も
農
業
経
営
の
基
盤
で

あ
る
「
人
」
と
「
農
地
」
が
と
も
に
確
保

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
り
ま
す
。

「
人
」
と
「
農
地
」
の
問
題
を
解
決
し
な

が
ら
地
域
農
業
の
将
来
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
を

具
体
化
し
て
い
く
の
が
「
人
・
農
地
プ
ラ

ン
」
で
す
。
５
年
後
、
10
年
後
ま
で
に
、

誰
が
ど
の
よ
う
に
農
地
を
使
っ
て
農
業
を

進
め
る
の
か
、
地
域
で
の
話
し
合
い
に
基

づ
い
て
プ
ラ
ン
を
ま
と
め
ま
す
。

　

ま
と
め
る
書
類
は
「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」

「
農
地
の
集
積
計
画
表
（
工
程
表
）」「
農

地
利
用
図
」
の
３
つ
。
地
域
の
中
心
と
な

る
経
営
体
（
個
人
・
法
人
・
集
落
営
農
）
や
、

そ
こ
へ
の
農
地
を
提
供

す
る
人
た
ち
の
土
地
利

用
の
現
状
、
５
年
後
ま
で

の
農
地
集
積
状
況
を
ま
と
め

ま
す
。

　

農
家
の
意
向
調
査
や
地
域
で

の
話
し
合
い
に
基
づ
き
市
が
原

案
を
作
成
し
、
農
業
関
係
機
関
や

農
業
者
な
ど
で
構
成
す
る
検
討
会

を
経
て
、
正
式
に
決
定
し
ま
す
。

人
・
農
地
プ
ラ
ン
の

メ
リ
ッ
ト

　

人
・
農
地
プ
ラ
ン
に
位
置
付
け

ら
れ
る
と
、
次
の
よ
う
な
メ
リ
ッ

ト
が
あ
り
ま
す
。（
※
そ
れ
ぞ
れ

要
件
が
あ
り
ま
す
。）

●
青
年
就
農
給
付
金	（
年
間
１
５
０
万
円
）

【
経
営
開
始
型
】　

　

人
・
農
地
プ
ラ
ン
に
位
置
付
け
ら
れ
た
45

歳
未
満
の
新
規
就
農
者
は
、
経
営
が
不
安
定

な
就
農
直
後
（
最
長
５
年
間
）
の
所
得
を
確

保
す
る
た
め
の
給
付
金
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

【
準
備
型
（
研
修
期
間
中
）】

　

45
歳
未
満
の
新
規
就
農
者
は
、
就
農
前
の

研
修
期
間
（
最
長
２
年
間
）
の
所
得
を
確
保

す
る
た
め
の
給
付
金
が
受
け
ら
れ
ま
す
。（
※

県
が
窓
口
で
す
。）

●
農
地
集
積
協
力
金		（「
出
し
手
」
が
対
象
）

【
経
営
転
換
協
力
金
】

　
「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」
に
位
置
付
け
ら
れ

た
地
域
の
中
心
と
な
る
経
営
体
に
農
地
を
提

供
す
る
場
合
に
受
け
ら
れ
ま
す
。

▼
０
・
５
㌶
以
下 

…
…
…
…
…
30
万
円
／
戸

▼
０
・５
㌶
超
～
２
・０
㌶
以
下 

…
50
万
円
／
戸

▼
２
・
０
㌶
超 

…
…
…
…
…
…
70
万
円
／
戸

【
分
散
錯さ
く
圃ほ

解
消
協
力
金
】

　

地
域
の
中
心
と
な
る
経
営
体
の
分
散
し
た

農
地
の
面
的
集
積
（
連
坦
化
）
に
協
力
す
る

隣
接
農
地
の
所
有
者
等
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

▼
５
千
円
／
10
ア
ー
ル

●
規
模
拡
大
交
付
金		（「
受
け
手
」
が
対
象
）

　

農
地
利
用
集
積
円
滑
化
事
業
に
よ
り
面
的

集
積
を
し
て
規
模
拡
大
を
す
る
農
業
者
に
交

付
さ
れ
ま
す
。
▼
２
万
円
／
10
ア
ー
ル

●
ス
ー
パ
ー
Ｌ
資
金
の
当
初
５
年
間

無
利
子
化

　

地
域
の
中
心
と
な
る
経
営
体
と
し
て「
人
・

農
地
プ
ラ
ン
」
に
位
置
付
け
ら
れ
た
認
定
農

業
者
が
ス
ー
パ
ー
Ｌ
資
金
を
借
り
入
れ
る

場
合
、
金
利
負
担
の
軽
減
措
置
と
し
て
、

貸
付
当
初
５
年
間
の
金
利
負
担
が
実
質
無

利
子
化
さ
れ
ま
す
。

●
経
営
体
育
成
支
援
事
業

　

地
域
の
中
心
と
な
る
経
営
体
等
が
融
資

を
受
け
、
農
業
機
械
等
を
導
入
す
る
際
、

融
資
残
に
つ
い
て
補
助
金（
補
助
率
３
／
10

・
上
限
３
０
０
万
円
）
を
交
付
す
る
こ
と

で
主
体
的
な
経
営
展
開
を
支
援
し
ま
す
。

人
・
農
地
プ
ラ
ン
を
作
る

　

こ
う
し
た
支
援
制
度
を
活
用
し
な
が
ら
、

地
域
農
業
の
将
来
を
見
通
し
た
話
し
合
い

を
も
と
に
「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」
を
作
成

し
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
次
の
内
容
を
記

載
し
ま
す
。

●
中
心
経
営
体
の
経
営
概
要
と
向
こ
う
５

年
間
の
営
農
計
画
の
概
要
、
活
用
が
見

込
ま
れ
る
施
策

●
農
地
の
提
供
な
ど
に
よ
り
、
中
心
経
営

体
と
連
携
す
る
農
業
者
の
経
営
の
状
況

と
向
こ
う
５
年
間
の
営
農
計
画
の
概
要
、

活
用
が
見
込
ま
れ
る
施
策

●
前
述
以
外
の
農
業
者
の
経
営
の
状
況
と

今
後
の
見
込
み

●
今
後
の
地
域
農
業
の
あ
り
方

●
中
心
経
営
体
へ
の
農
地
集
積
の
計
画

（
行
程
表
）
と
、
当
面
集
積
の
予
定
が

な
い
農
地
の
情
報

●
農
地
利
用
図

特集　　地域で考える「農」の将来設計図  ～ 人・農地プラン ～

「人」と「農地」の問題は、
これからの日本の「農」のかたちを考えるうえで避けて通れない問題です。
多くの地域で農業の将来を心配する声が出ているなか、
この問題を解決しようと今、地域が動き始めています。

地域で考える「農」の将来設計図

～人・農地プラン～

特	集

プランを作成した後でも見直しができます。
●新規就農者が出てきたとき
●集落営農・法人を立ち上げ中心となる経営体となるとき
●引退を決意して農地集積協力金を受けようとするとき
※ただし、その都度地域での話し合いを行い、検討会に諮る

必要があります。

人・農地プランは誰が作成し、
どのような順番で、誰が決めるの？

市

地域

市

・アンケート等の実施
・地域への説明

・意思表示

・地域内での話し合い

・原案作成・検討会へ提出
・検討会開催
・市がプランを決定
・関係者へ周知（告示）

関係機関
（国、県、ＪＡ等）

支援

いる

50.4％いない

わからない

その他　0.9％

32.4％

16.3％

【地域農業の将来に関するアンケート調査より（市全体・回答率 31.52％）】

後継者はいますか？あと何年続けられる？

地域農業の10年後は？
農業経営者の年齢構成

10年以上

5年くらい

わからない

その他　3.7％やめたい　5.5％

34.3％

25.9％

16.0％

いない

わからない

その他　0.9％

32.4％

16.3％

1～2年くらい　6.6％

20年以上　8.0％

10年以上

5年くらい

わからない

その他　3.7％やめたい　5.5％

34.3％

25.9％

16.0％

いない

わからない

若年農業者が
減少し高齢化
がいっそう進む

後継者不足が
深刻になっている

農地が利用
されず遊休
農地が増加
する

その他　0.9％

32.4％

16.3％

37.9％

28.8％

27.2％

わからない　2.4％ その他　1.0％

特に問題はないと
思う　2.7％

1～2年くらい　6.6％

20年以上　8.0％
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話
し
合
い
を
持
続
し
て

世
代
交
代
を
ス
ム
ー
ズ
に

　

本
年
３
月
、
市
内
14
地
区
の
ど
こ
よ
り

も
早
く
人
・
農
地
プ
ラ
ン
を
策
定
し
た
横

見
地
区
で
は
、
実
行
組
長
、
総
代
、
認
定

農
業
者
な
ど
約
30
人
が
中
心
と
な
っ
て
プ

ラ
ン
を
推
進
し
て
い
ま
す
。「
地
域
の
中

心
と
な
る
経
営
体
を
位
置
付
け
る
こ
と
か

ら
始
め
ま
し
た
。
も
う
少
し
時
間
を
か
け

て
じ
っ
く
り
考
え
て
も
い
い
の
で
は
、
と

い
う
慎
重
な
意
見
も
あ
り
ま
し
た
が
、
ま

ず
は
プ
ラ
ン
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
を
最
優

先
し
ま
し
た
。
い
さ
さ
か
強
引
で
は
あ
り

ま
し
た
が
、
説
明
を
繰
り
返
す
こ
と
で
最

後
は
み
ん
な
理
解
し
て
く
れ
ま
し
た
」。

　

人
・
農
地
プ
ラ
ン
が
地
域
農
業
の
将
来

を
考
え
る
良
い
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
好

評
す
る
一
方
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
も
見
つ

か
り
ま
し
た
。「
農
地
の
『
出
し
手
』
と

な
り
得
る
農
業
者
の
中
に
は
、『
農
地
を

一
度
貸
し
た
ら
返
っ
て
こ
な
い
の
で
は
な

い
か
』
と
、
農
地
制
度
の
誤
解
か
ら
農
地

を
他
人
に
貸
す
こ
と
に
抵
抗
を
感
じ
て
い

る
人
や
、
支
援
制
度
の
利
用
を
面
倒
く
さ

が
る
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し

た
不
安
や
誤
解
を
取
り
除
き
、
安
心
し
て

プ
ラ
ン
に
参
加
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
は

丁
寧
に
説
明
し
て
理
解
を
得
る
こ
と
が
重

要
で
す
。
参
加
は
あ
く
ま
で
も
自
由
で
強

制
は
で
き
ま
せ
ん
。
困
っ
た
と
き
に
何
か

お
手
伝
い
が
で
き
れ
ば
、
と
い
う
感
じ
で

推
進
し
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
ま
す
」。

多
様
な
担
い
手
づ
く
り
と

販
売
戦
略
も
考
え
て

　
「
山
あ
い
の
加
茂
谷
地
域
で
は
、
農
家

の
高
齢
化
や
担
い
手
不
足
は
深
刻
な
問
題

と
な
っ
て
い
ま
す
。
昨
年
の
秋
、
地
元
の

有
志
が『
加
茂
谷
元
気
な
ま
ち
づ
く
り
会
』

を
立
ち
上
げ
、
地
域
農
業
の
将
来
を
考
え

よ
う
と
議
論
を
始
め
ま
し
た
。
そ
ん
な
な

か
、
人
・
農
地
プ
ラ
ン
の
話
が
あ
り
、『
人
』

と
『
農
地
』
の
問
題
に
対
す
る
関
心
が
に

わ
か
に
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
地

域
農
業
の
将
来
に
つ
い
て
住
民
同
士
で
話

し
合
う
機
会
が
な
か
っ
た
だ
け
に
、
こ
れ

を
好
機
と
捉
え
、
プ
ラ
ン
へ
の
積
極
的
な

参
加
を
呼
び
掛
け
て
い
ま
す
」

　

話
は
地
域
農
業
の
将
来
の
こ
と
に
。

『
人
』
と
『
農
地
』
の
問
題
は
、
高
齢
農

業
者
が
引
退
す
る
５
年
後
、
10
年
後
に
顕

著
に
現
れ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ま

で
に
担
い
手
の
確
保
と
農
地
流
動
化
、
さ

ら
に
面
的
集
積
を
い
か
に
同
時
並
行
的
に

進
め
て
い
く
か
が
今
後
の
課
題
で
す
。
今

は
『
受
け
手
』
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
の

で
す
が
、
世
代
交
代
が
ス
ム
ー
ズ
に
で
き

な
け
れ
ば
『
集
落
営
農
』
と
い
う
手
段
も

考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
大
事
な
こ

と
は
、
話
し
合
い
を
地
道
に
継
続
し
、
プ

ラ
ン
を
発
展
的
に
見
直
し
て
い
く
こ
と
で

す
。
ま
た
、
地
域
を
牽
引
す
る
リ
ー
ダ
ー

の
存
在
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
若
い

世
代
の
方
に
も
関
心
を
持
っ
て
取
り
組
ん

で
ほ
し
い
で
す
ね
。」
と
期
待
を
込
め
て

い
ま
し
た
。

　

松
﨑
克
弘
さ
ん
（
57
歳
・
楠
根
町
）
は
、

地
域
農
業
の
将
来
を
考
え
る
と
き
の
ポ
イ

ン
ト
を
二
つ
あ
げ
て
い
ま
す
。
一
つ
は
多

様
な
担
い
手
づ
く
り
で
す
。「
過
疎
化
が

進
む
加
茂
谷
地
域
で
は
、
新
規
就
農
者
や

地
域
外
か
ら
の
農
業
者
を
積
極
的
に
受
け

入
れ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま

す
。
現
状
維
持
が
精
い
っ
ぱ
い
と
い
う
農

家
が
多
い
な
か
で
、
地
域
に
い
る
農
業
者

だ
け
で
農
地
を
守
り
続
け
る
の
は
限
界
が

あ
る
か
ら
で
す
。
新
規
就
農
者
を
受
け
入

れ
る
こ
と
は
地
域
に
と
っ
て
刺
激
に
も
な

り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
田
舎
の
集
落

は
と
か
く
保
守
的
に
な
り
が
ち
で
す
。
農

地
を
守
っ
て
い
く
た
め
に
は
多
様
な
担
い

手
づ
く
り
を
考
え
る
柔
軟
性
が
必
要
で
す

ね
」。

　

も
う
一
つ
は
、
こ
れ
か
ら
の
農
業
を
ど

う
捉
え
て
経
営
を
成
り
立
た
せ
る
か
と
い

う
点
で
す
。「
農
地
の
規
模
拡
大
を
図
れ

ば
、
そ
の
分
収
益
が
上
が
る
と
は
限
り
ま

せ
ん
。
そ
こ
で
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
が

販
売
戦
略
で
す
。
作
物
を
い
か
に
有
利
に

販
売
す
る
か
、
ど
の
よ
う
な
付
加
価
値
を

付
け
て
売
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
ポ
イ
ン

ト
で
す
。
加
茂
谷
の
自
然
の
豊
か
さ
を
う

ま
く
利
用
し
て
商
品
の
差
別
化
を
図
り
、

販
路
拡
大
に
つ
な
げ
ら
れ
な
い
か
、
を
地

域
で
話
し
合
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
」。

　

加
え
て
、「
個
々
の
考
え
だ
け
で
は
ど

う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
も
、
地
域
で
話
し

合
え
ば
解
決
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
幸

い
、
加
茂
谷
は
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た

チ
ー
ム
ワ
ー
ク
が
あ
り
ま
す
。
人
・
農
地

プ
ラ
ン
を
実
施
し
て
い
く
な
か
で
新
た
な

問
題
に
直
面
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

よ
そ
に
は
な
い
地
域
力
を
発
揮
し
て
、
地

域
農
業
の
未
来
を
切
り
開
い
て
い
き
た
い

で
す
。」
と
力
強
く
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

国
産
野
菜
へ
の
こ
だ
わ
り
が

か
き
立
て
た
就
農
意
欲

　

会
社
勤
め
か
ら
一
転
、
３
年
ほ
ど
前
に

き
ゅ
う
り
栽
培
を
始
め
た
菱
本
裕
也
さ
ん

（
27
歳
・
那
賀
川
町
）。
就
農
の
き
っ
か
け

は
国
産
野
菜
へ
の
こ
だ
わ
り
で
し
た
。「
以

前
、
業
務
用
食
品
の
卸
売
会
社
に
勤
め
て

い
た
の
で
す
が
、
取
り
扱
う
野
菜
の
ほ
と

ん
ど
が
輸
入
品
だ
っ
た
の
に
驚
き
ま
し
た
。

安
け
れ
ば
い
い
。
価
格
競
争
に
さ
ら
さ
れ

た
日
本
の
『
食
』
事
情
を
知
り
、
安
全
で

品
質
の
高
い
国
産
野
菜
を
少
し
で
も
多
く

流
通
さ
せ
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
会
社
に
勤
め
な
が
ら
１
年
間
、
知
り

合
い
の
き
ゅ
う
り
農
家
の
も
と
で
栽
培
の

ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
び
ま
し
た
。
親
族
か
ら
は

苦
労
す
る
か
ら
と
反
対
さ
れ
ま
し
た
が
、

も
と
も
と
興
味
が
あ
っ
た
の
で
自
分
の
気

持
ち
を
貫
き
ま
し
た
。
後
は
ぶ
っ
つ
け
本

番
で
し
た
ね
（
笑
）」。

　

初
め
て
の
農
業
が
き
ゅ
う
り
栽
培
。
初

期
投
資
が
必
要
な
園
芸
作
物
と
あ
っ
て
、

若
者
に
は
少
し
ハ
ー
ド
ル
が
高
か
っ
た
の

で
は
。「
ぶ
っ
ち
ゃ
け
、
家
よ
り
高
い
と

思
い
ま
す
よ
（
笑
）。
私
の
場
合
、
認
定

農
業
者
に
な
っ
た
こ
と
で
、
県
の
支
援
制

度
や
人
・
農
地
プ
ラ
ン
の
青
年
就
農
給
付

金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

準
備
金
の
少
な
い
若
者

の
背
中
を
押
し
て
く
れ

る
い
い
制
度
だ
と
思
い

ま
す
。
人
・
農
地
プ
ラ

ン
は
、
個
々
で
は
難
し

か
っ
た
農
地
の
貸
借
に

つ
い
て
地
域
で
情
報
共

有
で
き
る
た
め
、
動
き

や
す
く
な
り
ま
す
。
将

来
は
規
模
を
拡
大
し
て

人
を
雇
え
る
よ
う
に
な

り
た
い
。
農
業
の
お
も

し
ろ
さ
を
体
感
し
て
も

ら
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

新
規
就
農
者
も
増
え
る

と
思
い
ま
す
」。

　

思
い
を
形
に
し
た
菱
本
さ
ん
。「
輸
入

に
頼
ら
な
い
食
生
活
を
取
り
戻
し
た
い
と

い
う
思
い
が
、
流
通
業
者
や
消
費
者
に
届

く
と
信
じ
て
頑
張
っ
て
い
き
た
い
。」
と

意
欲
満
々
で
す
。

きゅうりの収穫に追われる菱本さん

胡蝶蘭の農園を営む松﨑さん

特集　　地域で考える「農」の将来設計図  ～ 人・農地プラン ～

ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ
す
こ
と
が
何
よ
り
も
大
事

人
・
農
地
プ
ラ
ン
を

地
域
農
業
再
生
へ
の
チ
ャ
ン
ス
と
捉
え
て

先
駆
的
に
プ
ラ
ン
を
立
ち
上
げ
た
横
見
地
区
、
農
業
振
興
を
考
え
る
専
門
部
会
で
プ
ラ
ン
を
推
進
す
る

加
茂
谷
地
区
、
会
社
員
か
ら
き
ゅ
う
り
農
家
に
転
身
し
た
那
賀
川
町
の
青
年
就
農
者
を
取
材
し
ま
し
た
。

横見地区で人・農地プランを推進して
いる農家の皆さん
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人
の
確
保
と
意
識
改
革
、

大
い
に
夢
を
語
っ
て

　

農
家
の
代
表
で
あ
る
農
業
委
員
会
も

人
・
農
地
プ
ラ
ン
を
積
極
的
に
推
進
し
て

い
ま
す
。
会
長
の
萩
野
敏
則
さ
ん（
66
歳
・

横
見
町
）
は
、
各
地
区
の
説
明
会
で
そ
の

重
要
性
を
訴
え
て
き
ま
し
た
。

　
「
今
後
ま
す
ま
す
高
齢
化
と
農
業
人
口

が
減
少
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
な
か
、

地
域
農
業
の
将
来
を
考
え
る
う
え
で
重
要

に
な
っ
て
く
る
の
が
『
人
』
の
確
保
で
す
。

今
、
頑
張
っ
て
お
ら
れ
る
方
々
も
い
ず
れ

担
っ
て
い
け
な
く
な
り
ま
す
。
定
年
帰
農

と
い
う
か
た
ち
で
農
業
へ
の
関
与
が
あ
る

程
度
維
持
さ
れ
て
い
く
と
し
て
も
、
早
い

段
階
か
ら
後
継
者
や
新
規
就
農
者
を
確
保

し
て
、
近
い
将
来
、
必
ず
世
代
交
代
が
で

き
る
態
勢
を
つ
く
っ
て
お
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。
一
方
で
、
切
れ
目
の
な
い
後
継
者

を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
若
い
世
代
に
と

っ
て
農
業
が
魅
力
的
で
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
就
農
へ
の
窓
口
を
常
に
開
い
た
状

態
に
し
て
お
く
こ
と
や
、
自
分
で
考
え
て

経
営
努
力
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
の
実
が
つ

い
て
く
る
こ
と
を
実
感
し
て
も
ら
う
機
会

を
設
け
る
こ
と
も
必
要
で
し
ょ
う
。
そ
し

て
、
農
業
を
多
角
的
な
視
点
か
ら
捉
え
、

あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
排
除
せ
ず
、
地
域
で

夢
を
語
り
合
う
こ
と
が
明
日
の
農
業
へ
の

一
歩
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
今
、

人
・
農
地
プ
ラ
ン
を
通
し
て
、
地
域
農
業

の
将
来
設
計
図
を
描
く
と
い
う
こ
と
に
初

め
て
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
ま
す
。
地
域
の

話
し
合
い
で
つ
く
り
上
げ
た
プ
ラ
ン
を
円

滑
に
遂
行
し
て
い
く
た
め
に
は
、『
個
別
』

か
ら
『
地
域
』
へ
と
農
業
の
あ
り
方
に
対

す
る
農
業
者
の
意
識
も
変
え
て
い
か
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
意
識
が
変
わ
れ
ば
地

域
が
変
わ
る
。
地
域
が
変
わ
れ
ば
、
農
業

の
未
来
を
よ
り
良
い
方
向
へ
と
変
え
て
い

け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。」

生
き
た
プ
ラ
ン
と
し
て

活
用
さ
れ
て
い
く
た
め
に

　

人
・
農
地
プ
ラ
ン
は
平
成
26
年
３
月
ま

で
に
策
定
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
本
市
で
は
、
市
内
14
地
区
で
の
プ
ラ

ン
策
定
を
め
ざ
し
、
今
年
２
月
か
ら
各
地

区
で
説
明
会
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
。
農

林
水
産
課
主
査
で
人
・
農
地
プ
ラ
ン
担
当

の
田
上
久
美
さ
ん
は
、
人
・
農
地
プ
ラ
ン

の
策
定
状
況
と
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
こ

う
語
り
ま
す
。

　
「
７
月
15
日
現
在
、
２
地
区
で
プ
ラ
ン

が
策
定
さ
れ
、
残
り
の
地
区
も
８
月
中
に

は
原
案
が
作
成
で
き
る
見
込
み
と
な
っ
て

い
ま
す
。
農
業
関
係
機
関
の
協
力
と
地
元

住
民
の
熱
心
な
話
し
合
い
に
よ
り
、
作
業

は
順
調
に
進
ん
で
い
ま
す
。
説
明
会
で
は
、

『
プ
ラ
ン
を
作
る
と
ど
ん
な
メ
リ
ッ
ト
が

あ
る
の
か
』
と
い
う
質
問
を
よ
く
受
け
ま

し
た
。
初
め
の
う
ち
は
『
協
力
金
や
支
援

制
度
が
受
け
ら
れ
ま
す
』
と
金
銭
的
な
メ

リ
ッ
ト
を
強
調
し
て
い
ま
し
た
が
、
い
つ

の
間
に
か
『
こ
う
し
て
地
域
の
皆
さ
ん
が

集
ま
り
、
地
域
農
業
の
将
来
に
つ
い
て
話

し
合
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
が
一
番

の
メ
リ
ッ
ト
で
す
』
と
答
え
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
人
・
農
地
プ
ラ
ン
が
『
人
』

と
『
人
』
を
つ
な
ぎ
、『
人
』
と
『
農
地
』

を
結
び
付
け
る
と
い
う
点
で
も
、
大
き
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
た
か

っ
た
か
ら
で
す
。
今
ま
で
、『
農
地
を
貸

し
て
く
れ
る
人
は
い
ま
せ
ん
か
』『
田
ん

ぼ
を
耕
作
し
て
く
れ
る
人
は
い
ま
せ
ん

か
』
と
い
う
相
談
に
十
分
な
対
応
が
で
き

ず
、
歯
が
ゆ
い
思
い
を
し
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
は
人
・
農
地
プ
ラ
ン
が
困
っ
た

と
き
の
受
け
皿
に
な
っ
て
く
れ
る
と
期
待

し
て
い
ま
す
。
農
家
の
皆
さ
ん
の
熱
意
に

よ
っ
て
作
ら
れ
た
プ
ラ
ン
が
、
10
年
後
も

20
年
後
も
生
き
た
も
の
と
し
て
活
用
さ
れ

て
い
く
た
め
に
は
、
継
続
的
な
話
し
合
い

と
ス
ム
ー
ズ
な
世
代
交
代
が
重
要
で
す
。

将
来
に
向
け
て
よ
り
良
い
地
域
に
し
て
い

く
た
め
に
は
何
が
必
要
か
、
を
地
域
全
体

で
考
え
る
。『
人
』
と
『
農
地
』
の
問
題

は
一
朝
一
夕
に
解
決
す
る
問
題
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
て
粘

り
強
く
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
大
切
で

す
。
市
と
し
て
も
、
皆
さ
ん
の
前
向
き
な

取
組
を
全
力
で
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」

　

人
・
農
地
プ
ラ
ン
は
す
べ
て
の
農
業
者

の
方
に
知
っ
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。
説
明
会
で
出
さ
れ
た
主
な
質
問
を
掲

載
し
ま
し
た
。
ま
た
、
17
ペ
ー
ジ
に
掲
載

し
た
各
種
支
援
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
要
件
が
あ
り
ま
す
。
く
わ
し
く
は
、
農

林
水
産
課
ま
た
は
、
地
区
の
農
業
委
員
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
は　

農
林
水
産
課
（
☎
22

－

１
５
９
８
）
へ

「前向きに検討してほしい」と力説する萩野さん

パンフレットを手に取り質問に答える田上主査

特集　　地域で考える「農」の将来設計図  ～ 人・農地プラン ～

Q．ほかの地区や市外に農地を持っている場合は、ど
のようにすればよいのでしょうか？
A．農地がある地域のプランに位置付けられる必要が
あります。

Q．とりあえず「出し手」としてプランに位置付けら
れましたが、あと５年くらいは自分で耕作できるの
ですが、農地を貸し出さなくてはなりませんか？
A．経営が立ち行かなくなったときで構いません。

　自分で農業経営ができるのであれば、すぐに農地
を貸し出す必要はありません。経営が立ち行かなく
なったときに、提供（貸借）していただくことにな
ります。

Q．「出し手」と「受け手」の変更は可能ですか？
A．可能です。

　耕作できなくなったとき、これから農業を頑張っ
ていこうとするときなど、状況の変化に応じて「受
け手」から「出し手」、「出し手」から「受け手」に
いつでも変更できます。

Q．農地を貸し出す場合、白紙委任するとありますが、
「出し手」の意向は考慮されないのでしょうか？
A．あらかじめ ｢受け手｣ を誰にするかの希望を農地
利用集積円滑化団体等に伝えても構いません。
　白紙委任とは、貸付け先の相手を指定しない委任
契約のことをいいます。委任期間は10年以上です。
10年を経過せずに農地が返還された場合は、協力
金を全額返還していただくことになります。なお、
契約期間中に契約者が亡くなった場合は、相続した
方にその意思を確認します。

Q．現在、利用権設定をしている農地は、協力金の交付
対象になりますか？
A．なりません。

　ただし、利用権設定が解除になった場合は、農地所
有者がその農地を１年以上経営し販売することで対象
となります。

Q．農地集積協力金の支給
額は、面積によって変わ
りますか？
A．例えば、0.5ha超～2.0
　ha以下が50万円で、そ
の範囲内なら支給額は同
じです。
　なお、協力金の交付は
１回限りです。

Q．田んぼと畑を所有し
ています。｢出し手｣
となって協力金を交付
してもらうには、すべ
ての農地を貸し出さな
ければならないのでし
ょうか？
A．「出し手」の経営内
容（作目）により要件
が異なります。また、
自留地を残すことがで
きる場合もあります。

Q．市街化農地はどのよ
うな取扱いになります
か？
A．プランに含めること
はできますが、交付金
の対象になりません。
　例えば、市街化農地
を 50ａ、それ以外の
農地を 80ａ所有して
いたとして、50ａは
農地集積協力金や規模
拡交付金の対象になり
ませんが、80ａにつ
いては 50ａの農地で
耕作した物を販売しな
いことを要件に交付の
対象となります。

Q．白紙委任契約期間中に「受け
手」側の都合で耕作できなくな
った場合の協力金の取扱いは？
A．受け手側が病気やけがなど、
やむを得ない理由と判断された
場合は返還しなくても構いませ
ん。
　なお、農地を返還されても耕
作ができない場合は、新しい「受
け手」を見つけていただくこと
になります。

Q．白紙委任契約した場合、農地にかかる
固定資産税や水利費は誰が負担するので
すか？
A．固定資産税は　「出し手（農地の所有
者）」で、水利費の負担は、双方の協議
によって決めていただくことになります。

Q．プランに個人の名前は掲載されるので
しょうか？
A．掲載されます。

　名前が掲載されたものを国や県に提出
することになっています。各種支援を受
けるときに必要に応じて情報提供するこ
ともあります。そのことに同意していた
だける方は「個人情報の取扱い」の書類
を提出していただいており、その書類を
提出していただいた方をプランに掲載

（登録）することになります。

Q．人・農地プランに参加したい
と考えていますが、誰に相談す
ればよいのでしょうか？
A．農林水産課（☎22－1598）
または、地区の農業委員にご連
絡ください。

Q．農地を貸し出したいの
ですが、耕作条件が悪く
地域で話し合っても「受
け手」が見つかりません。
どうすればよいのでしょ
うか？
A．「農地利用集積円滑化
団体」が相談を受け付け
ます。
　ただし、必ず見つかる
とは限らないことをご承
知おきください。

そこが知りたい
人・農地プラン

Q&A
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