
 

 

 

 

香取地域農林業振興方針 

 
 

 

 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年３月 

 

千葉県香取農業事務所 
 

千葉県北部林業事務所 

  

   

  



 

 

  



 

 

はじめに 
１ 方針の性格 

この方針は、「千葉県農林水産業振興計画」を踏まえ、次世代に向けて

力強くはばたく香取農林業を目指して、香取農業事務所と北部林業事務所

が香取地域の特性を踏まえた施策の方向性を示すものです。  

 

２ 方針の目標 

「千葉県農林水産業振興計画」では、「千葉県総合計画」にある「農林

水産業が魅力ある力強い産業に育っている千葉」を受けて「力強く、未来

につなぐ、千葉の農林水産業」を目指し、具体的には農業産出額全国第２

位 5,000 億円、農業・漁業生産関連事業の年間販売金額 1,000 億円を数値

目標として農林水産業者の所得向上を図ることを掲げています。  

よって、本方針においては、香取地域の中心部門である「水田農業」  

では、ほ場整備を推進しながら需要に応じた米生産と飼料用米等の生産  

拡大による効率的かつ安定的で力強い経営の確立を、「畑作農業」では、

さつまいも・園芸の産地の生産力強化を、「畜産」では自給飼料の生産拡

大を特に重点的な目標とし、農業産出額及び農業所得の向上を目指します。 

 

３ 方針の構成 

方針は、「畑作農業」、「水田農業」、「基盤整備」、「畜産」、「森林・林業」

の５部門を重点施策とした上で、 

（１）次世代を担う担い手の育成・確保 

（２）農林水産業の成長力の強化 

（３）市場動向を捉えた販売力の強化 

（４）地域の特性を生かした農村の活性化 

（５）災害等への危機管理の強化 

（６）部門別対策 

の６項目についての推進方針を基本対策としてまとめました。  

 

４ 方針の期間 

この方針は、「千葉県農林水産業振興計画」の計画期間に合わせ、    

令和４年度から７年度までの４年間とします。 

 

５ 方針の進行管理 

この方針の内容については、基本対策で掲げる指標を中心に進捗状況を

把握するとともに、必要に応じて見直しを行います。  
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第 1 香取地域の農林業の現状と課題 

１ 香取地域の農林業の概要 

香取地域は、香取市ほか３町からなり、県の北東部に位置し、東京から   

65～80km、千葉市から 40～55km の圏内にあります。  

 北部の利根川沿い、南部の栗山川流域は、肥沃な水田地帯であり、千葉県を

代表する穀倉地帯を形成しています。  

 中央部は、関東ローム層の赤土に覆われた標高 30～40ｍの台地で、畑作  

農業として、さつまいも、やまといも・こかぶ・にんじんなどを中心とする  

露地野菜等の生産が盛んです。  

 

（１）農業産出額 

令和元年の市町村別農業産出額（推計）では、香取地域の農業産出額は合

計 582.2 億円で、海匝、印旛地域に次いで第３位を占めています。   

主な作目としては、米 111.2 億円 (19％ )、いも類 86.8 億円（15%）、野菜

113.6 億円（20％）、畜産 230.1 億円 (43%)となっています。  

平成 30 年と比べると令和元年房総半島台風の影響等により 54.3 億円（9%）

の減少となっています。  

 

表－１ 農業産出額（令和元年）              単位：億円  

  合計  米  いも類  野菜  畜産  その他  

千葉県  3,857 689 207 1,305 1,208 449 

香取地域 (推計 ) 582.2 111.2 86.8 113.6 250.1 20.5 

 

香取市  314.6 76.9 72.5  46.5  108.5  10.2 

神崎町  10.8 5.3 1.1  1.1  2.3  1.0 

多古町  113.1 16.4 13.0  36.0  42.4  5.3 

東庄町  143.7 12.8 0.2  30.0  96.9  4.0 

（構成比）  (100%) (19.1%) (14.9%) (19.5%) (43.0%) (3.5%) 

県内シェア  15.1% 16.1% 41.9% 8.7% 20.7% 4.6% 

[平成 30年香取推計] 636.5 118.4 86.1 151.3 251.2 29.5 

(H30 比 ) (91.5%) (93.9%) (100.8%) (75.1%) (98.6%) (69.5%) 

参

考 

[平成 28年香取統計] 631.2 98.7 89.3 160.0 253.8 29.4 

(H28 比 ) (92.2%) (112.7%) (97.2%) (71.0%) (98.5%) (69.7%) 

                  生産農業所得統計  

※市町の推計値 :平成 26 年から、都道府県別農業産出額（品目別）を直近年の農林業センサス、

作物統計調査を用いて市町村別に案分して作成されたもの。  
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（２）農家戸数・農業従事者数 

令和２年の総農家数は 5,019 戸で、県全体の 9.9％を占めていますが、10

年前の 67.1％に減少しています。このうち販売農家数は 4,034 戸で、県全

体の 11.8％を占めています。自給的農家数は 985 戸となっています。  

実質的な農業の担い手である基幹的農業従事者は 5,097 人です。また、65

歳以上の基幹的農業従事者は、全体の 70.7％を占めており、県全体（67.0％）

に比べ、3.7 ポイント高くなっており、高齢化が進んでいます。  

 

表－２ 農家戸数            単位 :戸  

 総農家数  販売農家数  自給的農家  

千葉県  50,826 34,261 16,565 

香取地域 5,019 4,034 985 

 

香取市  3,285 2,645 640 

神崎町  151 127 24 

多古町  989 782 207 

東庄町  594 480 114 

県内シェア  9.9% 11.8% 5.9% 

[平成 22年香取 ] 7,482 6,406 1,076 

(H22比 ) 67.1% 63.0% 91.5% 

                      2020 年 (R2)農林業センサス  

 

表－３ 農業従事者数          単位 :人  

 基幹的農業従事者数  
65歳以上の基幹的農業

従事者数  

千葉県  50，328 33，728 

香取地域 5,097 3,604 

県内シェア  10.1% 10.7% 

[平成 22年香取 ] 7,744 4,396 

(H22比 ) 65.8% 82.0% 

                                         2020(R2)年農林業センサス  

「農家」：調査期日現在で、経営耕地面積が 10ａ以上の農業を営む世帯又は経営耕地面積が 10ａ未

満であっても、調査期日 1 年間における農産物販売金額が 15 万円以上であった世帯。  

「販売農家」：経営耕地面積が 30ａ以上または調査期日前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 30a 未満であり、かつ年間の農産物販売額が 50 万円未満の農家。 

「基幹的農業従事者」：農業に主として従事した世帯員 (農業就業人口 )のうち、調査期日前１年間

のふだんの主な状態が「仕事に従事していた者」。  
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（３）耕地面積・森林面積 

令和２年の耕地面積は 16,967ha で、県全体の 13.7％にあたり、県内で印

旛、山武地域に次ぐ面積です。   

このうち水田の面積は 11,297ha で、耕地全体の 66.6％、県全体の 15.5％

を占め、県内で最も広く、畑面積は 5,643ha で、耕地全体の 33.3％、    

県全体の 11.2％を占めています。  

令和２年の販売農家１戸当たりの経営耕地面積は 2.95ha と、県平均

（2.22ha）を上回っており、田畑別にみても、田 2.72ha（県平均 2.05ha）、

畑 1.49ha（同 0.98ha）と同様の傾向となっています。また、10 年前と   

比べて約 1.5 倍に拡大しています。  

令和２年の森林面積は 7,914ha で、県全体（155,292ha）の 5.1％を占め

ています。このうち人工林は 4,060ha で、人工林率は 51.3％となっており、

県全体に比べて高くなっています（県全体の人工林の割合は 39.1％）。  
 

表－４ 耕地及び森林の面積                      単位 :ha 

  耕地面積  森林面積  

  計  田  畑  計  人工林  天然林  竹林その他  

千葉県  

（構成比％）  

123,500 

(100) 

73,000 

(59.1) 

50,500 

(40.9) 

155,292 

(100) 

60,688 

(39.1) 

73,544 

(47.4) 

21,060 

(13.6) 

香取地域 16,967 11,297  5,643 7,914 4,060 2,921 932 

 

香取市  11,200 7,740 3,430 5,050 2,812 1,615 622 

神崎町  747 627 120 390 154 158 78 

多古町  3,140 1,650 1,490 1,804 992 697 116 

東庄町  1,880 1,280 603 670 103 451 116 

（構成比％）  (100) （ 66.6）  （ 33.3）  (100) (51.3) (36.9) (11.8) 

県内シェア％  13.7 15.5 11.2 5.1  6.7  4.0 4.4 

耕地面積 :農林水産省統計部「耕地及び作付面積統計」 (平成 27 年度 ) 

     森林面積 :千葉県森林・林業統計書 (令和２年度 )  

 

表－５ 販売農家の経営耕地面積                    単位 :戸 ,ha 

 耕地面積  田     畑  

農家数  面積  １戸当面積 農家数  面積  １戸当面積 農家数  面積  １戸当面積 

千葉県  34,544 76,592  2.22 25,915 53,136 2.05  21,270 21,597 1.02  

香取地域 4,064 11,978 2.95  3,403 9,253 2.72  1,745 2,654 1.52 

 香取市  2,665 7,960 2.99  2,246 6,390 2.85  1,016 1,520 1.50 

神崎町  133 596 4.48  122 549 4.50  50 46 0.92 

多古町  794 1,944 2.45  625 1,148 1.84  450 777 1.73 

東庄町  472 1,478 3.13  410 1,166 2.84  229 311 1.36 

[H22香取 ] 6,378 12,851 2.01 5,711 9,448 1.65 3,992 3,423 0.86 

(H22比 ) 63.72% 93.21% 146.63% 59.59% 97.94% 164.79% 43.7％  77.5％  176.74％  

                              2020 年農林業センサス  
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（４）土地基盤整備状況 

農振農用地内における水田の面積は、利根川沿岸、栗山川流域を中心に

10,783ha あり、県全体の 15.7％を占めています。しかしながら、戦後整備 

された水田は小区画で排水不良の水田が多く、標準区画 30a 規模でほ場  

整備が行われた水田の基盤整備率は 42.3％となっています（県全体では

58.1％の整備率）。  

また、畑については、農振農用地内に 4,259ｈa あり北総東部用水、成田  

用水及び東総用水の事業により 1,387ha が整備され、畑の基盤整備率は

32.6％となっています（県全体では 33.7％）。  

 

表－６ 香取地域の基盤整備状況（令和２年度）  単位：ha,％  

 水田  畑  

農振農用地  整備済  整備率  農振農用地  整備済  整備率  

香取地域  10,783 4,563 42.3  4,259 1,387 32.6  

 香取市  7,237 3,117 43.1  2,358 826 35.0  

神崎町  639 346 54.1  70 10 14.3  

多古町  1,595 468 29.3  1,264 315 24.9  

東庄町  1,312 565 43.1  567 236 41.6  

                          香取農業事務所調べ  

  【整備済の定義】  

  水田：標準区画 30ａ規模（地形条件により 10ａも含む）で整備され、かつ水稲以外  

     の作物を取り入れた複合経営が成り立つために必要な土地基盤整備（排水路、  

暗渠排水整備等）を行った水田。  

 畑  ：北総東部用水・成田用水・東総用水事業により用水手当てが完了している畑。  
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２ 部門別の現状と課題 

（１）水田農業 

香取管内の水稲は、北部の利根川沿岸、南部の栗山川流域の水田地帯を

中心に生産されており、農林水産統計による令和３年の水田面積は

11,286ha で管内耕地面積の 67.0%を占め、令和元年の米の産出額は 111.2

億円と県全体の 16.1%を占める県を代表する穀倉地帯です。  

管内は、「コシヒカリ」、｢ふさおとめ｣、｢ふさこがね」を中心とした県

内でも有数の早場米産地ですが、生産者の高齢化や後継者不在による離農、

需要量の減少等による米価低迷などが問題となっています。  

管内水田農家の一戸当たり平均経営面積は、令和２年時点で 2.72ha と

県平均 2.05ha より約 0.7ha 大きいものの、１～３ha 規模の米生産費 (令

和元年 )は１俵 (60kg)当たり約 16,000 円とされており、昨今の米価では採

算がとれない状況です。一方、15ha 以上の生産費は１俵当たり約 11,000

円であり、近年に基盤整備と併せてライスセンターの整備や集落営農組織

の法人化を４か所で進めましたが、更に担い手への農地集積を加速させる

とともに、規模に応じた機械・施設の整備や新技術の導入等による生産コ

ストの削減が急務です。また、集落営農組織の育成・確保や法人化等、地

域の農業を支える新たな担い手の育成・確保や、生産性の高いほ場の整備、

荒廃農地の発生防止と解消等も課題です。さらに、近年増加する自然災害

等への対応も求められます。  

他方、平成 30 年産からは行政による生産数量目標の配分が廃止され、

産地自ら需要に応じた生産・販売に取り組むこととなりました。人口減少

や食生活の多様化等により、主食用米の需要量は一貫して減少傾向にある

ことに加え、新型コロナウイルス感染拡大の影響による業務用を中心とし

た需要減を受け、令和４年６月末民間在庫量は適正水準を上回る見通しが

示される中、引き続き、需要に応じた生産・販売や水田フル活用を推進す

る必要があります。 

令和３年の水稲作付面積は 9,954ha で、その内訳は主食用米 7,318ha、

飼料用米 2,047ha、ホールクロップサイレージ（以下ＷＣＳ）用稲 246ha

等でした。このほか、管内では、麦 135ha、大豆 152ha、飼料作物 19ha

等が水田で生産されています。特に飼料用米は、直近５年間で作付面積が

約 1.8 倍に増え、県全体の約４分の１を占める水田フル活用の中心的な品

目となっています。また、ＷＣＳ用稲では、生産農家による堆肥の利用や

畜産農家が求める専用品種の作付増加等、耕畜連携の取組が拡大していま

す。引き続き、飼料用米やＷＣＳ用稲等の新規需要米や麦、大豆、高収益

作物等、需要のある品目への転換を着実に進め、地域に定着させることが

課題です。 
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（２）畑作農業 

ア 野菜 

（ア）さつまいも  

いも類は香取地域農業産出額の約 15%を占め、特に、さつまいもは地

域の特産作物として重要な品目です（令和元年）。主な産地は香取市と多

古町で、販売組織はＪＡかとり（令和２年１月にＪＡかとり、ＪＡ佐原、

ＪＡ多古町の３農協が合併し、ＪＡかとりが設立）の系統出荷を中心に、

佐原農産物供給センター、多古町旬の味産直センター等の産直組織や、

任意の出荷組合があります。  

各組織の生産者の高齢化や労力不足のため、生産規模の縮小が懸念さ

れています。ＪＡ及び個別経営体の専用貯蔵庫等の整備により、厳寒期

の品質低下は減少していますが、年内出荷の集中等が課題となっていま

す。  

今後更にさつまいも産地として発展するには、生産出荷体制の強化（労

力対策や施設・機械整備による大規模経営体の育成）及び産地全体での

周年出荷・計画出荷体制の構築、産地としての専用貯蔵庫の整備が必要

です。  

また、販路拡大及び産地活性化のため、平成 25 年度から開始したＪＡ

かとりの輸出の取組は、取組当初の出荷先はマレーシアのみでしたが、

販路を拡大して現在はシンガポール、タイの計３か国に輸出しており、

出荷量（令和２年）は約 188t まで増加しています。  
 

（イ）露地野菜（さつまいもを除く）  

さつまいもを除く露地野菜の主要な品目と主な産地は、根菜類が、や

まといも（香取市、多古町）、にんじん（香取市、神崎町、多古町、東庄

町）、こかぶ（東庄町）、ばれいしょ（香取市、多古町）、だいこん（香取

市、多古町）、にら・ねぎ（香取市、東庄町）等があります。  

多くの品目では、担い手の高齢化、後継者不足等により作付面積、農

家数の減少が進むことが予想されます。その中で、ねぎに関しては、水

田地帯を中心に新規栽培に取り組む動きが、れんこんでは新規就農者等

で栽培を開始する動きがあります。  

今後は、スマート農業技術、省力化機械の導入、雇用労力の活用等に

より生産意欲の高い個別経営体の規模拡大と生産性の向上、新規栽培者

の確保などが産地強化の課題となります。  
 

（ウ）施設野菜  

施設野菜の主要な品目と主な産地は、加温栽培では、水耕みつば（多

古町、東庄町）、きゅうり（香取市）、トマト（香取市、多古町）、なす（香

取市、多古町）、いちご（香取市、神崎町、東庄町）、マッシュルーム（香

取市）、無加温栽培では、ほうれんそう（香取市、多古町）、こかぶ（東庄

町）などがあります。  

これらの品目も担い手の高齢化、後継者不足、燃油を中心とした資材
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費高騰の影響による収益性の低下などの問題があり、作付面積の減少が

予想されます。  

一方で若い担い手が存在する経営体では、スマート農業技術や IPM（総

合的病害虫管理）技術の導入を図り経営発展を目指す動きもみられます。

今後はこのような生産意欲の高い個別経営体の育成が、施設野菜の発展

の課題となります。  

 

イ 果樹 

果樹の主要な品目と生産者数は梨 33 戸、ぶどう 17 戸、いちじく６戸  

です。各品目とも直売比率が増加していますが、高齢化により産地規模が

縮小傾向にあります。  

果樹産地における生産力強化のためには、農家の後継者の資質向上と省

力化機械の導入やハウス施設等の整備が必要です。また、ぶどうは消費者

の嗜好に合わせて、新しい品種の導入を積極的に進めることや、梨・いち

じくは老木化に対応した改植等を行う必要があります。  

 

ウ 花き 

花きは、カーネーション、洋ラン、ガーベラ、千両等の切花類 21 戸、シ

クラメン等の鉢花８戸、苗物５戸の他、観葉植物や鉢植木等多様な品目が

生産されています。  

需要や販売価格の低迷に加え経費の上昇が経営を圧迫しており、生産者

は減少傾向にあります。その一方、後継者が就農している経営体では、花

き産地の維持・発展及び競争力の強化に向けて、需要に対応できる生産技

術及び商品開発能力を有すると共に、経営能力の高い花き経営体の育成を

図る必要があります。  

また、老朽化した施設の改修及びスマート農業機器等の導入による生産

性の向上と共に、省力化機械や省エネルギー機械等の導入による生産コス

トの低減が必要です。  

 

（３）畜産 

香取地域の畜産は、農業産出額（令和元年）でみると、県内において酪

農（生乳）21.0％、肉牛 11.3％、養豚 25.9％、採卵鶏 17.2％を占める県下

有数の畜産地域です。  

畜産経営では、更なる収益力向上のため機械化等省力化技術を伴った規

模拡大や生産性向上が求められています。  

飼料費については、生産費の約 50％を占めており、輸入飼料に依存し

た経営は、海外飼料の生産動向や、為替相場に大きな影響を受けやすいた

め、価格や供給の安定した国産自給飼料の作付け・利用拡大が必要です。 

管内では、水田を活用した飼料用米、ＷＣＳ用稲や畑地での飼料用トウ

モロコシ等の自給飼料を利用する畜産経営体が年々増加しています。  
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今後は、畜産経営に起因する家畜排せつ物についても堆肥化を進め、耕

畜連携による有機質資源の有効活用をより一層推進することが必要です。 

また、高病原性鳥インフルエンザや豚熱等に対する事前の対策の強化も

必要です。  

 
 

（４）森林・林業 

森林面積は 7,914ha で、地形が比較的平坦であることから、森林の占め

る割合は 19.7％と県平均（30.1％）より低い地域となっています。 

また、森林のほとんどが私有林であることから、都市化の進展や各種開

発等により、森林面積は減少を続けています。  

令和元年房総半島台風では、各地の森林で風倒被害が発生し、周辺のイ

ンフラ施設等（道路、送配電線等）にも被害が及びました。近年、気象災

害が激甚化・頻発化していることを踏まえ、被災森林の復旧を進めるとと

もに、災害に強い森林づくりを進めることが必要です。  

また、人工林の大半が利用期を迎えていることから、森林資源の循環利

用を推進して人工林の若返りを進めるとともに、保育期の人工林について

は、「2050 年カーボンニュートラル」を見据え、二酸化炭素吸収作用を強

化する間伐等を推進していくことも必要です。  

このような状況の中、香取地域の森林は民有林率が高く、小規模な森林

が多い等の理由で森林の集約化が進みにくい状況にあることから、森林ク

ラウド等の活用により業務の効率化・負担軽減を図りつつ、森林経営計画

制度等を効果的に活用し、集約化に取り組む必要があります。  

加えて、林業事業体は経営規模が小さく、生産効率や収益性が低いため、

雇用・労働条件が他産業に比べて厳しい状況にあることから、林業事業体

の経営基盤を強化する必要があります。  

さらに、森林環境譲与税や森林経営管理制度の創設により市町の役割  

が増していますが、森林・林業施策を展開するための十分な体制が整って

いないため、千葉県森林経営管理協議会と連携し、積極的な支援を行って

いく必要があります。 

 

 

（５）基盤整備 

ア 土地基盤整備 

香取地域は、県内でも有数の稲作地帯ですが、未整備水田や古い時代に  

整備された小区画の生産性の低い水田が多く、基盤整備率は県平均を大き

く下回り、特に小見川地区での整備が遅れています。  

国では今後 10 年間で農地の 80％を担い手に集積し、米の生産費を  

40％減じるとしていますが、現在の小区画では、大規模法人経営体による

高生産性農業の展開が難しい状況にあります。  
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このため、市町や土地改良区との連携のもと、「人・農地プラン」等に基

づいた地元農家との徹底した話し合いによるほ場整備事業の事業化を進

める必要があります。  

 

イ 農業用水利施設 

水資源機構等で整備された大規模なものをはじめ用水施設については耐用

年数を超え、老朽化が著しい状況にあり、用水の安定供給が懸念されていま

す。 

また、地域の排水は利根川水位に左右され、排水機場による強制排水が 

必要になっていますが、かなり老朽化した施設に頼っている地域もありま

す。  

このため、水利施設の耐震性向上と防災施設の更新を進めるとともに、 

自主的な日常点検体制の整備や、機能診断と保全計画策定による施設の長

寿命化を進める必要があります。  
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第２ 施策の推進方針 

１ 基本方針  

 利根川が育む肥沃な水田地帯、北総台地の広大な畑作地帯という豊かな  

土地資源と首都圏内という立地の良さを活かし、①次世代を担う人材の育成・

確保、②スマート農業の加速化、③生産基盤の強化・充実、④危機管理体制の

強化を４つの柱として、農林業者が自信と希望を持ち「力強く、未来につなぐ

香取農林業」の実現を目指します。  

 そのために、令和７年度を目標に重点的に推進する項目を「基本対策」とし

て位置付け、積極的に施策を展開していきます。  

 

２ 基本対策（主な取組）  

Ⅰ 次世代を担う担い手の育成・確保 

 （１）担い手の農業経営力の強化 

ア 担い手の農業経営力の向上 

就農直後の新規就農者に対しては、農業経営体育成セミナー、その後

の経営発展の段階に応じたスキルアップ研修等の農業研修を実施し、

担い手の早期育成と経営管理能力の向上を図ります。  

①新規就農者に対し、栽培技術の習得、地域優良事例の視察、経営管  

理に関する研修を実施し、香取地域を担う農業者を育成します。  

②家族経営協定の締結により、個々の農業者が一層活躍できるよう推

進します。  

③次代を担う若手女性農業者の掘り起こし・組織化を進め、生産技術・

経営能力等の向上や経営参画を目指す女性のグループ活動を支援し、

自立した女性農業経営者を育成します。  

 

【重点推進事業】 

（ア）新規就農者に対する研修（農業経営体育成セミナー） 

（イ）自立した女性農業経営者の支援 

 

イ 地域農業を支える経営体の育成 

①  人・農地プランの中心経営体となり得る認定農業者の育成・確保を

行います。 

②農業者の減少や高齢化が進む中、生産基盤や集落機能を維持するた

めには、農業機械の共同利用や法人化も視野に入れた集落営農組織

の育成を加速化させる必要があります。そのため、集落リーダーの

発掘・育成や効率的な土地利用調整、営農組織づくりなど、集落住民

の合意形成に基づき集落自らが主役となる集落営農の取組を支援し

ます。  

③直売所向け等の農産物加工品の開発、集落組織の新規導入品目の検
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討など、集落営農組織、直売組織、小規模農家や女性農業者等が生き

生きと農業生産に取り組めるよう、組織的な活動を支援します。  

 

【重点推進事業】 

（ア）個別経営体の法人化の推進 

（イ）既存の組織の再編及び集落営農組織設立の加速化 

 

ウ 多様な労働力の確保 

①  経営の拡大等に伴い必要となる労働力の安定確保に向けて、就業者

が安心して働くための就業条件を整備する農業者を支援するとと

もに、適正に外国人材等が雇用されるよう、農業者へ啓発を行いま

す。また、農福連携の取組により、障がい者などの農業現場での就

労を推進し、労働力の確保に繋げます。  

 

【重点推進事業】 

（ア）労働力の確保に向けた就業条件の整備  

 

（２）農業を支える新たな人材の確保や企業参入の促進  

将来の農業を支える担い手を育成するため、就農啓発活動や関係組織

から新規就農者の情報収集を実施するほか、農家後継者・転職希望者・

定年退職者等の多様な就職希望者に、就農支援制度や技術習得・資金借

入れ等営農準備にかかる相談から就農まで支援します。また、企業参入

に対する支援を行います。  

①農業関係科のある高校が行う地域の優良農業経営事例の視察等を支                                    

援し、青年の就農に対する関心を高めます。また、農業大学校など専

門教育機関と連携し、雇用就農希望者と農業経営体のマッチングを

支援します。さらに、市町やＪＡ・農業委員会等と連携し新規就農者

の掘り起こしを実施します。  

②就農希望者の相談に応じ、就農支援策についての情報を提供するとと

もに、技術習得や農地の確保、資金導入など、市町や農業委員会と連

携して支援します。  

②  就農前後の交付金の交付、新規就農者の交流会の開催及び市町等関

係機関と連携したサポート等により青年が農業に定着できるよう

支援します。  

 

【重点推進事業】 

（ア）新規就農のサポート(就農啓発、就農相談など) 

（イ）就農意欲の喚起及び就農者の定着促進（研修時及び経営開始後の交     

付金手続き及び経営安定に向けた支援） 
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（３）森林・林業を支える多様な人材の確保・育成  

①林業事業体に対する作業コストの縮減や資源情報等を活用した業務

の効率化・負担軽減など、林業普及指導員による林業技術の改善等

に向けた支援を進め、林業事業体の経営の安定と林業就業者の定着

を促進します。  

②里山の保全を図るため、森林所有者や市民活動団体等に対する安全

管理の徹底や計画的な森林整備の実施など、林業普及指導員による

林業技術の改善等に向けた支援を進めるとともに、地域住民や市民

活動団体等による森林整備活動を支援します。  

 

【重点推進事業】 

（ア）林業事業体の育成 

（イ）多様な人材の確保・育成 
 

【達成指標】   

指  標  名  単位  
現  状  

Ｒ３年度  

目標又は目安  

Ｒ７年度  
備考  

新規就農者数 人／年 26 30  

農業事務所が関与した法人

化件数 
件／年 2 2  

 ＊現状は農業事務所調べ。Ｒ７年度の数字は、Ｒ４～Ｒ７の平均。  

 

Ⅱ 農林水産業の成長力の強化 

（１）スマート農林業の加速化 

ア スマート農林業の加速化 

①  スマート農業技術の普及による省力化・規模拡大やスマート農業技術

の有効活用に向けて農地中間管理事業等を活用した農地の集積・集約

化を推進します。  

②  水田作や畑作では、ＧＰＳを利用した機械の自動操舵やドローン等Ｉ

ＣＴスマート農業技術の普及、高密度播種栽培等資材低減技術、また

施設園芸では環境制御によるスマート農業技術の普及等を行います。  

③  畜産では、規模拡大や搾乳ロボットなどＩＣＴ等による省力化及びお

よび生産性向上に必要な機械・施設等を整備することで地域での高収

益型畜産の実現に向けた取り組みを推進します。  

④  森林クラウドで市町や林業事業体と資源情報等を共有し、業務の効率

化・負担軽減を図るとともに、現地調査でのドローン等の活用を支援

し、従来、林内に立ち入って実施していた作業の効率化を図ります。  
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【重点推進事業】  

（ア）スマート農業技術導入等の実証及び普及  

（イ）ＩＣＴ等を活用した効率的な森林整備の促進  

 

 

（２）生産基盤の強化・充実 

ア 競争力を高める基盤整備の推進 

利根川沿岸、黒部川沿岸、栗山川沿岸において大規模法人経営体によ

る効率的かつ安定的な水田農業の展開を図るため、ほ場整備を推進します。  

事業化に当たっては、農地中間管理事業等を活用し、農地の 80％以上

が担い手へ面的集積するよう推進し、20ha 規模以上の個別経営体や営農

組織が省力技術の導入等による経営規模拡大を進めるとともに、飼料用

米やＷＣＳ用稲への転換、地域振興作物の生産拡大等による所得向上を

図るなど大規模経営体を育成し、持続可能な水田農業の実現を目指しま

す。  

 

【重点推進事業】  

（ア）水田の大区画化など基盤整備の推進  

 

イ 農業用水の安定供給 

農業用水の安定した供給のため、国営事業等に関連した用水施設整備

による水管理の合理化や、老朽化した基幹的用水施設の更新、耐震性能に

劣る石綿管の代替整備を進めます。  

また、未整備地域での基幹的用水施設については、末端農地のほ場整

備事業等の整備計画を検討する必要があります。  

 

【重点推進事業】  

（ア）かんがい施設の整備  

  （イ）石綿管の代替整備  

 

ウ 災害に強い農村づくり 

農業経営の安定と農村生活環境の向上に向け、地盤沈下や開発等に

よる排水量の増大に伴う湛水被害を防止するため、老朽化した排水施

設更新の事業化を推進します。  

 

【重点推進事業】  

（ア）農地防災施設の整備    
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エ 農業水利施設の長寿命化の推進 

施設の長寿命化に向け、施設台帳の整備や点検マニュアルに沿った

自主的管理体制の確立を推進するとともに、機能診断に基づく保全計

画の策定、並びに保全計画に基づく、対策工事に取り組みます。  

また、北総東部用水の受託管理施設について、水資源機構や北総東

部土地改良区と連携を取り、計画的な修繕を行い、用水の安定供給に

努めます。  

施設の管理者である土地改良区の統合整備による運営基盤の強化を

推進・支援します。  

 

【重点推進事業】  

（ア）農業水利施設の長寿命化  

（イ）北総東部用水施設の管理  

（ウ）土地改良区の統合整備  

 

オ 生産力を高める産地体制の強化 

人・農地プランや産地計画等に位置付けられた意欲的な経営体の生

産性向上に必要な施設・機械の導入を支援するとともに、集出荷施設

の再編整備に向けた出荷規格の統一、出荷調製作業の省力化、計画出

荷などを推進します。  

園芸部門では、野菜価格安定対策事業の活用を進めるとともに、連

作障害を回避する輪作体系、果樹の計画的な改植の普及などを進めま

す。  

需要に応じた米の生産を着実に進め、転換作物として飼料用米やＷ

ＣＳ用稲等の新規需要米、加工用米、麦、大豆、高収益作物等の生産を

推進します。また、落花生の振興に向け、省力化機械の導入・普及を進

めます。  

畜産部門では、規模拡大や高付加価値化など、高収益型の畜産経営

を実現するため、地域ぐるみで畜産経営を支援する畜産クラスターの

構築を支援します。  

 

 

（３）農地利用の最適化 

ア 担い手への農地の集積・集約化の促進  

優良農地を集積し担い手が効率的かつ安定的な農業経営が営めるよ

う、県農地中間管理機構や市町との連携の下、農地利用集積率が低い

水田地帯を中心に、｢人・農地プラン｣に基づく集落営農組織や担い手

への農地の利用調整活動を促進します。  
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また、基盤整備を実施する地区においては、基盤整備を契機として

地区内農家の合意形成を図ることにより、担い手への農地の利用集積

を推進します。  

 

【重点推進事業】  

（ア）担い手に対する農地利用集積の推進  

（イ）農地中間管理事業を活用した農地集積・集約化の推進  

（ウ）「人・農地プラン」への支援  

（エ）水田の大区画化など基盤整備 (機構関連事業等 )や農地耕作条件改善                             

事業の推進  

 

イ 荒廃農地に対する総合的な対策の推進 

荒廃農地の発生による鳥獣害や病害虫被害の拡大は、農村環境の悪

化ばかりでなく、生産者の生産意欲を減退させていることから、これ

らを一体的な課題と捉え、総合的に対策を講じていきます。  

荒廃農地対策として、担い手による荒廃農地の再生に対する支援や、

水路や農道の整備、暗きょ排水の設置等農地の条件整備への支援など

を行います。加えて、地域ぐるみでの農地の保全管理活動などを促進

します。  

 

【重点推進事業】  

（ア）荒廃農地の再生を行う引き受け手に対する支援  

 

 

（４）食の安全確保と消費者の信頼確保 

ア 食の安全確保に向けた取組の推進 

香取地域の安全・安心な農産物を消費者にお届けするための体制と

して、①研修を受講した指導員によるＧＡＰ制度の推進、②年間検査

計画に基づく農薬の安全指導や農産物の放射性物質モニタリング検査

の実施、③食品販売店、農産物直売所等を対象に啓発・指導巡回による

食品表示適正表示の推進、④米穀事業者を対象に巡回による米・米加

工品取引記録の作成・保存及び産地伝達の適正化の推進を行います。  

 

【重点推進事業】  

（ア）ＧＡＰ制度の推進  

（イ）農薬の安全指導の推進  

（ウ）放射性物質検査による安全な農林産物の提供  

（エ）食品表示の適正化の推進  
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（オ）米・加工品取引記録の作成・保存及び産地伝達の適正化の推進  

 

イ 消費者の信頼確保に向けた取組の推進 

香取地域の農産物への消費者の一層の信頼を得るため、農業生産に   

おける「食品安全」、「環境安全」及び「労働安全」などの取組項目を点

検・記録・評価するＧＡＰの導入を推進します。  

また、原発事故に伴う農林産物の放射性物質のモニタリング検査の

継続により、香取地域の農産物の安全性を確保します。  

 

【重点推進事業】 

（ア）ＧＡＰ制度の推進（再掲） 

（イ）放射性物質検査による安全な農林産物の提供（再掲） 

 

 

（５）環境に配慮した農林業の推進 

ア 環境に配慮した農業（みどりの食料システム戦略）の推進 

一層の環境への負荷低減を図るため、「環境にやさしい農業」の各種

制度である、「ちばエコ農業」、「エコファーマー」及び有機農業の取組

を進めます。 

また、環境保全型農業直接支払交付金の活用により、環境保全機能

を向上させる営農活動を支援します。 

併せて、ＧＡＰ取組の拡大による産地の環境保全を図ります。  

園芸産地において、その生産の過程で排出される廃プラスチックの

処理については、市町と連携し適正かつ円滑な回収処理を推進します。 

 

【重点推進事業】 

（ア）「ちばエコ農業」の推進 

（イ）「環境にやさしい農業」の推進 

（ウ）「エコファーマー」認定の推進 

（エ）環境保全機能を向上させる営農活動の支援  

（オ）園芸用廃プラスチック処理対策の推進  

（カ）ＧＡＰ制度の推進（再々掲） 

 

イ 環境に配慮した多様な森林づくり 

森林クラウドで管理する森林簿や林相区分図等の資源情報等を活用

し、林業事業体における森林経営計画の策定を支援することにより、

計画的・効率的な森林整備を促進します。  

また、森林における二酸化炭素吸収などの公益的機能を強化するた

め、間伐や主伐後の確実な再造林、スギ非赤枯性溝腐病被害森林の再

生を促進するとともに、林業の生産性の向上を図るため、森林整備の
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低コスト化に必要な路網の整備を進めます。  

さらに、市町による森林環境譲与税や経営管理制度を活用した森林

整備の取組と森林環境譲与税を活用した木材利用や普及啓発等の取組

を促進するため、千葉県森林経営管理協議会と連携して市町を支援し

ます。 

加えて、林地開発行為の審査に当たっては、森林の有する公益的機

能の維持を図るため、適正な指導を行います。 

 

【重点推進事業】 

（ア）計画的・効率的な森林整備の促進  

（イ）森林の公益的機能を強化する整備の促進  

（ウ）森林環境譲与税活用のための市町支援  

（エ）林地開発行為の適正な指導 

 

【達成指標】 

指  標  名  単位  
現  状  

Ｒ３年度  

目標又は目安  

Ｒ７年度  
備考  

水田のほ場整備率 ％ 42.3 45.1  

水田の整備済面積 ha 4,563 4,863  

スマート農業機器の導入件数 件 105 165  

担い手への農地集積面積が耕

地面積に占める割合 
％ 29.8 52.5  

「環境にやさしい農業」の取組

面積 
ha 92.9 100  

 

 

Ⅲ 市場動向を捉えた販売力の強化 

（１）需要を捉えた販売の促進 

ア 地域農林水産物のイメージアップと需要拡大  

県を代表する穀倉地帯から産出される「お米」や、県の主要産地であ

る「さつまいも」に加え、「ちばエコ農産物」をはじめとする香取の農

産物を、県内はもとより全国、海外にＰＲし、新鮮で安全・安心な「千

葉ブランド」農産物の生産から流通・販売に至るまでの取組を推進し

ます。  

そのために香取産農産物の旬やおいしい食べ方などの情報発信や新

たな販路を開拓するため、民間が主催する商談会への出展支援を行い

ます。  

地域特産品目等を活用して知名度向上を目指すなど地域が主体的に

行うブランド化の取組を支援します。  
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特に、農産物の輸出においては，香取地域の主産物である「さつまい

も」の取組を支援します。  

 

【重点推進事業】  

（ア）県産農林水産物の魅力発信  

（イ）県産農産物の地域ブランド化の推進  

（ウ）輸出に取り組む生産者団体等への支援  

 

イ 県産木材の利用促進 

多くの県民が利用する公共建築物や民間施設等における木材利用を

促進して、県産木材の需要を高めていきます。また、森林整備により生

産した木材の利用を促進するため、多様な販路の開拓を支援します。  

 

（２）地域資源を活用した需要の創出・拡大  

ア 地域資源を活用した魅力ある商品の開発  

農林業者が経営多角化による所得向上や雇用の拡大、産地の活性化

を図るため、農産物を加工し付加価値を高めた商品開発に取り組める

よう支援します。また、農林業者が商工業者等と連携する経営多角化

の取組や、多様な事業者によるネットワークを構築して取り組む新商

品の開発や販路開拓、並びに加工機械・施設等の整備を支援します。  

なお、６次産業化の取組の具体化を図るため、６次産業化の専門家

による農林業者の計画づくりを支援する「千葉県６次産業化サポート

センター」等と連携を図りながら、６次産業化を推進します。  

 

【重点推進事業】  

（ア）農業経営多角化の支援  

（イ）「ちばの６次産業化ネットワーク活動」の推進  

 

イ 食育の推進 

香取の伝統と文化に根ざした「食」と「農」の大切さを住民に伝え、

各世代で必要な食に関する知識と食を選択する力を身に着け、健全な

食生活が実践できるよう「食育」の取組を、行政、教育関係者、農業協

同組合、ちばサポート企業、ちば食育ボランティアなど官民が連携し

た幅広い県民運動として展開します。また、その推進の担い手となる

「ちば食育ボランティア」を積極的に育成し、活動を支援します。  

 

【重点推進事業】  

（ア）ちば食育活動の推進  
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ウ 木育の推進 

県民が木材に触れる機会を増やし、森林や木材に対する理解の醸成

を図るため、木育活動の支援を行います。  

 

 

（３）新たな販路開拓に向けた輸出促進  

香取地域を代表する農産物として、平成 26 年からマレーシア、シン

ガポール、タイなど東南アジア諸国を中心に輸出を行っており、国の

「農林水産物・食品輸出拡大実行戦略に基づく輸出重点品目の輸出産

地リスト」に登録されているＪＡかとりを中心に輸出拡大に向けた支

援を行います。  

また、輸出拠点市場として令和４年１月に新たに開場した成田市公

設地方卸売市場の活用についても、検討を進めます。  

 

【達成指標】 

指  標  名  単位  
現  状  

Ｒ３年度  

目標又は目安  

Ｒ７年度  
備考  

さつまいも及びいも加工品の

輸出量 
ｔ 130 200  

＊  現状（令和３年度）は JA かとりの輸出量としています。  

 

 

Ⅳ 地域の特性を生かした農村の活性化 

（１）農村における交流人口の拡大 

ア 都市と農村の交流の推進 

都市住民はもちろん、他地域からの旅行客に対しても農村の魅力を

ＰＲするため、ホームページ等を活用し、香取地域の豊かな自然環境

や地域農産物の情報発信を行うとともに、拡張が予定される成田空港

を利用する旅行客に対しても広報活動等を推進します。  

また、道の駅や直売施設等を利用する都市住民や旅行者に対し、地

域の特産品をアピールするとともに、農業体験施設への誘導を目的と

した情報発信を行います。  

 

【重点推進事業】 

  （ア）グリーン・ブルーツーリズムの推進  

 

  イ 森林との触れ合いの場の創出 

里山の保全を図るため、地域住民や市民活動団体等による森林整備
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活動を支援します。  

 

（２）農村の多面的機能の維持 

ア 多面的機能を活かした農村環境の維持・発揮 

現行の制度に加入している地域に継続を促すとともに、未加入のほ

場整備事業の実施・計画地区や担い手への農地集積を進める地域に本

制度の加入を促進し、農地の出し手が農業の多面的機能の維持・発展

と地域資源の質的向上を図る共同活動を支えるとともに、生産主体の

担い手が営農に専念できる環境をつくり、地域全体で農業・農村の活

性化を推進する体制を整備します。  

   

【重点推進事業】  

（ア）農地・農業用水等の保全・向上を図るための地域活動への支援    

 

（３）有害鳥獣対策 

ア 有害鳥獣被害に対する総合的な対策の推進  

有害鳥獣による農作物被害の拡大は、農村環境の悪化ばかりでなく、

生産者の生産意欲を減退させていることから、これらを一体的な課題

と捉え、総合的に対策を講じていきます。  

鳥獣被害に対しては、農作物への被害軽減に向け、研修会の開催や

防護施設の整備等を支援していきます。  

 

 

【達成指標】 

指  標  名  単位  
現  状  

Ｒ３年度  

目標又は目安  

Ｒ７年度  
備考  

多面的機能支払制度加入面積 ha 6,696 7,155  

多面的機能支払制度加入率 ％ 44.1 47.2  

＊  加入率は多面的機能支払制度加入面積を農振農用地面積で除したもの。  

 

 

Ⅴ 災害等への危機管理の強化 

（１）災害等への備えと復旧への支援 

ア 災害に備える経営の取組の推進 

自然災害や新型コロナウイルス感染症による経済への影響など様々

なリスクに対応するため、収入保険や園芸施設共済等の農業共済制度

への加入を促進する必要があります。  

また、園芸産地においては、生鮮野菜類を供給するため、ＢＣＰ計画

の策定や農業用ハウスの補強対策、低コスト耐候性ハウスの導入等災
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害に備える経営を支援します。  

 

イ 農村の防災・減災対策 

農業経営の安定と農村生活環境の向上に向け、地盤沈下や開発等に

よる排水量の増大に伴う湛水被害を防止するため、老朽化した排水施

設更新の事業化を推進します。（再掲）  

 

【重点推進事業】  

（ア）農地防災施設の整備    

 

ウ 災害に強い森林づくり 

①  災害に強い森林づくりの推進  

令和元年房総半島台風等による倒木被害森林の復旧や、市町道等の

インフラ施設周辺における倒木被害の未然防止につながる森林整備を

支援します。また、風倒木対策を含め、間伐等の適切な森林整備を進め

ることにより、災害に強い健全な森林づくりを推進します。  

②  治山施設の整備推進  

山腹崩壊や土砂の流出による災害の発生を軽減するため、山地治山

事業などの山地災害対策を推進します。また、治山施設の安全性の確

保や維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減・平準化を図るた

め、個別施設計画に基づき、計画的な対策工事に取り組みます。  

③  林地開発行為の適正化  

林地開発行為の審査に当たっては、森林の有する公益的機能の維持

を図るため、適正な指導を行います。  

 

エ 家畜伝染病に対する防疫体制の強化 

管内で高病原性鳥インフルエンザや豚熱等の急性悪性家畜伝染病が

発生した場合、家畜保健衛生所、関係市町と連携し、迅速に現地の防疫

体制を整え、対応します。  

また、農場レベルでの生産する畜産物の安全性を確保するため、農

場ＨＡＣＣＰ等を推進し、個々の農場における衛生管理の向上を図り

ます。  

 

オ 植物防疫対策の推進 

サツマイモ基腐病等管内で未発生の新たな病害虫等が発生した場合、

関係市町、ＪＡかとり、千葉県農業共済組合香取支所、千葉県農林総合

研究センター等と連携し、発生状況や防除対策などの情報を速やかに

共有し、農業者へ発信します。  
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カ 災害等からの復旧 

風水害等により、管内農林業に甚大な被害が発生するおそれがある

場合、市町、ＪＡかとり、千葉県農業共済組合香取支所、気象災害モニ

ターの農業者と連携を図りながら、被害情報を把握し本庁関係各課に

報告し、各種復旧・復興施策を実行します。  

 

キ 新型コロナウイルス感染症への対応 

新型コロナウイルス感染症への対応として、需要減に伴う売上減少

に対して、補助制度や融資制度等の周知及びその手続きの支援を行い

ます。また、経済変動の影響などのリスクに対応するため、収入保険へ

の加入を促進します。  

作業場でのアクリルパーテーションの設置など、感染防止に資する

作業環境の改善に向けた取組を支援します。  

 

（２）危機管理体制の強化 

ア 危機管理体制の強化 

災害発生時の速やかな情報収集や災害対応に向け、市町との情報共

有体制を整備するとともに、復旧・復興に迅速に対応するための体制

を構築し、各種復旧・復興施策を実行します。  

具体的には、防災重点農業用ため池の緊急時の迅速な避難行動につ

なげる対策として、緊急時の避難経路や避難場所を示したハザードマ

ップの作成について推進します。  

【達成指標】 

指  標  名  単位  
現  状  

Ｒ３年度  

目標又は目安  

Ｒ７年度  
備考  

ハザードマップ等を作成した防

災重点農業用ため池の割合 
％ 67 100  

 

 

Ⅵ 部門別対策 

（１）力強い水田農業の確立 

地域の担い手農家が水田を効率的に利用するために、水田の生産基

盤整備を行うとともに、農地中間管理事業等を活用した農地の集積・

集約化を推進します。また、ＷＣＳ用稲や飼料用米、麦、大豆、園芸品

目等需要のある品目への転換を着実に進め、香取地域の水田を最大限

に活用するとともに、収入保険や収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）

等の加入を促進し、農業経営の安定化を図ります。  
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ア 生産基盤の整備と水稲の省力・低コスト化の推進  

担い手不足への対策として、地域の特性と経営の形態に応じた基盤

整備や、基盤整備事業を契機とした担い手の育成、農地中間管理事業

等を活用した農地の集積・集約化等により、水田農業の大規模化を進

めるとともに、省力・低コスト化技術の導入による営農の効率化や収

益力向上を目指します。併せて、担い手組織間の情報交換を促進し、合

理的な作業受託等を推進します。 

具体的には、人・農地プランの作成支援や法人化支援、規模拡大・省

力化に対応可能な機械・施設等の導入支援、スマート農業技術の普及、

高密度播種栽培技術等の省力化技術の普及を行います。 

また、自然災害等不測の事態による経営悪化に備え、収入保険やナ

ラシ対策、農業共済等の加入を促進します。  
 

イ 需要に応じた米の生産・販売と水田フル活用の推進  

国等が提供する米の需給見通しや価格情報、在庫情報等を踏まえ、

中食・外食や地域ブランド米等、実需者ニーズに応じた生産と安定取

引等を推進します。特に、令和２年にデビューした新品種「粒すけ」は、

大粒で、倒れにくく収量が多いため、家庭用から中食・外食用まで幅広

い用途に対応できる品種であることから、生産者と実需者双方のメリ

ットを活かせるように、普及・定着を図ります。 

また、食料自給率・自給力の向上を目指し、引き続き、麦や大豆など

の畑作物の生産を支援するとともに、飼料用米やＷＣＳ用稲、ねぎな

どの高収益作物等への転換及びその団地化等の取組を支援し、水田の

有効活用を推進します。 
 

【重点推進事業】  

（ア）スマート農業技術、省力化技術の普及  

（イ）担い手への農地集積・集約化 

（ウ）法人化や経営継承の促進 

（エ）担い手の機械・施設整備 

（オ）飼料用米やＷＣＳ用稲、高収益作物等への着実な転換と団地化  
 

【達成指標】 

指  標  名  単位  
現  状  

Ｒ３年度  

目標  

Ｒ７年度  
備考  

大規模個別経営体（30ha 以上）

の育成（累計）＊ 
戸 25 35  

担い手の経営耕地面積が全農地

面積に占める割合【再掲】 
％ 29.8 52.5  

水田のほ場整備率【再掲】 ％ 42.3 45.1  

＊  毎年３～４戸の経営体を育成します。  
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（２）地域の特性を活かした個性豊かな園芸産地づくり  

担い手の減少等により、生産量が減少傾向にある中、既存産地を強

化するため、個別経営体の規模拡大、省力化、生産性向上、畑地かんが

い用水の活用、専用貯蔵庫や予冷庫等の整備による周年出荷体制の強

化等を支援します。  

 

ア さつまいも 

令和２年における香取地域の栽培面積は、654ha（2020 農林業セン

サス（多古町非公表））となっています。  

若手農業者や認定農業者の一部には、省力化機械や雇用の導入、専

用貯蔵庫の導入により経営規模の拡大を図る農業者がみられます。  

今後も年間を通じた計画出荷を強化するため、機械導入による省力

化・作業の外部委託・雇用の導入等の労力対策及び専用貯蔵庫・洗浄施

設の整備支援により、産地の核となる大規模経営体の育成に取り組み

ます。また、多様なニーズに対応した出荷と品種別の計画出荷を推進

するとともに、販路拡大につながる輸出への取組をさらに支援し、産

地の活性化を図ります。  
 

  【若手農業者や認定農業者の規模拡大】  

①  収穫機等の高性能機械の導入による省力化  

②  専用貯蔵庫の導入による品種別の計画出荷  

③  省力化・作業の外部委託・雇用導入等の労力対策の検討・構築  

④  荒廃農地の有効活用  

【県内産地間連携の計画的な出荷による平均単価の維持】  

①  専用貯蔵庫の導入による多様なニーズに対応した出荷体制の構築  

②  「千葉県産さつまいも品種別販売方針」に基づく粘質系品種の計画

出荷  

  【輸出の更なる拡大】  

①  貯蔵期間の延長及び輸送中の腐敗減少による輸出拡大  

②  新規輸出国の開拓支援  

【栽培技術の改善による品質の向上】  

①  緑肥の導入・拡大による土づくり、輪作等による連作障害軽減  

 

イ 露地野菜（さつまいも除く） 

多数の品目が出荷量や品質における市場評価が高く、地域の特産品

となっていますが、担い手の高齢化や後継者の減少のため、栽培面積

の減少が危惧されています。  

このため、産地の継続・拡大に向けて、個別経営体の規模拡大、生産

性向上を進めるために、以下の事項を中心に支援します。  
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①  地域の体系や経営規模に応じた機械導入等による省力化  

②  土づくり、新品目導入を含めた輪作等による連作障害軽減  

③  予冷庫導入等による品質向上や労働環境の改善  

 

ウ 施設野菜 

各品目の生産者数は多くはありませんが、地域の重要な特産品に位

置づけられています。今後予想される、担い手の高齢化や後継者の減

少による栽培面積の減少に対し、若手生産者を中心に、以下のような

事項を支援し、生産力の維持強化を図ります。  

①  高度な環境制御等のスマート農業技術の導入による収量品質向上  

②  ＩＰＭ技術導入等による病害虫防除技術改善による生産性向上  

③  老朽化した施設の改修支援による生産量の向上  

④  栽培管理、経営管理技術向上を目指した生産者間連携の推進  

 

エ 果樹 

産地の維持・発展を図るため、省力化機械の導入や品質・収量の向上

に必要なハウス施設等の整備を支援します。また、農業経営体育成セ

ミナー等の研修や個別指導で後継者の技術等の向上を支援します。  

梨では、香取市が産地計画を令和２年３月に策定していますが、生

産力向上のために、計画的な改植を推進するとともに、病害虫発生に

関する情報等を提供し、適切な防除を支援します。  

ぶどうでは、「デラウェア」や「巨峰」に加え、単価が高い「シャイ

ンマスカット」等の欧米雑種や欧州系品種の導入が進んでいます。高

品質果実生産に必要なパイプハウスの整備や安定生産技術の普及を支

援し、所得向上を目指します。  

イチジクでは、生産力向上のために、計画的な改植を推進するとと

もに、栽培管理技術の高位平準化、病害虫防除の徹底により、品質の向

上と安定生産を図ります。  

 

オ 花き 

後継者及び若手生産者の技術力及び経営能力向上の支援を行い、経

営体の強化を目指します。併せて、老朽化した施設の改修や省力化機

械、省エネ設備の導入を支援すると共に、スマート農業機器を導入し、

環境制御技術等の技術確立を支援することで、生産物の品質改善及び

収量向上による所得の向上を目指します。  

 

【重点推進事業】 

（ア）産地における施設・機械整備支援  

  （イ）園芸産地活性化の支援 

  （ウ）集出荷貯蔵施設整備に対する支援  
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【達成指標】 

指  標  名  単位  
現  状  

Ｒ３年度  

目標又は目安  

Ｒ７年度  
備考  

さつまいも栽培面積が 10ha 以

上の経営体数 
戸 7 12  

専用貯蔵庫を新設又は増設した

生産者数 
件 0 10  

香取農業事務所調べ  

 

 

（３）畜産生産基盤の強化による経営安定  

ア 経営の安定化と生産性の向上   

規模拡大、担い手の確保による畜産経営の強化を図るため、畜産経営

体をはじめ、地域の関係事業者が連携・結集した畜産クラスター※ 1 の更

なる取組を強化し、生産性を向上させます。既存の畜産クラスターにつ

いては、関連事業の積極的な導入並びに計画に掲げている目標の進捗管

理により飼養規模の拡大と経営安定を図ります。新規に畜産クラスター

の設立を目指す地域については、地域の連携を調査し、計画の策定など

設立に向けた支援を実施します。  

また、地域畜産総合支援体制整備事業を活用した組織・個別支援指導

を実施するとともに、関係機関と連携した畜産研修会等を開催し、経営

改善や畜産物の生産性・品質向上を図ります。  

急性悪性家畜伝染病の発生またはその恐れがある場合、家畜保健衛生

所との連携の下、発生予防やまん延防止に努めます。また、農場レベル

での生産する畜産物の安全性を確保するため、農場ＨＡＣＣＰ※ 2 等を推

進し、個々の農場における衛生管理の向上を図ります。  

 ※１畜産クラスター：畜産農家と地域の畜産関係者（コントラクター等の支援組織、流通加工業者、農業団

体、行政等）がクラスター（ぶどうの房）のように、一体的に結集することで、畜産

の収益性を地域全体で向上させるための取組です。  

※ 2 農場 HACCP：畜産農場における衛生管理を向上させるため、危害因子（微生物、化学物質、異物など）

を明確にして管理ポイントを設定し、継続的に監視・記録することにより、農場段階での

危害要因をコントロールする手法です。  

 

イ 自給飼料生産・利用の推進 

輸入飼料価格に左右されない安定した経営のために、自給飼料の生

産・利用の推進を強化します。自給飼料の生産拡大を図るため、水田や

耕作放棄地等を有効利用した飼料用米、ＷＣＳ用稲や飼料用トウモロ

コシ等の飼料作物の作付け・利用を推進します。 

飼料用米では、生産量が増えている一方で利用者への流通体制と利

用する畜産経営体での受け入れができていないことから、地域内での
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耕畜連携による流通拡大に向けた取組を支援します。  

ＷＣＳ用稲については、香取市、多古町で取組が拡大しているので、

需給バランスを考慮して利用者のニーズに合った茎葉型の専用品種の

導入や 適期収穫をするための品種選定、飼料生産コントラクター※１

の作業体系の改善等により、良質な飼料確保に努めます。  

飼料用トウモロコシについては、単収の増加を図るため、試験研究

機関と連携した研修会や現地検討会の開催、栽培と収穫作業体系の改

善により、自給飼料の生産性を向上させます。 

自給飼料の安定供給と利用促進を図るため、高性能機械の導入によ

る飼料生産体系の効率化や、自給飼料の給与技術指導を実施します。

また、作業の省力化・外部化によるゆとりを確保するために飼料調整

作業を行うＴＭＲセンター※２の活用を促進します。 
 ※１  飼料生産コントラクター：飼料生産の作業を請け負う集団や組織のことです。  

  ※２  TMR センター：粗飼料と濃厚飼料がバランスよく配合された完全混合飼料（ total mixed ration）を

専門的に製造し、農家へ直接販売供給する施設や組織のことです。  

 

ウ 家畜排せつ物の有効利用の促進 

生産性向上を目指す畜産経営体が地域と調和した畜産経営を図るた

め、事業の活用により、家畜排せつ物処理に必要な機械・施設の導入を

支援します。 

耕種農家との連携を進めるために、耕種農家の求める品質・性状の

堆肥の生産を行い、散布に係る機械・施設の導入を支援し、堆肥利用促

進ネットワーク※ 1 への加入等を推進します。 
※ 1 堆肥利用促進ネットワーク：千葉県内で生産されている「家畜ふん堆肥」や「畜産農家」を検索し、

堆肥の成分や販売方法などを知ることができます。  

 

【重点推進事業】 

（ア）規模拡大による収益力の向上 

（イ）飼料自給率向上対策支援 

（ウ）畜産環境保全整備に対する支援 

 

 

【達成指標】 

指  標  名  単位  
現  状  

Ｒ３年度  

目標又は目安  

Ｒ７年度  
備考  

省力化に新たに取り組んだ 

酪農家の戸数※ 
戸 19 26  

自給飼料の栽培面積  ha 485 580   

 ※  省力化機械の導入推進等により年間延べ 1～ 2 戸の増加を目指します。  
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（４）災害に強い森林づくりと森林資源の循環利用の促進  

ア 災害に強い森林づくり 

倒木被害森林の復旧や倒木被害の未然防止につながる森林整備等の

支援、山地治山事業の推進を行います。  

また、林地開発行為の審査に当たっては、森林の有する公益的機能

の維持を図るため、適正な指導を行います。  

 

イ 森林資源の循環利用 

①  計画的な森林整備と人材育成  

林業事業体等における森林経営計画の策定を支援し、計画的な森林

整備を促進します。  

また、林業事業体に対して、作業コストの縮減や資源情報等を活用

した業務の効率化・負担軽減など、林業普及指導員による林業技術の

改善等に向けた支援を進め、林業事業体の経営の安定と林業就業者の

定着化を図ります。  

②  県産木材の利用促進  

多くの県民が利用する公共建築物や民間施設等における木材利用を

促進し、県産木材の需要を高めていきます。  

また、森林整備により生産した木材の利用を促進するため、多様な

販路の開拓を支援します。  

③  適切な森林整備の促進  

森林における二酸化炭素吸収などの公益的機能を強化するため、間伐

や主伐後の確実な再造林、スギ非赤枯性溝腐病被害森林の再生を促進し

ます。  

また、森林クラウドで管理する森林簿や林相区分図等の資源情報等を

活用し、林業事業体による森林経営計画の策定を支援することで、森林

の集約化による効率的な森林整備を促進します。  

さらに、林業の生産性の向上、業務の効率化・負担軽減を図るため、

森林整備の低コスト化に必要な路網の整備やドローン等のＩＣＴの活

用を進めます。  

加えて、森林環境譲与税や経営管理制度を活用した市町による森林整

備の取組が円滑に進むよう、千葉県森林経営管理協議会と連携して市町

を支援します。  

④県民と森林の絆づくり  

市町に配分される森林環境譲与税の使途について、森林整備のみな

らず、木材利用や普及啓発等、地域の特性を活かした幅広い取組に有

効に活用されるよう、千葉県森林経営管理協議会と連携して市町を支

援していきます。  

また、里山の保全を図るため、地域住民や市民活動団体等による森

林整備活動を支援します。  
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さらに、県民が木材に触れる機会を増やし、森林や木材に対する理

解の醸成を図るため、木育活動を支援します。  

 

【達成指標】 

指  標  名  単位  
現  状  

Ｒ２年度  

目標又は目安  

Ｒ７年度  
備考  

森林整備面積 ha 3.7 5.6  
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第３ 重点施策 

１ 露地野菜産地の維持・強化のための大規模経営体の育成 

現状と課題 

香取地域の主要な露地野菜は、さつまいも（香取市、神崎町、多古町）、

やまといも（多古町、香取市）、にんじん（香取市、多古町）、こかぶ（東

庄町）となっている。 

いずれの品目も、高齢化による離農者がいるなか、省力機械や雇用労力

の導入、専用貯蔵庫の導入による出荷作業の分散化により、若手農業者や

認定農業者が経営規模を拡大しているが、地域全体の作付面積は減少傾向

にある。また、連作により単収・品質の低下が見られ、輪作体系の普及が

急務となっている。 

 

目指す姿 

経営規模を拡大した担い手や新規参入した担い手により、生産量・品質

が維持され、安定して消費者から選ばれる産地となっている。  

 

数値目標 

指  標  名  単位  
現  状  

Ｒ３年度  

目標又は目安  

Ｒ７年度  
備考  

さつまいもの作付面積 

（JA かとり＋法人経営体等） 
ha 599 710  

 

重点施策・取組 

【経営規模拡大に向けた支援】 

・出荷調製に係る労力補完やドローンなどスマート農業機械を活用した 

防除作業委託の仕組みづくり  

・畑地かんがいの活用とスマート農業の導入による高品質生産  

・地域の担い手への農地の集積  

【生産量の維持・拡大】 

・にんじん、落花生等の輪作や緑肥導入等による連作障害の回避と減農薬・

減化学肥料栽培の検討  

・個別農家やＪＡによる専用貯蔵庫・予冷庫等の導入による出荷期間拡大

と品質向上  

・定植機、収穫機等を活用した機械化体系による省力化の実現  

【担い手（後継者）の育成】 

・規模拡大のできる高い経営能力を有する担い手の育成  

・新規就農者や新規栽培者の掘り起こしと定着  
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２ 県内一の水田農業を担う大規模経営体の育成  

現状と課題 

離農者の増加に伴い、農地中間管理事業を活用した担い手への農地集積

が進んでいるが、スマート農業の積極的な導入や農地の集約化による効率

化や経営安定が求められている。 

 

目指す姿 

大規模経営体や集落営農組織等が営農し、優良な水田が維持されている。

また、農地中間管理事業を活用した農地の集約化が図られ、スマート農業

技術が導入され食料生産が効率的に行われている。 

 

数値目標 

指  標  名  単位  
現  状  

Ｒ３年度  

目標又は目安  

Ｒ７年度  
備考  

30ha 以上の経営体数 戸 25 35  

農地中間管理事業を活用

した集積面積 
ha 1,400 2,000  

 

 

重点施策・取組 

【大規模経営体の育成】 

・飼料用米や WCS 用稲を活用した経営の安定化と、需要に応じた米生産

の推進  

・積極的なスマート農業の導入による省力低コスト技術の普及  

・法人化や経営継承の推進による持続可能な水田経営体の育成  

・不測の事態に対応できる収入保険等の加入促進  

・飼料用米専用品種の面積拡大と収量向上  

【水田農業の効率化】 

・地域の話合い（人・農地プラン）による、担い手への農地集積・集約化

の推進  

・経営体の機械・施設の整備支援  
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３ 水田基盤整備と新たな担い手の育成 

現状と課題 

管内各地域で基盤整備事業の実施に向けた話合いが進められており、整

備後の担い手となる集落営農組織の育成、経営の安定に向けた高収益作物

の導入、農業機械、乾燥調製施設の整備支援が求められている。  

 

目指す姿 

効率的な営農が可能な優良な水田が整備され、集落営農組織や地域の担

い手が需要に応じた米生産や高収益作物を栽培し、安定した農業経営を行

っている。 

 

数値目標 

指  標  名  単位  
現  状  

Ｒ３年度  

目標又は目安  

Ｒ７年度  
備考  

集落営農組織の設立件数 件 187 190  

新規基盤整備事業面積 ha 36.6 200  

 

重点施策・取組 

【新たな担い手の育成】 

・人・農地プランの作成と見直しの支援  

・担い手への農地集積、集約化  

・需要に応じた米生産の推進  

【担い手の経営安定】 

・機械・施設の整備計画の作成と導入支援  

・高収益作物（ねぎ、キャベツ、ブロッコリー等）の選定と栽培支援  

・基盤整備後の営農に関する情報交換の推進  

・飼料用米専用品種の面積拡大と収量向上  

・不測の事態に対応できる収入保険等の加入促進  

・法人化や雇用導入の推進  

【効率的な営農に向けた基盤整備】 

・スマート農業機械を最大限に活用できる基盤整備の実施  

・高収益作物栽培に向けた排水対策の実施  
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４ 自給飼料の安定生産と収益力の高い畜産経営体の育成  

現状と課題 

畜産クラスター事業の活用により、各部門とも大規模化が進んでいる。

酪農経営においては、ＷＣＳ用稲や飼料用トウモコロシなど自給飼料の生

産にも積極的に取り組んでいる。また、大規模経営体には後継者もおり、

確実な経営継承に向けた経営管理能力の向上支援が必要である。  

 

目指す姿 

それぞれの経営規模に応じて、搾乳ロボットなどスマート農業を活用し

た生産体系を導入し、規模拡大と省力化を実現した経営を行っている。  

また、自給飼料の生産・利用を拡大し、輸入飼料の価格に左右されない

安定し経営を展開している。 

 

数値目標 

指  標  名  単位  
現  状  

Ｒ３年度  

目標又は目安  

Ｒ７年度  
備考  

管内飼養頭羽数（乳用牛） 頭 5,600 5,650  

自給飼料の栽培面積 ha 485 580  

 

重点施策・取組 

【収益力の高い畜産経営体の育成】 

・畜産クラスター事業等の積極的な活用による施設整備や機械導入の支援  

・スマート農業の導入による効率的な牛群管理の推進  

・経営継承に向けた後継者の経営管理能力の向上  

・園芸及び農産分野への堆肥の活用  

【自給飼料の安定確保と生産拡大】 

・自給飼料生産に向けた機械の導入支援  

・家畜堆肥の地域循環を前提とした、ＷＣＳ用稲をはじめとする耕畜連携

の推進  
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５ 災害に強い森林づくり 

現状と課題 

令和元年房総半島台風では、各地の森林で風倒被害が発生し、周辺のイ

ンフラ施設等にも被害が及びました。近年、気象災害が激甚化・頻発化し

ていることを踏まえ、被災森林の復旧を進めるとともに、風倒木による被

害を未然に防ぐための森林整備等、災害に強い森林づくりが進むよう支援

する必要があります。 

 

目指す姿 

風倒木対策を含めた適切な森林整備の推進によって、災害に強い健全な

森林づくりが着実に進んでいます。 

 

 

数値目標 

指  標  名  単位  
現  状  

Ｒ２年度  

目標又は目安  

Ｒ７年度  
備考  

災害に強い森林づくり推進面

積（累計）※ 
ha 0.7 6.5  

※令和元年度からの、被災森林の復旧、森林整備による倒木対策、山地災害対策の累計  

 

重点施策・取組 

【被災森林の復旧と未然防止の推進】 

・令和元年房総半島台風等による倒木

被害森林の復旧  

・倒木被害の未然防止につながる森林

整備の支援  

【山地災害対策の推進】 

・山腹崩壊や土砂の流出による災害の

発生を軽減するための山地災害対策

の推進  

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年房総半島台風での被害 
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第４ 支援対象一覧 

○支援対象(普及・農業関係) 

整理

番号  

支援対象 戸数・

組織数  

区分  市町  備  考  

1 さわらファーマーズクラブ 21 名 担い手 香取市 

多古町 

東庄町 

  

2 JA かとり佐原青年部  19 名 担い手 香取市   

3 かとり農業女子ネットワー

ク 

43 名 担い手 全域   

4 JA かとり女性部 381 名 担い手 全域   

5 香取郡市指導農業士会 26 戸 担い手 全域   

6 農業士協会香取支部 21 戸 担い手 全域   

7 JA かとり佐原園芸部かんし

ょ部会 

90 戸 野菜 香取市  

8 JA かとり栗源園芸部  110 戸 野菜 香取市  

9 JA かとり小見川そ菜組合 45 戸 野菜 香取市  

10 JA かとり神崎町野菜出荷組

合 

8 戸 野菜 神崎町  

11 JA かとり多古町園芸部 250 戸 野菜 多古町  

12 さつまいも法人経営体 8 経営

体 

野菜 香取市 

多古町 

神崎町 

 

13 JA かとり小見川野菜出荷組

合 

53 戸 野菜 香取市   

14 JA かとり山田園芸連絡協議

会 

153 戸 野菜 香取市 露地野菜部会、ニラ

部会、ネギ部会、他  

15 JA かとり佐原園芸部ねぎ部

会 

3 戸 野菜 香取市 うち法人 1 経営体 

16 JA かとり東庄町そ菜園芸組

合ホワイトボール研究部会 

18 戸 野菜 東庄町   

17 JA かとり東庄町そ菜園芸組

合ホワイトボール普通部会 

31 戸 野菜 東庄町   

18 東庄ニュー小かぶ研究会 9 戸 野菜 東庄町   

19 東庄出荷組合 4 戸 野菜 東庄町   

20 JA かとり小見川苺部会 9 戸 野菜 香取市   

21 佐原苺生産組合 2 戸 野菜 香取市   

22 神崎町いちご組合 3 戸 野菜 神崎町   

23 東庄町観光いちご組合 5 戸 野菜 東庄町   
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整理

番号  

支援対象 戸数・

組織数  

区分  市町  備  考  

24 （農）佐原農産物供給センタ

ー 

140 戸 野菜 香取市   

25 （農）和郷園 ― 野菜 広域   

26 （農）房総食料センター ― 野菜 広域   

27 （農）多古旬の味産直センタ

ー 

70 戸 野菜 広域   

28 千葉県鉢花生産者連絡協議

会香取支部 

4 戸 花き 香取市 

多古町 

 

29 水郷花卉園芸組合 8 戸 花き 香取市 

東庄町 

 

30 ちばガーベラ研究会 2 戸 花き 東庄町 広域組織：全会員数

7 戸  

31 ちば花と緑の会 4 戸 花き 多古町 

東庄町 

広域組織：全会員数

32 戸  

32 香取果樹組合 4 戸 果樹 香取市  

33 佐原南部梨組合 7 戸 果樹 香取市  

34 佐原水郷梨組合 11 戸 果樹 香取市  

35 香取市栗源ぶどう組合 7 戸 果樹 香取市  

36 いちじく研究会 6 戸 果樹 香取市  

37 10ha 以上水稲経営体  93 経営

体 

作物 香取市 うち法人 21 経営体 

38 10ha 以上水稲経営体  9 経営

体 

作物 神崎町 うち法人 5 経営体 

39 10ha 以上水稲経営体  12経営

体 

作物 多古町  うち法人 3 経営体 

40 10ha 以上水稲経営体  19経営

体 

作物 東庄町 うち法人 4 経営体 

41 香取地域水稲･麦･大豆生産

集団 

48 組織 作物 全域   

42 新規集落営農組織 7 組織 作物 香取市 平成 28 年以降に法

人化された組織 

43 黒部川左岸第三地区３地区 3 地区 作物 香取市   

44 ＪＡかとり小見川水稲部会 29 戸 作物 香取市   

45 神崎町水田営農連絡協議会 6 組織 作物 神崎町   

46 神崎町稲作研究会 16 戸 作物 神崎町   

47 栗山川沿岸基盤整備事業促

進協議会 

9 地区 作物 多古町   

48 借当川沿岸土地改良区多古

工区 

1 地区 作物 多古町   
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整理

番号  

支援対象 戸数・

組織数  

区分  市町  備  考  

49 多古町粗飼料生産組合 18 戸 作物 多古町   

50 多古町やる気集団 15 戸 作物 多古町   

51 多古町米改良協会 11 戸 作物 多古町   

52 東庄町桁沼地区の人・農地プ

ランの中心経営体 

23 経営

体 

作物 東庄町 うち法人 3 経営体 

53 JA かとり東庄町水稲部会 11 名 作物 東庄町   

54 香取管内落花生採種組合 11 戸 作物 香取市 

多古町 

東庄町 

  

55 香取市耕畜連携推進協議会 14 団体 畜産 

作物 

香取市 稲 WCS の生産利用

に関する調整 

56 香取市稲 WCS 利用組合 20 戸 畜産 香取市 酪農・肉牛 

57 香取市肉牛生産組合 13 戸 畜産 香取市   

58 香取市酪農組合 27 戸 畜産 香取市   

59 香取酪農機械組合 9 戸 畜産 香取市   

60 JA かとり佐原養豚部  9 戸 畜産 香取市   

61 （農）ファームサポート香取  5 戸 畜産 香取市 酪農飼料生産利用 

62 JA かとり栗源養豚部  10 戸 畜産 香取市   

63 多古町 WCS 研究会 47 戸 畜産 

作物 

多古町   

64 多古町ホールクロップ利用

組合 

18 戸 畜産 多古町   

65 三和酪農協同組合 69 戸 畜産 多古町   

66 JA かとり東庄 SPF 豚研究会

（東の匠） 

12 戸 畜産 東庄町   

67 搾乳牛 30 頭以上経営体 30 戸 畜産 全域   

68 母豚 80 頭以上繁殖一貫養豚

経営体 

30 戸 畜産 全域   

69 道の駅水の郷さわら出荷者

協議会野菜部会 

― その他 香取市   

70 道の駅くりもと  ― その他 香取市   

71 道の駅  発酵の里こうざき

出品者協議会 

― その他 神崎町   

72 道の駅多古 ― その他 多古町   

73 東庄町コジュリン朝市組合 ― その他 東庄町   
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○支援対象(普及・林業関係) 

整理

番号  

支援対象 戸数・

組織数  

区分  市町  備  考  

1 千葉県森林組合北総事業所 1 組織 森林・

林業 

東金市 香 取 地 域 の 森 林

整備を実施 

2 香取市持続可能な森づくり

協議会 

1 組織 森林・

林業 

香取市   

3 千葉県林業研究グループ連

絡協議会香取支部 

1 組織 森林・

林業 

香取市 会長宅 

4 千葉県北部地域管内きのこ

生産振興会 

1 組織 森林・

林業 

多古町 会長宅 

 

○支援対象(JA、共済組合、土地改良区) 
 
整理

番号  

支援対象 区分  市町  備  考  

1 JA かとり 協同組合 香取地域  

2 千葉県農業共済組合香取支所 共済組合 香取地域   

3 香取市東部土地改良区 土地改良区 香取市  

4 香取市黒部川左岸土地改良区 土地改良区 香取市  

5 香取市岡田土地改良区 土地改良区 香取市  

6 香取市水郷土地改良区 土地改良区 香取市  

7 香取市八丁面干拓土地改良区 土地改良区 香取市  

8 香取市豊浦土地改良区 土地改良区 香取市  

9 香取市小見川第一土地改良区 土地改良区 香取市  

10 香北土地改良区 土地改良区 香取市  

11 香取市小見川八丁面土地改良区 土地改良区 香取市  

12 香取市小見川土地改良区 土地改良区 香取市  

13 佐原市石納野間谷原土地改良区  土地改良区 香取市  

14 香取市市和田土地改良区 土地改良区 香取市  

15 北総東部土地改良区 土地改良区 香取地域  

16 香取郡東庄町桁沼土地改良区 土地改良区 東庄町  

17 香取郡東庄町窪野谷土地改良区 土地改良区 東庄町  

18 両総土地改良区 土地改良区 
香取市、神崎

町、多古町  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


