
食料自給総合対策調査特別委員会
説明資料（農業関係）

令和5年8月7日（月）
農林水産部

資料１－１



Ⅰ 現状と課題

1



主な農産物①

北勢地域
なばな、茶、観葉植物（鉢もの類）、パンジー
（花壇用苗もの類）、小麦、洋ラン類（鉢もの
類）、サツキ、六条大麦、大豆、ばれいしょ、はく
さい、かぶ、キャベツ、トマト、にんじん、ねぎ、鶏
卵、豚、肉用牛

南勢地域
茶、小麦、ガーベラ（切り花類）、みかん、ばら
（切り花類）、かぼちゃ、いちご、ねぎ、豚、肉用牛

中勢地域
なばな、茶、小麦、みかん、モロヘイヤ、いちご、トマ
ト、キャベツ、たまねぎ、ねぎ、きゅうり、豚、肉用牛

東紀州地域
サマーフレッシュ（かんきつ類）、セミノ－
ル（かんきつ類）、カラ（かんきつ類）、ナ
ツミカン（かんきつ類）、シラヌヒ（かんき
つ類）、みかん、レモン、いよかん、うめ、鶏
肉（熊野地鶏）

伊賀地域
なたね、かぼちゃ、水稲、アスパラ、ぶどう、なし、鶏
卵、肉用牛

肉用牛
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主な農産物②

出典：作物統計、畜産統計

なばな 乳用牛かぶせ茶
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県名 数値 県名 数値 県名 数値

なばな（主として葉茎を食する

もの）出荷量
三重県 417 東京都 213 新潟県 141 ｔ 30.2 R2

荒茶生産量 静岡県 29,700 鹿児島県 26,500 三重県 5,360 t 7.6 R3

かぶせ茶生産量 三重県 1,134 奈良県 211 福岡県 150 t 59.4 R3

乳用牛飼養頭数

（農家一戸当たり飼養頭数）
三重県 213.1 北海道 152.2 大分県 127.6 頭/戸 － R4

肉用牛飼養頭数

（農家一戸当たり飼養頭数）
北海道 247.0 滋賀県 237.1 三重県 204.1 頭/戸 － R4

項　　　目 単位
三重県の

全国ｼｪｱ(%)

調査

対象

年次

１位 ２位 ３位



米

558 612 
440 

336 
242 236 267 275 287 285 270 228 

麦類

豆類

野菜 228 
251 

206 

172 

180 153 155 141 137 139 145 
150 

果実
95 

112 

110 

81 

83 
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花き・

種苗等
119 

137 

126 

117 

90 
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工芸

作物

70 
67 

62 

74 

56 
52 53 54 54 42 31 43 

畜産

420 
345 
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337 

328 433 417 446 434 442 419 466 

その他
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1,575 1,574

1,334

1,118

1,024
1,091 1,107 1,122 1,113 1,106

1,043 1,067

• 本県では、少量多品目の農産物が生産されており、農業産出額は、1,067億円
（令和3年）で近年は横ばい

• 米の産出額が減少傾向にある一方で、畜産の産出額は増加傾向で推移

三重県の農業産出額の推移

資料：農林水産省「農林水産統計年報」
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米消費量の減少と水稲作付面積の推移

１人当たりの米の年間消費量（全国）

【昭和37年度】 118.3kg 【令和３年度】 51.5kg減少
（農林水産省データ）
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三重県の水稲作付面積と生産量の推移

生産量 作付面積

（ha） （ｔ）

• 1人当たりの米の年間消費量は５１．５㎏（令和３年度）に減少
• 消費量の減少に伴い水稲作付面積も減少し、２５,２００ha（令和４年）

Ⅰ 現状と課題
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（農林水産省データ）

年々減少



園芸品目（野菜、果樹等）の状況 Ⅰ 現状と課題

• 野菜作付面積は３，５５０ｈａ、産出額は１４５億円で主なもの（トマト ２８億円、いちご １８億
円、ねぎ １５億円、キャベツ ５億円、なばな ３億円） （令和２年）

• 果樹栽培面積は２,４５２ha（柑橘類が5割以上）。産出額は全体で６９億円（令和３年）

資料：農林水産統計 作物統計調査
農林水産統計 農業算出額及び生産農業所得

三重県内の果樹栽培面積と産出額の推移

課題１ 需要に応じた農産物の生産、販売体制の強化

(ha) （億円）

6

資料：農林水産省
野菜生産出荷統計

三重県内の野菜生産の推移 

資料：農林水産省
作物統計、生産農業所得
統計、県調べ



肥料原料と肥料の卸売価格の動向

• 主な化学肥料の原料は、ほぼ全量を輸入、尿素のうち４％が国産
• 肥料原料価格が令和３年以降上昇傾向となったが、令和５年１月以降下落に
• 肥料の卸売価格（推計値）も６月以降下落へ

出典：農林水産省資料

Ⅰ 現状と課題
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飼料自給率の推移（全国）

• 飼料自給率は２５％程度で推移
• 濃厚飼料の自給率は１０％台で推移

出典：農林水産省資料

Ⅰ 現状と課題

8



飼料価格の推移

• 飼料価格の高騰が長期化
• 令和２年比で１５０％以上の価格上昇

課題２ 農業経営体及び畜産経営体における経営コストの削減

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

55,000

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

85,000

90,000

7 8 9 1011121 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121 2 3 4 5

令和2年 3年 4年 ５年

飼料価格の推移配合飼料
（円/トン）

粗飼料
（円/トン）

配合飼料工場渡価格
令和5年4月：90,070円/ﾄﾝ

（令和２年比１４７％）

平均粗飼料輸入価格
令和5年5月：61,031円/ﾄﾝ

（令和２年比１５８％）

Ⅰ 現状と課題
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出典：農林水産省資料



農業を取り巻く状況

• 温暖化などの気候変動による農業への影響が懸念
• 国において、みどりの食料システム戦略が策定

課題３ 気候変動等に対応した生産技術の開発と
農産物生産の持続可能性を高めるための
環境への負荷軽減

津市の年平均気温の経年変化

100年あたり約１．７℃上昇

資料：三重県地球温暖化対策総合計画

みどりの食料システム戦略(令和3年5月策定)

持続可能な食料システムの構築に向け、

生産力向上と持続性の両立を目指す

2050年までに目指す姿

• 化学農薬の使用量（リスク換算）を50％低減

• 化学肥料の使用量を30％低減

• 耕地面積に占める有機農業の取組面積

の割合を25％（100万ha）へ拡大 等

みどりの食料システム法を令和４年７月に施行

Ⅰ 現状と課題
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三重県の農業従事者数の推移と予測
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農業従事者数 65歳以上の割合

• 農業従事者は18,819人（令和2年）となっており、年々減少傾向
• 65歳以上の割合が81％ （令和2年）と高齢化が進行
• 今後、多くの方々がリタイアすることにより、大幅な減少が予測

農業従事者数の推移と65歳以上の割合

（出典：農林業センサス、予測値は三重県作成）

Ⅰ 現状と課題
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新規就農者数の状況

三重県の新規就農者数（45歳未満）の推移

• 新規就農者数は漸増しており、近年（過去5年間）は１５０人前後で推移
• 新規就農者のうち、約8割が雇用就農

（担い手支援課調べ）

Ⅰ 現状と課題
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担い手への農地集積の状況

• 令和４年度時点で農地の４４．８％が担い手に集積
• 担い手への農地集積は１０年で１５．４％上昇
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（％） 担い手への農地の集積率（三重県）

（出典：農林水産省）

課題４ 担い手の確保・育成

Ⅰ 現状と課題
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農地（耕地）の状況

• 耕地面積は年々減少してきており、現在は5.7万ｈａ（令和4年）
• 近年は横ばい状況で推移
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三重県における耕地面積

出典：農林水産省「耕地および作物面積統計」

課題５ 生産基盤の整備
課題６ 農地・水路・農道などの保全管理

Ⅰ 現状と課題
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国内市場と海外市場の変化

• 国内においては、人口の減少により食市場は縮小する一方、海外においては人
口増加により食市場は今後大きく拡大する見込み

• 農産物の輸出拡大は、生産基盤の維持拡大につながる

出典：農林水産省「食料・農業・農村政策の新たな展開方向参考資料集」

Ⅰ 現状と課題
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食育の推進状況と県産農林水産物への県民意識

課題７ 県産農畜産物等の販売促進と理解促進

• 食育の推進に向け、各市町における食育推進計画の策定を支援し、24市町で
策定されているものの、5市町で未策定

• 県産農林水産物を買いたいと感じる人の割合は、令和3年度は86.2％

食育推進計画策定状況
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Ⅰ 現状と課題
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条例における食料安定供給の位置付け

「三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する条例」
（平成２２年１２月施行）

基本理念

農産物については、将来にわたって、安定的な供給が行
われること

Ⅱ 取組方向
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農業の課題に対する取組方向

課題１ 需要に応じた農産物の生産、販売体制の強化

取組方向 ①水田の有効活用と需要に応じた
麦・大豆の生産
②園芸産地の振興

課題２ 農業経営体及び畜産経営体における経営コストの削減

取組方向 ①肥料高騰対策
②飼料高騰対策、施設・機械の導入

課題３ 生産技術の開発と環境への負荷軽減

取組方向 ①気候変動への対応や安定生産に向けた
研究開発
②環境に配慮した農業の推進

Ⅱ 取組方向
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農業の課題に対する取組方向

課題４ 担い手の確保・育成

取組方向 ①就農支援
②大規模経営体への支援
③小規模・家族農業への支援

課題５ 生産基盤の整備

取組方向 ①農地集積・集約化に向けた農地の確保・
生産基盤の整備

課題６ 農地・水路・農道などの保全管理

取組方向 ①地域の共同活動への支援

課題７ 県産農畜産物等の販売促進と理解促進

取組方向 ①販売チャンネルの多様化と輸出促進
②食育・地産地消の推進

Ⅱ 取組方向

20



25,200 

7,390 

4,530 

2,497 

284 

266 
33 

7,930 

令和４年度水田での品目別作付

面積（ｈａ）
主食用米

麦類

大豆

飼料用米

WCS用稲

加工用・米粉用米

新市場開拓米

その他

課題１ 需要に応じた農産物の生産、販売体制の強化

取組方向① 水田の有効活用と需要に応じた麦・大豆の生産

（農林水産省データ）
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大豆作付面積と生産量の推移

作付面積 生産量 （農林水産省データ）

• 水田の５７．7％で主食用米を生産、米以外の品目として麦、大豆を中心に生産拡大を推進
• 令和４年産の小麦面積は７,２５０ｈａ（全国４位）、大豆面積は４,５３０ha（全国10位）
• 麦、大豆それぞれ、県内の実需者と連携しながら生産拡大や品質向上の取組を実施

水田面積 43,600ha

※大豆は麦跡作付が多いため個々の品目と全体の
合計値は一致しません

（ha）

（ha） （t）

Ⅱ 取組方向
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課題１ 需要に応じた農産物の生産、販売体制の強化

取組方向② 園芸産地の振興

（野菜）
• 販売価格低落時の補給金の交付（野菜価格安定制度）や加工用野菜の取組
• 多収が見込める品種や栽培管理の現地実証
• 省力化に向けて、ドローンを活用した病害虫防除、コンテナ出荷の取組実施
（果樹）
• 省力樹形やスマート農業技術導入による生産性向上、機械作業体系の実践に向けて樹
間を広げた園地整備の推進

• 気候変動リスクへの対応強化とタイ等海外への輸出拡大に向けた取組推進
（共通） 生産施設（ハウス）整備や機械導入に対して国事業等の活用により支援を実施

整備年度 地域 品目 事業内容 事業費

Ｒ３ 伊勢 イチゴ 低コスト耐候性ハウス 276,494,768

Ｒ４ 伊勢 イチゴ 低コスト耐候性ハウス 163,657,207

Ｒ４ 松阪 ベビーリーフ 低コスト耐候性ハウス 123,750,000

近年の野菜施設整備事業の活用事例

ハクサイ、カボチャのコンテナ出荷

（野菜の取組） （果樹の取組）

タイでの
柑橘販売

(円)

Ⅱ 取組方向

22
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課題２ 農業経営体及び畜産経営体における経営コストの削減

取組方向① 肥料高騰対策

• 肥料価格高騰による農業経営への影響を緩和するため、化学肥料の低減に取り組む農
業者に肥料コスト上昇分のうち85％を国、県で支援（令和４年秋肥、令和５年春肥） 。

• 家畜排せつ物由来の肥料のペレット化等への支援と、地域内の耕種農家が肥料を散布
するための機械導入への支援により地域内での肥料の自給体制構築を実証

■有機質肥料の自給体制構築

堆肥のペレット化 散布機械の導入畜産堆肥等

Ⅱ 取組方向

23

■肥料価格高騰対策

3.9

R

3

年

肥

料

費

①

（
①

×

１

．

４

）

Ｒ

４

年

肥

料

費

②

 

 

 

 

 

（
②

×

0

.

9

）

Ｒ

４

肥

料

削

減

取

組

後

の

肥

料

費

上

昇

分

コ

ス

ト

肥

料

18.2

3.9

100

国支援分（70%）

県支援分（15%）

農家負担分（15%）

Ｒ３→Ｒ４

価格上昇率１．４

Ｒ４ 改善取組

１０％削減

26

三重県における肥料価格高騰対策支援模式図

枠内の数値はＲ３肥料費を１００とした場合の対比値です。

140 126



課題２ 農業経営体及び畜産経営体における経営コストの削減

取組方向② 飼料高騰対策、施設・機械の導入

• 飼料価格の高騰に対して、配合飼料・粗飼料購入費を緊急に支援
• 飼料自給に向けて水田での飼料用トウモロコシ生産、エコフィードの利用促進
• 畜産経営基盤強化に向け、国事業を活用した畜産施設・機械等の導入支援

飼料用トウモロコシの生産

搾乳ロボットの導入支援（畜産クラスター事業）

エコフィードの給与

Ⅱ 取組方向
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課題３ 生産技術の開発と環境への負荷軽減

取組方向① 気候変動への対応や安定生産に向けた研究開発

• 気候変動に対応した新品種や新技術の開発
• スマート機器の活用による生産性向上、労働環境の改善
• 県産和牛子牛の供給体制強化に向けた技術開発

気候変動への対応
～新品種の開発～

水稲品種：三重２３号、なついろ

スマート農業の推進
～ＩCTの活用～

畜産物の安定供給
～和牛子牛の供給体制強化～

イチゴ品種：かおり野

受精卵生産技術の開発・ドローンセンシングによる高
品質米生産技術の開発

・体調不良を感知し、管理者
に知らせる衣類型デバイス

Ⅱ 取組方向
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高温多湿で
発生しやすい
炭疽病への
抵抗性をもつ

夏の高温に
強く、外観品質
が優れる

センシング結果



課題３ 生産技術の開発と環境への負荷軽減

取組方向② 環境に配慮した農業の推進

・ 水田作、野菜、果樹、茶、花き・花木の分野ごとに、特に普及を推進する環境負荷低減事
業活動の内容を定め、生産性の向上（経営課題の解決）と環境負荷の低減の両立をめ
ざす取組を推進
・ 有機農業について、生産、流通、消費が連携するモデル産地を創出

みどりの食料システム法に基づく基本計画
三重県及び県内全29市町で作成

三重県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画
（R5.3.28策定）にもとづき推進する環境負荷軽減の取組

作付前土壌病害診断

有機農業イベントの開催

ドローンによる局所施肥・防除

病害に強い県育成品種

有機農業 堆肥施用

カバークロップ

リビングマルチ

農業者の組織する団体等が実施する化学肥料・化学合成農薬
を原則５割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止
や 生物多様性保全等に効果の高い農業生産活動等への取組

草生栽培

不耕起栽培

長期中干し

秋耕

Ⅱ 取組方向
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環境保全型農業直接支払対策の取組



課題４ 担い手の確保・育成

取組方向① 就農支援

・三重県農林水産支援センターに農業経営・就農支援センターを設置し、県、市
町、JA等が連携して、 就農前から就農開始・定着の各段階に応じたサポート
・就農前（研修時）から就農初期において、経営確立のための支援を実施

Ⅱ 取組方向
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課題４ 担い手の確保・育成

取組方向② 大規模経営体への支援

・ 規模拡大に向けた施設・機械導入への支援
・ 「地域計画」の策定を通じて農地利用の目指すべき姿を明確化し、農地中間管
理事業により農地の集積・集約化を推進

農地中間管理事業による農地の集積・集約化
農地中間管理機構（農地バンク）を活用し、担い手へ農地の
集積・集約化を推進

経営体の規模別農地面積の割合の推移

71%
60%

46%

15%
18%

18%

14% 22%
36%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H22 H27 R２
0～5ha 5～20ha 20ha以上

規模拡大に向けた施設・機械導入への支援

Ⅱ 取組方向
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課題４ 担い手の確保・育成

取組方向③ 小規模・家族農業への支援

・ 小規模な家族農業が実践できる水稲の栽培技術体系を確立するため、スマート
技術（ドローン、水位センサー）を取り入れた栽培実証

・ 短時間の労働力確保による労働力不足を解消する仕組みの構築

規模別経営体数の推移（三重県）

・全耕地面積57,000haのうち50％以上で担い手以外の農業者が耕作
・１～5ha規模の経営体が全経営体数の３６％（１８,８０４経営体のうち６,7１２経営体）を占める

29.4 30.1
33.6

37.9
41.6

44.8

0

10

20

30

40

50

平24 平26 平28 平30 令2 令4

（％）

ドローンによる病害虫防除
病害虫防除の省力化のために、ドロー
ンによる共同防除

スマート水管理
水管理省力化のために、水位センサーと
自動給水栓の利用を実証

労働力の確保
単日・短時間での働き方（ワンデイワーク）
の試行

出展：農林水産省出展：農林水産省

1ha未満 1～5ha 5～20ha 20ha以上 計

平成22年   20,907   11,779        741        174   33,601

平成27年 16,126 9,265 808 224   26,423

令和2年 11,011 6,712 775 306   18,804

担い手への農地集積率（三重県）

Ⅱ 取組方向
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課題 ５ 生産基盤の整備

取組方向 ①農地集積・集約化に向けた農地の確保・生産基盤の整備

• 担い手が営農しやすい優良農地の確保
• 効率的かつ安定的な農業経営の実現に向け、農地の集積・集約化やスマート技術等の導
入に資する農業生産基盤の整備

農 業 生産基盤 の整備

大区画化 パイプライン化

■農地法・
農業振興地域の整備に関する法律
などの適正な運用を通じて、
計画的で秩序ある土地利用を
推進

■荒廃農地の発生防止・解消の推進

優良農地の確保

自動給水栓

Ⅱ 取組方向
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課題６ 農地・水路・農道などの保全管理

取組方向① 地域の共同活動への支援

• 地域内外のさまざまな主体の参画・協働による農地・水路・農道など地域資源の
保全管理などの活動を支援

• 農地・農業用施設の維持保全活動は年々増加しており、約3万ha、農振農用地
面積の約半数で活動（令和４年度末）

水路の清掃作業

水路の補修作業

地域の農業者を中心とした農地・農業用施設の維持保全活動

ため池法面の除草作業

農地の除草作業

17,007

24,355

26,321 

27,177 
27,785 

28,367 
28,880 

29,207 
29,576 

29,999 

317 

546 

627 
659 

688 
711 

731 745 755 769 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

H25

(2013)

H26

(2014)

H27

(2015)

H28

(2016)

H29

(2017)

H30

(2018)

R1

(2019)

R2

(2020)

R3

(2021)

Ｒ４

（２０２２）

活動農用地面積(ha) 活動組織数(組織)

農地・農業用施設の維持保全活動の活動農用地面積と
活動組織数の推移
（ha）

（組織）

Ⅱ 取組方向
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課題７ 県産農畜産物等の販売促進と理解促進

取組方向① 販売チャンネルの多様化と輸出促進

• 県産米について、「アンバサダーマーケティング」の手法を取り入れた販売促進
や、県産ブランド米「結びの神」の販売促進を実施

• 伊勢茶について、「マイボトルキャンペーン」の展開や新たな商品やサービスの
開発を通じた販売促進を実施

県産米アンバサダーによる販売促進 伊勢茶のＰＲ

Ⅱ 取組方向
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課題７ 県産農畜産物等の販売促進と理解促進

取組方向① 販売チャンネルの多様化と輸出促進

タイでの柑橘の販売 県産ブランド和牛の現地商談

Ⅱ 取組方向
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ベトナムのカフェの伊勢茶商品

• 柑橘については、タイへの輸出の増加に向けて、輸出規制に対応した病害虫の
予防・駆除を推進

• 伊勢茶については、現地ニーズに応じた商品開発や、販路拡大のためのプロ
モーションを実施

• 県産ブランド和牛については、輸出先候補国で開催される展示会への県ブース
出展や、現地商社との個別商談の場の設定等により、販路拡大をめざす県内の
産地や事業者の意欲的な取組を支援



課題７ 県産農畜産物等の販売促進と理解促進

取組方向② 食育・地産地消の推進

農業体験機会の提供

啓発冊子
（食育ノート）

親子料理教室

Ⅱ 取組方向
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• 令和３年３月に「第４次三重県食育推進計画」を策定
• 県内全市町における食育推進計画策定に向け、市町の計画策定を支援
• 小中学生はもとより、多様な世代に対し、市町や関係団体、企業等と連携し、農林
水産業への理解や地産地消の推進に向けた食育を展開



課題 ７ 県産農畜産物等の販売促進と理解促進

取組方向② 食育・地産地消の推進
Ⅱ 取組方向
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直売所は生産者と消費者がダイレクトに
つながる地産地消実践の場

三重県フェア（量販店） みえ地物一番シンボルマーク

みえの安心食材認定マーク

• 企業等と連携し「みえ地物一番の日」キャンペーンを展開するとともに、直売所等
を核に地元農畜産物の生産・販売体制を充実

• 消費者が安心して県内産品を購入できるよう、環境への配慮などを行う農畜産
物を認定する「人と自然にやさしいみえの安心食材表示制度」を推進


