
11 農業金融・農協

(１) 農業制度資金

農業制度資金は、資金使途や償還期間、その他の条件に応じて、さまざまな資金がある。

主なものとして、認定農業者が農業経営改善計画を実施するのに必要な資金を融通する

農業経営基盤強化資金（通称：スーパーＬ資金）、認定農業者や認定農業者以外の農業者

等が施設・機械導入や長期運転資金に利用可能な農業近代化資金、認定新規就農者が農業

経営を開始する際に必要な施設の設置、機械の購入等に利用できる青年等就農資金などが

ある。

また、負債整理のための資金として、経営体育成強化資金や農業経営負担軽減支援資金、

台風等農業災害の被害を受けて経営状況が悪化した場合に長期運転資金として活用できる

農林漁業セーフティネット資金等がある。
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(２) 農業協同組合組織

本県の農協系統組織は、平成17年８月に２つの農協連合会と総合農協との統合が実現し

ており、平成30年12月１日現在で農協中央会１、総合農協１、専門農協３の５団体が地域

農業振興の中核組織として、農業生産力の増進及び農家や組合員の経済的、社会的地位の

向上を図るため、各種事業を展開している。

農業・農村を取り巻く環境が厳しい中、農協系統組織では、農家、組合員、地域住民、

消費者などのニーズに的確に対応するため、農業担い手、生産組織支援、安全・安心な農

畜産物づくり、競争力のある事業展開、経営基盤の強化に取り組んでいる。
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12 農業共済

農業共済事業は、農業保険法に基づき、農業者が自然災害等によって受ける損失を補填し
て農業経営の安定を図り、農業生産力の向上に資することを目的としている。

本県における農業共済事業は、昭和47年に沖縄県農業共済組合連合会と４つの郡農業共済

組合の設立により、農作物（水稲 、家畜、任意（建物）共済の３事業で開始された。その）
後、昭和54年に畑作物（さとうきび）及び果樹（パインアップル 、平成元年から園芸施設）

共済事業を実施している。なお、平成24年４月に４つの郡組合が合併し沖縄県農業共済組合
となり、県下１組合化に伴い連合会は解散した。

平成29年度までの累計で約199億円の農家負担掛金に対し、約406億円の共済金が支払われ

ており、被災後の迅速な農業経営の再建に重要な役割を果たしている。
本県は、台風の常襲地帯であり、より多くの農業者が自然災害等に備えることが重要であ

ることから、市町村等関係団体と連携して農業共済への加入を促進していく必要がある。
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13　台風被害
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    本県は、地理的条件から台風の常襲地帯となっており、台風は本県農林水産業に深刻な
　影響を与えている。
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14 農業農村整備 

本県の農業農村整備は、「農林水産物の安全・安心の確立」、「農林水産業の担い手の育
成・確保及び経営安定対策等の強化」、｢亜熱帯・島しょ性に適合した農林水産業の基盤整
備｣、「フロンティア型農林水産業の振興」を担っており、各種事業を積極的に推進してい
る。 
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①

20.0 330 47.1

沖縄２１世紀ビ

ジョン実施計

画 に お け る

要 整 備 量

700 100.0

② ②／①

32.7

フ ロ ン テ ィ ア 型 農 林 水 産 業 の 振 興

ｈａ

ｈａ

ｈａ

38,600

38,600

32,800

亜 熱 帯 ・ 島 し ょ 性 に 適 合 し た

農 林 水 産 業 の 基 盤 整 備

農 業 用 水 源 施 設 整 備

か ん が い 施 設 整 備

ほ 場 整 備

87.1

94.3

84.9

84.6

単位

農 林 水産 業 の 担 い 手 の 育 成 ･ 確保 及び

経 営 安 定 対 策 等 の 強 化

④／①④

90.3

47.1

－ 79,214

整備率
(％)

平成29年度迄の実績等

⑤／①⑤

達成率
(％)

⑤／④

平成29年度迄

の整備量

(見込)

62.1

67.0

万人

100,320

13

－

－13 － 11.0

21,600

79.0

66.0

67,215
汚 水 処 理 人 口 普 及 率

( 農 業 集 落 排 水 施 設 整 備 ） 人

17,294

22,743 58.9

平成22年度迄

の整備量
整備率
（％）

基準年
沖縄２１世紀ビジョン
実施計画の目標

目　標
整備率
（％）

平成33年度迄の

目標整備量

26,700 24,112 62.569.0

44.8 48.756.0 18,809

19,260 58.7 20,37221,600

グリーン・ツーリズムにおける交流人

口 4 －

農 林 水 産 物 の 安 全 ・ 安 心 の 確 立

5,749
水 質 保 全 対 策 整 備 量

17,600ha 71.08,800 50.0 6,249 35.5

耕 作 放 棄 地 解 消 面 積
140ｈａ 700
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土地改良施設 PR イベント 

まちと村の交流体験ツアー 農業体験・生態系調査 

ほ場整備 水源整備 

赤土等流出防止対策施設 

農地防風林施設 

かんがい施設整備 沈砂池 

地すべり防止施設 
農業集落排水施設 
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区画整理及びかんがい排水導入による効果事例 

            区画整理により、農地の集団化が促進され計画的な土地利用と農作業の機械化が可能と
なり、農業労働時間の大幅な短縮が図られる。                       ����������         ���������������                                   � ���������          ��������������
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��������������                                    

0  10  20  30  40  50  

�����  ��  25  ��  
h  
a

�����  
���  
��  
��  
��  
��  
�����  

� 
� �

�  �  

 

 

� � � � � � � � �

区画 
整理 

��������������������

��������������

��������������

� � � � � � � � � � � � � �

������������������

� � � � � � � �

�����������������������

����������������������

���
���

��

���

�

��

���

���

���

���

�
�
�
�
�
�
�
�

�����������

���������

���������

������ �����

����

作

付
　　
け　

面

積



〇農業・農村の多面的機能の発揮に向けた取組                                             
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（１）多面的機能支払交付金（H26～H30) 

 農用地、農業用水、農道等の地域資源の保

全管理を図る地域ぐるみの活動計画書に基

づく共同活動を支援する。 

［27市町村、51活動組織］ 
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�２）中山間地域等直接支払（H27～H31） 

中間間地域等において、適切な農業生産活

動が継続的に行われるよう、農業の生産条件

の不利性を補正するため、農業者等が作成す

る集落協定（５年間）に基づく取組を支援す

る。           ［11市町村］ 
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農村地域の過疎化、高齢化、混住化

の進行に伴う集落機能の低下により、

地域の共同活動の困難化に伴う地域

資源の管理に懸念。 

中山間地域等では、平地に比べ自然・

社会的条件の不利性から、担い手の減

少、耕作放棄地の増加等による多面的

機能の低下が懸念。 
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沖縄県では、本則のほか知事特認として離島

地域（本島を除く）も対象 
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〇耕作放棄地再生利用緊急対策交付金 

荒廃農地を引き受けて作物生産を再開する農業者、農地中間管理機構、農業者組織、農業法人等が

行う再生作業や土づくり、作付け、必要な施設の整備等の取組を総合的に支援する。［地域協議会：

28協議会］ 
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〇グリーン・ツーリズムの推進 

 本県の特色ある亜熱帯農業や自然、文化伝統、食文化等の地域資源を活かした交流・体験及び滞

在を通して農村に人々を呼び込み、農村地域の活性化を図るため、農家民宿等を中心とするグリー

ン・ツーリズムを推進する。 
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〇「沖縄、ふるさと百選」認定事業（H14～） 

農山漁村の持つ魅力を県民に広く紹介し、農山漁村に対する理解を進めるため、地域でふるさと

づくりに取り組んでいる団体等を「沖縄、ふるさと百選」として知事が認定する制度である。 

平成 14年度から実施し、集落部門 48、生産部門 48、交流部門 32の計 128団体を認定している。 
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