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第　1　章　　　秋田県のすがた

　　１　　地　　　勢

　　２　　沿　　　革

　　　 

　　　

　　　

　　　

　　　

第 1 節 地 勢 ・ 沿 革

本県は、首都東京のほぼ真北約４５０ｋｍの日本海
沿岸にあって面積１１，６３７．５ｋ㎡（全国第６位）、１３
市９町３村に区分されています。

県北には、 鷹巣、 大館、 花輪の諸盆地、 県南には
横手盆地などがあり、また雄物川、米代川、子吉川な
どの河川に沿って肥沃な耕地が展開し、その下流に
は秋田、能代、本荘の各平野が開け、多くの都市が発
展しています。

秋田の地名が歴史に現れたのは、斉明４年（西暦
658年）、阿部比羅夫が蝦夷を支配下に置いたときと
伝えられています。

関ヶ原合戦後の慶長７年（西暦1602年）佐竹義宣が
常陸より国替を命ぜられ、秋田６郡20万石の領主とな
りました。その後、明治維新までの約260年間の間に、
鉱山の開発や新田の開拓など、産業経済の礎を築い
てきました。

明治４年の廃藩置県により秋田県が誕生して以来、
多くの人々が郷土の発展に力を尽くし、今日の秋田が
築かれてきました。

－　1　－



１　　自　　　然

２　　気　　　候

　　　が特別豪雪地帯となっています。

　　　　全般に長い冬と短い夏が特徴で、四季の変化がはっきりしています。

最 低 気 温 （℃）

最 高 気 温 （℃）

年 平 均 気 温 （℃）

年間日照時間 （ｈ）

年 降 水 量 （㎜）

降 水 日 数 （日）

雪 日 数 （日）

最 深 積 雪 （㎝）
※資料 ： 気象庁ＨＰ「令和４年気象データ」

※秋田の（　）書きは平年値（1991～2020の30年間の平均）

９３ （１０８．９） １１２ ６４ １０

５６ （３７） １３３ ４ １０

１，８６２．０ （１，７４１．６） 　１，１５４．０ １，２２４．５ １，６１５．５

１６６ （１７３．８） １３７ 　１００ １０９

１２．６ （１２．１） １０．２ １３．５ １６．４

１，６５４．３ （１，５２７．４） １，８４７．８ １，９５１．９ ２，０２８．９

－６．６ 　－１０．４ －５．１ －３．５

３４．１ ３２．９ ３６．５ ３７．０

本県の気候は、概ね出羽山地により海岸部と内陸部の２つに区分されます。海岸部は全般的に

　　　対馬海流の影響を受けてしのぎやすく、冬期間でも積雪は少なめです。

内陸部は夏には比較的高温となり、冬は寒さが厳しく積雪も多くなります。県の面積のほぼ半分

秋　田 札　幌 仙　台 東　京

本県は、全国で６番目という広い面積を持ち、春の新緑、夏の空と海の青さ、秋の紅葉、冬の雪

色といった色彩感あふれる四季の変化に富んだ自然を誇り、その息吹を身近に感じながら生活す

　　　ことができます。

第 ２ 節 自 然 ・ 気 象
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１　　人　　　口

　

　　　

　

２　　経済・産業構造
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第１次産業
第２次産業
第３次産業

第 ３ 節 人口・産業構造・面積

本県の人口は、令和５年４月１日現在で９１万８，８１１人と、平成２９年４月に１００万人を割り込んで
以来、減少傾向が続いています。

国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口」によると、本県の人口は、令和
２７（２０４５）年に６０．２万人となり、 ２０１５年比の減少率は全国で最大の４１．２％と推計しています。

また、本県の６５歳以上の人口が占める２０４５年の高齢化率は全国で最も高い５０．１％で、

０～１４歳の年少人口の割合は全国最低の７．４％と推計され、本県の人口減少と少子高齢化が、
今後、一層進むものと予想されています。

令和２年度の本県の経済規模を示す県内総生産は、名目で３兆５，３０５億円、物価変動の
影響を除いた実質では３兆４，７３６億円となっています。

県内総生産を経済活動の種類別にみると、令和元年度と比較し、農業、運輸・郵送業、宿泊・飲食
サービス業などで減少した一方、製造業や建設業などでは増加しており、全体で第１次、第３次産業で
は減少したものの、第２次産業は増加しています。

※資料 ： 「令和２年度秋田県県民経済計算」（秋田県）

【県内総生産の産業別構成比】

10.4% 9.7% 9.0% 8.5% 8.0% 7.7% 7.4%

55.8% 52.5% 50.2% 48.5% 47.1% 44.8% 42.5%

33.8%
37.9%

40.8%
43.0%

44.9%
47.5%

50.1%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

H27年

(2015)

R2年

(2020)

R7年

(2025)

R12年

(2030)

R17年

(2035)

R22年

(2040)

R27年

(2045)

秋田県の人口推移（推計）

15歳未満 15～64歳 65歳以上

※資料 ： 「日本の地域別将来推計人口（平成30年3月推計）」（国立社会保障・人口問題研究所）

（千人）

1,023 956
885 814

602673
744

率（％）

-2.1

-2.8

-5.8

-4.6

-3.5

-4.1

-6.6

-6.3

区　　分 令和元年度 令和２年度
対前年度比較

金額

秋
田
県

県内総生産（名目） 36,073 （億円） 35,305 （億円） -768 （億円）

県内総生産（実質） 35,744 （億円） 34,736 （億円） -1,008 （億円）

県 民 所 得 26,317 （億円） 24,782 （億円） -1,535 （億円）

1人当たり
県民所得

2,707 （千円） 2,583 （千円）

全
　
国

国内総生産（名目） 5,568,363 （億円） 5,375,615 （億円） -192,748 （億円）

国内総生産（実質）

1人当たり
国民所得

5,501,310 （億円） 5,273,884 （億円） -227,426 （億円）

3,177 （千円） 2,976 （千円） -201 （千円）

-124 （千円）

国 民 所 得 4,020,267 （億円） 3,753,887 （億円） -266,380 （億円）
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※出典 ： 「令和２年度秋田県県民経済計算」（秋田県）
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３　　面　　　積

　　◆秋田県市町村区域図

県内市町村数：２５市町村　（１３市９町３村）
　人口資料：調査統計課HP「秋田県の人口と世帯（月報）」(R5.4)より
　面積資料： 国土地理院HP「全国都道府県市区町村別面積調」(R5.1)」より

秋田市

男鹿市

大潟村

秋田市

潟上市

大仙市

人口 2,536人
面積 203.69Km2

横手市

にかほ市

17.10.1  にかほ市

（にかほし）

旧（仁賀保町、金浦町、

象潟町）

人口 22,316人
面積 241.13Km2

美郷町

16.11.1 美郷町

（みさとちょう）

旧（六郷町、千畑町、仙南村）

人口 17,603人
面積 168.32Km2

由利本荘市

湯沢市

17.3.22 大仙市

（だいせんし）

旧（大曲市、神岡町、西仙北町、

中仙町、協和町、南外村、

仙北町、太田町）

人口 74,002人
面積 866.79Km2

17.3.22 湯沢市（ゆざわし）

旧（湯沢市、稲川町、雄勝町、

皆瀬村）

人口 39,676人
面積 790.91Km2

大館市

小坂町

仙北市
17.9.20  仙北市（せんぼくし）

旧（角館町、田沢湖町、西木村）

人口 23,004人

面積 1,093.56Km2

18.3.21  能代市（のしろし）

旧（能代市、二ツ井町）

人口 47,356人
面積 426.95Km2

18.3.27  八峰町（はっぽうちょう）

旧（八森町、峰浜村）

人口 6,101人
面積 234.14Km2

大潟村

男鹿市

北秋田市

17.3.22 男鹿市（おがし）

旧（男鹿市、若美町）
人口 23,293人
面積 241.09Km2

17.3.22 北秋田市

（きたあきたし）

旧（鷹巣町、森吉町、

阿仁町、合川町）

人口 28,212人
面積 1,152.76Km2

三種町

能代市

八峰町

人口 27,290人
面積 707.52Km2

人口 1,866人
面積 256.72Km2

人口 2,658人
面積 282.13Km2

小坂町

人口 4,514人

面積 201.70Km2

八郎潟町

人口 5,290人

面積 17.00Km2

井川町

人口 4,316人
面積 47.95Km2

大潟村

人口 2,814人

面積 170.11Km2

人口 12,947人
面積 230.78Km2

秋田市

大仙市

潟上市

五城目町

人口 7,962人

面積 214.92Km2

17.6.20 大館市（おおだてし）

旧（大館市、比内町、

田代町）

人口 66,090人
面積 913.22Km2

18.3.20  三種町（みたねちょう）

旧（琴丘町、山本町、八竜町）

人口 14,232人
面積 247.98Km2

17.10.1 横手市（よこてし）
旧（横手市、増田町、平鹿町、雄物川町、

大森町、十文字町、山内村、大雄村）
人口 81,221人
面積 692.80Km2

17.3.22 潟上市（かたがみし）

旧（昭和町、飯田川町、

天王町）

人口 31,080人
面積 97.72Km2

17.3.22 由利本荘市

（ゆりほんじょうし）

旧（本荘市、矢島町、岩城町、

由利町、西目町、鳥海町、

東由利町、大内町）

人口 71,751 人
面積 1,209.59Km2

17.1.11 秋田市（あきたし）

旧 （秋田市、河辺町、

雄和町）

人口 300,257人
面積 906.07Km2

藤里町

鹿角市

上小阿仁村

五城目町

羽後町

東成瀬村

井川町

本県の総面積は約１１，６３７．５ｋ㎡、全国第６位で、東京都、埼玉県、千葉県の合計を上回ります。
また、比較的大きかった各市町村の面積規模が、市町村合併によりさらに大きくなり、由利本荘市と北秋田市の

合計だけで東京都や沖縄県を上回り、神奈川県にほぼ等しい面積になります。
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第　２　章　　　総　　　　　　　括

１　　建設部の組織図

◎本　　　　　庁

      ◎建設部地方機関

◎地域振興局

第 1 節 組 織 ・ 機 構

企画監理班 企画監理班
企画･建設課 企画 ･建 設課

河川・道路建設班 河川・道路建設班

道路保全班 道路保全班
保全･環境課 保全 ･環 境課

河川保全班 河川保全班
鹿角 地 域 由 利 地 域

建設部長 次　長 建設部長 次　長
振 興 局 砂子沢ダム管理事務所 振 興 局 大内ダム管理事務所

用 地 課 用地・管理班 用 地 課 用地・管理班

（建築指導班） （建築指導班）
（ 建 築 課 ） （ 建 築 課 ）

（住宅・営繕班） （住宅・営繕班）

企画監理班
企画･建設課 道路建設班 企画監理班

河川砂防班 企画 ･建 設課 道路建設班
河川砂防班

道路保全班
保全･環境課 道路保全班

河川保全班 保全 ･環 境課
河川保全班

萩形ダム管理事務所 地域整備班
北秋 田 地

建設部長 次　長 森吉ダム管理事務所 仙 北 地 域
域振 興 局 建設部長 次　長 鎧畑ダム管理事務所

早口ダム管理事務所 振 興 局
協和ダム管理事務所

山瀬ダム管理事務所
用 地 課 用地・管理班

用 地 課 用地・管理班
建築指導班

建築指導班 建 築 課
建 築 課 住宅・営繕班

住宅・営繕班

企画監理班 企画監理班
企画･建設課 企画 ･建 設課

河川・道路建設班 河川・道路建設班

道路保全班 道路保全班
保全 ･環 境課

保全･環境課 河川保全班 河川保全班
平 鹿 地 域

地域整備班 建設部長 次　長
山本 地 域 振 興 局 大松川ダム管理事務所

建設部長 次　長
振 興 局 素波里ダム管理事務所

用 地 課 用地・管理班
水沢ダム管理事務所

（建築指導班）
用 地 課 用地・管理班 （ 建 築 課 ）

（住宅・営繕班）
（建築指導班）

（ 建 築 課 ）
（住宅・営繕班）

企画監理班
企画 ･建 設課

河川・道路建設班
企画監理班

企画･建設課 道路建設班 道路保全班
保全 ･環 境課

河川砂防班 河川保全班
道路保全班 雄 勝 地 域 地域整備班

建設部長 次　長
保全･環境課 河川保全班 振 興 局

皆瀬・板戸ダム管理事務所
次　長 地域整備班

用 地 課 用地・管理班
旭川ダム管理事務所

秋田 地 域
建設部長 岩見ダム管理事務所 （建築指導班）

振 興 局 （ 建 築 課 ）
（住宅・営繕班）

管理班
用 地 課

用地班
次長(兼)
建築課長 建築指導班

建 築 課
住宅・営繕班

建
設
部
長

建設技監

総務班
（技　術）（技　術）（技　術）

秋 田 空 港 管 理 事 務 所 基本施設班
調整・建築チーム 保安施設班

営 繕 課 長
設備チーム

総務班
大館能代空港管理事務所

施設班

次 長
建築指導チーム

調整・住宅政策チーム
能 代 港 湾 事 務 所 管理班

建 築 住 宅 課 長 公共住宅チーム

管理班
（技　術）（技　術）（技　術） 調整・クルーズ・空港チーム 秋 田 港 湾 事 務 所

港 湾 空 港 課 長 工務班
港湾チーム

政 策 監
船 川 港 湾 事 務 所 管理班

流 域 防 災 監 砂防・防災チーム

次 長

（技　術）
調整・企画管理チーム

河 川 砂 防 課 長 河川・ダム・海岸チーム

道 路 課 長 道路建設チーム
政 策 監 道路環境・維持チーム

次 長

（事　務） 政 策 監 流域設備チーム

調整・企画管理チーム

下水道マネジメン 経理チーム
次 長 推 進 課 長 流域土木チーム

建設産業
振興統括監

調整・都市計画チーム
都 市 計 画 課 長

都市整備チーム

調整・広域・共同推進チーム

用地チーム

調整・建設マネジメントチーム
技 術 管 理 課 長

積算管理・建設ＤＸチーム
技 術 管 理 監

総務チーム
経理チーム

建 設 政 策 課 長 企画・建設産業振興チーム
政 策 監 建設業チーム
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２　　建設部及び地域振興局建設部職員数

土木 建築 機械 電気 林業
農業
土木

小計 事務 土木 建築 現業 土木 建築

建設部 1 5 5 6 1 1

建設政策課 25 5 5 30 2 2

技術管理課 7 1 1 3 12 12

都市計画課 1 8 1 9 10

下水道マネジメント推進課 4 11 6 5 1 23 27

道路課 2 17 17 19

河川砂防課 1 17 17 18

港湾空港課 3 10 1 11 14

建築住宅課 1 13 13 14

営繕課 8 3 2 13 13

本　　庁　　計 38 80 23 9 8 1 4 125 163 2 1 3

秋田港湾事務所 7 6 6 13 2 2

船川港湾事務所 2 1 1 3

能代港湾事務所 3 5 5 8

秋田空港管理事務所 7 5 5 10 1 18

大館能代空港管理事務所 6 4 3 7 1 14

地 方 事 務 所 計 25 21 8 29 2 56 2 2

63 101 23 9 16 1 4 154 2 219 4 1 5

鹿角地域振興局建設部 5 23 23 3 31

北秋田地域振興局建設部 6 43 11 54 7 67 2 1 3

山本地域振興局建設部 6 25 25 4 35 2 1 3

秋田地域振興局建設部 10 45 10 2 1 58 7 75 2 2 4 8

由利地域振興局建設部 7 25 25 3 35 1 2 3

仙北地域振興局建設部 6 31 12 43 3 52 2 2 4

平鹿地域振興局建設部 5 23 23 3 31 1 2 3

雄勝地域振興局建設部 5 26 26 4 35 1 2 1 4

50 241 33 2 1 277 34 361 5 12 8 3 28

113 342 56 11 17 1 4 431 36 580 9 13 8 3 33

23 2 3 28 28 1 1 2

113 365 58 14 17 1 4 459 36 608 9 14 9 3 35

※ 再任用職員及び任期付職員数は外数で表示

地域振興局建設部　合計

合　　　　　　計

部外配属　計

総　　　　計

所　　属　　名　

建

設

部

地
 
域
 
振
 
興
 
局

R5.4.1現在

技　　術　　職　　員 再任用職員 任期付職員

建設部　合計

事
務
職
員

現
業
職
員

合計 計
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３　　建設部事務分掌

本　　庁

・人事、予算及び経理に関すること。
・主要施策の企画及び調整並びに広報に関すること。

・建設業の許可及び監督に関すること。
・建設工事の入札・契約制度に関すること。

・建設産業の振興及び担い手確保に関すること。

・公共用地の取得に伴う損失補償の基準に関すること。

・土地利用に関すること。

・土地収用及び収用委員会に関すること。
・国土交通省所管公共用財産に関すること。

建 設 政 策 課

・公共工事等の建設技術に係わる企画、調整及び指導に関すること。
・建設技術の向上及び研修に関すること。
・公共工事等の設計積算・品質確保に関すること。
・公共工事等のＤＸ化の推進に関すること。
・建設工事における建設副産物の再資源化に関すること。

技 術 管 理 課

・都市政策に関すること。
・都市計画（土地利用、都市施設等）の決定に関すること。
・街路事業・土地区画整理事業等の認可・指導に関すること。
・街路・都市公園の改築等に関すること。
・屋外広告物、景観施策に関すること。
・盛土規制に関すること。

都 市 計 画 課

・生活排水処理に関する調査、企画及び広域化・共同化に関すること。
・公共下水道の計画、実施業務指導、生活排水処理構想に関すること。
・流域別下水道整備総合計画の策定及び流域下水道の建設維持管理に関すること。
・農業集落排水及び合併処理浄化槽の整備に関すること。
・下水道事業会計に関すること

下水道マネジメント推進課

・道路に関する調査、企画及び調整に関すること。
・道路の新設及び改築に関すること。
・高速道路の整備促進に関すること。
・道路の維持及び修繕に関すること。
・路線の認定、廃止及び変更に関すること。
・市町村道事業の指導に関すること。
・交通安全施設整備に関すること。
・除雪、消融雪施設及び雪寒道路整備に関すること。

道 路 課
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地　　方

・河川、ダム、海岸、砂防、急傾斜地及び地すべり地域の管理、調査、企画、調整に関すること。
・河川事業及び砂防事業の計画及び実施に関すること。
・土木災害対策の総合調整及び災害復旧工事の総括に関すること。

河 川 砂 防 課

・公有水面の埋め立てに関すること。
・秋田空港及び大館能代空港に関すること。
・港湾・海岸の計画、調査に関すること。
・港湾・海岸事業の実施に関すること。
・クルーズ船の受入環境整備に関すること。

港 湾 空 港 課

・住宅政策に関すること。
・公営住宅計画、建設に関すること。
・公営住宅の管理指導に関すること。
・建築基準法他、宅地・建物に係る関係法令の指導に関すること。

建 築 住 宅 課

・営繕工事の設計・積算基準に関すること。
・県有建築物（知事部局所管、教育庁所管）の調査、設計及び監督等に関すること。

営 繕 課

・用地の取得、物件移転、補償及び登記に関すること。
・都市計画及び都市計画事業に関すること。
・道路、河川、海岸、砂防、都市計画施設、住宅及び営繕等に係る工事の設計、

契約、施工、監督及び検査に関すること。
・道路、河川、海岸、砂防指定地、都市計画施設及び県営住宅並びに国有及び

県有土地の維持管理に関すること。
・宅地造成等の規制に関すること。
・砂利採取及び砕石に関すること。
・水防及び災害復旧事業に関すること。
・ダムの施設改良及び維持管理に関すること。

地 域 振 興 局 建 設 部

・港湾施設の建設及び管理に関すること。

・空港の管理に関すること。

港 湾 事 務 所

空 港 管 理 事 務 所
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１　「新秋田元気創造プラン」について

（１）　プラン策定の趣旨

　　　
（２）　プランの推進期間

（３）　プランの構成

　　　

第 ２ 節 施 策 ・ 予 算

令和４年度からの４年間の県政運営指針として、時代の潮流やこれまでの成果と課題を踏まえつつ、新たな視

点を加えながら、本県の更なる発展に向けて実施すべき重点的な施策を取りまとめた「新秋田元気創造プラン」

を策定しました。

プランの推進期間は、令和４年度から令和７年度までの４年間とします。

「概ね１０年後の姿」の実現に向けて、４年間で “四つの元気” を創造します。

施策の推進に当たって【第７章】
多様な主体との
役割分担と協働

政策評価制度
による進行管理 行政改革の推進県民の意見の反映

防災減災・交通基盤

生活環境

自然環境

新型コロナウイルス

感染症への対応

【第６章】

検査・医療提供
体制等の確保

県内経済の
下支え

選択・集中プロジェクト【第３章】

強靱化
（レジリエンス）

多様性
（ダイバーシティ）

持続可能性
（サステナビリティ）

存在感
（プレゼンス）

秋田の目指す将来の姿【第２章】

最重要課題

人口減少問題の克服

時代の潮流と本県の現状【第１章】

【プロジェクト３】

デジタル化の推進

【プロジェクト１】

賃金水準の向上【プロジェクト２】

カーボンニュートラル

への挑戦

重点戦略
【第４章】
時代の潮流や社会
経済情勢の変化に
対応するために重
点的に取り組むべ
き政策

戦略２ 農林水産戦略

戦略５ 健康・医療・福祉戦略 戦略６ 教育・人づくり戦略

戦略１ 産業・雇用戦略

戦略３ 観光・交流戦略

基本政策
【第５章】
時代の潮流や社会
経済情勢の変化を
踏まえつつ、着実
かつ継続的に取り
組むべき政策

戦略４ 未来創造・地域社会戦略

重点戦略に基づく取組のうち、特
に注力すべきものとして行政資源
を効果的・効率的に投入するもの
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「～大変革の時代～　新秋田元気創造プラン」政策・施策体系一覧
青字：建設部に関連した方向性

政
策
分

1 経営資源の融合と事業承継の促進
2 デジタル技術の活用の促進
3 産学官連携による研究開発の推進
4 地域経済を牽引する県内企業の育成
5 アジア等との貿易の促進
6 産業人材の確保・育成
7 起業の促進と小規模企業の振興
1 輸送機関連産業の振興
2 新エネルギー関連産業の振興
3 情報関連産業の振興
4 医療福祉・ヘルスケア関連産業の振興
1 食品製造業の振興　※戦略３に再掲
2 伝統的工芸品等産業の振興
3 商業・サービス業の振興
4 建設産業の振興
5 環境・リサイクル産業の振興
1 企業立地等の促進
2 港湾施設の整備
1 経営力の高い担い手と新規就農者の確保・育成
2 持続可能で効率的な生産体制づくり
3 マーケットに対応した複合型生産構造への転換
4 戦略的な米生産と水田のフル活用の推進
5 農産物のブランド化と流通・販売体制の整備
1 次代を担う人材の確保・育成
2 再造林の促進
3 木材の生産・流通体制の整備と利用の促進
4 森林の有する多面的機能の発揮の促進
1 次代を担う人材の確保・育成
2 つくり育てる漁業の推進
3 漁業生産の安定化と水産物のブランド化
4 漁港・漁場の整備
1 中山間地域における特色ある農業の振興
2 地域資源を生かした多様な農村ビジネスの促進
3 新たな兼業スタイルによる定住の促進
4 多面的機能を有する里地里山の保全
1 自立した稼ぐ観光エリアの形成
2 ターゲットの的確な把握と効果的な誘客プロモーションの展開

3 時代の変化を捉えた秋田ならではのツーリズムの推進
4 旅行客の多様なニーズに応じた受入態勢の整備
5 戦略的なインバウンド誘客の推進

1
消費者ニーズを捉えたオリジナル商品の開発と秋田の
「食」のブランド化

2 食品製造業の振興
3 多様な流通チャネルを活用した県産食品の販売の促進
4 秋田の「食」の魅力の発信と誘客への活用

1
あきた芸術劇場を核とした文化芸術の発信とにぎわいづ
くり

2 文化芸術活動の促進と次代を担う人材の確保・育成
3 文化芸術を通じた交流人口・関係人口の拡大
1 ライフステージに応じた多様なスポーツ活動の促進
2 スポーツを通じた地域づくりと交流人口・関係人口の拡大

3 全国・世界で活躍できるアスリートの発掘と育成・強化
4 スポーツ活動を支える人材の育成と環境の整備
1 幹線鉄道の整備の促進とフェリー航路の維持・拡充
2 航空路線の維持・拡充
3 利便性の高い地域公共交通網の形成
4 第三セクター鉄道の持続的な運行と観光利用の促進
5 高速道路等の整備

戦略名 目指す姿名 施策の方向性

重
点
戦
略

1
産業・雇用
戦略

1
産業構造の変化に対応した県内産業の競争力の強
化

3
観光・交流
戦略

1

2
農林水産
戦略

1 農業の食料供給力の強化

5
国内外との交流と住民の暮らしを支える交通ネッ
トワークの構築

2 「美酒・美食のあきた」の創造

3 文化芸術の力による魅力ある地域の創生

4 活気あふれる「スポーツ立県あきた」の実現

4 農山漁村の活性化

2 林業・木材産業の成長産業化

3 水産業の持続的な発展

「何度でも訪れたくなるあきた」の創出

2 地域資源を生かした成長産業の発展

3 歴史と風土に培われた地域産業の活性化

4 産業振興を支える投資の拡大
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政
策
分

戦略名 目指す姿名 施策の方向性

1 首都圏等からの移住の促進
2 人材誘致の推進と関係人口の拡大
3 若者の県内定着・回帰の促進
1 結婚・出産・子育てを前向きに捉える気運の醸成
2 出会い・結婚への支援
3 安心して出産できる環境づくり
4 安心して子育てできる体制の充実
1 男女共同参画の推進
2 あらゆる分野における女性の活躍の推進
3 若者のチャレンジへの支援
1 優しさと多様性に満ちた秋田づくり
2 地域住民が主体となった地域コミュニティづくり
3 多様な主体による協働の推進
4 持続可能でコンパクトなまちづくり
1 脱炭素化に向けた県民運動の推進
2 持続可能な資源循環の仕組みづくり
1 デジタル・ガバメントの推進
2 県・市町村間の協働の推進
1 健康づくり県民運動の推進
2 生活習慣の改善に向けた意識改革と行動変容の促進
3 特定健診・がん検診の受診の促進
4 高齢者の健康維持と生きがいづくり
1 医療を支える人材の育成・確保
2 地域医療の提供体制の整備
3 総合的ながん対策・循環器病対策の推進
4 広大な県土に対応した三次医療機能の整備
5 新興感染症等に対応できる医療提供体制の確保
1 介護・福祉人材の確保・育成と労働環境の改善の促進
2 介護・福祉基盤の整備
3 医療・介護・福祉の連携の促進
4 高齢者の自立支援と介護予防・重度化防止の推進
5 認知症の人と家族を地域で支える体制づくり
6 障害者の地域生活と社会参加に向けた環境づくり
1 包括的な相談支援体制の整備
2 総合的な自殺予防対策の推進
3 児童虐待防止対策と里親委託の推進
4 子どもの貧困対策の推進と生活困窮者の自立に向けた支援

5 ひきこもり状態にある人を支える体制づくり
6 多様な困難を抱える人への支援
1 地域に根ざしたキャリア教育の推進
2 社会の変化とニーズに応じた専門教育の推進
1 新たな時代に対応した「秋田の探究型授業」の推進
2 一人ひとりの教育的ニーズに応じた特別支援教育の推進
3 学びに向かう力を育む就学前教育・保育の推進
4 魅力的で良質な教育環境づくり
5 学校・家庭・地域の連携・協働の推進
1 グローバル化に対応した英語教育の推進
2 多様な国際教育の推進
3 県民の国際理解の促進と多文化共生の推進
1 規範意識と自他を尊重する心を育む教育の推進
2 インクルーシブ教育システムの推進
3 学校における体育活動の充実と健康教育の推進
1 多様な資源を活用した教育・研究・社会貢献活動の促進
2 次代を担う学生の確保と人材育成への支援
1 多様な学びの場づくり

2
良質な文化芸術に親しむ機会の充実と文化遺産の保存・
活用

6

5
健康・医
療・
福祉戦略

4
未来創造・
地域社会
戦略

2 安心で質の高い医療の提供

1 新たな人の流れの創出

3 女性・若者が活躍できる社会の実現

教育・
人づくり
戦略

5
地域社会の活性化と産業振興に資する高等教育機
関の機能の強化

6 生涯にわたり学び続けられる環境の構築

2 確かな学力の育成

3 グローバル社会で活躍できる人材の育成

1 秋田の将来を支える高い志にあふれる人材の育成

2 結婚・出産・子育ての希望がかなう社会の実現

4 豊かな心と健やかな体の育成

3 高齢者と障害者の暮らしを支える体制の強化

4
誰もが安全・安心を実感できる地域共生社会の実
現

5 脱炭素の実現を目指す地域社会の形成

1

重
点
戦
略

健康寿命日本一の実現

4 変革する時代に対応した地域社会の構築

6 行政サービスの向上
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政
策
分

戦略名 目指す姿名 施策の方向性

1 災害に対応できる道路、鉄道等の交通基盤の整備
2 大規模地震に備えた耐震化の推進
3 頻発化・激甚化する水災害に備えた流域治水対策の推進
4 県民の生命と財産を守る安全な地域づくり
5 インフラ施設の長寿命化の推進
6 地域における防災活動の促進
1 高速道路等の整備
2 港湾施設の整備
1 防犯意識の向上と防犯活動の促進
2 犯罪被害者等への支援
3 「人優先」を基本とした交通安全対策の推進
4 総合的な雪対策の推進
5 自立した消費者の育成と消費者被害の防止
1 食品の安全の確保と水道事業の基盤強化への支援
2 生活衛生営業者への支援
3 人と動物が共生する地域づくり
4 空き家対策の推進
5 情報通信インフラ等の整備の促進
1 安全・安心を支える生活道路の整備
2 良好な生活排水処理基盤の整備
3 安らぎと潤いのある空間づくり
1 大気、水、土壌等の環境保全対策の推進
2 八郎湖・十和田湖・田沢湖の水質保全対策の推進
1 生物の多様性の確保と自然公園等の適正な管理
2 野生鳥獣の適正な保護管理と被害対策の推進

プランを推進する個別計画

基
本
政
策

基本政策

重点戦略

秋田県生活排水処理構想（第４期構想）

インフラ長寿命化計画（橋梁、河川・砂防、港湾施設 等）

秋田港港湾計画

秋田県道路整備計画

秋田県住生活基本計画

県管理河川減災計画取組方針（県内８地域別）

河川整備計画（圏域別）

秋田県耐震改修促進計画（第３期計画）

秋田沿岸海岸保全基本計画

秋田県国土利用計画（第五次計画）

秋田県住生活基本計画　※再掲

インフラ長寿命化計画（橋梁、河川・砂防、港湾施設 等）※再掲

秋田県生活排水処理構想（第４期構想）※再掲

2 豊かな自然の保全

1

7
防災減災・
交通基盤

1 強靭な県土の実現と防災力の強化

8 生活環境

1 犯罪・事故のない地域の実現

9 自然環境
良好な環境の保全

2 快適で暮らしやすい生活の実現

3 安らげる生活基盤の創出

2 交流を支える交通基盤の強化
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（４）　建設部関係の主な施策・取組

戦略毎の取組

○ 戦略１　産業・雇用戦略

目指す姿３　歴史と風土に培われた地域産業の活性化

施策の方向性④　建設産業の振興

(1) 女性技術者や若手技術者等の確保・育成に向けた高校生・大学生等と企業のマッチング

への支援

(2) 建設産業で働く魅力の発信によるイメージアップの推進

(3) 経営改善や合併等により経営基盤の強化を図る県内企業への支援

(4) 効率性や安全性の向上等に向けたＩＣＴの活用等の促進

目指す姿４　産業振興を支える投資の拡大

施策の方向性②　港湾施設の整備

(1) 洋上風力発電の拠点の形成に向けたふ頭用地等の整備
(2) 環日本海交流の拠点となる港湾の機能強化

○ 戦略３　観光・交流戦略

目指す姿１　「何度でも訪れたくなるあきた」の創出

施策の方向性④　旅行客の多様なニーズに応じた受入態勢の整備

(1) 旅行者の安全・安心な旅を支える受入態勢づくりへの支援

施策の方向性⑤　戦略的なインバウンド誘客の推進
(2) クルーズ船の誘致の推進
(3) 多言語表記などインバウンド回復に備えた受入態勢の整備への支援

目指す姿５　国内外との交流と住民の暮らしを支える交通ネットワークの構築
施策の方向性② 航空路線の維持・拡充

(4) 空港利用促進協議会等との連携による秋田空港・大館能代空港の受入態勢の整備

施策の方向性⑤　高速道路等の整備
(1) 交流の拡大や経済の活性化、グリーン物流等を支える高速道路網の整備
(2) 高速道路を補完して広域交流を支える幹線道路網の整備
(3) 物流・交流拠点へのアクセス道路の整備
(4) 誰にでも分かりやすい道路案内標識の整備

○ 戦略４　未来創造・地域社会戦略
目指す姿１　新たな人の流れの創出
施策の方向性①　首都圏等からの移住の促進

(4) 移住世帯に対する快適な居住環境づくりへの支援

目指す姿２　結婚・出産・子育ての希望がかなう社会の実現
施策の方向性④　安心して子育てできる体制の充実

(8) 子育て世帯に対する快適な居住環境づくりへの支援

目指す姿４　変革する時代に対応した地域社会の構築
施策の方向性④　持続可能でコンパクトなまちづくり

(1) 市町村による立地適正化計画の策定への支援
(2) まちづくりを担う人材の育成
(3) 都市内交通の円滑化に向けた街路等の整備や中心市街地の活性化に向けた

市街地再開発への支援

目指す姿５　脱炭素の実現を目指す地域社会の形成
施策の方向性①　脱炭素化に向けた県民運動の推進

(6) 住宅の断熱性能の向上への支援

施策の方向性②　持続可能な資源循環の仕組みづくり
(4) 秋田臨海処理センターにおける下水汚泥の資源化や再生可能エネルギーの導入

による地域循環共生圏の構築

目指す姿６　行政サービスの向上
施策の方向性②　県・市町村間の協働の推進

(3) 生活排水処理施設の集約・再編や汚泥処理の広域化・共同化の推進
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基本政策の取組
                                                                                 
○ 基本政策１　防災減災・交通基盤

目指す姿１　強靭な県土の実現と防災力の強化

施策の方向性①　災害に対応できる道路、鉄道等の交通基盤の整備

(1) 防災拠点等へのアクセスを担う緊急輸送道路の整備
(2) 雪崩や吹雪、落石等への対策の推進
(3) 緊急輸送道路や市街地等における無電柱化の推進
(4) 港湾施設の的確な機能確保

施策の方向性②　大規模地震に備えた耐震化の推進
(1) 橋梁の耐震化の推進
(2) 下水道施設の耐震化の推進
(3) 住宅・建築物の耐震診断・耐震改修の促進

施策の方向性③　頻発化・激甚化する水災害に備えた流域治水対策の推進
(1) 洪水被害が頻発している河川の整備等の推進
(2) 住民の避難行動を促すための河川情報提供体制の強化
(3) 国直轄河川の治水対策の促進
(4) 国直轄ダムの整備の促進
(5) 県管理ダムの適切な維持・運用
(6) 下水道施設の耐水化の推進

施策の方向性④　県民の生命と財産を守る安全な地域づくり
(1) 総合的な土砂災害対策・火山噴火減災対策の推進
(2) 海岸における津波対策・侵食対策の推進
(3) 港湾における津波防災・減災対策の推進
(4) 災害時の復旧活動を支える道の駅の防災機能の強化

施策の方向性⑤　インフラ施設の長寿命化の推進
(1) 道路、河川、港湾、公園等の施設の計画的な修繕・更新等の実施
(2) 下水道施設のストックマネジメント計画に基づく計画的な修繕・更新の実施

目指す姿２　交流を支える交通基盤の強化
施策の方向性①　高速道路等の整備

(1) 交流の拡大や経済の活性化、グリーン物流等を支える高速道路網の整備
(2) 高速道路を補完して広域交流を支える幹線道路網の整備
(3) 物流・交流拠点へのアクセス道路の整備
(4) 誰にでも分かりやすい道路案内標識の整備

施策の方向性②　港湾施設の整備
(1) 洋上風力発電の拠点の形成に向けたふ頭用地等の整備
(2) 環日本海交流の拠点となる港湾の機能強化

○ 基本政策２　生活環境
目指す姿３　安らげる生活基盤の創出
施策の方向性①　安全・安心を支える生活道路の整備

(1) 地域生活に直結する道路の整備
(2) 歩道、防護柵等の交通安全施設の整備
(3) 道路除排雪の実施と消融雪施設の整備・管理
(4) 都市内交通の円滑化に向けた街路等の整備

施策の方向性②　良好な生活排水処理基盤の整備
(1) 流域下水道・公共下水道、農業集落排水施設等の整備
(2) 生活排水処理施設の集約・再編や汚泥処理の広域化・共同化の推進

施策の方向性③　安らぎと潤いのある空間づくり
(1) 都市公園の整備
(2) 特色あるまち並みの創出に向けた取組への支援
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２　令和５年度建設部重点事項

重点戦略
戦略１　産業・雇用戦略

目指す姿３　歴史と風土に培われた地域産業の活性化

施策の方向性④　建設産業の振興

１

２ 効率性や安全性の向上等に向けたＩＣＴの活用等の促進

目指す姿４　産業振興を支える投資の拡大

施策の方向性②　港湾施設の整備

１

２ 環日本海交流の拠点となる港湾の機能強化

戦略３　観光・交流戦略

目指す姿１　「何度でも訪れたくなるあきた」の創出

施策の方向性⑤　戦略的なインバウンド誘客の推進

１ クルーズ船の誘致の推進

目指す姿５　国内外との交流と住民の暮らしを支える交通ネットワークの構築

施策の方向性②　航空路線の維持・拡充

１ 秋田空港・大館能代空港の受入態勢の整備

施策の方向性⑤　高速道路等の整備

１ 日沿道、東北中央道の整備促進

２ 高速道路を補完して広域交流を支える幹線道路網の整備

３ 物流・交流拠点へのアクセス道路の整備

戦略４　未来創造・地域社会戦略

目指す姿１　新たな人の流れの創出

施策の方向性①　首都圏等からの移住の促進

１ 移住・定住世帯に対する住宅リフォームへの支援

目指す姿２　結婚・出産・子育ての希望がかなう社会の実現

施策の方向性④　安心して子育てできる体制の充実

１ 子育て世帯に対する住宅リフォームへの支援

目指す姿４　変革する時代に対応した地域社会の構築

施策の方向性④　持続可能でコンパクトなまちづくり

１

２

建設産業の人材確保に加え、業界全体のイメージアッ
プ、各企業の経営基盤強化などの総合的な支援

立地適正化計画策定に向けた支援やまちづくりを担う人
材育成

街路整備と中心市街地の活性化に向けた市街地再開発へ
の支援

1,057,030 都市計画課

建築住宅課

重点施策 当初予算額(千円) 所管課

208,000 建築住宅課

重点施策 当初予算額(千円) 所管課

14,682 都市計画課

2,903,115 道路課

4,862,655 道路課

重点施策 当初予算額(千円) 所管課

54,094 建築住宅課

重点施策 当初予算額(千円) 所管課

49,431 港湾空港課

重点施策 当初予算額(千円) 所管課

2,238,200 道路課

洋上風力発電の拠点の形成に向けたふ頭用地等の整備 4,906,152 港湾空港課

1,157,000 港湾空港課

重点施策 当初予算額(千円) 所管課

111,720 港湾空港課

「新秋田元気創造プラン」の推進

重点施策 当初予算額(千円) 所管課
28,074 建設政策課

35,000 技術管理課

重点施策 当初予算額(千円) 所管課
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目指す姿５　脱炭素の実現を目指す地域社会の形成

施策の方向性①　脱炭素化に向けた県民運動の推進

１ 住宅の断熱・省エネ性能向上への支援

施策の方向性②　持続可能な資源循環の仕組みづくり

１

目指す姿６　行政サービスの向上

施策の方向性②　県・市町村間の協働の推進

１

基本政策

基本政策１　防災減災・交通基盤

目指す姿１　強靱な県土の実現と防災力の強化

施策の方向性①　災害に対応できる道路、鉄道等の交通基盤の整備

１ 防災拠点等へのアクセスを担う緊急輸送道路等の整備

２ 雪崩や吹雪、落石等への対策の推進

３ 緊急輸送道路や市街地等における無電柱化の推進

４ 港湾施設の的確な機能確保

施策の方向性②　大規模地震に備えた耐震化の推進

１ 橋梁や下水道、住宅・建築物における耐震化の推進

施策の方向性③　頻発化・激甚化する水災害に備えた流域治水対策の推進

１ 浸水被害防止のための河川改修の推進

２ 国直轄河川の治水対策やダムの整備促進

３ 県管理ダムの適切な維持・運用

４ 下水道施設の耐水化の推進

施策の方向性④　県民の生命と財産を守る安全な地域づくり

１

施策の方向性⑤　インフラ施設の長寿命化の推進

１

秋田臨海処理センターにおける再生可能エネルギー導入
に向けた取組の推進

生活排水処理施設の集約・再編や汚泥処理の広域化・共
同化の推進

道路、河川、港湾、公園施設等の計画的な修繕・更新等
の実施

都市計画課
下水道マネジ
メント推進課

道路課
港湾空港課
建築住宅課
営繕課

6,608,711 河川砂防課

449,300 河川砂防課

40,000 下水道マネジメント推進課

重点施策
公共施設等を保全する土砂災害対策や港湾における津波
対策、危険な盛土等の規制に向けた取組の推進

3,532,170 河川砂防課
港湾空港課
建築住宅課

重点施策 当初予算額(千円) 所管課
5,685,340

当初予算額(千円) 所管課

重点施策 当初予算額(千円) 所管課
737,924 下水道マネジ

メント推進課
道路課

建築住宅課
営繕課

重点施策 当初予算額(千円) 所管課
17,652,658 河川砂防課

7,752,730 道路課

2,473,000 道路課

161,700 道路課

356,600 港湾空港課

19,940 下水道マネジメント推進課

重点施策 当初予算額(千円) 所管課

757,428 下水道マネジメント推進課

重点施策 当初予算額(千円) 所管課

重点施策 当初予算額(千円) 所管課

48,000 建築住宅課

重点施策 当初予算額(千円) 所管課
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基本政策２　生活環境

目指す姿３　安らげる生活基盤の創出

施策の方向性①　安全・安心を支える生活道路の整備

１ 地域生活に直結する道路の整備

２ 歩道、防護柵等の交通安全施設の整備

３ 道路除排雪の実施と消融雪施設の整備・管理

施策の方向性②　良好な生活排水処理基盤の整備

１ 流域下水道・公共下水道、農業集落排水施設等の整備 395,463 下水道マネジメント推進課

2,453,038 道路課

1,149,800 道路課

6,768,900 道路課

重点施策 当初予算額(千円) 所管課

重点施策 当初予算額(千円) 所管課
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３　　令和５年度当初予算の概要

　　　 ◆県予算及び建設部予算の推移
単位：百万円、（　）内は県全体に対する構成比（％）

　　　 ◆令和５年度当初予算概況
（単位：千円、％）

Ｒ４当初 Ｒ５当初 増減額

① ② ②－①

73,155,273 75,937,455 2,782,182

公共事業(補助) 25,713,100 25,616,377 ▲ 96,723

公共事業(単独) 18,956,616 18,893,067 ▲ 63,549

公共災害復旧事業 4,641,936 8,047,669 3,405,733

国直轄事業負担金 13,216,844 12,584,378 ▲ 632,466

その他投資的経費 1,560,451 1,778,337 217,886

一般行政経費 9,066,326 9,017,627 ▲ 48,699

4,708,224 5,294,569 586,345

能代港ｴﾈﾙｷﾞｰ基地建設用
地整備事業 55,000 42,500 ▲ 12,500

港湾整備事業 4,653,224 5,252,069 598,845

11,427,096 11,951,554 524,458

下水道事業 11,427,096 11,951,554 524,458

89,290,593 93,183,578 3,892,985

588,640,000 582,543,000 ▲ 6,097,000

12.4% 13.0% －

　特別会計 112.5

区　　　分
増減比

②／①

　一般会計Ａ 103.8

99.6

99.7

173.4

95.2

114.0

99.5

77.3

112.9

　企業会計 104.6

104.6

　合　　計 104.4

　県全体（一般会計）Ｂ 99.0

　構成比（Ａ／Ｂ） －

75,009 

83,145 

76,917 

73,155 

75,937 

574,089 

579,414 

605,347 

588,640 

582,543 

令和元年度

令和２年度

令和３年度

令和４年度

令和５年度

県一般会計予算額 建設部一般会計予算額

(12.7%)

※令和３年度は
６月補正後の予算額

(13.0%)

(13.1%)

(14.3%)

(12.4%)
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当初予算額(千円) 合計に対する割合

2 総務費 796,173 1.0%

1 総務管理費 771,614 1.0%

2 企画費 24,559 0.0%

4 衛生費 103,399 0.1%

2 環境衛生費 103,399 0.1%

6 農林水産業費 234,850 0.3%

3 農地費 234,850 0.3%

8 土木費 65,891,153 86.8%

1 土木管理費 1,992,208 2.6%

2 道路橋りょう費 32,789,369 43.2%

3 河川海岸費 20,503,356 27.0%

4 港湾費 6,933,108 9.1%

5 都市計画費 2,731,251 3.6%

6 住宅費 941,861 1.2%

11 災害復旧費 8,911,880 11.7%

2 土木施設災害復旧費 8,911,880 11.7%

75,937,455 100.0%

※端数処理のため合計が合わない場合がある。

◆　令和５年度　建設部一般会計当初予算の内訳

款 項

合　　　　計

道路橋りょう費

327.9億円

(43.2%)

河川海岸費

205.0億円

(27.0%)

災害復旧費

89.1億円

(11.7%)

港湾費

69.3億円

(9.1%)

都市計画費

27.3億円

(3.6%)

土木管理費

19.9億円

(2.6%)

住宅費

9.4億円

(1.2%)

その他

11.3億円

(1.5%)

建設部
令和５年度

一般会計当初予算
759億3746万円
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◆　令和５年度　建設部一般会計公共事業の概況

①  「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策（令和４年度補正予算）」
 　の活用により、インフラ施設の強靱化、老朽化対策に重点的に取り組む

②　新秋田元気創造プランに掲げる「産業・雇用戦略」や「観光・交流戦略」などの
　 重点戦略の取組を着実に進めるとともに、県土の保全や住民の安全 ・ 安心を
   支える基本政策の取組をより一層推進

③　頻発化・激甚化する災害対応やインフラ施設の維持管理など、地域を支える
　 建設産業が中長期的な建設投資が見通せるよう、公共事業費を安定的に確保

（補助・交付金事業）
○県土の骨格となる道路ネットワークや防災・減災対策の推進のために必要な予算
　 を確保しています。

（県単独事業）
○県民生活に直結する日常的な道路の維持管理費や県民の生命・財産を守る緊急性
　 の高い河川改良等について必要な予算を確保しています。

◎補助・交付金事業費及び県単独事業費を合わせて、対前年比９９．６％となっていま
　 す。

（国直轄事業負担金）
○国が県内で実施する事業に関して、一定の率に基づき支払う負担金。
○国直轄事業である災害復旧事業の減少により、対前年比９５．２％となっています。

（災害復旧事業）
○自然災害により被災した公共土木施設を迅速・確実に原形復旧するための事業。
○災害履歴を踏まえた見込み額を計上しているが、過去の災害の後年度事業（過年災）
　 等の増加のため、対前年比１７３．４％となっています。

■　防災・減災、国土強靱化の取組をより一層強化・加速化させるとともに、計画的
　 　なインフラの維持管理や老朽化対策を優先しつつ、ストック効果を重視した戦略
　　 的な社会基盤整備を進め、県民の生活環境の向上と安全・安心の確保に努め
      ます。

概 況

事業種別毎の内容

（単位：百万円）
Ｒ４ Ｒ５ 増減 比率

補助・交付金事業 25,713 25,616 △ 97 99.6%
県単独事業 18,957 18,893 △ 64 99.7%

（小　計） 44,670 44,509 △ 160 99.6%
国直轄事業負担金 13,217 12,584 △ 632 95.2%
災害復旧事業 4,642 8,048 3,406 173.4%

合　計 62,528 65,141 2,613 104.2%
※端数処理のため合計が合わない場合がある。
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◆　令和５年度　建設部各課別公共事業費

【課所別】 （単位：千円）

課　名

事業別 事業費増減 比率

① ② ②-① ②／①

都市計画課 1,249,600 1,328,100 78,500 1.06

公共事業 1,249,600 1,328,100 78,500 1.06

うち補助事業 1,111,500 1,130,400 18,900 1.02

うち単独事業 138,100 197,700 59,600 1.43

下水道課 215,650 234,850 19,200 1.09

公共事業 215,650 234,850 19,200 1.09

うち補助事業 215,650 234,850 19,200 1.09

道路課 31,380,833 31,290,838 ▲ 89,995 1.00

公共事業 27,402,843 27,312,523 ▲ 90,320 1.00

うち補助事業 16,707,698 16,711,355 3,657 1.00

うち単独事業 10,695,145 10,601,168 ▲ 93,977 0.99

国直轄事業負担金 3,977,990 3,978,315 325 1.00

河川砂防課 25,401,207 27,653,213 2,252,006 1.09

公共事業 13,413,947 12,899,633 ▲ 514,314 0.96

うち補助事業 6,279,550 5,864,400 ▲ 415,150 0.93

うち単独事業 7,134,397 7,035,233 ▲ 99,164 0.99

公共関連災害復旧事業 4,591,936 7,997,669 3,405,733 1.74 過年災の増

国直轄事業負担金 7,395,324 6,755,911 ▲ 639,413 0.91

港湾空港課 4,048,154 4,368,468 320,314 1.08

公共事業 2,154,624 2,468,316 313,692 1.15

うち補助事業 1,165,650 1,409,350 243,700 1.21

うち単独事業 988,974 1,058,966 69,992 1.07

公共関連災害復旧事業 50,000 50,000 0 1.00

国直轄事業負担金 1,843,530 1,850,152 6,622 1.00

建築住宅課 233,052 266,022 32,970 1.14

公共事業 233,052 266,022 32,970 1.14

うち補助事業 233,052 266,022 32,970 1.14

62,528,496 65,141,491 2,612,995 1.04

【事業別】

公共事業 44,669,716 44,509,444 ▲ 160,272 1.00

うち補助事業 25,713,100 25,616,377 ▲ 96,723 1.00

うち単独事業 18,956,616 18,893,067 ▲ 63,549 1.00

国直轄事業負担金 13,216,844 12,584,378 ▲ 632,466 0.95

災害復旧事業 4,641,936 8,047,669 3,405,733 1.73

62,528,496 65,141,491 2,612,995 1.04

前年度比較

合　計

摘　　要

合　計

Ｒ４当初 Ｒ５当初
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第　３　章　　　建　　設　　業

１　建設業の現状

◆全産業に占める建設業の位置 （単位　：　億円、人、％）

(8.5) 
(9.2) 
(9.5) 

注）　「令和２年度秋田県県民経済計算年報」（令和５年３月発行）による。

◆建設業の許可業者数

年

区分

4,023 3,988 3,957 3,832 3,805 3,775 3,766 3,724 3,687 3,662

59 59 59 57 57 54 52 49 48 45

4,082 4,047 4,016 3,889 3,862 3,829 3,818 3,773 3,735 3,707
注）　各年３月３１日現在の業者数である。

◆資本金階層別許可業者数（令和５年３月３１日現在）

２　建設産業における若手人材の確保・育成等
　（１）秋田県建設産業活性化センター（R4～）の取組状況
　　　　「人材の確保」「イメージアップ」「経営基盤の強化」を柱に､新４Kの実現に向けた取組等を実施

　　　　【主な成果】
　　　　　人材確保に向けた官民一体となった取組が定着し､新規高卒者の入職者数は150人前後で推移
　　　　　〔人材確保〕企業出前説明会を中心に、高校生等と県内企業とのマッチング機会が拡大
　　　　　〔ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ〕県内のインフラ資産や先輩社員の紹介､建設企業ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸの作成等､建設業の魅力をPR
　　　　　〔経営基盤の強化〕  秋田県建設業協会と共催で、経営改善に向けたセミナーを開催
　　　　【課題】
　　　　　○有効求人倍率は依然として高く､人手不足､高齢化が顕著（有効求人倍率8倍弱）
　　　　　○賃金は、県内産業の中では高い水準にあり、向上もしているが、概ね全産業（全国）と同程度で、
　　　　　　 建設業（全国）には至ってない
　　　　　○賃金水準の優位性が、雇用の拡大に直接結びついていない

26 27 28 29 30 31 R2 R3 R4 R5

こうしたことを踏まえ、これまでの人材確保に向けた取組に加え、建設産業のイメージアップや
各企業の経営基盤強化を総合的に支援していくため体制を拡充

知事

大臣

計

　雇用者数（県内・就業地ベース） 423,485 39,013
　就業者数（県内・就業地ベース） 493,827 46,844

全産業 うち建設業（構成比）

　総生産（名目） 35,505 3,004

第 1 節 建設業の振興

建設業は、本県の総生産の８．５％、就業者数の９．５％を占めるなど、地域経済・雇用を支える基幹産
業の一つです。

また、社会資本整備の担い手としてだけではなく、災害や除雪への対応等を通じて、県民の安全・安心
の確保に大きな役割を果たしており、地域に貢献する建設業としての重要性が近年さらに高まっています。

しかしながら、長く続いてきた建設投資の大幅な減少を背景に、就業者の高齢化や若年入職者の減少
が進んだことから、将来の建設工事の担い手不足等が懸念されており、人材の確保・育成が喫緊の課題
となっています。

２００万円以上 ５００万円以上 １，０００万円以上

　５００万円未満 　1,000万円未満 　５，０００万円未満

705 208 922 689 1,111 72 3,002
(19.0%) (81.0%)

1,835 1,872
(100.0%)

(49.5%) (50.5%)

法人
個人 合計

２００万円未満 ５，０００万円以上 小計

3,707
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　（２）秋田県建設産業活性化センター（R4～）による建設産業振興に向けた取組方針
　　　◆センターの目指す姿

　　　◆重点取組方針

３　秋田県発注工事におけるモデル工事等

　①女性技術者活躍モデル工事

　②週休２日制工事

　　　　　Ⅰ〔人材確保〕　高校生・大学生等と企業のマッチング支援
　　　　　Ⅱ〔イメージアップ〕　建設産業で働く魅力の発信によるイメージアップの推進
　　　　　Ⅲ〔経営基盤の強化〕県内建設企業における経営基盤強化への支援

　　　　『県内建設産業の持続的な発展』
         将来にわたり地域社会を支える建設産業の持続的・安定的な発展

建設業への女性の入職促進や就労継続に向けた環境整備を推進していくため、女性技術者の配置を入
札参加資格要件とするモデル工事を実施します。

・令和４年度実績 ４１件（発注者指定型１５件、受注者希望型２６件）
※例えば、女性専用の快適トイレ（洋式便座・防臭対策機能・照明設備・鏡付き洗面台等を備えたもの）の
設置を条件とし、その費用は当初設計に計上しています。

建設現場における若手入職と定着の促進を図り、建設産業の担い手を確保・育成するために、週休２日
制の普及に向けた工事を実施します。令和４年４月以降に公告する工事から、一部の工事を除き、原則適
用として発注しています。

・令和４年度実績 １,７１４件(発注者指定型１,６４９件、受注者希望型６５件)

建設業は、社会資本整備はもとより、災害や除雪等への対応を通じて、県民の安心･安全の確保に重要な
役割を果たしています。 しかしながら、建設労働者の高齢化と新規入職者の減少による次世代の担い手不
足が深刻化しており、建設業における担い手確保・育成のための取り組みの一環として、平成２９年度よりモ
デル工事を実施しています。

総 合 的 な 支 援

「新４Ｋ(給与が良い､休暇がとれる､希望がもてる､かっこいい)」の実現を目指す！

【建設ICT現場見学会】 【高校での出前説明会】

【目標となる先輩社員紹介】

【けんせつ女子PRｲﾍﾞﾝﾄ】【やりがいや労働環境を紹介】【インフラ資産の魅力発信】
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　③ICT活用モデル工事及び簡易型ICT活用モデル工事

４　「建設工事従事者の安全および健康の確保に関する秋田県計画」の取組の推進

５　建設ＤＸの推進

ＩＣＴ技術の全面的な活用により、建設現場における生産性を向上させ、魅力ある建設現場を目指す新し
い取り組みとして、ICT活用モデル工事等を実施します。

・ICT活用モデル工事 ： 令和４年度実績 ２８件（発注者指定型１９件、受注者希望型 ９件）
・簡易型 〃 ： 令和４年度実績 １５件（発注者指定型１０件、受注者希望型 ５件）

※ICT(Information and Communication Technology) ：情報通信技術（情報処理や通信に関する技術、産業、
設備、サービスなどの総称）

UAVによる起工測量状況 ３次元設計データ作成状況 ＩＣＴ建設機械による施工状況

建設業における労働災害の発生状況や建設工事従事者の高齢化の進行を踏まえ、建設現場で働く人

たちの安全と健康を確保するとともに、処遇の改善と地位の向上を図り、中長期的な担い手の確保が急務

となっています。
こうした課題に対応するため、本県建設業の現状と課題を分析し、建設工事に関わる関係者が共通認識

のもと、建設業の現状や地域の実情を踏まえた県計画を策定し、施策や取組を推進しています。

人口減少や高齢化が進む中、県内建設企業においては働き方改革とともに、現場の生産性や安全性に
ついて一層の向上が求められていることから、ＩＣＴ施工の更なる普及等による建設ＤＸの推進に取り組みま
す。

①建設DX加速化事業（Ｒ４～）
（１）建設ＩＣＴ機器を導入する企業に対する補助

建設企業が所有する従来建機のＩＣＴ化や建設コンサルタント等の３次元測量・設計の取組に要する経

費を助成します。
・補助先 ：県内の建設業者、県内の建設コンサルタント等、県内の建設機器関連リース会社

・補助対象：ＩＣＴ建機後付け機器、測量ドローン、３次元設計ソフトウェア等の導入費用
・補助率等：１／２ 上限１，０００千円
（Ｒ４年度補助金交付実績 ６２件）

（２）受発注者間の情報共有のための環境の整備
受注者との遠隔臨場や３次元設計データの情報共有を図るため、県側の環境整備を実施します。

・遠隔臨場用、３次元設計用のパソコン購入

②県発注工事・業務におけるＤＸ推進
（１）情報共有システム（ＡＳＰ）の原則適用

受発注者双方の業務効率化と生産性向上を図るため、書類提出をデータベース上で行うもので、
Ｒ５からは工事・業務で原則適用します。

（２）遠隔臨場の拡大
現場確認をカメラ映像等により行うもので、Ｒ５からは４千万円以上の一般土木工事及び５孔以上の地

質調査業務で原則適用します。

（３）ＢＩＭ／ＣＩＭの推進
調査、設計から施工、維持管理に３次元モデルを導入し、業務全体の効率化・高度化を図ります。
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１　入札参加資格審査（等級格付）の仕組み

２　等級・工事別格付業者数（令和５年５月１日現在）　　　　　　　

①県内業者

②県外業者

３　年度別格付業者数

1,175 1,177 1,147 1,148 1,124 1,135 1,109 1,120 1,085

1,959 1,973 1,930 1,950 1,992 2,039 2,001 2,039 1,953

509 535 501 509 490 500 486 497 474

1,047 1,082 1,019 1,027 1,005 1,020 1,018 1,031 982

注）業者延数とは、工種毎の格付業者数を単純合計したものをいいます。

県外
業　者　実　数

業　者　延　数

R2 R3 R5

県内
業　者　実　数

業　者　延　数

　　　　　　　　　　　工種
区分

H27 H28 H29 H30 R元 R4

第 ２ 節 入札参加資格審査

発注する建設工事の規模や難易度等に見合う能力を有する建設業者を公正かつ効率的に選定するため
に、あらかじめ入札参加資格審査（等級格付）を行っています。

県内業者については、建設業法に基づく経営事項審査による点数（客観点数）に、工事成績や指名停止等
の状況による点数（発注者別評価点）を加減した点数（総合点）を基礎として、有資格技術者保有状況や施工
実績（最高元請額）等も加味して、等級格付しています。また、県外業者については、経営事項審査による点
数を基礎として等級格付しています。

いずれも、２年に１回の等級格付（格付のない者等についてはその中間年に格付）となっています。

【評価項目】
・経営規模（完工高、自己資本額、利益額）
・経営状況（純支払利息比率その他の経営指標）
・技術力（技術職員数、元請完工高）
・その他（労働福祉、法令遵守の状況、営業年数、
ＩＳＯ認証取得等）

【評価項目】
・県発注工事の成績
・指名停止等の状況
・技術者の保有状況
・社会的要請への対応状況
・地域貢献活動
・人材の確保・育成の状況

【 等級格付の仕組み（県内業者の場合） 】 R5・R6年度適用

客観点数（経営事項審査点数） 発注者別評価点

総合点
加減

・有資格技術者保有状況
・施工実績（最高元請額）
・自己資本額

等級格付

加味
（注）ただし、県税に滞納ある場合、社
会保険等に加入していない場合（適用除
外を除く）、又は平均完工高が１千万円
未満の場合は、格付しません。

工種

等級

195 70 64 83 625 1,037

197 59 98 79 150 583

234 99 - - - 333

626 228 162 162 775 1,953

計

Ａ級

Ｂ級

Ｃ級

計

一般土木 建築一式 電気 給排水 その他

129 85 134 78 556 982

755 313 296 240 1,331 2,935

Ａ級

合　　　計
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　①工事の発注見通しの公表（予定価格２５０万円超の工事について、年６回公表）
　②入札参加資格、資格者名簿及び指名基準の公表（随時）
　③業者選定経緯及び入札結果の公表（契約後に公表）
　④予定価格の公表（入札前に公表）
　⑤低入札価格調査基準価格及び最低制限価格の公表（③に同じ）
　⑥その他入札契約制度に関する要綱、要領等の公表（随時）
　⑦第三者機関（秋田県入札制度適正化推進委員会）による審査、意見の具申等

　①手続の透明性、競争性が高い一般競争入札の導入

対象工事 入札参加地域要件

（原則） （原則）

１億円以上

～
22.8億円未満

　　　　　　＊緊急を要する工事等に限り、指名競争入札を活用
　　　　　　　　
　②総合評価落札方式、設計施工一括発注方式等の適切な活用
　③適切な競争参加資格の設定
　④入札及び契約の過程に関する説明要求・回答の仕組みの構築

　①談合情報対応マニュアルによる談合情報への厳正な対応（公正取引委員会等と
　　 の連携）
　②談合、一括下請負等の不正行為に対する厳正な処分等（指名停止、建設業法上
　　 の監督処分）

　①適正な予定価格の設定
　②見積内訳明細書の提出、確認
　③低入札価格調査制度（競争入札に付す全ての建設工事）の厳正な運用
　　　・失格判断基準の設定、業者に対するヒアリング、資料徴取
　　　・履行保証割合の引き上げ
　　　・前払金の支給割合の引き下げ
　　　・受注者側技術者の増員配置
　　　・落札業者の施工体制の点検強化
　　　・低入札受注の繰り返しに対するペナルティ措置

　①工事成績評定の実施（５００万円以上の工事）、受注者に対する評定結果の通知
　②施工体制の把握の徹底（施工体制台帳等の確認、施工体制点検等実施要領に
 　　基づく点検等）
　③不良・不適格業者の排除（暴力団排除対策の徹底、社会保険等未加入者は下請
　　 負人になれない）

制限なし

地域振興局単位

・技術者専任配置

・技術者専任配置等

透明性の確保
（情報の公表）

公正な競争の促進

入札方式
主な入札参加資格要件

（原則）

一般競争入札 22.8億円以上

・請負対応額に対応した格付区分

・特定Ａ級

・経審点数

・同種工事施工実績等

不正行為の排除

ダンピング受注の防止

適正な施工の確保等

条件付き一般
競争入札

全県
（１億円以上３億円未
満の一般土木工事は

ブロック単位）

１億円未満

第 ３ 節 入札・契約制度

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の趣旨等も踏まえ、「透明性の確保」、「公正な競争
の促進」、「談合その他の不正行為の排除」、「ダンピング受注の防止」、「適正な施工の確保」等を基本として、入
札・契約制度の適正化に努めています。
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第　４　章　　　技　術　管　理

第 1 節 技術管理の概要

本格的な人口減少社会を迎える中で、良質な社会資本を適正な費用で整備し、永続的に維持管理すること
が益々重要となっています。特に、県民の安全・安心な暮らしを確保するために公共事業部門が取り組まな
ければならない課題は多岐にわたっています。

技術管理課は、このような諸課題に対応すべく、「品質確保」・「適正な予定価格等」・「環境配慮」・「発注事
務の効率化」等に関する施策を総合的に推進し、秋田県がすすめる公共事業の円滑な執行を支えておりま
す。また、県民ニーズに適合した事業を効率的・効果的に実施するため、公共事業に係る「共通仕様書」・「公
共事業執行管理システム」など、県庁内における技術管理業務を一元化して運用するとともに、その基盤と
なる「人材の育成」・「技術力の向上」などにも取り組んでいます。

公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成及び確保を図るとともに、県民ニーズに適合した将
来にわたる良質な社会資本整備・維持管理を推進するため、次のような施策・事業に取り組んでいます。

第 ２ 節 建設マネジメント

※県民の安全・安心な暮らしの確保
※効率的・効果的な事業執行の確保
※良質な社会資本の促進
※総合的なコスト縮減の推進

適正な予定価格等
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１　公共事業の品質確保

２　適正な予定価格等

整備する社会資本の品質確保を図るために次の取組を進めています。
１） 適切な入札契約方式の選択

入札参加者の技術力などを総合的に評価する「総合評価落札方式」や、高度な技術力を必要とし
技術提案に基づいて仕様を決定する「プロポーザル方式」など、工事・業務の性格等に応じた入札
契約方式の選択を推進。

２）コンクリートやアスファルトの品質確保
コンクリートの耐久性向上のために、県内の生コンプラントごとに骨材試験や凍結融解試験を実施

し、コンクリートの品質を照査。
アスファルトについては、混合物の品質確保と手続きの合理化を目的として、「秋田県アスファルト

混合物事前照査制度」を制定し、東北地方整備局長の指定機関が実施する「アスファルト混合物事
前審査制度」による認定書を、「秋田県アスファルト混合物事前照査制度」による認定書と同様に取
り扱う。

また、アスファルト混合所の製造設備や品質管理状況を確認するため、立会調査を実施している。
３）発注関係事務に関する支援

「改正品確法」及び「運用指針」に基づき、発注関係事務を適切に実施できるよう、市町村を含めた
発注者間の情報共有や連絡・調整を行うとともに、体制整備に関する支援を実施している。

公共工事等の品質確保の担い手が中長期的に育成及び確保されるための適正な利潤を、受注者が確保
することができるよう、次の取組を実施しています。

１）最新の積算基準等の適用
施工条件等を踏まえた上で最新の積算基準を適用するほか、可能な限り最新の労務単価、資材

等の価格を適切に反映します。

２）ダンピング受注の防止
ダンピング受注を防止するため、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度を活用しています。
平成２９年度には最低制限価格制度の対象を拡大し、ダンピング受注の排除により、受注者に
おける担い手の確保・育成の促進を図っています。

【総合評価落札方式】
総合評価落札方式は、低価格でより品質の高い調達を目的とし、価格と価格以外の要素等を総合的に評価して落

札者を決定する方式。工事においては、平成１７年から試行し、数度の改訂を経て現在に至っている。また、委託業務
においては、平成２１年から導入している。

令和４年度の実績は、工事２８２件、委託業務２９６件となっている。（件数には農林水産部および他部局含む）
令和５年度の適用目標は、工事５０％、委託業務５０％としている。

【改正品確法】
「公共工事の品質確保の促進に関する法律」H17.4施行、R元.6改正

【運用指針】
「発注関係事務の運用に関する指針」
各発注者が発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の指針として体系的にとりまとめたもの

５）新技術・新工法の活用
新技術・新工法に関する情報を収集し、発注者と受注者が最新の情報を共有することで、県が発注
する公共事業への活用を促進し、工事等の効率化を図る。

３）施工条件の変化等に応じた適切な設計変更
設計図書と現場との施工条件の不一致や、予期できない状態が生じた場合などの対応について、

工事・業務委託の設計変更ガイドラインに定めており、適切に設計図書の変更及び契約金額や工期
の適切な変更に努めています。

４）若手や女性などの技術者の登用を促す
総合評価落札方式においては、若手・女性技術者の配置や、それらをバックアップする技術者を

評価する項目を設定するなど、技術・技能の承継が適切に行われるよう、豊富な実績を有していない
若手や女性などの技術者の登用を促す取組をしています。
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3　人材育成

○建設部職員研修

令和４年度
参加実績

（延べ人数）

66

486

447

1,205合　　計

派遣研修

国土交通大学校
専門知識の習得を目的に職員を関
連機関に派遣して行う研修

194国土交通省東北地方整備局

その他　各種団体

対象職員及び研修内容

集合研修

一般研修
全職員を対象とした視野の拡大、意
識改革等幅広い分野に関する研修

専門研修
一定の実務経験を有する職員を対
象とした建設行政や構造物設計等
に関する専門的な研修

地域企画研修
各地域振興局毎に企画・実施する
研修

本県の施策や事業を円滑に推進するため、職員はさまざまな専門知識や技術を修得する必要があります。
このため、建設部では計画的・継続的に職員研修を実施しています。
職員研修には、集合研修と派遣研修があり、集合研修は、職務経験や業務内容等に応じて、一般研修と

専門研修に区分して実施しています。また、より広範な知見等を修得するため、派遣研修として、国土交通
大学校など、他の機関が主催する研修に職員を派遣しています。

建設部では、これら各分野にわたる研修を通じ、職員の職務能力の向上に取り組んでいます。
さらに、建設現場の技術的課題に対して、専門的見地から支援を行う技術アドバイザー制度を採用するこ

とにより、業務の円滑化と職員の実践力・応用力の向上を図っています。
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１　基準制定

　社会資本を整備する公共工事には、目的物が確実に効用を発揮すること、限られた財源を効率的

に活用し適正な価格で実施すること、目的物の品質を確保することなどが求められています。

　このため、秋田県が発注する工事について、設計・積算・施工に関する基準やマニュアル等を定

めて、適正な社会資本整備に努めています。

第 ３ 節 積算・技術基準

　　○秋田県委託業務共通仕様書（測量業務共通仕様書、地質

　調査・設計の基準を 　・土質調査共通仕様書、設計業務等共通仕様書）が美の

　定めています。 　国あきたネットから入手できます。

　工事費積算に必要 　県では、「実施（設計資材・労務）単価表」について令和

な単価及び基準（歩 ５年４月から適用しています。ただし、公共工事設計労務

掛）を定めています。 単価については令和５年３月から適用し、４月以降も引き

続き適用しています。

　基準（歩掛）は、国土交通省発行（４月版）の基準内容を

精査し、１０月以降の適用として運用しています。

単価　：　毎年４月に決定 単価　： 「実施（設計資材・労務）単価表」が、

積 算 　　  し、その後は実 美の国あきたネットから入手できます。

　　　勢に合わせ随

    　時改定します。

歩掛　：　国の基準に準 歩掛　： 建設部の積算基準書を各地域振興局、総務

　   拠しています。 部広報広聴課で閲覧することができます。

　   また、積算シス 農林水産部の積算基準書は一般購入可能

     テムへ反映させ な書籍を使用しています。

     ています。

施 工 　施工の基準を定め 　　○秋田県土木工事共通仕様書が、

ています。 　　 　美の国あきたネットから入手できます。

工期内に工事材料等の価格が著しく変動
し、請負代金額が不適当となった場合に請
求することができる「工事請負契約事項第
２５条（スライド条項）」の情報についても、
美の国あきたネットから入手できます。

調査・設計

刊行物に掲載されている資材等は、毎月の調査
で変動があった場合に改定します。
県が独自に調査を実施している資材等は、４月と
１０月に全面改定します。
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１　工事成績評定

２　優良工事表彰

３　委託業務成績評定

４　優良業務表彰

５　労働災害の防止

死傷者数 秋田県 19% （全国 11%） 秋田県 10% （全国 7%）

死亡者数 秋田県 57% （全国 34%） 秋田県 57% （全国 37%）

６　県内建設業に従事する技術者への技術力向上支援

全労働災害に対する建設産業労働災害の割合

令和３年 令和４年

第 ４ 節 建設業の技術力向上支援

建設業が、良質な社会資本整備の担い手として、かつ、県経済を支える基幹産業としての役割を担えるよ
う、工事・委託業務成績評定制度や優良工事・優良業務表彰制度の実施、安全衛生関係講習会の開催な
ど、建設業の技術力向上支援に取り組んでいます。

このため、建設工事における労働災害の防止を目的として、秋田労働局との連携のもと、次の施策を実施
しています。

（１） 秋田労働局との連携による工事監督職員に対する労働安全衛生研修会の実施
（２） 秋田労働局及び民間関係団体との連携による労働災害防止合同安全パトロールの実施

※令和４年度の労働災害防止合同安全パトロールは、R４．８月豪雨災害対応業務を優先するため、
県北３管内（鹿角、北秋田、山本）での実施を中止としました。

建設技術の向上を目的に、県が発注した工事の中から特に優秀な工事を選定し、これを施工した県内企業
と監理技術者等を表彰する優良工事表彰を、昭和５５年から実施しています。

表彰の種類には、「優良工事表彰」と優良工事表彰が５回目、１０回目、１５回目の受賞者に与えられる「特

別表彰」があります。
各発注公所から推薦のあった工事について、事務局が行った事前調査等に基づき、幹事会を開催して審

議を行い推薦することとし、その後、選考委員会において受賞工事が決定される運びとなっています。

令和４年度は、優良工事表彰として農林水産部１４件、建設部１９件、その他３件の合計３６件の工事を表
彰し、特別表彰は５件でした。

なお、平成２０年度から、Ｂ級及びＣ級業者を各地域振興局長が表彰する「優良工事地域振興局表彰」を実
施しており、令和４年度は２１件（Ｂ級１６件、Ｃ級５件）を表彰しました。

県内の全労働災害による死傷者のうち、建設産業の占める割合は、全国平均と比較して高い傾向にあり
ます。

建設業者の育成と、工事の質的向上を目的に、予定価格（税込）５００万円以上の県発注工事について、
工事成績評定を実施しています。令和３年度は１，８００件の工事について評定を行い、平均点は８１．３

点でした。

県内建設業の技術力向上支援として、建設関連団体などと連携し、技術力の向上や若手技術者育成の
ため、県内建設企業向け技術者研修の実施や研修に対する支援を行っています。

建設コンサルタント等並びに技術者の指導育成を目的に、予定価格（税込）３００万円以上の県発注委託
業務について、委託業務成績評定を実施しています。令和３年度は９５２件の委託業務について評定を行
い、平均点は８４.１点でした。

調査及び設計を行う技術者の育成・確保を目的に、県が発注した業務委託の中から特に優秀な業務委託を
選定し、これを完了した県内企業と管理技術者を表彰する優良業務表彰を、平成２７年から実施しています。

成績評定点上位の業務委託について、事務局が作成した名簿に基づき、幹事会を開催して調査を行い報告
することとし、その後、選考委員会において受賞業務委託が決定される運びとなっています。

令和４年度は、優良業務表彰として農林水産部３件、建設部８件の合計１１件の業務委託を表彰しました。
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１　　『i-Construction』とは

出典：国土交通省i-Construction推進コンソーシアム資料より

２　秋田県の取組

　令和４年度の取組み

第 ５ 節 i-Constructionの推進

測量、設計、施工、維持管理の全てのプロセスにおいてＩＣＴを導入することにより、建設生産
システム全体の生産性向上を図り、魅力ある建設現場を目指す取り組みです。

秋田県では、i-Constructionの普及を目的とし、平成２９年から「秋田県ＩＣＴ活用モデル工事」
を実施しているほか、次の取組みを実施しております。

美の国あきたi-Construction推進協議会としての取組み
ＩＣＴ活用モデル工事 事例報告会（県庁第２庁舎８階大会議室）

・秋田県ＩＣＴ活用モデル工事現場事例報告（受注者、ＪＣＭＡ）ほか

・R5年 1月12日 国、県、建設業協会、県土整備コン協 計６５名
ＩＣＴ活用工事 講習会（秋田県庁総合庁舎４階会議室）

・ＩＣＴ活用工事に関する基礎知識等の講習（ＪＣＭＡ）
・R5年 2月7-8日 県、市町村、建設業協会 計６４名

i-Constructionの取り組みに関する表彰
みちのくインフラＤＸ奨励賞 ・・・２工事（Ｒ４年度）
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３　　公共事業関連システム

　 公共事業に関連した次のシステムは、すべて技術管理課で運用保守を行っており、

各システムが互いに連携することで、一体的なシステムとして機能しています。

建設業許可

入札参加資格審査

業者情報

業者管理システム

建設業関係データベース

連携システム

入札参加申請

指名通知

入札書提出

電子入札システム

開札

落札者決定通知

発注情報

契約結果情報

入札情報サービスシステム

発注見通し情報

入札参加資格者情報

指名停止措置の状況

工事・委託情報閲覧システム 公共施設台帳システム

各種サブシステム

秋
田
県
公
共
事
業
執
行
管
理
シ
ス
テ
ム

契約

検査・支払

事業管理システム

起工

業者選定

成績評定システム

会計監査資料作成システム

利用者（県民・業者）

発注者

公共事業積算システム

各種イントラシステム

Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｓ
／
Ｅ
Ｃ

そ
の
他
シ
ス
テ
ム

用地取得業務

用地管理システム

入札参加資格申請

業者情報登録

業者登録電子申請

電子成果品 地理情報システム積算システム
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４　　主なシステム内容

●電子入札

　『秋田県公共事業執行管理システム』は、電子入札などインターネットを用いる外部システムと、

事業管理などＬＡＮを用いる業務用の内部システムからなる、公共事業を執行するための総合システ

ムです。平成15～16年度に開発を行い、平成17年度から運用を開始し、平成19年度から本格運用して

います。また、令和4年度末で県内14市町が共同利用をしています。

●電子納品

　秋田県における電子納品については、平成１５年度から段階的に実施しており、平成１８年度から

『秋田県公共事業共有統合データベースシステム』として「情報共有システム」と「電子納品保管管理

システム」からなるシステムで運用を開始しております。

　その後の運用状況を踏まえ、平成２３年度にシステムの検証・見直し行い、『共有統合データベース

システム』から『電子成果品データサーバ』へ、そして平成２８年度には提出された電子成果品のうち、

将来の維持管理に必要なものを『工事・委託情報閲覧システム』へ成果品登録することとしました。

　これにより発注者が業務を効率的・効果的に誰でも容易に扱えるものとして運用しております。

毎年１回、納品された電子成果品のうち将来の維持管理

に必要なものをシステムへ成果品登録する

システムへ登録された成果品は位置情報を持っているた

め、地図上で検索することが可能となっている

※従来どおりの条件検索も可能となっている

秋田県電子入札システム 秋田県公共事業執行管理システム

【内部システム】【外部システム】

［効果］

・透明性・競争性の向上

・不正行為の排除
・事務の効率化

・移動コストの縮減

［効果］

・事務の効率化

連 携

工事・委託情報閲覧システム

□委託 すべて対象
（小規模、将来的な維持管理に寄与しないものは除く）

□工事
・重要構造物を有する工事
・構造計算・安定計算を行うもの

・工事において、詳細設計を行うもの

・その他、将来の維持管理上、発注者が成果登録を必要と判断するもの

着

手

成
果
品
納
品

完
成
検
査

成
果
品
格
納
依
頼
書

業
務
を
行
い
ま
す

成
果
品
を
納
め
ま
す

完
成
検
査
が
完
了
し
た
ら

電
子
成
果
品
を
監
督
職
員

又
は
調
査
職
員
へ
提
出
し

ま
す 成

果
品
登
録

技
術
管
理
課
へ
依
頼
書
と

と
も
に
電
子
媒
体(

Ｃ
Ｄ)

を
送
付
し
ま
す

■登録対象
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第　５　章　　　都 市 計 画

　◆秋田県都市計画区域図（平成26年7月1日現在）

第 1 節 都市計画の目的・役割

都市計画は、都市内の土地を有効に配分し、建築敷地、基盤施設用地、自然環境を適正に配
置することにより、健康で文化的な都市生活や機能的な都市活動を確保することを目的としてい
ます。

この目的は、農林漁業との健全な調和と、国土利用基本計画をはじめとする上位計画との適合
の上に、達成されるものです。

都市計画区域は、市町村の境界に関係なく、一体の都市として整備、開発及び保全する必要
がある区域を指定するものです。

本県の都市計画区域は、令和5年4月現在、13市４町で15の区域で指定されています。都市計
画区域内人口は約72万人で県総人口の約79%、都市計画区域面積は193,518haで県土の約17%
となっています。

第 ２ 節 都市計画区域
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◆都市計画区域指定状況

令和5年4月1日現在

都 市 計 画 人口集中地区(DID) 都市計画区域

区 域 名 面積(ha) 人口(人) 面積(ha) 人口(人) 面積(ha) 人口(人)

秋 田 秋 田 市 S 5 5 2 H 26 7 1 90,607 298,587 5,485 245,611 41,437 294,162 45.7

潟 上 市 S 26 9 7 H 26 7 1 9,772 31,673 7,218 21,559 73.9

100,379 330,260 5,485 245,611 48,655 315,721 48.5

鹿 角 鹿 角 市 S 9 7 21 S 47 12 14 70,752 28,141 19,000 27,638 26.9

大 館 大 館 市 S 9 12 14 H 25 8 6 91,322 67,550 798 24,063 12,628 57,612 13.8

北 秋 田 北秋田市 S 24 11 8 H 22 7 23 115,276 29,036 8,854 21,249 7.7

能 代 能 代 市 S 15 9 26 H 24 8 14 42,695 48,948 537 17,269 11,059 42,927 25.9

男 鹿 男 鹿 市 S 15 5 13 S 56 11 24 24,109 24,511 19,160 19,849 79.5

由利本荘 由利本荘市 S 9 12 14 H 24 12 7 120,959 72,304 422 16,115 6,894 40,045 5.7

に か ほ にかほ市 S 11 5 30 H 22 7 23 24,113 22,863 2,353 16,750 9.8

大 仙 市 S 13 3 8 H 29 2 20 86,679 75,865 470 16,795 16,956 48,077 19.6

美 郷 町 S 44 5 20 H 23 9 16 16,832 18,066 815 4,395 4.8

103,511 93,931 470 16,795 17,771 52,472 17.2

仙 北 仙 北 市 S 25 9 12 H 24 11 20 109,356 23,835 7,933 12,056 7.3

横 手 横 手 市 S 12 7 21 H 22 7 23 69,280 81,354 391 11,205 28,018 76,700 40.4

湯 沢 湯 沢 市 S 24 7 2 S 50 9 25 79,091 41,130 300 9,641 7,780 25,280 9.8

小 坂 小 坂 町 S 35 12 24 S 60 12 3 20,170 4,642 1,186 3,129 5.9

五 城 目 五城目町 S 27 12 24 S 45 12 26 21,492 8,279 1,159 5,118 5.4

八 郎 潟 八郎潟町 S 25 11 10 S 60 12 3 1,700 5,349 1,068 5,349 62.8

計(Ａ) 994,205 882,133 8,403 340,699 193,518 721,895 19.5

県計（Ｂ） 1,163,752 918,798 8,403 340,699 193,518 721,895 16.6

85.4 96.0 100.0 100.0

16.6 78.6

注1　都市計画区域を有する市町村の行政区域及び都市計画区域の人口は令和2年国勢調査の確定値をベースにした住民基本台帳に

     よる人口である。

注2　人口集中地区（ＤＩＤ）は令和2年国勢調査による。　

注3　行政区域面積は国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」（令和5年1月1日現在）による。

全２５市町村（１３市９町３村）

県対比（Ａ／Ｂ） 単位（％）

全県都市計画区域／全県行政区域 単位（％）

都市計画区域を有する市町村（１３市４町）

大 曲

都市名
当初指定 最終指定 行政区域

区域率(%)
年 月 日 年 月 日
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１　都市計画の体系

◆都市計画の内容
(注)青字が秋田県内において決定しているものです。

  

２　都市計画のマスタープラン

第 ３ 節 都市計画の内容

都市計画は、土地利用に関すること、都市施設に関すること、市街地開発に関することの3本
の柱から成り立っており、さらにそれぞれが細分化されています。また、これらは都市計画区域
マスタープランに即して都市計画決定されます。

都市計画のマスタープランは、長期的な視点に立って、都市の将来像を明確にし、その実現に
向けて道筋をわかりやすい形でとりまとめたものです。

大規模集客施設制限地区

公共空地（公園・緑地・広場・墓園・その他）

流通業務地区

伝統的建造物群保存地区

防火地域　準防火地域

風致地区

都市再生特別地区　居住調整地域　特定用途誘導地区

航空機騒音障害防止（特別）地区

特定防災街区整備地区

工業専用地域

特例容積率適用地区
高層住居誘導地区
高度地区　高度利用地区

特別工業地区　文教地区

特定街区

厚生地区　観光地区

特別業務地区　娯楽・レクリエーション地区
中高層階住居専用地区　商業専用地区
研究開発地区

都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ

ー
プ
ラ
ン 交通施設（道路・都市高速鉄道・駐車場・自動車ﾀｰﾐﾅﾙ・その他）

住宅街区整備促進区域
拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域

市街地再開発促進区域

流通業務団地

土地区画整理促進区域

工業団地造成事業の予定区域

都　市　施　設

一団地の官公庁施設

 被災市街地復興推進地域

水路（河川・運河・その他）

新住宅市街地開発事業

市街地再開発事業

供給施設（水道・電気供給施設・ガス供給施設・その他）

処理施設（下水道・汚物処理場・ごみ焼却場・その他）

市場・と畜場・火葬場

新住宅市街地開発の予定区域

促　進　区　域

集落地区計画

防災街区整備地区計画

沿道地区計画

教育文化施設（学校・図書館・研究施設・その他）
医療施設（病院・その他）

社会福祉施設（保育所・その他）

住宅街区整備事業

防風、防火、防水、防雪、防砂、防潮の施設
電気通信事業の用に供する施設

新都市基盤整備事業
市街地開発事業

一団地の復興拠点市街地形成施設

地　域　地　区

第一種（第二種）歴史的風土保存地区

臨港地区
歴史的風土特別保存地区

市街化調整区域

市街地開発事業
 等予定区域

新都市基盤整備事業の予定区域
一団地の住宅施設の予定区域（区域の面積が20ｈａ以上）

流通業務団地の予定区域
一団地の官公庁施設の予定区域

 市街化区域及び
市街化調整区域

第二種住居地域

準工業地域
工業地域

小売店舗地区　事務所地区特 別 用 途 地 区
特定用途制限地域

用　　途　　地　　域
準住居地域

近隣商業地域
商業地域

田園住居地域

都
市
計
画

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域

 遊休土地転換利用促進地区

市街化区域

土地利用 景観地区

駐車場整備地区

緑地保全地域　特別緑地保全地区　緑化地域

生産緑地地区

市街地
開発事業

地区計画

地 区 計 画 等 歴史的風致維持向上地区計画

一団地の津波防災拠点市街地形成施設

土地区画整理事業

工業団地造成事業

都市施設

防災街区整備事業

一団地の住宅施設

○都市計画区域マスタープラン（都市計画区域の整備、開発及び保全の方針）
県が都市計画区域全体の広域的、根幹的事項について定めるものです。どのような方針

でどのような都市を目指すのか、また、それを実現するためにどのように土地利用、都市施
設整備、市街地開発を行うのかを示しています。

○市町村マスタープラン（市町村の都市計画に関する基本的な方針）
住民に最も近い立場にある市町村が、その創意工夫のもとにまちづくりの具体的な将来

ビジョンを明らかにすることにより、具体の都市計画の指針となるよう定めています。
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３　土地利用

（１）　市街化区域及び市街化調整区域（区域区分）

◆市街化区域及び市街化調整区域 （平成31年2月1日、秋田県告示第61号）

（２）地域地区

◆用途地域の指定状況（令和5年3月31日現在）

無秩序な市街化拡大を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を「市街化区域」と
「市街化調整区域」に区分する制度です。これは、「線引き」と呼ばれる場合もあります。

「市街化区域」は、既に市街化を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に
市街化を図るべき区域であり、「市街化調整区域」は市街化を抑制すべき区域です。

秋田県においては下表にあるとおり、秋田都市計画区域（秋田市、潟上市）でのみ定められて
おり、昭和46年3月30日の当初決定以降、これまでに9回の見直しを行っております。

地域地区は良好な都市環境を確保すべく、主として建築物の利用目的及び形態に制限を加え、
土地の合理的かつ適正な利用を図ろうとするものです。

最も代表的なものに、「用途地域」があります。用途地域は、住居、商業、工業系の13に区分さ
れ、それを適正に配置することにより、都市機能を向上させるとともに、良好な都市環境を維持、
改善することを目的として定めるものです。

現在、15の都市計画区域において用途地域が定められており、随時、適切な見直しが行われ
ています。

6,535

秋　田

H31. 2. 1 随時見直し（楢山石塚谷地地区）

秋田市 41,437 7,586

潟上市 7,218 683

40,386

33,851

都市計画
区域名

決定・変更年月日 市町名
都市計画
区域面積

(ha)

S46. 3.30

S52. 3.29

H26. 7. 1 第６回見直し

計

市街化
区域面積

(ha)

市街化調整
区域面積

(ha)

H16. 4.30

当初決定

第１回見直し

第２回見直し

随時見直し（御所野編入）

第３回見直し

S58. 5. 7

第４回見直し

第５回見直し

S59. 6. 2

H 3. 9.24

H10. 9.22

48,655 8,269

H18. 5.19

随時見直し（飯島古道地区）

(ha)

第一種 第二種 第一種 第二種 第一種 第二種 準住居 田園 近隣 商業 準工業 工業 工業

低層住居 低層住居 中高層住居 中高層住居 住居 住居 居住 商業 専用 合計

専用地域 専用地域 専用地域 専用地域 地域 地域 地域 地域 地域 地域 地域 地域 地域

合計 3,424 132 2,029 1,081 6,069 750 49 0 1,213 1,135 2,549 1,062 1,136 20,629

構成比(%) 16.6% 0.6% 9.8% 5.2% 29.4% 3.6% 0.2% 0.0% 5.9% 5.5% 12.4% 5.1% 5.5% 100%

都市計画

　区域名

（注）構成比の合計は端数処理の関係で100%とならない場合もあります。

一種低層

16.7% 二種低層

0.6%

一種中高層

9.8%

二種中高層

5.2%
一種住居

29.5%

二種住居

3.6%

準住居

0.2%

近隣

商業

5.9%

商業

5.5%

準工業

12.3%

工業

5.1%

工業専用

5.5%

<県内用途地域の面積割合＞
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４　都市施設

５　市街地開発事業

６　コンパクトなまちづくりの推進

（１）　都市のコンパクト化の推進

都市施設とは、道路、公園、下水道など安全で快適な都市生活と機能的な都市活動に欠
かせない公共施設です。このような施設のうちで、長期的視点から計画的な整備等が必要
なものについて都市計画で定めています。

本県における都市計画道路は、令和5年3月末現在で410路線、延長約959㎞が都市計画
決定されています。また、公園、緑地等は560箇所（4,352ha）が都市計画決定されており、公
共下水道は、排水区域約22,813ha、幹線管渠延長約5kmが都市計画決定されています。

市街地開発事業については、公共施設の整備状況や土地利用状況を踏まえ、計画的かつ
良好な市街地を一体的に整備する必要があるとき、都市計画で定めています。

本県では、土地区画整理事業と市街地再開発事業が都市計画決定されおり、土地区画整
理事業は、令和5年3月末現在で70区域、約2,282haが、市街地再開発事業は中通一丁目地
区第一種市街地再開発事業をはじめ5区域が都市計画決定されています。

コンパクト・プラス・ネットワークを
目標とするまち

集約化されないまち

立地適正化計画区域
‖

都市計画区域

市街化・用途区域

居住誘導区域

都市機能誘導区域

断面図

立地適正化計画

○計画策定は市町村

○計画の概要

・まちづくりの方針

・居住誘導区域と都市機能誘導区域の設定

・誘導施策と将来目標

人口減少や高齢社会に対応したコンパクトなまちづくりを進めるため、国土交通省では、
平成26年8月に都市再生特別措置法を改正し、市町村が、居住や都市機能を各地域の生活
拠点エリアに誘導を図る立地適正化計画制度を創設しています。

本県では、関係市町村と勉強会等を開催し、各都市の現状把握や今後の誘導方策等につ
いて、協働で取り組んでおり、令和5年4月現在、6市（秋田市、湯沢市、大仙市、横手市、大
館市、能代市）が計画を作成・公表しています。
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（２）　まちづくりを担う人材の育成・発掘とリノベーションの推進

◆コンパクトなまちづくりに関する講習会 ◆まちの賑わいづくりワークショップ

◆社会実験【公共空間（歩道）の活用】 ◆公民連携の先進地調査(リモート)

（３）　賑わい創出リノベーションの実績例

まちの再生や賑わいを創出するため、各都市において講習会やワークショップ等によるまち
づくりを担う人材の育成・発掘をするとともに、公民連携による遊休不動産などのリノベーショ
ンを推進しています。

県内各市で、飲食店や宿泊施設、複合施設といったリノベーションによる賑わい創出の
実績が多数あります。

ヤマキウ南倉庫 【秋田市】

マルヒコビルヂング 【能代市】

能代市元町商店街にある空き店舗（旧丸彦商店）
を、合同会社のしろ家守舎がリノベーションした複合
施設「マルヒコビルヂング」が2022年4月にグランド
オープンしました。

2021年4月、2階にレンタルオフィスや個人・起業が
会議用などに共用するコワーキングスペースが先行
オープンしていました。この度、1階にカフェと子供の
遊び場、地下1階にDIYスペースが完成しました。

秋田市南通亀の町にある、2019年6月にオープン
した「ヤマキウ南倉庫」は、リノベーション物件です。

1階の中心には、「屋根付きの公園」をイメージし
て作られたホールがあります。

誰でも出入りできる場所になるようにと、民間がつ
くったスペースながらパブリックスペースとして外に
開かれた空間になっています。

隣接した場所に、2015年9月にオープンした「ヤマ
キウビル」があります。1階には、直営店の「亀の町
ストア」とクラフトビールの「BEER FLIGHT」があり、
2階は貸しオフィス、3階は自社オフィスが入居して
います。併せて2013年9月にオープンしたスペイン
酒場カメバルとともに、エリアリノベーションとして地
域の賑わいを創出しています。
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１　都市計画の手続き

◆　県が定める都市計画決定等の手続き

＜手続例＞

◆　市町村が定める都市計画決定等の手続き

＜手続例＞

都

市

計

画

の

案

の

公

告

・

縦

覧

（

２

週

間

）

都
道
府
県
都
市

計
画
審
議
会

都
市
計
画
の

案
の
作
成

都

市

計

画

の

決

定

告

示

縦

覧

市町村の意見聴取

必
要
な
場
合
に

は
国
土
交
通
大

臣
の
同
意
協
議

他
の
行
政

機
関
等
と

の
調
整
等

公

聴

会

の

開

催

等

に

よ

る

住

民

意

見

の

反

映

（

任

意

）

意

見

の

提

出

（
縦

覧

期

間

中

）

法17①

法18②
法17②

要旨

法18①

法16

法18①

法18③
法23

法18 法20

(注１)

(注2)

（注1）名称のみの変更の場合には手続き不要
（注2）国土交通大臣の同意については、名称のみの変更又は位置、区域、

面積、構造等の軽易な変更については手続き不要
（注3）都市施設の変更等で必要な場合

都

市

計

画

の

案
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公
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縦

覧

（
２
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）
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計
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な
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は
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計
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会
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計
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都
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県
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市
町
村
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対
し
、
資
料
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提
出
、
意
見
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開
陳
、
説
明
、

そ
の
他
必
要
な

協
力

公
聴
会
の
開
催

等
に
よ
る
住
民

意
見
の
反
映

（
任
意
）

意

見

の

提

出

（
縦

覧

期

間

中

）

法17①

法19②法17②

要旨

法19①

法16

法19③
法19⑤

法19 法20

(注１)

(

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き)

(注2)

(注1)名称のみの変更の場合には手続き不要
(注2) 地区計画等に関する都市計画において知事の協議事項は、位置及び区域等

令第１3条に掲げる事項に限定
(注3)都市施設の変更等で必要な場合

管 理 者 協 議(注3) 法23⑥

事 前 協 議 法18③

管 理 者 協 議(注3) 法23⑥

事 前 協 議 法19③

都市計画の決定・変更は、都市計画の種類、規模に応じて、県や市町村が決定します。
都市計画を決定する手続きは、決定権者によって、次のようになります。

第 ４ 節 都市計画の決定状況と手続き
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２　都市計画の決定状況

◆県内の都市計画決定・変更件数（令和5年3月31日現在）

１　「秋田県の景観を守る条例」による規制内容
　（１）施行年月日：平成5年4月1日

　（２）目的：本県の豊かな自然に恵まれた景観を守り、心の和む県土を後世に引き継ぎます。

　（３）届出：次の行為を行う場合は県に届出が必要です。
①沿道・沿線地域内の各種行為

新設
既存(500㎡以下）に追加

既存(500㎡を超える）に追加

新設
既存(1,000㎡以下）に追加

既存(1,000㎡を超える）に追加

◆届出行為

行為の種類 規模

建築物の新築、増築、改築、移転、外観
（色彩）の変更

高さ13m又は延べ面積1,000㎡を超えるもの(増築又
は改築後においてこの規模を超えるものを含む。ただ
し、100㎡以下の増改築を除く)

工作物の新築、増築、改築、移転、外観
（色彩）の変更

さく、塀、擁壁等 高さ3mを超えるもの

煙突、記念碑等（屋外広告物を除く）、
遊戯施設、プラント類、汚水処理施設
等

高さ13mを超えるもの

電波塔等（屋外広告物を除く）、柱類
（屋外広告物を除く）

高さ30mを超えるもの

屋外における物品の集積又は貯蔵
用途を廃止された物品

高さ1.5m又は水平投影面積500㎡を超えるもの
追加後の規模：同上
追加する部分の規模：高さ0.5m又は水平投影面積50
㎡を超えるもの

一般資材等の物品
高さ3m又は水平投影面積1,000㎡を超えるもの
追加後の規模：同上

追加する部分の規模：高さ1m又は水平投影面積100
㎡を超えるもの

土石等の採取、鉱物の掘採、土地の区画
形質の変更

面積3,000㎡又は法・擁壁の高さ3mを超えるもの

第 ５ 節 景観

本県での過去5年間の都市計画決定・変更件数は下表のとおりです。

（件）

H29 H30 R1 R2 R3 R4

県 3 3 1 1 1 3

市町村 19 10 7 12 8 11

合計 22 13 8 13 9 14
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②沿道・沿線地域以外での土石等の採取、鉱物の掘採、土地の区画形質の変更
規模：法・擁壁高10m、スキー場のゲレンデの面積10haを越えるもの

　（４）届出行為景観保全基準：景観保全を図るために配慮する事項を定めています。

　（５）届出の流れ

　（６）届出の適用除外

行為
区域
団体
事業

◆沿道・沿線地域

◆景観保全を図るために配慮する事項

　届出が必要な場合は、行為に着手する日の30日前までに、所定の用紙に図面等の必要書
類を添付のうえ、行為地を所管する地域振興局建設部用地課等へ1部提出してください(権限
移譲により市町村へ提出する場合があります)。

◆届出フロー

◆届出を要しない行為など

非常災害のための応急措置、建築物等の改築で外観の変更を伴わないものなど
国・県立自然公園、用途地域など
国・県・市町村など
都市計画事業、土地区画整理事業

※沿道・沿線地域とは、高速自動車国道、一般国道、県道、旅客鉄道線路の

境界線から200m以内の地域をいいます。

(

地
域
振
興
局
建
設
部
等
）

届

出

(

地
域
振
興
局
建
設
部
等
）

書

類

審

査

(

地
域
振
興
局
建
設
部
等
）

現

地

調

査

通

知

指
導
不
要

指
導
・
勧
告

改
善
・
変
更

行

為

の

着

手

沿道・沿線地域

200m以内

沿道・沿線地域以外
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　（７）届出の実績

２　景観形成施策

・景観行政セミナー
国担当者による景観法制度説明及び先進地自治体による事例紹介。

・秋田え～どご100(景観百選）
県内の良好な景観百選を公募により決定。

　景観に対する県民の意識を高めるとともに、景観形成の仕組みづくりを行い、景観制度(法律・
事業）の周知を図ります。

◆過去の届出状況の推移について

◆秋田え～どご100

0

10

20

30

40
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60

70

80

90

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

件
数

年度

建築物の新築等

工作物の新築等

物品の集積

土石等の採取

土地の区画形質の変更

（件）

行 為 の 種 類 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

建 築 物 の 新 築 等 1 10 4 5 13 8 8 4 5 9 6 5

工 作 物 の 新 築 等 4 56 17 10 2 10 20 11 3 7 21 48

物 品 の 集 積 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2

土 石 等 の 採 取 13 9 4 4 8 4 5 3 9 7 2 2

土地の区画形質の変更 11 5 3 4 5 6 5 6 10 9 2 18

合計 29 80 28 23 29 28 38 24 27 33 32 75
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１　開発許可
（１）　開発許可制度

（２）　許可権者
①町村　→　秋田県知事
②秋田市　→　秋田市長（中核市の長）
③権限移譲市　→　権限移譲市の長
※権限移譲市：秋田市を除く全ての市

（３）　許可対象の範囲

◆許可が必要となる開発行為の規模

※県が許可権限を有する区域の場合

（４）　市街化調整区域内で可能な主な開発行為

（５）　許可件数の推移

件数 面積（ha）

H27 51 39.6
H28 44 50.8
H29 40 33.3
H30 39 30.1
R1 55 34.0
R2 42 32.3
R3 53 46.8
R4 40 27.5

　開発許可制度は、都市計画法に基づく市街化区域と市街化調整区域のいわゆる「線引き」制度を担
保する制度であり、開発行為に際して、許可を必要とさせることによって、宅地について一定の水準を
確保させるとともに、市街化調整区域にあっては、一定の要件（立地基準）に適合するものを除き、原
則として開発行為を許可しないこととして、「線引き」制度の目的を達成させるための制度です。
　また、線引き都市計画区域以外についても、適切な市街地形成を図る必要があることから、一定の
規模以上の開発行為について許可が必要とされています。

農家の分家住宅　他

都市計画区域外

許可不要

農林漁業関係

公益上必要なもの

許可必要

限定的許可行為

特例的許可行為

その他 非常災害のため必要な応急措置　他

①日用物品の販売、加工、修理等の店舗、公共公益施設等の建築物

②鉱物資源、観光資源活用上の建築物等　他

（開発審査会の議を経て許可可能となるもの）

1ha以上

①農林水産物の生産又は集荷の用に供する建築物（集荷施設等）

②農林漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供するもの　他

①駅舎等鉄道施設　他

②その他政令で定めるもの（電気通信回線設備等）

都市計画区域内

市街化区域 市街化調整区域 非線引き都市計画区域

1,000㎡以上 すべての開発行為 3,000㎡以上
※

第 ６ 節 許可・規制
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２　屋外広告物規制

（１）　目的
　良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、屋外広告
物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について、
必要な規制の基準を定めることを目的とします。（屋外広告物法第1条）

（２）　許可権者
①県内の市町村（秋田市及び横手市を除く）　→　秋田県知事
②秋田市　→　秋田市長（中核市の長）
③横手市　→　横手市長（景観行政団体の長）
　※市町村への権限移譲については、県条例改正により、景観行政団体である市町村に限り、権限
　移譲することができることとしました。
　　現在、景観行政団体である市町村は、横手市・仙北市・小坂町・大潟村・北秋田市・にかほ市・鹿
　角市となっていますが、現時点では横手市にのみ移譲しています。

（３）　規制の概要

◆禁止地域（屋外広告物条例第3条第1項）
①住宅地、景観の優れた地域、緑地（都市計画法、景観法、都市緑地法）
②文化財、史跡のある地域（文化財保護法、秋田県文化財保護条例）
③原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域（自然環境保全法）
　 自然環境保全地域及び緑地環境保全地域（秋田県自然環境保全条例）
④官公署、学校、図書館、病院、公衆便所などの公共施設及びその敷地
⑤道路及び鉄道のうち、知事が指定する区間　　他

◆禁止物件（屋外広告物条例第3条第2項、第3項、第4項）
①橋りょう、トンネル、高架構造物、分離帯
②石垣、擁壁の類
③街路樹、路傍樹、保存樹
④信号機、道路標識、道路元標、里程標、道路上のさく、駒止め
⑤電柱、街路柱その他電柱の類で知事が指定するもの　　他

◆広告物表示面積の規制
広告物種別 許可できる表示面積 面積以外の規制
貼紙・貼札 表示面積1㎡以内 同一場所に同一種類のものは禁止

屋上広告塔
（不燃構造）建築物の高さの3分の2以下
（木造）建築物は表示面積１面につき20
㎡以内

信号機から設置場所まで10ｍ未満、電光表示広
告物にあっては5ｍ未満で設置禁止
危険防止の措置を義務付け

立看板 表示面積4㎡以内（高さ3ｍ以内） 倒壊防止措置を義務付け
旗 長さ10ｍ以内、幅1ｍ以内

野立広告塔
表示面積１面につき30㎡以内
（高さ15ｍ以内）

市街地に設置するもの、自家用広告、道標・案内
図板を除き、他の野立広告塔及び野立広告板か
ら100ｍ以内は設置禁止
信号機から設置場所まで10ｍ未満、電光表示広
告物にあっては5ｍ未満で設置禁止

野立広告板
表示面積30㎡以内（高さ10ｍ以内）
市街地は表示面積40㎡以内
（高さ15m以内）

歩道上の突出幅1.5ｍ以内
歩車道分離なしは1ｍ以内

突出広告板の最下端の高さは路面から2.5ｍ以
上、歩車道分離なしは4.5ｍ以上
信号機から設置場所まで10ｍ未満、電光表示広
告物にあっては5ｍ未満で設置禁止

アーチ 表示面積30㎡以内（高さ10ｍ以内）

横断する部分の最下端の高さを、歩道を横断す
る場合2.5ｍ以上、歩道車道の区別のない道路の
場合4.5ｍ以上
信号機から設置場所まで10ｍ未満、電光表示広
告物にあっては5ｍ未満で設置禁止

突出広告板
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（４）　屋外広告業の登録
　平成17年7月1日から従来の屋外広告業の届出制度に替わり登録制度が開始されました。秋田県
内において屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければなりません。（秋田市の区域
にあっては、秋田市長）
　登録の有効期限は新規、更新ともに5年間で、令和5年4月1日時点の登録業者数は、秋田県登録
302社、秋田市登録291社となっています。

（５）　許可件数
Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ2 Ｒ3 R4
1,691 925 936 1,620 926 915 1,267 959 940 1,204 997

756 732 738 922 918 789 1,038 1,040 1,049 1,180 1,155
208 241 280 181 160 251 201 153 228 197

2,447 1,865 1,915 2,822 2,025 1,864 2,556 2,200 2,142 2,612 2,349
※中核市である秋田市は、独自の屋外広告物条例を定め許可を行っている。
※景観行政団体となった横手市は、平成25年4月1日から独自の屋外広告物条例を定め許可を行
　っている。

※平成9年度から、広告塔及び広告板の許可期間を1年から3年に延長したことにより、年度ごとの
　件数にバラツキがある。

３　盛土規制

（１）　概要
　・静岡県熱海市で盛土が崩落し、土石流により甚大な被害が発生しました(令和3年7月）。
　・危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」
　 （通称”盛土規制法”）が令和5年5月26日に施行されます。

（２）　内容

秋田県
秋田市
横手市
全県計
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Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ2 Ｒ3 R4

秋田県

秋田市

横手市

森林

農地
宅地

宅地造成等工事規制区域

市街地や集落、その周辺など、盛土等が

行われれば、人家等に危害を及ぼしうる

エリアを指定

特定盛土等規制区域

市街地や集落などから離れているものの、

地形等の条件から、盛土等が行われれば

人家等に危害を及ぼしうるエリア等を指定

①規制区域が指定されます

盛土等の崩落により、人家等に被害を

及ぼしうるエリアは規制区域として指定

されます。

②安全な盛土等をつくります

規制区域内で盛土等を行う場合は、

あらかじめ許可が必要となります。

③盛土等を安全に保つ必要があります

規制区域内の盛土等が行われた土地

では、土地所有者等が盛土等を安全に

保つ責務があります。
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１　街路（都市計画道路）事業

（１）街路（都市計画道路）事業の概要

◆都市計画道路整備状況の推移

◆街路（都市計画道路）の整備方針

●整備方針１　　持続可能でコンパクトなまちづくりを目指します

第 ７ 節 都市基盤整備

街路は、都市における安全かつ円滑な交通を確保するとともに、都市の骨格となって健全
な市街地の形成に寄与する都市内道路です。

また、災害時における避難路や火災を遮断する空間として都市防災上の役割を果たし、上
下水道・電力・通信・ガス等のライフラインの収容を図るなど多面的な機能を持ち、安全・
快適な都市生活の実現には欠かせない施設です。

秋田県の都市計画道路（道路事業含）の整備率は、令和5年3月31日現在で67.7%となって
います。（全国整備率：約67%）
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改良済延長 都市計画決定延長（単位：km）

○変革する時代に対応した地域社会の構築を目指し、持続可能でコンパクトなまちづくり
を目指します。

○市街地の拡散と「まちなか」の空洞化を抑制するとともに、まちの再生やにぎわいを創
出します。

街路の整備により、都市内交通の円滑化・街路空間の創出による

誰もが使いやすい持続可能でコンパクトなまちづくりを目指します

川尻広面線（秋田市） 停車場栄町線（由利本荘市）
【進捗状況】 【進捗状況】

（年度）
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●整備方針２　　安全・安心を支える生活道路の整備

　　　　　　
　　　　　　　

●その他の整備方針

．

高齢者や子どもなど、様々な世代の県民が安全・安心に日常生活を送るためには、
生活道路の安全性と利便性の向上が不可欠であることから、年間を通じた良好な道路
環境の確保を図ります。

・中心市街地へのアクセス性を改善し、中心市街地の活性化を支援する。

・都市間の人や物流の流れを円滑にするため、駅やICへのアクセス道路整備を推進する。

・交通結節点としての機能を持つ駅前広場などの整備により、にぎわいを創出する。

・都市内の主要渋滞箇所を解消することで交通の円滑化を推進する。

【歩道がなく、一方通行及び電柱が乱立しており

街路空間の改善必要】

【歩道設置、道路拡幅による両側交互通行及び無電柱化

による安全安心な街路空間を確保】

千秋久保田町線 （秋田市）

通学路における歩道空間の整備、無電柱化による道路環境の改善等

地域生活に直結する街路空間の整備を目指します

【 交通結節点の機能を強化

（駅前広場拡幅、ユニバーサルデザイン化） 】

【 主要渋滞箇所における交通の円滑化 】

明田外旭川線（秋田市）駅前中央線（鹿角市）
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◆ 令和５年度　県施行　都市計画道路事業箇所一覧

延長 着手

起　点 終　点 (ｍ) 年度

大町五丁目 大町五丁目 川尻広面線 197 H26 (主)秋田岩見船岡線

川元小川町 山王五丁目 新屋土崎線 1,125 H27 (主)秋田天王線

手形山崎町 手形山崎町 明田外旭川線 166 R4 (主)秋田八郎潟線

由利本荘市 裏尾崎町 裏尾崎町 停車場栄町線 389 H25 (一)羽後本荘停車場線

横手市 本町 根岸町 八幡根岸線 309 H29 (一)御所野安田線

◆ 令和５年度　市町村施行　都市計画道路事業箇所一覧

延長 着手

起　点 終　点 (ｍ) 年度

泉字菅野一丁目 外旭川字木崎 泉外旭川線 600 H20

大町五丁目 大町五丁目 川尻広面線 114 R4

◆ 令和４年度 街路供用状況写真

秋田市

市町村名
箇　　所　　名

都市計画道路名 備　　　考

秋田市

市町村名
箇　　所　　名

都市計画道路名 備　　　考

東西自由通路線（駅前広場、駅東広場）

（由利本荘市）

駅前広場

駅東広場

東西自由通路線
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２　土地区画整理事業

■区画を整理することにより…
　　・道路が広くなり、安全性向上
　　・土地の形が整理され、利便性向上
　　・これまで無かった公園等が整備
　　・土地の利便性向上により、土地
　　　評価額UP！

◆秋田県内土地区画整理事業　施行者別一覧 (ha)

　　◆土地区画整理事業 施行地区一覧（R5.4現在）

秋田市（秋田駅西北地区） 5.8ha 秋田市（秋田駅東第三地区） 45.5ha
大館市（御成町南地区） 6.2ha

◆区画整理を実施した例　［秋田市秋田駅東第三地区］

３ 都市構造再編集中支援事業

補助率：50%（都市機能誘導区域内）
45%（都市機能誘導区域外）

　　◆都市構造再編集中支援事業 施行地区一覧（R5.4現在）

大館市（大館駅前地区）
横手市（横手駅周辺地区）
湯沢市（湯沢駅前地区）

◆都市再生整備計画に基づき整備した施設

大仙市［大綱交流館］

　土地区画整理事業とは、あらかじめ計画決定した区域の中で、土地所有者から土地面積や位置
に応じて、土地を少しずつ提供（減歩）してもらい、全体から集めた土地を道路・公園などの公共施
設用地として整備し、残りの土地の利用価値を高める面的な整備方法です。

1563.7 486.4 830.3
187

2880.4
認可数
面積

組合施行 個人・共同施行 合計
70 34

大館市［観光交流施設（秋田犬の里）］

83
公共団体施行

　都市再生整備計画の区域が立地適
正化計画の「都市機能誘導区域内」及
び「居住誘導区域内」に定められてい
る地区

都市再生整備計画の作成

　都市再生整備計画に位置付けられた事業のうち「立地適正化計画」に基づく事業に対して総合的・
集中的な支援を行い、各都市が持続可能で強靱な都市構造へ再編を図る事を目的とする事業。

［実施前］ ［実施後］
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１　都市公園整備の現況

◆公園別面積推移 ◆1人当たり公園面積

   都市公園は、緑豊かで安全・快適な都市環境の整備、スポーツ・レクリエーションの場の提供
及び災害時の避難場所確保などを目的として、都市公園法に基づいて設置される公園又は緑
地です。
   秋田県における都市公園はこれまで13市4町1村で整備を進めてきており、令和3年度末まで
に612箇所、面積1,683.9haの公園及び緑地が開設され、都市計画区域人口一人当たりの公園
面積は23.0㎡となっています。令和5年度も地域住民の多様なニーズへの対応と、やすらぎとう
るおいのあるオープンスペース確保のため、引き続き都市公園の整備を促進します。
   また、都市計画区域が指定されていない町村で設置される特定地区公園（カントリーパーク）
については、令和3年度末までに12市町村において20箇所、210haの公園が開設されています。

第 ８ 節 都 市 公 園
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住区基幹公園 都市基幹公園

特殊公園等 広域公園(ha) (㎡)

(年度) (年度)

公園、緑地の都市計画決定状況 都市公園の開設状況
令和4年3月31日現在 令和4年3月31日現在

公園種別 箇所数 面積（ｈａ） 公園種別 箇所数 面積（ｈａ）
街 区 公 園 429 106.63 街 区 公 園 433 108.75
近 隣 公 園 36 76.24 近 隣 公 園 32 72.85
地 区 公 園 27 168.68 地 区 公 園 38 166.33
総 合 公 園 25 1,016.80 総 合 公 園 27 633.56
運 動 公 園 6 215.00 運 動 公 園 7 119.08
風 致 公 園 3 234.90 風 致 公 園 0 0.00
歴 史 公 園 2 39.70 歴 史 公 園 2 2.84
緑 地 17 1,346.19 緑 地 40 195.25
墓 園 11 193.64 墓 園 11 62.65
広 場 1 0.08 広 場 15 27.85
広 域 公 園 3 954.50 緑 道 4 4.24
合　　　計 560 4,352.36 広 域 公 園 3 290.50

合　　　計 612 1,683.90
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２　県立都市公園

県が整備している都市公園は、3カ所あります。

県立都市公園の施設概要 令和5年4月1日現在

【秋田県立都市公園の位置図】

（１）　小泉潟公園

公　園　名 計画面積
（ｈａ）

開設面積
（ｈａ）

主  　な　  施　  設　  内　  容

中 央 公 園 583.8 133.2

桜広場、つつじ園、展望台、陸上競技場、球技場、野球場、トレーニン
グセンター（公園事務所）、あきたスカイドーム、若人の丘、フィールドア
スレチック、ファミリーキャンプ場、サイクルスポーツコース、テニスコー
ト、投てき場、アーチェリー場、補助陸上競技場、運動広場、野球広
場、マウンテンバイク場、パークゴルフ場

小 泉 潟 公 園 170.0 63.7
日本庭園（水心苑）、菖蒲園、噴水広場、グリーンスロープ、健康広
場、テニスコート、管理事務所

【水心苑】

北欧の杜公園 200.7 93.6
芝生広場、イベント広場、休憩所、野鳥観察者舎、記念広場、野外ス
テージ、パークセンター（公園事務所）、オートキャンプ場、わんぱく広
場、犬の冒険広場、なべっこ広場、パークゴルフ場、テニスコート

秋田市の北部、金足地内に位置し、男潟と
女潟を中心に、広大な自然を利用しながら整
備されており、散策やレクレーションの場とし
て県民に親しまれている公園です。

公園の管理の拠点となるパークセンター、
日本庭園「水心苑」、菖蒲園、多目的広場、
テニスコート、サイクリングロード等を整備し
ております。

北欧の森
公園
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（２）　中央公園

【 スポーツゾーン 】 【 あきたスカイドーム 】

（３）　北欧の杜公園

３　市町村都市公園

（１）都市公園の長寿命化対策

（２）都市公園のバリアフリー化

（３）都市緑化

老朽化が進む公園施設の長寿命化対策について、
個別施設計画に基づき施設の改築・更新を行い、県
民が満足して利用できる都市公園の整備を推進しま
す。

市町村が策定する「緑の基本計画」に基づき、まちの顔となるような緑化重点地区として、楢山・
牛島地区及び秋田駅周辺地区（秋田市）を整備します。

秋田市と十和田湖のほぼ中間にある北秋田
市大野台地内に位置し、北欧の牧歌的雰囲気
をいかして県北地方の広域的な余暇活動の場
および国際交流の場を提供し、実践することを
テーマに整備されました。

公園の総合的な利用と管理の拠点となるパ
ークセンター、オートキャンプ場、わんぱく広場、
なべっこ広場、テニスコート、パークゴルフ場等
を整備しています。

誰もが快適に生活できる都市環境の形成を図るた
め、都市公園のバリアフリー化を推進します。

【全景】

【秋田市千秋公園】

秋田市中心部から南東約15kmの雄和椿川地内に位置し、秋田空港を取り囲むように連なる丘陵地
や広大な草原を有効に活用し、大規模なスポーツ大会から県民の多様なレクリエーション需要に対応
し県民がいつでも気軽に利用できる広域的、多目的な公園です。

スポーツ施設（陸上競技場、テニスコート、屋根付きグランド等）、芝生広場、フィールドアスレチック、
マウンテンバイク場、パークゴルフ場、ファミリーキャンプ場等を整備しています。

あきたスカイドームについては、令和元年度から令和3年度にかけて、経年劣化により強度低下が
見られる膜屋根の更新事業を実施し、広域防災拠点としての機能の維持を図りました。また、県営陸
上競技場については、日本陸連の第1種公認更新にあわせ、国際陸連のクラスⅡ認証を取得してい
ます。

市町村が実施する国庫補助事業を支援します。
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第　６　章　　　下　水　道

１　生活排水処理施設の種類と特徴

第 1 節 生活排水処理事業

生活排水処理施設は、一般家庭等から排水される生活排水を地中の管路に流して終末処理場

に集めて処理し公共用水域に排出する方法（集合処理）と、一般家庭等の敷地内に合併浄化槽を

設置してその場で処理して道路側溝等に排出する方法（個別処理）に大別されます。

効率的な普及促進に向けて、地域の特性に応じた手法を選択し、整備を進めています。

生活排水処理のイメージ

川・湖・沼等の

公共用水域

川・湖・沼等の

公共用水域
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◆生活排水処理施設の種類

下水道、集落排水、合併処理浄化槽などの生活排水処理施設は、根拠法令や整備手法など

により、次のとおり分類されます。
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２　生活排水処理施設の整備状況

◆市町村別（整備手法別）普及率

◆秋田県生活排水処理構想（第４期構想）における目標値

生活排水処理施設は、健康で快適な生活環境の確保と公共用水域の水質保全に不可欠な社会

資本であり、早急な整備と適正な管理が求められています。

秋田県の生活排水処理人口普及率は令和３年度末時点で88.9％であり、全国平均の92.6％と

比較して低位な状況となっています。県・市町村が協議して策定した「秋田県生活排水処理構

想（第４期構想）」において、中期（目標年度：令和７年度）、長期（目標年度：令和17年

度）の目標値を設定し、早期概成に向けて整備を進めています。
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３　県が管理する施設について

◆流域下水道

◆十和田湖特定環境保全公共下水道

２市町村以上の区域の下水を処理する広域的な下水道で県が管理を行っています。市町村

の下水を受け入れる幹線管渠と終末処理処理場からなり、秋田県では５つの処理区が供用さ

れています。幹線管渠に接続する枝線管渠は関連する市町村が公共下水道として整備します。

鹿角処理センター

大館処理センター

秋田臨海処理センター

大曲処理センター

横手処理センター

湖畔の生活環境の改善と湖の水質を保全を図るため、青森県と共同で事業を行っています。

平成10年に整備が完了し、現在は維持管理へと移行しています。

－　59　－



１　中長期的な整備方針（秋田県生活排水処理構想）

２　県が実施する事業の概要

第 2 節 下水道の整備

基本理念 快適で安心できるくらしときれいな水環境への貢献

目標像 きれいな水環境と

快適なくらし

取組方針 ・未普及地域の早期解消

・水洗化の促進

・洗浄化槽設置制度の充実

・広報・啓発活動

・経営基盤の強化

・適切な維持管理

・広域化・共同化

・職員の技術力向上

・適切な執行体制の構築

・汚泥の利活用

・CO2排出量の削減

・エネルギー自給率の向上

県と市町村との協働

適正管理と持続可能な経営
脱炭素社会への貢献

②災害に備えた施設の強靱化

○臨海：ポンプ場の耐震化

○臨海・大曲：処理場等の耐水化

○臨海・横手・大館：管渠の２条管化

（１）流域下水道事業

①インフラ施設の長寿命化

○臨海・横手・大館・鹿角：処理場の改築更新

③広域化・共同化の推進

○県南地区広域汚泥資源化事業

○自治体の事務を補完する新組織の設立

④処理場における脱炭素化の推進

○秋田臨海処理センターの脱炭素化

○汚泥処理に伴う消化ガスの有効利用

【横手処理センター 汚泥脱水設備更新】 【臨海処理区 飯田川中継ポンプ場耐震化】

（２）農業集落排水事業

市町村が実施する農業集落排水の整備や更新に対する補助（R5:秋田市ほか５市町）

（３）合併処理浄化槽設置整備事業

合併浄化槽を設置する者に対して、国及び市町村と一体となって補助金を交付

（R5:秋田市ほか21市町村）

（４）あきた循環のみず協働推進事業

持続的な事業運営の実現に向けて、県と市町村の連携施策に関する調査・検討を実施

（R5:包括的民間委託の導入検討、BCP訓練の実施）
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◆県南地区広域汚泥資源化事業

◆県北地区広域汚泥資源化事業

事業スキーム

施設建設地

１ 目的

県南部で発生する汚泥は各自治体ごとに処理を行い、再利用や処分が行われていますが、

施設の老朽化と処分時の運搬コストが課題となっています。効率的な経営の実現と資源の

有効利用を図るため、県と４市２町（横手市、大仙市、湯沢市、仙北市、美郷町、羽後

町）の汚泥を集約し、資源化する施設の整備を実施しています。

県と市町村の汚泥を集約処理することで、現行方式で各施設を単純更新した場合と比較

して、事業期間の20年間で約26億円のコストの縮減が図られる見込みです。

２ 事業概要

○建設地 ：秋田湾・雄物川流域下水道 横手処理センター内

○建設施設 ：コンポスト化施設

○計画処理量 ：7,189 t／年（事業期間R7年度～R26年度の平均）

○事業方式 ：DBO（設計施工・運営一体）方式

※設計施工（R5.1～R7.3）、運営（R7年度～R26年度）

汚泥の効率的な処理と資源の有効活用に向けて、県北部３市３町１組合から発生する汚

泥を集約処理する資源化施設を整備し、令和２年度に供用を開始しています。生成された

資源化物は、土壌改良のための補助材料として利活用されています。

県と市町村の汚泥を集約処理することで、現行方式で各施設を単純更新した場合と比較

して、事業期間の20年間で約40億円のコストの縮減が図られる見込みです。

事業スキーム

コンポスト
(ペレット状)

○建設施設：炭化施設
○計画処理量：7,800t/年
○事業方式：DBO
（設計・施工・運営(20年)）
○全体事業費：約65億円
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◆秋田臨海処理センターリノベーション事業

１ 目的

処理工程で発生する熱等の下水道資源と敷地内の遊休地を活用し、下水処理場の新たな価

値を創造することで、地域へ貢献する処理場へと再生します。

（２）憩い・賑わいの拠点化

処理場から発生する熱、処理水及び下水汚

泥由来の肥料等を利用した農業の可能性につ

いて調査研究を行いながら、下水道資源を利

用した作物である「じゅんかん育ち」の普及

啓発などを行い、憩い・賑わいの創出を目指

します。

２ 事業概要

（１）エネルギー供給拠点化

下水汚泥を利用した消化ガス発電、風力発電及び太陽光発電を導入し、処理場で利用する

電力の脱炭素化・自立化を進めるとともに、向浜地区公共施設群に発電した電気を供給する

ことで地域の脱炭素化を図ります。

なお、本取組については、令和４年４月に「脱炭素先行地域」※として選定されています。

※ 2030年度までに電力消費に伴うCO2排出量実質ゼロの実現に向けて先進的に取り組む地域であり、環境省が選定するもの。

県秋田臨海処理センター

市汚泥再生処理センター

県秋田技術専門校県産業技術センター本館 県産業技術センターAIT館

県総合食品研究センター

県立総合プール

県立野球場

県総合職業訓練センター

再エネ
再エネ
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◆自治体の事務を補完する新組織（広域補完組織）の設立

１ 目的

生活排水処理事業に関する人・モノ・カネの課題が顕在化する中、執行体制の強化に

向けて新たな組織を設立します。県・市町村の協働と、民間事業者の専門知識の活用に

より、生活排水処理事業における経営課題等にきめ細やかに対応し、持続的な運営につ

２ 組織概要

○形態 ：官民出資株式会社

○出資金 ：１億円

○出資比率 ：官51％※、民49%  （※県18.21%、市町村計32.79%）
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昭和から平成初期にかけて造成された施設の老朽化が進行し、修繕、改築などに要す

る費用が増加しており、適切なマネジメントが求められています。管渠、ポンプ、処理

場などの設備について、点検結果に基づいて計画的に修繕、改築を実施し、各施設の機

能維持を図っています。

また、下水道に流入する汚水及び下水道から放流する処理水の水質の管理も管理者の

責務であり、処理場における監視と共に、汚水を排出する家庭、事業所などの排水設備

の規制指導を実施しています。

下水道の
維持管理

下水道施設の維持管理

下水道台帳の整備・保管

終末処理場、ポンプ場の運転管理・保守点検

放流水の水質管理
下水汚泥の処理・処分
下水道管渠の清掃・保守点検
下水道施設の修繕

排水設備の設置指導
事業場排水の規制指導

そ の 他

水洗化の促進

処理場の維持管理

法令の基準に適合した良好な処理水の水質を確保するため、状況に応じた確実な運
転操作を行っています。また、下水汚泥の適正な処理と減量化に努めています。

第 3 節 下水道の維持管理

※平成21年度から指定管理者が日常の維持管理業務を行っています。

各処理施設の監視 汚水を処理する微生物の状況確認

流 入 水 の 管 理

下水管の維持管理

下水管の底に砂や汚泥が堆積すると、汚水があふれだす原因となります。また、下水

管が破損すると、下水が流れないばかりでなく、管内への土砂流入により管が埋設され

ている道路を陥没させるおそれもあるため、定期的に清掃・点検を行っています。

マンホールの点検 高圧洗浄車による清掃作業
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老朽化した施設の増加により、改修・修繕事業は下水道事業の中でも大きな

ウェイトを占めるようになっています。

下水道施設の改修・修繕

管渠の布設腐食した管渠

第 4 節 広 報 活 動

下水道等の施設の整備に当たっては、地域のニーズを踏まえて県民の理解を得ながら事

業を進めていく必要があります。このため、県民の事業への関心を喚起し、下水道等の役

割・必要性、下水道使用料の仕組み等について、正しく理解してもらうことを目的として、

施設見学会及び勉強会等の広報活動を実施しています。

秋田臨海処理センター

大館処理センター大曲処理センター

秋田臨海処理センター

－　65　－



第　７　章　　　道　　　　路

１　道路の現況
　（１）　高速道路

　（２）　一般国道

　（３）　都道府県道

　（４）　市町村道

　　◆道路の整備状況

 

第 1 節 道 路 の 現 況

県道は、通勤・通学・通院など、地域の生活圏単位での交流を活発化させるほか、日常生活
における安全・安心の確保や利便性を向上させるため整備が進められています。
県内には１８６路線、延長２，３６９ｋｍの県道があり、そのうち約７６％は改良済道路と

なっています。

市町村道は、最も身近な日常生活道路であることから、路線数も非常に多く、その道路延長
も県全体の約８４％を占めています。
しかしながら、幅員が狭かったり、舗装されていない道路も多く、改良率・舗装率ともに約

６６％程度にとどまり、生活に密着した道路でありながら整備が遅れている現状にあります。

高速道路は、防災・減災、国土強靱化に資するとともに、産業集積の促進や物流の効率化な
ど、地域経済の活性化に大きく寄与することから、高速道路ネットワークの早期完成が望まれ
ています。
県内で計画されている高速道路の延長約３６２ｋｍのうち、令和４年度末時点の供用延長は

約３３２ｋｍ、供用率は９２％となっています。
県内の路線別の整備状況については、鹿角市・小坂町を通過する東北縦貫自動車道（東北自

動車道）４１．８ｋｍが昭和６１年までに全線供用されており、また、岩手県境から秋田市を
経由し、潟上市に至る東北横断自動車道（秋田自動車道）９８．５ｋｍも平成９年までに全線供
用されています。
山形県境から県内沿岸部の主要都市を経由し、小坂ＪＣＴで東北自動車道に接続する日本海

沿岸東北自動車道約１８４ｋｍは、令和２年１２月に蟹沢ＩＣ～大館能代空港ＩＣ間が開通し
たことで、約１６１．５ｋｍが供用されています。未開通区間についても、二ツ井今泉道路
５．９ｋｍ（小繋から蟹沢間）の整備が進められており、今泉から蟹沢間については令和４年
１２月に別線による整備が決定しました。二ツ井白神から小繋間については、平成２７年度に
能代地区線形改良（約２．０ｋｍ）が事業着手されたほか、令和２年度に種梅入口交差点、令
和３年度に荷上場地区交差点の改良事業がそれぞれ事業着手となり、日沿道の全線開通へ向け
て大きく前進しています。
東北中央自動車道は、約３８ｋｍのうち雄勝こまちＩＣから横手ＩＣまでの２６．７ｋｍが

平成１９年までに供用開始し、平成２８年度には雄勝こまちＩＣから上院内間６．７ｋｍのう
ち、院内道路３．０ｋｍが供用開始されました。また、唯一の事業未着手区間となっていた県
境部の真室川雄勝道路（県内約４ｋｍ）についても、令和元年１２月に工事着手に至りました。
今後も高速道路ネットワークの早期完成について、国に対し強く働きかけていきます。

国道は、主要都市間の連絡強化や高度医療施設へのアクセス機能の向上など、県民生活に欠
くことのできない主要幹線道路として整備が進められています。
県内には、国が管理する７号・１３号・４６号の３路線と県が管理する１０１号から４５４

号までの１４路線があります。そのうち県が管理する国道の延長は８７１ｋｍで、約９４％は
改良済道路となっています。

延　長
（ｋｍ）

率（％）
延　長
（ｋｍ）

率（％）
橋数

（箇所）
延長

（ｋｍ）
ﾄﾝﾈﾙ

（箇所）
延長

（ｋｍ）
43,479 23,659 16,236 68.6% 16,702 70.6% 23,383 11,446 220 158 56

203 3,708 3,081 83.1% 3,618 97.6% 3,558 2,749 102 116 48
17 1,340 1,290 96.3% 1,340 100.0% 1,253 1,251 50 78 36
3 469 469 100.0% 469 100.0% 434 530 19 25 16

14 871 821 94.3% 871 100.0% 819 721 31 53 21
186 2,369 1,791 75.6% 2,278 96.2% 2,305 1,498 52 38 11

43,276 19,951 13,155 65.9% 13,084 65.6% 19,825 8,697 117 42 8

※ 道路現況調書より（令和４年３月３１日現在）

一 般 道 路 計
国 県 道

一 般 国 道
国直轄
県管理

県 道
市 町 村 道

道 路 区 分
路線数
（箇所）

延　長
（ｋｍ）

路　　　面　　　別 構　　　成　　　別

改 良 済 舗 装 済 道路部
延　長
（ｋｍ）

橋 梁 ト ン ネ ル
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２　道路整備の必要性

（１）県民生活を支える自動車交通

本県の自動車保有台数は、昭和５０年からの４０数年で、約２．５倍の８０万台となって
おり、平成１７年度のピーク以降、概ね横ばい傾向となっています。また、１世帯当たりの
乗用車保有台数も１．８９台と、全国平均の１．３８台と比べ、約１．４倍と高くなってお
り、日常生活及び経済活動を支えるうえで、自動車は必要不可欠なものとなっています。

181 255 279 327
437 529 574 576 593 594 592 590 589 585

116
168 218

269
266

235 212 189 177 175 173 171 170 170

21

25
30

39

43
44 44 45 47 47 47 47 47 48

0

500

1000

S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H28 H29 H30 R1 R2 R3

自
動
車
保
有
台
数
（
千
台
）

乗用車 貨物車 バス・二輪車等

（資料：一般財団法人 自動車検査登録情報協会）

318

448
527

635
746

808 830 810 817 816 812

秋田県の自動車保有台数の推移

808 806

（資料：東北運輸局 図で見る東北の運輸）

各県別自動車保有状況（令和２年度末）

803
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（２）依然として残る渋滞箇所

（３）冬期交通の円滑化

（４）安全・安心の確保

県内には都市部を中心に渋滞箇所が集中しており、令和４年度末現在、全県に５５箇所の主要

渋滞箇所があります。（平成２４年度の公表時には６２箇所）

特に秋田市においては混雑区間・箇所が面的に広がり、複数路線に跨がり多くの渋滞箇所が存

在しています。

本県は、全国でも有数の豪雪県で、冬

期は積雪や凍結などにより事故の危険性

が高まるほか、通勤時間帯を中心に著し

い交通渋滞が発生しています。
また、県境・郡境の峠部を中心に、多

くの冬期通行止区間があります。

（冬期通行止区間：54区間、約396km）

県内には通学路等を含め歩道の整備が必要な区間が多数残っており、整備が急がれています。
また、平成２８年９月の秋の行楽シーズンには、国道３４１号五十曲地区において、落石に伴

う全面通行止めが発生し、多方面に影響が及びました。
県では、このような災害を未然に防ぐため落石崩壊危険箇所の定期的な点検を実施すると共に、

災害対策工事を行っています。
加えて、近年全国的にインフラ施設の老朽化が問題となっています。秋田県では、「秋田県

橋梁長寿命化修繕計画」等に基づき、大きな損傷が発生する前に手当てする「予防保全型」の管
理を行い、道路インフラの老朽化対策に取り組んでいます。
県民の日常的な安全・安心の確保を図るため、歩道の整備や防災対策、各種道路施設の適切な

保全を行っていきます。

※出典 R5.3 秋田県渋滞対策推進協議会資料より一部抜粋
東北地方整備局秋田河川国道事務所
URL:http://www.thr.mlit.go.jp/akita/road/04_jyuutai/index.html

冬期の交通状況（R3.1月 横手市）

５５箇所の内訳

秋田県中央部：４０箇所

秋田県北部 ： ７箇所

秋田県南部 ： ８箇所
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３　交通量図

5,000台未満

凡例（平日１２時間交通量）

10,000台以上

5,000～10,000台

20,000台以上

下図は県内幹線国道の交通量（平成２７年度調査実施）を図表化したものです。

国道７号・１３号については、ほぼ全区間において交通量が１万台以上であり、地域間交流

を支える大動脈となっております。

また、国道７号・１３号を補完する県管理国道（通称３桁国道）も、各中核都市周辺での交

通量は比較的多く、地域の主要な幹線道路として利用されております。

※平成27年調査時点で未供用の箇所について、

点線で標記しております

（平日・２４時間交通量）

No 路　　　線　　　名 交　通　量 観　　測　　地　　点

1 一般国道１３号 43,692         秋田市牛島西一丁目

2 一般国道７号 42,381         秋田市八橋下八橋

3 秋田天王線 38,989         秋田市泉登木

4 秋田昭和線 34,453         秋田市上北手百崎内山

5 秋田停車場線 28,370         秋田市山王七丁目

6 一般国道１０１号 26,039         潟上市天王

7 秋田北インター線 22,628         秋田市外旭川三後田

8 秋田北野田線 22,108         秋田市旭北寺町

9 一般国道１０５号 21,425         由利本荘市川口

10 秋田御所野雄和線 20,497         秋田市御野場新町四丁目
　　資料：平成２７年度道路交通センサス

◆県内交通量ベスト１０（※同一路線で最大の交通量観測地点を記載）

高規格幹線道路

（供用済）

国道
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１　秋田県道路整備計画

第 ２ 節 道 路 の 整 備

１ 策定のポイント

秋田元気創造プランに掲げる施策を着実に推進するため、県内の道路における各路線の性格や役割を整

理し、道路整備の方向性を示した「秋田県道路整備計画」を策定しています【後期 H31～R5】。

人口減少と少子高齢化、生産年齢人口減少に伴う労働力の不足、自然災害に対する不安などの様々な課

題に直面していることから、本計画では、これらの課題を客観的に捉え、道路管理者が対応すべき課題を

整理し、道路整備の方針として、「５つの柱・１０の施策」を整理・体系化しています。

２ 道路整備の方向性

「秋田県道路整備計画」では、県内の道路交通網を①県土の骨格を形成する道路ネットワーク、②産業

に寄与するネットワーク、③観光に寄与するネットワークの３つの観点から整理し、これらを重ね合わせ

た道路ネットワーク図を作成しています。道路ネットワーク図を元として、地域毎の課題に対応した今後

の道路整備の方向性を示しています。

①県土の骨格を形成する道路ネットワーク

③観光に寄与するネットワーク

②産業に寄与する道路ネットワーク

（１）高速道路ネットワークの早期完成

（２）高速道路を補完する幹線道路ネットワークの形成

（３）地域間ネットワークの構築

（４）生活道路の機能強化

イ）高速道路

イ）地域高規格道路

ロ）直轄国道

イ）秋田都市圏と各二次生活圏中心都市を結ぶネットワーク

ロ）二次生活圏の中心都市同士を結ぶネットワーク

イ）二次生活圏単位で、二次生活圏中心都市と旧市町村役場を
結ぶネットワーク

ロ）隣接する旧市町村役場を結ぶネットワーク

○工業団地・商業施設と交通拠点（高速ＩＣ、港湾、空港、駅）を
結ぶネットワーク

○高速道路、直轄国道、県管理国道も対象

○観光地と交通拠点（高速ＩＣ、港湾、空港、駅）を結ぶ ネットワーク

※ただし、県管理国道は、県際道路を対象とする。○高速道路、直轄国道、県管理国道も対象

※ただし、冬季閉鎖区間は除く。
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方針① 交流・連携
人・ものが広域に交流するための“みち”

期待される効果
●地域間の交流人口の拡大
●広域的なモノの移動による
産業の振興

主な取組
●高速道路ネットワークの構築

主な取組
●空港・港湾・物流拠点へのアクセス強化
●観光地へのアクセス強化
●道の駅の機能強化

期待される効果
●県内への企業立地促進
●県外からの観光客の増加

方針③ 地域・生活
みんなが生活しやすいまちを支える“みち”

方針④ 安全・安心
安全で快適な暮らしを支える“みち”

方針⑤ 強靭化・防災
もしもの時に備えた“みち”

期待される効果
●災害時の避難行動、救助活動を支える移動経路の確保
●施設の老朽化に起因する事故等を未然に防止

主な取組
●生活道路の機能強化

期待される効果
●日常生活における拠点施設（役場・学校・病院等）
へのスムーズな移動の確保 主な取組

●歩道の整備
●防雪、克雪施設の整備
期待される効果
●高齢者や子どもも安心して
暮らせる環境の確保
●冬期間も含めた移動の円滑化

主な取組
●地震などの災害に強い道路の構築
●橋やトンネルなどの計画的な維持

道路整備計画では、魅力的で活力ある地域づくりを推進するため、

つぎの５つの観点に着目し、計画的に整備を進めることにしています。

道路の整備により、移動時間の短縮や事故の低減が図られ、利便性・

安全性・快適性の向上など様々な効果が期待されます。

方針② 産業・観光
地域産業や観光資源を元気にする“みち”

道路整備の効果
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２　高規格幹線道路

（１）高規格幹線道路網計画

（２）高速自動車国道の整備状況

　　　※高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路（Ａ’路線）の供用延長含む

【写真】令和2年12月13日　日本海沿岸東北自動車道（蟹沢IC～大館能代空港IC）が開通

　高規格幹線道路　（全体構想：約１４，０００ｋｍ）

　高速自動車国道
　　（全体計画：１１，５２０ｋｍ）

　一般国道自動車専用道路
　　（全体計画：約２，４８０ｋｍ）

全　国 秋田県

延　長 供用率 延　長 供用率

全体計画 １１，５２０km － ３６２km －

R1末供用 １０，０９６km ８８％ ３２６km ９０％

R3末供用 １０，２１８km ８９％ ３３２km ９２％

R2末供用 １０，１２７km ８８％ ３３２km ９２％

R4末供用 １０，２７４km ８９％ ３３２km ９２％

高規格幹線道路とは、自動車の高速交通の確保を図るために必要な道路で、全国的な自動車
交通網を構成する自動車専用道路です。
昭和６２年６月２６日の道路審議会答申に基づき、同年６月３０日、建設大臣（当時）が、

約１４，０００ｋｍの高規格幹線道路網計画を決定したほか、「第四次全国総合開発計画」
（昭和６２年６月３０日閣議決定）においても“交流ネットワーク構想”を推進するため、
次のとおり位置付けられています。

「全国的な自動車交通網を構成する高規格幹線道路網については、高速交通サービス
の全国的な普及、主要拠点間の連絡強化を目標とし、地方中枢・中核都市、地域の
発展の核となる地方都市及びその周辺地域等から概ね１時間程度で利用が可能とな
るよう、およそ１４，０００ｋｍで形成する。」

・「四全総」および「２１世紀の国土のグランドデザイン」（平成

10年3月31日閣議決定）で国土の骨格となる基幹的な高速陸上交通

網を形成するものとして構想

体系
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（３）秋田県の高規格幹線道路の概要

【全国の整備状況】 R5.3末現在　　 ※一般国道自動車専用道路(Ｂ路線)含む

【県内の路線別整備状況】 R5.3末現在

供用率 備　　　　考

合       計 約 362 km 332 km 31 km

東北中央自動車道 38 km 30 km 8 km

日本海沿岸東北自動車道 約 184 km 162 km 23 km

秋田自動車道 99 km 99 km - H9全線開通

東北自動車道 42 km 42 km - S58～S61開通

路　 線　 名 路線延長 供用延長 未整備延長 備考

秋　田 362 km 332 km 92%

88%

東　北 2,218 km 2,063 km 93% 東北のみR4.3末現在

うちR4末

供用延長

全　国 14,000 km 12,258 km

区　分 計画総延長

本県の高規格幹線道路は、東北自動車道が昭和６１年７月に開通して以来、着実に整備が
進められ、平成９年６月には東北中央自動車道の「湯沢ＩＣ～横手ＩＣ」が開通、同年１１
月には秋田自動車道「北上ＪＣＴ～昭和男鹿半島ＩＣ」が全線開通し、県内の高規格幹線道
路網が整い始めました。
以降、順調に整備が進み、近年では平成２８年度に、日本海沿岸東北自動車道「鷹巣ＩＣ

～二井田真中ＩＣ」及び東北中央自動車道「院内道路」が開通、平成２９年度には日本海
沿岸東北自動車道「大館能代空港ＩＣ～鷹巣ＩＣ」が開通、令和２年度には同「蟹沢ＩＣ〜
大館能代空港ＩＣ」が開通し、令和２年度末時点の供用率は約９２％となっています。
現在、日本海沿岸東北自動車道では「遊佐象潟道路」「二ツ井白神〜小繋間」「二ツ井今

泉道路」、東北中央自動車道では「横堀道路」「真室川雄勝道路」で国施行による事業が進
められています。
また、平成３１年３月に秋田自動車道「山内ＰＡ～横手ＩＣ間」が４車線化の事業許可と

なったことに続き、令和２年３月には「湯田ＩＣ～山内ＰＡ間」、令和３年３月には「北上
西～湯田間」が４車線化の事業許可となり、信頼性の高い高速道路ネットワークの構築によ
り、物流環境の改善が図られ、企業立地の促進等による地域産業の活性化に大きく寄与する
ものと期待されます。

102 125
158 163

213 213 213 217 229
276 276 276 278 286 303 303 303 309 325 326 326 332 332 332

88

120
108

131
94 94 96 101 97

50 50 50 48 52
45 45 55 49 37 36 36 30 29 30

172
117 96

68 55 55 53 44 36 36 36 36 36 24 14 14 4 4 0 2 0

0%

50%

100%

H4 H7 H9 H10 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4

秋田県の高規格幹線道路の推移

供用延長 事業中延長 未着手延長

(km)
※

※今泉～蟹沢間の整備方法が決定にしたことによる変更
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令和５年３末現在、県内の高規格幹線道路の整備状況は以下のとおりです。

［高速自動車国道］

　事業主体　：　国土交通省（新直轄方式）

※両区間とも、当初は日本道路公団による有料道路事業として整備が進められていましたが、平成１５年度から

　新直轄方式が採用され、国土交通省により整備が進められました。

※新直轄方式は、採算性の面で各日本高速道路株式会社による建設が困難な路線のうち、緊急性、必要性の高い

　路線の建設及び管理費用を国と都道府県の負担により行う方式であり、完成後は無料区間となります。

［高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路］

　事業主体　：　国土交通省（鷹巣西道路のみ県事業で実施）

延長
着手
年度

供用済
延長

17.9km H25 －

13.7km H17 13.7km

12.5km H12 12.5km

33.8km S58 33.8km

約6.5km H27 －

11.2km H24 5.3km

13.9km H17 13.9km

8.8km S57 8.8km

26.7km S59 26.7km

3.7km H27 －

3.0km H15 3.0km

7.2km H29 －

※Ａ’路線とも呼ばれ、高速自動車国道に並行する一般国道の自動車専用道路として国土交通省が施行するもの

　で、将来高規格幹線道路網に組み入れられる予定の道路です。

東 北 中 央
自 動 車 道

国道１３号

日 本 海 沿 岸
東 北 自 動 車 道

国道７号

院内道路
(仮)上院内～
(仮)下院内

H28.11.5 全線供用

真室川雄勝道路
(仮)及位～
(仮)上院内

県内延長　L=4.2km

湯沢横手道路
雄勝こまち～

横手
H19. 8.26 全線供用

横堀道路
(仮)下院内～
雄勝こまち

R7供用予定

鷹巣大館道路
大館能代空港～

二井田真中
H30.3.21 全線供用

大館西道路
二井田真中～

大館北
H25.11.30 全線供用

(二ツ井白神～小繋)
二ツ井白神～

(仮)小繋
※現道活用区間であり、

　 交通安全事業により整備中

二ツ井今泉道路
鷹巣西道路

(仮)小繋～
大館能代空港

蟹沢IC～大館能代空港IC間は
R2.12.13供用済み

仁賀保本荘道路 仁賀保～本荘 H24.10.27 全線供用

琴丘能代道路
琴丘森岳～
二ツ井白神

H19. 8.12 全線供用

遊佐象潟道路 遊佐～象潟
県内延長　L=9.9km

R7一部供用予定、R8供用予定

象潟仁賀保道路 象潟～仁賀保 H27.10.18 全線供用

Ｈ２５．１１．３０供用

区　　分 路線名 道路名 区　　間 備　　　　　考

日本海沿岸
東北自動車道

大館北～小坂北 １４．０ｋｍ Ｈ３．１２．２０ Ｈ１０．１０．２５ １４．０ｋｍ

供用済延長 備　　　　考

本荘～岩城 ２１．６ｋｍ Ｈ１．２．２７ Ｈ９．１２．２５ ２１．６ｋｍ Ｈ１９．９．１７供用

道路名 区　間 延　長 基本計画 事業着手年
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R5.3月末現在

フルインター・

ジャンクション

ハーフインター

イン

ター

形式

高速道路　４車線供用中（有料区間）

　　　　　２車線供用中（有料区間）

　　　　　２車線供用中（無料区間）

　　　　　事業中

自動車専用道路　供用中

凡　　　　　　例

〃

〃

〃
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３　新広域道路交通計画

安全安心で暮らしやすく、交流が拡大する秋田県を実現するためには、新たな社会・経済の
要請に応えるとともに、総合交通体系の基盤としての道路の役割強化や、平常時・災害時を問
わない物流・人流の確保・活性化を図る道路ネットワークを整備する必要があります。

このため、「盛岡秋田道路」や「大曲鷹巣道路」等について、整備に向けた取組を強化する
ことにしています。

広域道路ネットワーク計画図

高規格
道路

一般広域道路

広域道路
（基幹道路）

①高規格道路
高速自動車国道を含め、これと一体となって機能する、もしくはこれらを補

完して機能する広域的な道路ネットワークを構成する道路。求められるサービ
ス速度が概ね６０ｋｍ/ｈ以上の道路。交差点の立体化や沿道アクセスコント
ロール等により、サービス速度の確保を図る。

②一般広域道路
広域道路のうち、高規格道路以外の道路。求められるサービス速度が概ね

４０ｋｍ/ｈ以上の道路。部分的に改良等を行い、サービス速度の確保を図る。

令和３年６月策定
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４　幹線道路の整備

・国道、県道の整備

（１）国道の整備

　　　○主な整備箇所（国道）

（２）県道の整備

　　　○主な整備箇所（県道）

稲庭（湯沢市） 4,530ｍ

車 道 の ４ 車 線 化 １０７号 本荘道路（由利本荘市） 2,000ｍ

事 業 区 分 路線名 箇　　所　　名 整備延長

バイパスの建設

１０１号 峰浜水沢（八峰町） 1,900ｍ

１０５号 幸屋渡（北秋田市） 1,600ｍ

１０５号 堀内（仙北市） 830ｍ

１０８号 小川（由利本荘市） 940ｍ

２８５号 富津内（五城目町） 3,300ｍ

３４１号 新波（五城目町） 1,100ｍ

３９８号

県管理国道１４路線のうち、現在７路線・１４箇所でバイパスや道路拡幅等の整備を進めて
います。

主要地方道、一般県道において、現在８路線・８箇所でバイパスや道路拡幅等の整備を進め
ています。このうち、(主)比内田代線（大館市）は令和５年度の新規着手箇所です。

地域の安全・安心を確保し経済の活性化を支援する社会基盤として、県管理国道及び県道の
整備を進めており、高速交通ネットワークの補完や地域間交流を促進するネットワークの形成
を図ります。

国道３９８号
湯沢市 稲庭バイパス

（主）秋田天王線
秋田市 秋田港アクセス道路

老 朽 橋 の 架 替

（主）鳥海矢島線 中直根（由利本荘市） 2,000ｍ

（主）秋田雄和本荘線 相川【水沢橋】（秋田市） 1,360ｍ

バイパスの建設

（主）比内田代線 二井田（大館市） 4,400ｍ

（主）大館十和田湖線 雪沢（大館市） 2,930ｍ

（主）秋田八郎潟線 山内増沢（秋田市） 1,500ｍ

（一）川添下浜停車場線 下浜羽川（秋田市） 2,059ｍ

道路の拡幅

港 ア ク セ ス （主）秋田天王線 秋田港アクセス道路（秋田市） 6,120ｍ

高 速 Ｉ Ｃ ア ク セ ス （主）横手大森大内線 三本柳（横手市） 2,200ｍ

事 業 区 分 路線名 箇　　所　　名 整備延長

秋田北IC

秋田港

地盤改良工状況宮城県

湯沢市街

皆瀬川↑

道路盛土工状況
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５　市町村道の整備

市町村道には、国道・県道とともに地方の幹線道路網を構成する幹線市町村道と、居住環境を形成
する生活道路としての役割を担う一般市町村道があります。
これらのうち、利便性・快適性の向上による地域連携の促進や、道路利用者の安全を確保するため

の事業については、国庫補助事業により重点的に整備を図ります。

令和５年度事業（代表箇所抜粋）

【交付金事業】

○改築事業 ・由利本荘市 百宅線 ・小坂町 和井内線 等

【補助事業】

○道路メンテナンス事業 ・秋田市 川尻新屋線（新川橋） ・能代市 向能代２号線（上野越橋）
・大仙市 蛭川浜町線（姫神橋） 等

○無電柱化推進計画事業 ・秋田市 川尻総社通り線 等

○交通安全対策(通学路緊急点検) ・由利本荘市 一番堰薬師堂線 ・横手市 町田昼川線 等

【秋田市】 川尻新屋線（新川橋） 道路メンテナンス事業

くらしの利便性、安全性、快適性の向上を図るための道

地域連携の促進や地域振興に資する道路整備

幹線道路を連絡・
補完する道路の整備

インフラ施設の
計画的な修繕・更新

通学路等の安全を
確保するための整備

災害に強い道路整備
雪氷対策

旧雄物川

老朽化した橋梁を

下流側に架替え

▲主桁及び支承部の腐食状況

▼鉄筋が露出した床版

【由利本荘市】一番堰薬師堂線 歩道整備 【秋田市】川尻総社通り線 無電柱化推進計画事業

▲川尻総社通り線(現況) ▲整備済み隣接工区▲現況(歩道未設置)

Ｒ５年度：旧橋撤去

旧橋の状況
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１　交通安全対策

　（１）交通安全対策

発生件数 3,928 3,710 3,206 2,996 2,830 2,518 2,270 2,151 2,177 2,034 1,784 1,514 1,377 1,301 1,157

死者数 61 64 60 57 42 48 37 38 54 30 42 40 37 28 33

　（２）「道の駅」の機能強化

R1 R2 R3 R4H25 H26 H27 H28 H29 H30H24H20 H21 H22 H23

第 ３ 節 よりよい道路環境を目指して

令和４年の交通事故発生件数は、
直近１５年間で最小となっていま
す。
事故発生件数は減少傾向であり、

今後も歩道整備や事故が多発する
交差点や急カーブの解消によって、
事故の削減に努めていきます。
令和５年度は、国道２８２号西

町地区ほか１９箇所で対策を実施
する予定です。
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4,500
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発生件数 死者数

死
者
数
（
人
）

発
生
件
数
（
件
）

道の駅「おが」（男鹿市）道の駅「おおゆ」（鹿角市）

県内の「道の駅」が、利用者ニーズの高い複数の機能を兼ね備えており、各駅の特性を活
かし個性が光る『秋田の「道の駅」』を創出します。

なお、令和４年４月時点において、県内では３３駅が登録済みとなっています。

（一）植田平鹿線 横手市

(主）角館六郷線 仙北郡美郷町
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◆県内の道の駅
路　　線　　名 「道の駅」名

登　録　年　度 （施設名）

① 国道７号 たかのす

（Ｈ５年度） （大太鼓の里）

② 国道７号 ふたつい

（Ｈ６年度） （きみまちの里）

③ 国道７号 にしめ

（Ｈ７年度） （はまなすの里）

④ 国道７号 やたて峠

（Ｈ７年度） （天然杉といで湯の里）

⑤ 国道１０１号 はちもり

（Ｈ７年度） （お殿水）

⑥ 国道２８２号 かづの

（Ｈ７年度） （花輪ばやしの里あんとらあ）

⑦ 国道１０７号 東由利

（Ｈ８年度） （黄桜の里）

⑧ 国道２８５号 かみこあに

（Ｈ８年度） （秋田杉とコアニチドリの里）

⑨ 国道１３号 かみおか

（Ｈ８年度） （茶屋っこ一里塚）

⑩ 国道７号 ことおか

（Ｈ８年度） （土笛の里）

⑪ 国道７号 象潟

（Ｈ９年度） （ねむの丘）

⑫ 国道１０５号 なかせん

（Ｈ９年度） （ドンパン節の里）

⑬ 国道１３号 おがち

（Ｈ１０年度） （小町の郷）

⑭ 秋田天王線 てんのう

（Ｈ１０年度） （夢と神話の里）

⑮ 国道７号 しょうわ

（Ｈ１１年度） （ブルーメッセ･あきた）

⑯ 国道７号 岩城

（Ｈ１１年度） （島式漁港公園岩城ｱｲﾗﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ）

⑰ 国道１０１号 みねはま

（Ｈ１１年度） （ポンポコ１０１）

⑱ 国道１０７号 さんない

（Ｈ１１年度） （ウッディらんど）

⑲ 国道１０５号 おおうち

（Ｈ１２年度） （はーとぽーと大内）

⑳ 国道１０５号 あに

（Ｈ１２年度） （マタギの里）

㉑ 国道２８５号 ひない

（Ｈ１３年度） （比内鶏の里）

㉒ 国道２８５号 五城目

（Ｈ１４年度） （悠紀の国 五城目）

㉓ 国道１０８号

（Ｈ１６年度）

㉔ 国道１３号

（Ｈ１６年度）

㉕ 国道４６号 協和

（Ｈ１６年度） （四季の森）

㉖ 国道１３号 十文字

（Ｈ１９年度） （まめでらが～）

㉗ 男鹿八竜線

（Ｈ２０年度）

㉘ 国道７号

（Ｈ２２年度）

㉙ 大館十和田湖線 ななたき

（Ｈ２２年度） （こさか七滝）

㉚ 大館能代空港東線

（Ｈ２２年度）

㉛ 国道３９８号

（Ｈ２８年度）

㉜ 市道大湯川向線

（Ｈ３０年度）

㉝ 市道新浜町・外ヶ沢線

（Ｈ３０年度）

特　　　　色　　　　等

ギネス認定世界一の大太鼓をはじめ、世界各地の珍しい太鼓を集めた太鼓の「博物館」。

レストランのテラスからは、悠々と流れる米代川や、対岸の原生林に覆われた七座山を眺めなが
ら郷土料理を堪能。Ｈ３０年７月にリニューアルオープン。

霊峰鳥海山と夕日の日本海、そして緑につつまれた心休まる、はまなすの里が「道の駅　にし
め」。

大館矢立ハイツは宿泊、食事、温泉、カラオケの利用が可能。また、遊歩道は天然秋田杉の森林
浴が楽しめる。

世界自然遺産の白神山地から湧き出る水は、江戸参勤交代に津軽藩公も賞賛した清水で、ドライ
バーは殿様気分。

神秘の湖「十和田湖」と山岳美「八幡平」の中間にあり、花輪ばやしの屋台を展示し、伝統工芸の
手作りを体験できる。

黄桜温泉「湯楽里」の湯につかり心身をリフレッシュ。あきたこまちや地場産食材による郷土料理
を味わうことができる。

秋田杉をふんだんに使用した建物の中で、特産品や野菜・草花・お土産品の展示・販売。地場産
食材を活用した郷土料理。

日本橋を起点として１３３番目の一里塚。一面田園がひろがり、牧歌的雰囲気が心を和ます。物産
館、レストランが郷土の味を提供。

土笛などの製作体験や男鹿の夕日を見ながら土笛と夢のロマンを胸に四季折々の夕日を楽しめ
る。地場産品等の郷土料理も提供。

観光情報プラザ、大展望風呂、レストラン、特産品販売、遊びの広場、豊富な魚介類等地元の素
材で嬉しい季節料理、日本海と鳥海山を望む大温泉。

ドンパン節発祥の地なかせん自慢の”あきたこまち”による特産品の製造・販売・見学。世界の米
の豆知識を「こめこめプラザ」で。

小町笠をイメージしたユニークな円形の建物。山菜・野菜の直売、東北の灘と称される銘酒や稲庭
うどんなどの販売。

町のシンボルとなっている天王スカイタワー（高さ59.8m）、遊びの広場、温泉保養施設「天王温泉く
らら」などがある。特にスカイタワーから臨む日本海や男鹿半島のパノラマが絶景。

花をテーマにした複合施設で、主な施設はアグリプラザ昭和（地場産品・花き等の販売）、秋田県
花き種苗センター（鑑賞温室3,000㎡の芝生広場等開放）、レストラン等。

海と魚をテーマにした複合施設で、日本海の夕日を見ながら入浴できる温泉、地ビール、特産品
販売施設、括魚センターなど。

産地形成促進施設「おらほの館」を中心に、特産の野菜・果樹等の農産物販売、そばの加工と体
験試食コーナー等を設けている。

農林水産物直売・食材供給施設（ウッディプラザ）、国産材需要開発センター（木の香）、林産物加
工施設（ウッディさんない）等で構成されている。

温泉付宿泊施設のぽぽろっこを中心として、伝承館や多目的広場などを整備。ＪＲ岩谷線と背中
合わせのダブルステーションです。

角館町と鷹巣町間で行われる１００ｋｍマラソンの中間点に位置する「道の駅」です。阿仁町の特
産品を販売する他、レストランなど。

比内町の特産品を食材とした料理を堪能できるレストランや、特産品の直販を行っている「とっと
館」など。

五城目産の野の幸、山の幸の直売所「いそうらの四季」とだまこもちやとろろめし、きいちごソフトを
味わえる食事処「やまゆり」がある緑に囲まれた旅のふれ愛スポット。

国道３９８号沿いの羽後町役場隣に位置し。総合交流拠点施設「端縫いの郷」を核に、特産のそば
を使ったレストランや地物農産物で来場者をおもてなしします。

清水の里･鳥海郷
鳥海山・法体の滝・名勝沼などの観光地への起点として、また地元特産品の直売所など地元住民
との交流の場を提供する。

後三年の役などの歴史探訪、竹打ちカマクラなどの体験ができ、季節により餅つきやそば打ち体
験など。また爆裂機米菓子の実演は一見の価値あり。

町内産材の秋田杉をふんだんに使った「遺跡・陶芸の里交流施設」があり、地場産品の直売や陶
芸教室が行われる。

トイレやコンビニ等が建物の中に全て入っている、全国でも珍しい「道の駅」です。

おおがた
日本で唯一干拓をテーマとした大潟村干拓博物館が隣接しており、八郎潟干拓の歴史や干拓によ
り誕生した自治体「大潟村」の農業、自然、文化を展示紹介。

美郷

おおゆ
地域資源である温泉を活用した足湯及び遊び場が整備され、開湯800年の歴史ある温泉郷として
の地域イメージを直に体感できる「道の駅」です。

おが
ＪＲ男鹿線の終着駅「男鹿駅」に近接しており、半島周遊観光のゲートウェイ、広域周遊観光の拠
点として、多様な周遊形態に対応した情報を広く発信していきます。

あきた港
本州と北海道を結ぶ航路のフェリーターミナルも隣接していることから、秋田市情報の発信基地、
来訪者と地域住民との交流の場の機能などを併せ持つ道の駅です。

十和田湖への中継地点にあり、日本の滝百選のひとつに数えられる落差６０ｍ、７段にわたって流
れ落ちる「七滝」がある絶好の景勝スポットに位置する道の駅です。

大館能代空港
空港を道の駅の一部として整備したものとしては、石川県小松空港に続き、全国で２例目となる珍
しい道の駅です。

うご
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２　渋滞対策

県内の慢性的な渋滞を緩和・解消し、円滑な交通を確保するため、国、地方公共団体、
東日本高速道路㈱、各運送事業者等で組織される「秋田県渋滞対策推進協議会」におい
て様々な渋滞対策に取り組んできたところです。

主要渋滞箇所の公表後、ソフト・ハードを含めた渋滞対策の検討を進めています。

【秋田県渋滞対策推進協議会 構成員】

国土交通省東北地方整備局、国土交通省東北運輸局、秋田県、秋田県警察本部、
秋田市、能代市、横手市、大館市、湯沢市、由利本荘市、大仙市、北秋田市、
にかほ市、仙北市、美郷町、東日本高速道路株式会社東北支社、社団法人秋田
県トラック協会、社団法人秋田県バス協会、一般社団法人秋田県ハイヤー協会

同協議会では、様々な交通データを活用し渋滞箇所を絞り込み、あわせてパブリック
コメントによる道路利用者等の意見を含めた形で、平成２５年１月２４日に県内の主要
渋滞箇所６２箇所を公表したところですが、ハード対策の実施等により現在５５箇所と
なっております。

【主要渋滞箇所】
＜一般道路（秋田県内）＞
■６２箇所→５５箇所(Ｒ５.３末時点)

平成２８年度：２箇所解除（国道７号「新屋跨道橋交差点」「仁賀保郵便局前交差点」）

平成２９年度：１箇所解除（国道７号「象潟駅前交差点」）

令和 元年度：１箇所解除（国道７号「立花交差点」）

令和 ２年度：２箇所解除（国道７号「下浜」、国道１３号「牛島駅入口交差点」）

令和 ４年度：１箇所解除（国道４６号「荒川」）

※出典 R5.3 秋田県渋滞対策推進協議会資料より一部抜粋
東北地方整備局秋田河川国道事務所 URL:http://www.thr.mlit.go.jp/akita/road/04_jyuutai/index.html

(主)秋田天王線「野村交差点」での渋滞状況
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３　わかりやすい道路案内施設の推進

４　人にやさしい道づくりの推進

５　無電柱化

　　　（一）羽後本荘停車場線　由利本荘市花畑町

高齢者ドライバーや訪日外国人旅行者の増
加、自家用車による移動距離の長距離化によ
り、これまで以上に「わかりやすい」道路案
内標識が求められています。

外国人旅行者も含む道路利用者のニーズに
対応するため、利用者の視点に立ち、視認性
が良く、地名の英語表記加えるなど、わかり
やすい道路案内施設の整備を推進していきま
す。

県内で急速に進む高齢化に対応するため、
すべての人が安全で安心して歩ける歩道の整
備が求められています。

また、バリアフリーに対する県民の意識は
年々高まりを見せており、こうしたニーズに
対応するため、歩道の段差解消や視覚障害者
用誘導ブロックの設置、側溝蓋の改善等「人
にやさしい道づくり」を推進していきます。

国道１０３号 大館市

（主）秋田昭和線 秋田市

無電柱化は、道路の地下空間を活用して、電力線や通信線などをまとめて収容する電
線共同溝などの整備による電線類地中化や、表通りから見えないように配線する裏配線
などにより道路から電柱を無くすことです。

安全で快適な通行空間の確保、都市災害の防止、情報通信ネットワーク及び電力等の
ライフラインの安全性・信頼性の向上、都市景観の向上等の観点から、無電柱化の整備
を進めていきます。

整備前 整備後
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６　「通学路の合同点検」等の実施

国道１０１号　男鹿市

通学路の合同点検は、教育委員会、学校、ＰＴＡ、警察及び道路管理者等が主体となり通学路の
点検を行い、文部科学省、国土交通省、警察庁の３省庁が一体となった取組を通じて通学路の交通
安全の確保を目指すものです。
基本的方針として、合同点検の実施時期、合同点検の体制、合同点検の実施方法等を定めた「通

学路交通安全プログラム」を策定します。
点検結果を踏まえた対策の検討、対策の実施、対策効果の把握、対策の改善・充実を一連のサイ

クルとして繰り返し実施するＰＤＣＡサイクルを実施して継続的な安全性向上を目指します。
策定された「通学路交通安全プログラム」及び合同点検によって抽出された対策必要箇所につい

ては、市町村のホームページ等で公表します。

対策の実施

ボラード等を設置未対策
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７　あきたのみち情報

ＵＲＬ：http://road.pref.akita.lg.jp/modules/tinyd0/

【ちょっと便利な道路情報サイト】

 ・国道７号・13号・46号の道路情報：国土交通省の「能代河川国道事務所」、「秋田河川国道

　　　　　　　　　　　　　　 　　　事務所」、「湯沢河川国道事務所」の各ホームページ

 ・高速道路の交通情報：「ドラぷら」または「ドラとら」

 ・ＥＴＣ総合情報：「ＧＯ!ＥＴＣ」

あきたのみち情報では、通行規制情報、ライブカメラによる道路状況、防災情報、近隣県の道路
情報などを確認することができます。
通行規制情報等をあらかじめ把握し、ドライバー自らが効率的なルート選択を行えるようになれ

ば、県全体として効率的に道路を利活用することが可能です。
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１　道路維持管理

（１）道路パトロール

（２）施設管理と地域防災体制の強化

（３）道路広報活動等

　　　 

２　防災対策

３　橋梁補修・補強

４　冬期交通対策

第 ４ 節 道路の維持管理

平成２０年度から「道路監理補助員」を配置し、平成２３年度からは道路パトロールの外部
委託について契約期間を１年から２年に延長し、管内全線の状況を継続的かつ詳細に把握する
ことで、災害・事故等の発生を未然に防ぐことに努めています。

道路の清掃や路面の凹凸の解消、草刈りといった日常的な管理のほか、大雨や地震等による崩
落土砂や倒木等の道路からの撤去等も行い安全な通行ができるように努めております。また、橋
梁については大規模な修繕が必要となる前に予防保全的な維持修繕を行うことでライフサイクル
コストの縮減を図り、効率的・効果的な維持管理に取り組んでいます。

安全で快適な道づくりや道路管理には、利用す
る方々の理解と協力が必要です。

８月は「道路ふれあい月間」、８月１０日は
「道の日」と制定され、この期間に行事を行うな
どして、道路の意義と重要性を再認識していただ
き、道路愛護精神の高揚に努めています。

また、地域の道路を地域できれいにしたいと希
望する自治会等を対象に草刈り委託「道路ふれあ
い美化事業」を実施しています。

豪雨・豪雪及び地震に対する道路の安全性を確認するため「道路防災総点検」を実施してお
り、その後も毎年の定期点検により変状等進行の有無を確認しています。
これらの点検結果を踏まえ新たな防災対策や日常の道路管理の充実に努めます。

県が管理する橋長２ｍ以上の橋梁を対象に、５年に
１度の橋梁定期点検を実施し適切な維持管理に努めて
います。また、橋梁の老朽化対策の必要性から橋梁長
寿命化修繕計画を策定して、従来の対症療法的修繕か
ら予防保全的修繕へ政策転換していくこととし、補修
対策を順次実施しています。
さらに補修と併せて、緊急輸送道路区間内の橋梁に

重点を置いて、橋脚の耐震補強や落橋防止装置の設置
などの震災対策に取り組んでいるところです。

法面保護工（（一）河辺阿仁線）

平成２０年度からは共同履行方式により、複数の業者が各
地域を共同で担当しており、各地域振興局建設部の指示のも
と、地区内で必要な資機材と人材が弾力的に運用されていま
す。
これからも機動的で効率的な施設管理を実施し、地域防災

体制の強化に努めます。

応急処理工（（主）本荘岩城線）

橋梁補修工（国道108号 新川井橋）

対策前

対策後

豪雪地帯を抱える本県では、冬期の交通確保が欠かせません。
県内２５市町村全域が積雪寒冷特別地域（積雪寒冷特別地域にお
ける道路交通の確保に関する特別措置法に基づく）に指定され、
うち１３市町村が特別豪雪地帯（豪雪地帯特別措置法に基づく）
に指定されています。

県では、除雪の充実強化を図るため、雪情報システムを構築す
るとともに、防雪柵等の防雪施設や流雪溝等の消融雪施設及び安
全な通行のための堆雪幅確保等の整備を推進していきます。

無散水融雪歩道

(主)大館停車場線 大館市

補修前
補修後
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５　道路施設の老朽化への対策（秋田県道路メンテナンス会議）

平成２４年１２月、中央自動車道笹子トンネル上り線で天井板落下事故が発生し、９人の
尊い命が犠牲となり、長期にわたって通行止めとなりました。

これに端を発し、道路施設の老朽化が全国的な問題として一般に認知されるようになり、
平成２６年７月には道路法施行規則の一部を改正する省令が施行されました。
【改正の概要】

・トンネル、橋梁等における定期点検の実施を規定
・近接目視により、５年に１回の頻度で行う事を基本

これを受け、秋田県では道路施設の老朽化問題に対応するため、国や市町村、ネクスコ等
の県内の道路管理者で構成される”秋田県道路メンテナンス会議”を設立しています。

会議の目的

各道路管理者におけるメンテナンスサイクルを持

続的に回すことにより、 老朽化対策の本格実施に貢

献し、国民生活の安全かつ円滑な活動の確保及び

効果的な道路管理を実現する。

メンテナンスサイクル

秋田県の橋梁の現状

※建設後５０年を経過した橋梁の割合（H30ベース）

秋田県内橋梁の点検実施数

・秋田県は、計画的に道路構造物の点検に取り組み、

H30までで点検対象の全橋梁について点検を完了

R1からは２巡目の点検を実施

点検の方法

・構造物を点検し、下表のⅠ～Ⅳに区分する

・点検は、専門的な知識と経験を持った専門家が、高所作業

車等を用いて、近接目視により診断を行う

・特にⅢおよびⅣについては、緊急の対応が求められる
 H26  H27  H28  H29  H30

点検実施総数 H26実績 H27実績 H28実績 H29実績 H30実績
国 683 139 134 177 119 114
高速 369 29 35 88 100 117
県 2,263 113 760 571 420 399
市町村 8,653 636 3,184 2,286 1,472 1,075

合計 11,968 917 4,113 3,122 2,111 1,705

秋
田
県

※R1道路ﾒﾝﾃﾅﾝｽ年報
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第　８　章　　　河川・海岸

河川の整備状況
（R5.3.31現在）

ｋｍ ｋｍ ｋｍ ％

※　河川数において、直轄管理河川数41河川のうち23河川が県管理河川と重複しています。

※　端数処理の関係で、表示している内訳と合計が一致しない場合があります。

１　河川事業の基本方針

２　海岸事業の基本方針

流路延長 （築堤延長） （築堤延長） 改　修　率

要改修延長 改修済延長

一級河川 291 2,424.0 1,670.4 846.2 50.7%

県管理区間

河　川　数

29.3%

計 342 2,875.3 2,051.2 957.7 46.7%

二級河川 51 451.3 380.8 111.5

一級河川 （41） 319.1 192.2 115.7 60.2%

国管理区間

県＋国管理

一級河川 309 2,743.1 1,862.6 961.9 51.6%

二級河川 51 451.3 380.8 111.5 29.3%

47.8%合計 360 3,194.4 2,243.4 1,073.4

第 1 節 河川・海岸の概要

秋田県を流れる河川の数は、雄物川、米代川、子吉川の一級水系309河川、馬場目川などの二級
水系51河川で合計360河川となっており、総延長は3,194kmに及んでいます。このうち、41河川
319.1kmが国土交通省の所管となります。

また、海岸については総延長264kmのうち国土交通省で169kmを所管しています。
これら県内の河川や海岸は豊かな自然環境を育んでいますが、一方では洪水による河川の氾濫、

風浪や高潮による海岸侵食、地震による津波など大災害を引き起こす危険性をを持っています。
このような災害から県民の生命や財産を守り、県民が安心して暮らせるように施設の整備や管理を

行っています。

第 ２ 節 河川・海岸事業基本方針

河川法に基づき、河川事業の従来の目的である「治水」「利水」に加え、「河川環境の保全」も考慮
した河川整備を行っています。

また、近年の激甚化・頻発化する水災害に備えるため、河川管理者が実施している堤防整備など
の治水対策に加え、流域のあらゆる関係者が協働し、流域全体で水災害を軽減させる「流域治水」
の取組を推進します。

河川事業と同様の位置づけで、防災力強化に向けて津波、高潮、波浪、海岸侵食などの災害に
対する施設整備を継続的に進めています。

また、防護面だけでなく自然海岸の保全や快適な利用環境の調和を図るため、秋田沿岸海岸保
全基本計画（平成15年策定・平成28年改定）に基づき、「安全で美しい海岸空間の創出」を目指し
て事業を実施しています。

－　87　－



◆秋田県河川概要図

由利本荘

湯沢

横手

大仙

秋田

能代

男鹿

鹿角
大館

北秋田

窪堰川

※水沢ダム（橙に着色）は、農地防災事業で

建設し河川管理者で管理している。

管 理
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Ｒ５ 補助河川改修事業一覧表

大規模特定
河川改修事業

（※1）は大規模特定河
川改修事業と並行して

実施

広域河川改修事業
（交付金）

１５　河川

桧木内川 仙 北 市
総合流域防災事業(交付金) 土 買 川 大 仙 市

長 木 川 大 館 市

旭     川 秋 田 市

馬 踏 川 秋 田 市

草 生 津 川 秋 田 市

太 平 川 秋 田 市

新 波 川 秋 田 市

新城川（※1） 秋 田 市

三 種 川 三 種 町

淀 　　川 大 仙 市 　

福 士 川 鹿 角 市

新 城 川 秋 田 市

芋     川 由 利 本 荘 市

下 内 川 大 館 市

事 業 種 別 河 川 名 市 町 村 名

斉 内 川 大 仙 市

第 ３ 節 河 川 の 整 備

河川事業は、洪水を安全に流下させることで水害から人命や財産を守り、県土を保全して地域の発展を促
進させる重要な事業です。

令和５年度は、近年大きな浸水被害を受けた河川等について国の補助事業を活用し集中的な河川整備を
図るほか、その他の河川についても交付金事業を活用して計画的に河川改修を進めていきます。

・大規模特定河川事業 ・・・・・・・・・・・・・・ 斉内川、新城川、芋川、下内川、福士川

42.5 
39.0 

28.4 

22.7 
27.5 

36.8 

24.2 
20.6 

43.4 

28.0 
22.8 

30.6 
34.1 

61.0 

68.1 

90.8 92.5 

50.1 

72.8 

0
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40

50

60

70

80

90

100

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

補助河川改修事業費（億円）

太平川（秋田市）

≪橋梁架替工事（才八橋）≫

福士川（鹿角市）

≪河道掘削・護岸工事≫
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１　多自然川づくり

２　低水路の保全とワンドの創出

※ワンド：河川沿いにある止水域(水たまり)の名称

３　地域のシンボル的な川

１　河川総合開発事業

２　ダムの管理

　　　　　　　鳥海ダム完成予定図
　　（提供　国土交通省　鳥海ダム工事事務所）

　≪生態系に配慮した斉内川（大仙市）≫

≪景観と生態系に配慮した横手川（横手市）≫

低水路に極力手を付けず、治水上どうしても
必要な場合でも環境の変化を最小限に抑え、
瀬や淵・ワンドを創出するなど、自然に配慮した
川づくりを目指します。

第 ５ 節 ダ ム 事 業

“ 山と川のあるまち ” 横手市を流れる横手川
では、城下町にふさわしい自然石で積まれた護
岸づくりや、瀬・淵の再生、魚が住みやすいよう
な護岸など、周辺の景観や魚の生息環境に配
慮した川づくりを行っています。

建設されたダムの適正な維持・運用を図るた
め、点検や整備等の施設管理及び観測や制御、
操作等の機能管理を実施します。

また、ダムの状態を良好に保つため、機器の
改良や補修を実施し、併せて施設の長寿命化
に向けた堤体調査を推進します。

さらに、国管理の玉川ダムと県管理の鎧畑ダ
ムの連携を強化し、機能向上に向けた取組を
推進します。

河川総合開発事業は、洪水防御、河川の流水の正常な機能の維持、都市用水及びかんが
い用水の開発、電力開発等を目的とした多目的ダムを建設する事業です。

令和５年度の事業は次のとおりです。

国直轄ダム ： 成瀬ダム（建設）
： 鳥海ダム（建設）

河川の良好な自然環境を保全・創出する 「多
自然川づくり」 の手法を各河川の整備に導入し
ています。

例えば、今ある良好な河岸やみお筋などの河
川環境を出来るだけ保全したり、景観に配慮し
た護岸ブロックを採用するなど、様々な動植物
が生息できる水辺空間の再生に努めています。

近年の河川は、良好な環境に対する県民ニーズの増大に伴い、治水・利水機能を持つ施設
としてだけでなく、潤いのある生活環境の舞台として期待されるようになっています。

このため、多様な自然環境や親しみやすい水辺空間の創出に向けて、従来の河川改修に加
えて次のような川づくりを実施しています。

第 ４ 節 河川の環境整備

淵

瀬
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◆河川総合開発事業ダム一覧表

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理

米代川 雄物川 雄物川 米代川 米代川 雄物川 米代川 雄物川 雄物川 米代川 水沢川

小又川 玉川 皆瀬川 小阿仁川 粕毛川 旭川 早口川 三内川 皆瀬川 岩瀬川 水沢川

森吉 鎧畑 皆瀬 萩形 素波里 旭川 早口 岩見 板戸 山瀬 水沢

北秋田市 仙北市 湯沢市 北秋田郡 山本郡 秋田市 大館市 秋田市 湯沢市 大館市 山本郡

森吉 田沢湖 皆瀬 上小阿仁村 藤里町 仁別 早口 河辺 皆瀬 岩瀬 八峰町

F,P F,P F,N,A,P F,N,P F,A,P F F,P F,N,P N,P F,N,I,W,P F,N,A

G G C,F,R,D G G G G G G R R

堤高ｍ 62.0 58.5 66.5 61.0 72.0 51.5 61.0 66.5 28.7 62.0 46.5

堤頂長ｍ 105.0 236.0 215.0 173.0 142.0 380.0 178.0 242.0 120.0 380.0 235.0

CON　95,000

ROC480,000

139.0 320.3 172.0 86.7 100.0 34.4 48.5 73.1 182.0 67.2 27.0

1.56 2.55 1.50 0.85 1.92 0.35 0.33 0.95 0.21 0.94 0.24

37,200 51,000 31,600 14,950 42,500 5,200 6,550 19,300 1,598 12,900 3,001

26,900 43,000 26,300 11,650 39,500 4,200 5,050 16,000 1,371 10,900 2,596

S27～28 S27～32 S33～38 S37～41 S42～45 S43～47 S46～51 S47～53 S56～59 S56～H3 S52～H6

1,126 2,400 3,580 1,769 1,960 2,500 5,410 11,000 3,362 39,800 7,389

⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ① ② ③ ④

管理 管理 管理 管理 管理 管理 建設 建設

雄物川 雄物川 子吉川 米代川 雄物川 米代川 雄物川 子吉川

淀川 松川 畑川 砂子沢川 玉川 小又川 成瀬川 子吉川

協和 大松川 大内 砂子沢 玉川 森吉山 成瀬 鳥海

大仙市 横手市 由利本荘市 鹿角郡 仙北市 北秋田市 雄勝郡 由利本荘市 補助

協和 山内 小栗山 小坂町 田沢湖 森吉 東成瀬村 鳥海 直轄

F,N,W F,N,A,W,P F,N,W F,N,W F,N,A,I,W,P F,N,A,W,P F,N,A,W,P F,N,W,P

G G G G G R 台形CSG 台形CSG

堤高ｍ 49.3 65.0 27.5 78.5 100.0 89.9 114.5 81.0

堤頂長ｍ 222.5 296.0 106.0 185.0 441.5 786.0 755.0 365.0

24.4 38.15 3.4 17.0 287.0 248.0 68.1 83.9

0.49 0.74 0.13 0.44 8.30 3.20 2.26 3.10

7,800 12,150 724 8,650 254,000 78,100 78,500 46,800

7,050 11,000 626 7,630 229,000 68,100 75,000 39,000

24,592 41,400 5,580 21,500 122,000 175,000 223,000 110,000

［表中記号解説］　F:洪水調節、N:流水の正常な機能の維持、W:上水道、A:特定かんがい用水の補給　
　　 　　　　　　Ｉ:工業用水、P:発電、G:重力式コンクリートダム、R:ロックフィルダム
　　　　　　　　　C,F,R,D：表面遮水壁型ロックフィルダム
　　　　　　　　　　※⑪水沢ダムは、農地防災事業で建設し河川管理者が管理している。

S48～H23 S58～ H5～

事業費（百万円）

工期 S60～H9 S58～H10 H3～H19 H4～H22 S48～H2

4,850,000 1,331,000

集水面積k㎡

湛水面積k㎡

総貯水容量千㎥

1,150,000 5,850,000294,000 21,840 283,000

ダ
ム
の
規
模 堤体積㎥

位置

目的

型名

有効貯水容量千㎥

168,900

番号

進捗状況

河川名

ダム名

水系名

1,625,700 568,000

集水面積k㎡

湛水面積k㎡

総貯水容量千㎥

有効貯水容量千㎥

111,000 115,500 125,000 199,000 197,000 30,900192,000

工期

事業費（百万円）

目的

型名

ダ
ム
の
規
模 堤体積㎥ 75,000

位置

番号

進捗状況

水系名

河川名

ダム名
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　１　侵食対策事業

　２　海岸メンテナンス事業

●海岸事業一覧表

海岸名 市町村名

本荘海岸 由利本荘市

男鹿海岸 男鹿市

≪離岸堤設置により侵食被害から県土を守る≫
（本荘海岸（深沢地区）　由利本荘市）

侵食対策事業

海岸メンテナンス事業

事業種別

第 ６ 節 海 岸 の 整 備

県土を高潮や津波等の自然災害から守るとともに、潤いと安らぎの空間を創出し快適な海岸利用
に資するため、県では以下のような事業を進めています。

波の力による侵食被害を受ける恐れが大きい地域において、離岸堤や人工リーフなどの海岸保
全施設の整備を行います。現在は、本荘海岸で事業を実施しています。

7.87 7.64 

6.87 

5.88 

3.60 3.49 
3.13 

2.80 2.95 

2.00 

4.30 

2.10 
1.77 1.62 

1.99 1.99 1.99 

3.39 
2.80 2.66 2.62 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

（億円）
海岸事業費の推移

海岸堤防等の継続的な効果発現のため、海岸保全施設の老朽化対策を計画的に推進し、施設
機能の回復や強化を行います。

令和５年度は長寿命化計画に基づき優先度の高い男鹿海岸の老朽化対策を行います。
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　H27.7月豪雨　県道小滝二ツ井線（能代市）の被災　

被災　　　　　　　　　　　復旧工事完了

　H29.7月豪雨　土買川（大仙市）の洪水氾濫状況

H26.3.31～H27.3.19地すべり　市道（由利本荘市）の被災

被災時（地すべりにより市道が埋塞）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　復旧工事完了

　　復旧工事完了

第 ７ 節 災 害 復 旧
道路や河川等の公共土木施設が、洪水や地すべり、地震等の異常な天然現象により被災した場合は、「公

共土木施設災害復旧事業国庫負担法」に基づき、災害復旧工事が行われます。本県においては平成29年、
平成30年に集中豪雨により多くの被災を受けておりましたが、令和３年度までに復旧事業は完了しています。
また、令和４年８月の集中豪雨により被災した箇所については現在復旧工事を進めています。

河川等の復旧工事に際しては、自然環境の保全や周辺景観に配慮した工事に努めています。

災害復旧事業 原形復旧 被災前の施設の機能回復を図るため、原形復旧を基本とした
災害復旧事業。

改良復旧事業 改良復旧 一定災
広範囲にわたって大きな被害を受け、原形復旧が不
適当な場合、一定計画に基づき復旧する事業

河川等災害関連事業

再度災害を防止するため、災害復旧費に改良費を加
えて川幅拡幅等の機能向上を図る改良復旧事業

災害復旧助成事業

20 22 19 29 42 55

9
30

2

282

61

12 15 15

118

0
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H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

災害復旧事業費 （県＋市町村）
（億円）

改良復旧事業のうち、改良工事費が６億円を超える
改良復旧事業
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１　ふれあいの川美化事業

２　環境整備地域連携事業

　　　 八竜海岸（三種町）

３　河川愛護運動

　　　　　七滝川（横手市）

１　河川の管理

○河川工事、河川の維持修繕

○工作物の設置、土地の掘削等の行為規制

○上水道、かんがい、発電等のための流水の占用

○河川区域内の土地の占用

○河川区域内の土石等の採取

○舟やいかだの運航

○廃水の希釈浄化

○海水遡上による塩害の防止

○取水等のための水位の保持

○水生動植物の生存繁殖

○良好な水質の確保

○動植物の生息生育環境の保全

○河川景観の保全

○潤いのある水辺空間の創出

総
合
的
管
理

災害発生の防止

河川の適正な利用

流水の正常な機能の維持 ○河口の埋塞防止

河川環境の整備と保全

第 ８ 節 河 川 の 愛 護

河川敷などの水辺空間は、自然環境とふれあえる身近な場として地域の方々に親しまれています。
自分たちの住むまちの河川をより大切にしてもらうため、県が管理する河川の草刈りを自治会等の団
体に委託する制度が、平成17年度から始まっています。

堤防の草刈りや河川敷のゴミ拾いなどが地域住民の
間で活発に行われるようになり、河川美化の向上に大き
な効果を上げています。この運動は県内各地で普及し、
現在は従来の河川愛護運動とともに年中行事として定
着してきています。

愛護団体やボランティアが行う河川、海岸のクリーン
アップ等美化運動に必要な経費の一部について、市町
村を通じて支援し、環境美化活動の拡大と実施団体の
育成を図っています。

第 ９ 節 管 理

河川法に基づく総合的な河川の管理により、安全・安心な河川空間を保持し、公共の福祉を増進さ
せていきます。
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２　河川法の対象河川

３　河川区域

１　水防活動の体制

２　水防活動の組織

水防訓練（平鹿地域振興局建設部）

河川法の対象となりうる河川は、一般に考えられている河川の他に、湖沼や洪水調整池（洪水時に
洪水の一部を貯留し勢いを弱める施設）のような「公共の水面」も含まれています。

これらのうちから、河川法の定める手続きによって指定された河川だけが、河川法の対象として管
理されています。

河川法の縦の範囲は一級河川などの指定により明ら
かになりますが、横の範囲は河川区域といい、一般に
は右図のようになります。

第 10 節 水 防

異常気象予警報の通知があった時点からその危険の解消するまでの間、県庁河川砂防課に水防
本部をおき、その下部機関として水防支部（各地域振興局建設部）に水防要員が待機し、通報・連
絡・その他水防に関する業務を行っています。平成21年度から情報伝達系統を見直し、水防支部に
おいて水防警報等を発令することによって情報伝達の迅速化を図っています。

県では、水防組織を次のように構成しています。

水防本部
（建設部河川砂防課）

水防支部
（各地域振興局建設部）

市町村水防管理団体
（２５市町村）

支部長（地域振興局長）

水 防 要 員

本部長（知事）

副本部長（副知事）

水防長（建設部長）

副水防長（河川砂防課長）

水 防 要 員

副支部長（地域振興局建設部長）
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第　９　章　　　砂　　　　防

◆図－1
　　土砂災害の危険な箇所（ランクⅠ）

第 1 節 砂 防 の 概 要
秋田県は、北に白神山地の二ツ森や藤里駒ヶ岳、東に奥羽

山脈の八幡平や秋田駒ヶ岳、南に鳥海山など1,000～2,000ｍ
級の山々に三方を囲まれています。これらを水源とする米代川、
雄物川、子吉川などの上流域は、荒廃地が多く、土砂の発生
源となっています。また、本県の地質は、大部分が第三紀の堆
積岩と第四紀の火山噴出物からなり、一部には花崗岩地帯も
あるなど、非常にもろく崩れやすい地質となっています。なかで
も、八幡平、秋田焼山、秋田駒ヶ岳、鳥海山、栗駒山など、近
年に噴火したことがある活火山周辺は特に荒廃が著しい区域
となっています。

県土の大半は山地で、居住できる土地が約1／4と少なく、谷
の出口の扇状地や山地斜面の下にも多くの人家があります。
このような場所では、豪雨時や融雪時に土石流やがけ崩れ、
地すべりなどの土砂災害が発生しやすいため、土砂災害危険
箇所として位置付けられており、 ［図－1］のように数多くの危
険箇所があります。

本県の砂防事業は、昭和8年から鳥海山の奈曽川と鳥海川
で砂防えん堤工、また昭和11年からは奥羽山脈の真昼川で流
路工の整備が開始されました。その後、地すべり対策や急傾
斜地崩壊対策等の各事業でも土砂災害対策を実施しています
が、危険箇所が多いため、対策には長い期間が必要となりま
す。

これらのことから、土砂災害対策は「新秋田元気創造プラン」
では継続的に取り組む基本政策として位置付けられており、県
民の生命と財産を守り健全な県土を保全するため、砂防関係
施設の整備（ハード対策）と警戒避難体制の整備（ソフト対策）
の両面から、総合的な対策を推進していきます。

砂防
地すべり
急傾斜
雪崩

砂防
地すべり

雪崩
急傾斜

全体事業費

61.5

47.7

40.7 41.4 40.6

34.1
32.1

35.5
32.9

30.8
27.7

34.6

28.6

23.3
25.5

26.5 27.2 27.3

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

(億円) ◆図-2 砂防関係事業の推移 当初ベース
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◆砂防事業の推移（補助事業）

事　 業 う 　ち 事　 業 う 　ち 事　 業 う 　ち 事　 業 う 　ち 事　 業 う 　ち 事　 業 う 　ち

箇所数 概成数 箇所数 概成数 箇所数 概成数 箇所数 概成数 箇所数 概成数 箇所数 概成数

11 1 12 0 11 1 １７ 1 ２５ ０ ３３ ３

　◎備考 ・・・ 工事箇所数は、通常砂防・火山砂防事業数であり、砂防設備の修繕事業やソフト対策事業は除いています。

１　災害時における要配慮者のための土砂災害対策の推進

≪要配慮者利用施設を保全するため、砂防えん堤を施工した小坂町・八九郎東沢≫

令和４年度

事  業  名

砂防事業

年      度 令和３年度平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

第 ２ 節 砂 防 事 業

秋田県には、土石流の発生する危険性が高く被災想定対象も多い「土石流危険渓流（Ⅰ）」が1,692箇所あり、
また火山地域周辺には地質がもろく荒廃の著しい渓流が数多くあります。砂防事業は、これらの渓流に砂防え
ん堤や渓流保全工を整備し、早期に警戒避難ができるように雨量観測局などを設置することで、土砂災害から
県民の生命と財産を守るものです。

本県の砂防事業は昭和8年から始まっており、土石流危険渓流（Ⅰ）について、国の補助事業および県の単
独事業により整備を実施してきました。

令和５年度は、公共・公益施設の保全や再度災害の防止を中心に施設整備を実施し、あわせて危険箇所の
現地調査や調査結果の公表、あるいは法指定による行為制限などのソフト対策を推進します。

また、県内陸部の八幡平山系では、国直轄で砂防事業が実施されています。八幡平山系は岩手県側にもま
たがっていて、影響が広範囲かつ大規模なものとなるため、国土交通省が所管する区域となっています。

秋田県側には、秋田駒ヶ岳と秋田焼山の２つの活火山があり、溶岩の風化や火山噴出物に起因する脆弱な
地質が広がっており、渓床に堆積した不安定土砂や噴火後の降灰等により土石流が発生する恐れがあります。
これらの被害を防止・軽減するために、砂防えん堤の整備等が進められています。

土砂災害の犠牲となりやすい高齢者、幼児、障害者など、いわゆる要配慮者の方々に関連した病院、幼稚園、
保育園、学校、老人ホームなどの施設を守るため、砂防事業ではこれらの施設に関係する土石流危険渓流を重
点的に整備しています。
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２　総合的な土砂災害対策の推進

　

３　土砂災害（特別）警戒区域の指定

土石流 急傾斜地

≪土砂災害警戒区域の模式図≫

≪美の国あきたネット（秋田県Webサイト）で公開している 　
「土砂災害危険箇所マップ」≫

土砂災害による被害を防止するため、砂防えん
堤などの砂防設備を整備するとともに、土砂災害
警戒区域等を表示した看板の設置や土砂災害統
合Webシステムを活用した情報提供など、警戒避
難体制の整備を進めています。

また、土砂災害警戒情報を用いて迅速な警戒避
難を支援したり、災害に強い地域づくりのため、避
難訓練を実施するなど、総合的な土砂災害防止
に取り組んでいます。

土砂災害防止法に基づき、土砂災害により被害が発生するおそれのある箇所について、地形や土地の

利用状況などを調査し、その結果を公表するとともに、土砂災害警戒区域等の指定を進めています。

土砂災害警戒区域等の指定は平成16年から着手しており、令和４年度末までに特別警戒区域6,194箇

所を含む7,985箇所について、区域指定しています。

また、令和４年度から、新たな危険箇所について土砂災害警戒区域等の指定を進め、警戒避難体制の

整備等によるソフト対策の充実を図っていきます。

●土砂災害警戒区域（通称：イエローゾーン）
・土砂災害のおそれがある区域です。

・土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝達や避難が早くできるように、警戒避難体制の整備が図られます。

●土砂災害特別警戒区域（通称：レッドゾーン）
・土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生ずるおそれがある区域です。
・特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。

うちレッドゾーン
を含む箇所

3,079 0 3,115 6,194

地すべり 急傾斜 合計

イエローゾーン 4,128 668 3,189 7,985

土石流
R5.3.31現在
指定箇所数

≪要配慮者利用施設管理者向け

避難確保計画作成支援説明会≫

≪土砂災害警戒区域等周知看板≫
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４　火山区域など荒廃した渓流での整備促進

５　盛土の点検強化

◆地すべり対策事業の推移（補助事業）

事　 業 う 　ち 事　 業 う 　ち 事　 業 う 　ち 事　 業 う 　ち 事　 業 う 　ち 事　 業 う 　ち
箇所数 概成数 箇所数 概成数 箇所数 概成数 箇所数 概成数 箇所数 概成数 箇所数 概成数

3 0 3 0 5 1 ４ １ ４ １ ３ ０

     《高松岳の影響地域にある寺田川で、砂防えん堤や渓流保全工の整備》

　　　　《警戒避難のために美の国あきたネットで　　　
　　　　公開している鳥海山の火山防災マップ》　　　

令和４年度

事  業  名

地すべり
対策事業

年      度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

第 ３ 節 地すべり対策事業

本県の地すべりは、新第三紀層の凝灰岩や泥岩を主体とした地質に多く発生しており、これらは出羽
丘陵の南北両端の断層周辺、奥羽山脈の西縁部及び男鹿半島に集中しています。

こうした地質的要因の他に、県内には積雪2～3ｍを超える豪雪地域が多いことから、融雪時期の地下
水位の上昇も大きな要因になっており、そのため3～5月に地すべりの発生する頻度が高くなっています。

地すべりの移動速度は他の土石流・がけ崩れに比べて遅いものの、広範囲にわたって動き出すので、
その被害は甚大なものとなります。また、地すべりの移動土塊が河川を埋塞すると天然のダムが形成さ
れ、これが決壊すると土石流となって下流に被害を与えます。このような、地すべりの発生の恐れがある
地すべり危険箇所が、県内には262箇所あります。

また、地すべり防止区域について、令和４年度末で84箇所指定されており、昭和28年度から北秋田市
根森田地区で対策工事に着手して以来、国の補助事業及び県の単独事業により対策しています。

火山地域は地質がもろい場合が多く、荒廃が著しいため、砂防えん堤などの整備を促進するとともに、
大きな被害が予想される鳥海山では火山泥流などに対する防災マップを作成・配布しています。

静岡県熱海市において、令和３年７月に発生した土石流災害を踏まえ、土地利用規制や廃棄物の規制
等を所管する庁内関係課と連携しながら、盛土の点検を強化します。
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◆急傾斜地崩壊対策事業の推移（補助事業）

事 　業 う 　ち 事 　業 う 　ち 事 　業 う 　ち 事 　業 う 　ち 事 　業 う 　ち 事 　業 う 　ち
箇所数 概成数 箇所数 概成数 箇所数 概成数 箇所数 概成数 箇所数 概成数 箇所数 概成数

4 1 2 0 2 0 2 1 2 0 2 0

令和４年度

事  業  名

急傾斜地崩
壊対策事業

年      度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

第 ５ 節 雪崩対策事業

近年、各地の豪雪地帯で雪崩の災害が頻発し、その破壊力、規模の大きさから重大な被害をもたらし
ています。この雪崩災害から人命、財産を保護するため、集落を対象とした雪崩対策事業が昭和60年
度から全国で実施されています。

本県においては、全国で2番目に多い1,630箇所の雪崩危険箇所を有し、昭和62年度から防止工事に
着手しています。令和４年度末までに21箇所の雪崩予防柵及び防護擁壁工等の対策工を概成していま
す。

また、冬期間には地元市町村や警察、消防と合同で危険箇所のパトロールを実施し、雪崩災害への
注意を促しています。

≪要配慮者利用施設や市道をがけ崩れから守る法面工≫
≪横手市・愛宕地区≫

頻発するがけ崩れによる災害から国民の生命を保護するため、昭和44年8月に「急傾斜地の崩壊に
よる災害の防止に関する法律」が施行されており、防止工事の実施と併せて有害行為を規制するなど
総合的な急傾斜地対策を行っています。

本県においては、令和４年度末時点で1,318箇所の「急傾斜地崩壊危険箇所(Ⅰ)」を有しています。こ
の対策として、昭和43年度から湯沢市上町地区で防止工事に着手して以来、国の補助事業及び県の
単独事業により擁壁工や法枠工等の対策をしています。

第 ４ 節 急傾斜地崩壊対策事業

要配慮者利用施設

雪崩危険箇所パトロール
実施状況

危険箇所内の要配慮者利用

施設への雪崩危険の周知

雪崩危険箇所パトロール
実施状況
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●砂防指定地（R5.3.31現在）

箇所 ｈａ

砂防指定地標識

●地すべり防止区域（R5.3.31現在）

箇所 ｈａ

地すべり防止区域指定標識

●急傾斜地崩壊危険区域（R5.3.31現在）

箇所 ｈａ

急傾斜地崩壊危険区域指定標識

558 854.65

指定箇所数 指定面積

指定箇所数 指定面積

備考

国土交通省

84 2,527.56 所　管　分

指定箇所数 指定面積

1,745 14,882.42

第 ６ 節 砂防関係の管理

砂防関係の管理には、砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域の管理がありま
す。それぞれの法の主旨に則って指定の促進を図り、これらの土地における禁止もしくは制限行為
を定めるとともに、土地の状況を監視し、災害の未然防止及び災害時の被害軽減に努めています。

最近の開発事業の進展に伴い、これら土地の管理は、非常に重要な役割を果たしています。
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第　10　章　　　港湾・空港

◆港湾・空港位置図

１　港湾の概要

２　各港の整備方針と事業計画

秋田港全景(令和４年９月撮影)

第 1 節　  港　　　　　　湾

　本県には、重要港湾が３港（秋田港、船川港、能代港）、地
方港湾が２港（本荘港、戸賀港）あり、県が港湾管理者として
施設整備や管理運営を行っています。
　秋田港は、中国・韓国との外貿コンテナ航路、北九州港・新
潟港との国際フィーダー航路、北海道・北陸との内航フェリー
航路及び背後の道路網等により、秋田県の産業を支える重
要な物流拠点となっています。また、クルーズ船受入による観
光振興や、災害時の緊急物資輸送拠点としての役割のほか、
洋上風力発電の基地港湾としての役割も担っています。
　船川港は男鹿地域の物流港として、また、国家石油備蓄基
地としての役割を担っています。
　能代港は、大規模な火力発電所が立地するなど、県北部の

エネルギー拠点として、また、リサイクルポート（総合静脈物

流拠点港）としての役割のほか、秋田港と同様に洋上風力発

電の基地港湾としての役割も担っています。
　地方港湾の本荘港及び戸賀港は、海洋性レクリエーション
基地・観光振興基地として利用されています。

大館能代空港

秋田空港

秋田港船川港

戸賀港

本荘港

能代港

■秋田港
　　国際海上コンテナやフェリー貨物の取扱いに加え、洋上風力発電設備を取り扱う基地港湾として、日本
　海側の拠点となるよう機能の強化を図るほか、クルーズ船の受入環境の整備を行います。
　［令和５年度主要事業］
　　航行船舶の安全を確保するため、防波堤等の外郭施設の整備及び泊地浚渫等を行います。また、埠頭
　用地の整備を推進します。

基地港湾
○洋上風力発電設備の設置及び維持管理においては、重厚長大な資
機材を取扱う耐荷重・広さを備えた埠頭（岸壁・荷さばき地）が必要とな
る。
○国が基地港湾を指定し、再エネ海域利用法に基づく選定事業者等に
対し埠頭を長期・安定的に貸し付ける制度を創設。（令和２年２月施行
改正港湾法）

事業段階 事業箇所

①事業中
能代港(R4.12.22運転開始)
秋田港(R5.1.31運転開始)

②事業者選定済
能代市･三種町･男鹿市沖(R3.12.24)
由利本荘市沖(R3.12.24)

③公募中
八峰町･能代市沖(R4.12.28～R5.6.30)

男鹿市・潟上市・秋田市沖(R4.12.28～R5.6.30)

八峰町･能代市沖

能代市･三種町･男鹿市沖

男鹿市･潟上市･秋田市沖

由利本荘市沖

一般海域洋上風力計画

秋田県沿岸における洋上風力発電の進捗状況
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船川港全景(令和４年９月撮影)

能代港全景(令和４年９月撮影)

■船川港
　　港湾利用者等の利便性向上を図るため、港湾施設整備を推進します。また、港湾施設の計画的
な老朽化対策を推進します。
　［令和５年度主要事業］
　　係留施設の改良を実施します。

■能代港
　　地域産業の振興に貢献するとともに、洋上風力発電設備を取り扱う基地港湾として機能強化を図
るため、施設の整備を推進します。
　［令和５年度主要事業］
　　洋上風力発電事業の促進に向けた環境整備として、岸壁及び埠頭用地の整備を推進します。
　　また、航行船舶の安全の確保や港湾利用者の利便性を向上するため、防波堤の改良、航路浚渫
及び臨港道路舗装補修を推進します。
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本荘港全景(令和４年９月撮影)

戸賀港全景(令和４年９月撮影)

■戸賀港
港湾利用者の利便性向上を図るための施設管理施設の計画的な老朽化対策を推進します。

［令和５年度主要事業］
施設の維持管理等を実施します。

■本荘港
港湾利用者の利便性向上を図るための施設管理及び施設の計画的な老朽化対策を推進します。

［令和５年度主要事業］
泊地浚渫、施設の維持管理等を実施します。
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３　環日本海クルーズ振興の推進
令和５年３月の国際クルーズ受入再開を契機とした観光振興を図りるため、官民協働組織の「あきた

クルーズ振興協議会」を核とした受入態勢を強化し、クルーズ需要の回復に向けた取組を推進します。
［令和５年度主要事業］

受入関係者との連携を図りながら、港における新型コロナウイルス感染症予防・拡大防止対策を適
切に講じ、安全・安心な寄港の受入に努めます。

また、受入時は本県ならではの”おもてなし”を心掛け、秋田の食文化や観光資源の情報発信を行
うことで、陸路・空路での再訪につなげてまいります。

更に、寄港数を増加させる取組として、船社等の寄港地決定キーパーソンの招聘や寄港地観光の
広域化を図るため旅行会社等を対象としたファムツアー等を実施します。
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１　秋田空港の概要

◆空港施設の概要

［令和５年度主要事業］
    空港の機能維持のため、老朽化した滑走路の舗装改良や除雪車両の更新を行います。
    降雪時の遅延や欠航を減少させるため、除雪隊「雪戦隊なまはげ」による国内最速級の除雪を行います。

排水施設 　一式 燻蒸・焼却施設 　一式

無線施設

空港の標点

誘導路 　長／２，８３０ｍ　幅／３０～３４ｍ 貨物ビル 　２棟

エプロン 　長／３１０ｍ　幅／１９０ｍ（５バース） 給油施設 　２００ｋｌ／２基

着陸帯 　長／２，６２０ｍ　幅／３００ｍ 防雪施設 　除雪機械等一式

滑走路 　長／２，５００ｍ　幅／６０ｍ ターミナルビル 　国内線棟３階建（10,995㎡）国際線棟（一部３階建3,620㎡）

空港の種別 　特定地方管理空港 気象施設 　一式（風向風速・雲高・視程計）

空港の総面積 　１，５８９，６５６㎡ 消防施設 　４０ｔ水槽８基（化学消防車３台）

　東経１４０°１３′０７″ 庁舎管制塔 　一式

空港の標高 　９３．０５ｍ 通信施設 　一式

空港の位置 　秋田市雄和椿川 　ＩＬＳ（計器着陸装置）・ＶＯＲ／ＤＭＥ

　北緯３９°３６′５６″ 　（超短波全方向式無線標識／距離測定装置）

管理者 　秋田県知事 駐車場 　６９，４４９㎡（３，１０５台）

空港の名称 　秋田空港 照明施設 　進入灯・滑走路灯・誘導路灯・エプロン灯等

設置者 　国土交通大臣 場周道路 　長／６，４５５ｍ　幅／５．５ｍ

第 ２ 節 空 港

本空港は、 県央部の秋田市雄和椿川に位置し、面積約１６０ｈａ、長さ２，５００ｍの滑走路と計器着陸
装置（ＩＬＳ）などを備えています。

昭和５６年６月２６日に開港し、就航路線は、東京、大阪、札幌及び名古屋の４路線であり、広域交通の
拠点として定着しています。また空港周辺は、５８０ｈａの広大な県立公園として整備され、緑豊かな都市
公園型空港となっています。

秋田空港全景
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２　大館能代空港の概要

◆空港施設の概要

［令和５年度主要事業］
　空港の機能維持のため、場周柵の改良等を行います。

設置者 　秋田県知事 場周道路 　長／５，４２３ｍ　幅／５．５ｍ

管理者 　秋田県知事 駐車場 　１３，５１０㎡（３８６台）

空港の名称 　大館能代空港 照明施設 　進入灯・滑走路灯・誘導路灯・エプロン灯等

空港の位置 　北秋田市脇神 　ＩＬＳ（計器着陸装置）・ＶＯＲ／ＤＭＥ

　北緯４０°１１′３１″ 　（超短波全方向式無線標識／距離測定装置）

　東経１４０°２２′１８″ 庁舎管制塔 　一式

空港の標高 　８４．０ｍ 通信施設 　一式

空港の種別 　地方管理空港 気象施設 　一式（風向風速・雲高・視程計等）

空港の総面積 　１，２１４，２４０㎡ 消防施設 　４０ｔ水槽９基（化学消防車２台）

防雪施設 　除雪機械等一式

滑走路 　長／２，０００ｍ　幅／４５ｍ ターミナルビル 　地上２階建一部３階建（4,062㎡）

排水施設 　一式

無線施設

空港の標点

誘導路 　長／２３０ｍ　幅／３０ｍ 貨物ビル 　１棟

エプロン 　長／２２５ｍ　幅／１１０ｍ（４バース） 給油施設 　２００ｋｌ／１基

着陸帯 　長／２，１２０ｍ　幅／３００ｍ

本空港は、 県北部の北秋田市脇神に位置し、面積は約１２０ｈａ、長さ２，０００ｍの滑走路と計器着陸
装置（ＩＬＳ）などを備えています。

平成１０年７月１８日に開港し、就航路線は、東京の１路線となっています。また、空港周辺には緩衝
緑地帯を活用した「ふれあい緑地」が整備され、センターハウス、クロスカントリースキーコース、展望台
等の施設を備えています。

大館能代空港全景
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第　11　章　　　建築・住宅

１　　秋田県の住宅事情

◆全国比較（上位抜粋）

◆新設住宅着工戸数の推移

　

◆世帯数及び住宅戸数等の推移

第 1 節 住宅関係

秋田県の住宅は、持ち家比率、敷地面積、一住宅当たりの延べ面積において全国的にも
トップクラスの水準にあります。

総世帯数 住宅総数 一世帯あた 人の居住

りの住宅数 する住宅数 空 き 家 空き家率 一　時

年 Ａ Ｂ Ｂ／Ａ Ｃ Ｃ／Ｂ 現住者

千世帯 千戸 戸 千戸 千戸 ％ 千戸 千戸

２９０．４ ２８８．０ ０．９９ ２７８．５ ７．２ ２．５ ０．９ １．４

３０７．８ ３１２．８ １．０２ ２９８．９ １１．０ ３．５ １．１ １．７

３２３．３ ３３８．１ １．０５ ３１７．８ １６．１ ４．８ １．２ ３．０

３３３．５ ３５３．６ １．０６ ３２９．６ ２１．５ ６．１ １．７ ０．８

３４２．７ ３６９．４ １．０８ ３３９．３ ２７．８ ７．５ １．４ ０．８

３５４．３ ３８３．４ １．０８ ３５１．４ ２９．３ ７．６ １．１ １．７

３７５．４ ４１３．３ １．１０ ３７３．７ ３７．２ ９．０ １．５ ０．９

３８３．８ ４２８．６ １．１２ ３８２．３ ４４．２ １０．３ １．１ １．０

３８１．９ ４３７．４ １．１５ ３８０．３ ５５．３ １２．６ １．３ ０．５

３９０．０ ４４６．９ １．１５ ３８９．０ ５６．６ １２．７ ０．９ ０．４

３８５．３ ４４５．７ １．１６ ３８３．８ ６０．８ １３．６ ０．６ ０．５

２５

３０

５８

６３

平成　５

１０

１５

２０

区分 空　き　家　等

建築中

昭和４３

４８

５３

2585 2673

3193

2515 2527
2672

2524
2779 2705

2509
2613

2239

698 709
824

1108
946

1126
1018 1061 1005

833 765

1043

23 60 33 11 19 14 33 18 22 74 19
28

249 319 316 317 317 393 386
629

518
470

785 532

3555
3761

4366

3951
3809

4205
3961

4487
4250

3886

4182

3842

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R１ R２ R３ R４

（単位：戸）

年度

持家

貸家

給与住宅

分譲住宅

合計

１位 ２位 ３位 ４位

持ち家比率(%) 秋田県 77.3 富山県 76.8 山形県 74.9 福井県 74.9

１住宅当たり敷地面積(㎡) 茨城県 406.30 岩手県 374.76 山形県 373.94 秋田県 364.35

１住宅当たり延べ面積(㎡) 富山県 145.17 福井県 138.43 山形県 135.18 秋田県 131.93

資料：平成30年住宅・土地統計調査

資料：平成30年住宅・土地統計調査
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２　県民ニーズに応え長く安心して暮らせる住まい

　（１）　秋田県住生活基本計画（令和３年～令和１３年度）

　　◆計画期間における公営住宅の供給目標量

　（２）　県営住宅

　【県営住宅管理戸数（令和５年３月３１日現在）】

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき、県が中堅所得者等の居
住の用に供する目的で建設した住宅

特公賃住宅　：

公営住宅法に基づき、県が住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸
する目的で建設した住宅。特公賃住宅について用途の変更のための廃止を行い、
公営住宅に準じて管理する住宅を含む。

公営住宅　　 ：

改良住宅　　 ： 住宅地区改良法に基づき、県が不良住宅が密集する地区の環境の整備改善を図る
目的で建設した住宅（空き住戸は公営住宅同様に公募入居可）

住宅は、日常生活に欠かすことのできない生活の基盤であり、家庭や暮らし、人を育むかけがえのない空
間であるとともに、社会生活や地域のコミュニティ活動を支える拠点です。すべての県民が安全・安心で快
適な住環境のもと、豊かにいきいきと暮らし続けられるよう、住宅の課題を克服し、住まいづくりに関わる全
ての人たちと相互に「参画」及び「協働」することにより、「いつまでも、豊かに安心して暮らせる、秋田の住ま
いづくり」を目指します。

*1 目標量のうち、整備戸数は公的住宅等の新規整備・建替の予定戸数
*2 目標量のうち、空家募集戸数は過去の空家募集実績をもとに想定した戸数
※供給目標量及び実績には住戸改善戸数は含まず。
※公営住宅の供給目標量は、居住の安定を図るべき世帯数の推計をもとに、５年毎に見直し。

2,900 3,000 5,900 681 643

　うち整備戸数*1 170 350 520 28 39

　県営住宅 －　 －　 －　 0 0

　市町村営住宅 －　 －　 －　 28 39

　うち空家募集戸数*2 2,730 2,650 5,380 653 604

令和
６年度

令和
７年度

　公営供給（目標）量

秋田県住生活基本計画

計画（戸） 実績（戸）

前半5年
（R3～
R7）

後半5年
（R8～
R12）

10年間
（R3～
R12）

令和
３年度

令和
４年度

令和
５年度

振興局名 公営住宅 改良住宅 特公賃住宅 計

北秋田地域振興局 102戸 30戸 －　 132戸

山本地域振興局 72戸 －　 －　 72戸

 秋田地域振興局 1,865戸 108戸 2戸 1,975戸

由利地域振興局 70戸 －　 －　 70戸

仙北地域振興局 48戸 －　 －　 48戸

平鹿地域振興局 96戸 －　 －　 96戸

雄勝地域振興局 50戸 －　 －　 50戸

合計 2,303戸 138戸 2戸 2,443戸
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【県営住宅ストック総合改善事業】

（３）　住宅改修等支援事業の実施状況

　◆令和5年度　住宅リフォーム推進事業概要

持ち家型 中古住宅購入型 定着回帰型 中古住宅購入型

対 象 者
18歳以下の子２
人以上と同居し
ている親子世帯

18歳以下の子１
人以上と同居し
ている親子世帯

　住宅の
　所有者等

被災住宅の
所有者等

補助対象額の
20％

 補助対象額の
30％

 補助対象額の
20％

 補助対象額の
30%

 補助対象額の
10％

 補助対象額の
10％

 限度額：
 　400千円

 限度額：
 　600千円

 限度額：
 　400千円

 限度額：
　　600千円

 146,000千円
   (  520戸)

  62,000千円
   (  110戸)

  32,000千円
   (  100戸)

  11,000千円
   (   20戸)

（1,400戸）

48,000千円
 (  600戸)

4,000千円
(  50戸)

在宅リモートワーク環境整備工事対象分：9,000千円(45戸)

補 助 額
 限度額：
　80千円

 限度額：
　80千円　　　　　　（在宅リモートワーク環境整備工事に対する補助）

  　　　　　　当該工事に対して、20万円/戸を上限に補助額を引き上げ

Ｒ ５ 予 算 額
( 予 定 戸 数 )

３１２，０００千円

補 助 対 象
工 事 等

増築・改築・修繕・模様替工事 など 断熱・省エネ
改修工事

補助対象住宅に係
る災害復旧工事　（補助額の引き上げ対象工事）　在宅リモートワーク環境整備工事

・県内に本店を置く建設業者等が施工
・工事費５０万円以上＿＿＿＿＿＿＿

①子育て世帯 ②移住・定住世帯 ③断熱・省エネ
改修(持ち家)

④災害復旧
(持ち家)

県外から県内に住所を移動しようと
する者等で、一定要件を満たす者

老朽化した既設の県営住宅の屋根や外壁、その他改善事業を行うことにより、居住水準の向上と住宅ストッ

クの長寿命化を図ります。

［ 実施例 ： 県営土崎港住宅改善事業 ］

○ 事業期間 ： 令和４年度

○ 事業場所 ： 秋田市土崎港相染町字中谷地 地内

○ 住棟概要 ： ＲＣ造４階建て １棟 ２４戸 （建設年度 昭和６３年度）

改善前 改善後

秋田県住宅リフォーム推進事業（平成２２年度～）
少子化対策の一環としての「子育て世帯への住宅支援」や、新たな秋田への人の流れづくりとしての

「移住・定住世帯への住宅支援」など、県の重要課題である人口減少対策に資する補助制度として、住
宅のリフォームや増改築を支援します。
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　◆住宅リフォーム推進事業実績

（４）　県分譲宅地の販売状況

（５）　住情報の提供と相談

（補助額の単位：千円）

平成
２２年度

平成
２３年度

平成
２４年度

平成
２５年度

平成
２６年度

平成
２７年度

平成
２８年度

平成
２９年度

平成
３０年度

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

合　計

戸　 数 13,996戸 13,416戸 12,556戸 11,808戸 9,668戸 9,149戸 7,067戸 6,318戸 3,030戸 2,777戸 1,145戸 2,336戸 1,010戸 94,276戸

補助額 1,996,302 1,828,009 1,662,225 1,375,712 1,102,177 1,035,512 923,657 740,392 448,794 367,377 246,998 328,046 261,342 12,316,543

住宅ﾘﾌｫｰﾑ
推進事業

事         業         名

住情報に関する県民の多様な要望に応えるため、（一財）秋田県建築住宅センターにおいて住情報の提供
や、住宅に関する相談業務を行っています。

旧住宅供給公社の解散により代物弁済取得した宅地を販売しています。（平成２２年度～）

平成
22年度

平成
23年度

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

令和
元年度

令和
2年度

令和
3年度

令和
4年度

合計

南ヶ丘ﾆｭｰﾀｳﾝ（秋田市） H14 309 172 6 9 9 26 19 47 33 22 1 － － － － 172 0

南ヶ丘ﾆｭｰﾀｳﾝB地区（秋田市） H14 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3

元木山四季の街（潟上市） H10 108 38 3 4 9 8 8 6 － － － － － － － 38 0

けまない団地（鹿角市） S59 110 38 1 1 0 1 1 1 2 0 0 5 0 4 2 18 20

船越内子団地（男鹿市） S60 95 4 4 － － － － － － － － － － － － 4 0

合　計 626 256 14 14 18 35 28 54 35 22 1 5 0 5 2 233 23

県の販売実績区画数
団地名

分譲
開始
年度

団地
総区画数

県販売
開始時
区画数

残り
区画数
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３　　賑わいのある街づくりと良好な住環境づくり

（１）　市街地再開発事業

◆事業実施地区

事業主体 地区面積

：

：

　※ 令和４年度以前に完了した地区 ： ３地区

（２）　暮らし・にぎわい再生事業

◆事業実施地区
地区名 事業主体 地区面積

　※ 令和３年度以前に完了した地区 ： １地区

地区名 事業概要

横手駅東口第二地区 横手市 1.7 ha

 令和元年度 ：
準備組合設立、都市計画決定

基本計画作成、地盤調査、事業計画作成

令和２年度 組合設立認可、権利変換計画認可

　 令和３年度～ 建物除却、建築工事

事業概要

千秋公園周辺地区
秋田県
秋田市

2.40 ha 平成２９～令和４年度 ：　都市機能導入施設整備（あきた芸術劇場）

地方都市の「まちの顔」である中心市街地は、大型小売店の郊外進出や医療施設等の生活関連施設の郊
外移転・立地などに伴い空洞化が進行しており、空き地、空き店舗が増加し、人通りの減少や商業活力の低
下などが著しく、厳しい環境に置かれています。

このため県は、地元住民や商業者が市町村と協力して実施する市街地再開発事業等による賑わいのある街
づくりを支援する等、各地で市街地の整備を推進しています。

また、住宅が密集し、公共施設の著しく不足している地区等において、地域の特性を生かした良好な住居環
境の整備を図っています。

都市再開発法に基づき、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、都心的な賑わいのあ
る市街地を整備するため、市街地再開発事業を推進します。

中心市街地の再生を図るため、都市機能のまちなか立地や空きビルの再生、賑わい空間の整備などを総合
的に行う、暮らし・賑わい再生事業を推進します。

暮らし・にぎわい再生事業

（千秋公園周辺地区 あきた芸術劇場）

市街地再開発事業

（横手駅東口第二地区 イメージパース）
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（３）　優良建築物等整備事業

◆事業実施地区

事業主体 地区面積

　※ 令和４年度以前に完了した地区 ： １２地区

（４）　住宅市街地総合整備事業

◆事業実施地区

事業主体 地区面積

　※ 令和４年度以前に完了した地区 ： ５地区

地区名 事業期間 事業概要

秋田駅東第三地区
（密集住宅市街地整備型）

秋田市 37.5 ha 平成１７～令和１１年度
老朽住宅除却、
公共施設整備、防災施設整備

地区名 事業概要

千秋久保田町地区
（共同化タイプ）

秋田市 0.40 ha 令和３～令和６年度 ：　共同住宅建設

有楽町地区
（共同化タイプ）

0.20 ha秋田市 令和５～令和６年度 ：　共同住宅建設

土地の合理的利用、市街地環境の整備、市街地住宅の供給、老朽マンションの建替等、都市再開発法に基
づかない任意の再開発事業を支援します。

老朽住宅の密集、公共施設の不足等が認められる住宅市街地において、老朽住宅等の除却・建替え、公共
施設等の整備を行うことにより、防災性の向上、居住環境の整備改善を推進します。

住宅市街地総合整備事

（秋田駅東第三地区 道路整備）

住宅市街地総合整備事

（秋田駅東第三地区 公園整備）
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（５）　街なみ環境整備事業

◆事業実施地区

事業主体 地区面積

　※ 令和４年度以前に完了した地区 ： ３地区

地区名 事業期間 事業概要

大館城下町地区 大館市 151.6 ha 平成２９～令和８年度 地区施設整備、修景施設整備

住宅が密集し、かつ生活道路等の地区施設が未整備である、住宅等が良好な美観を有していないなど、住
環境の整備改善を必要としている地区において、地方公共団体と住民とが協力して、ゆとりとうるおいのある
住宅地区の形成を目的とし、地元住民との協働により、周辺環境と調和したまちづくりを推進しています。

（歴史的風致形成建造物整備）

大館城下町地区

（道路美装化）

大館城下町地区
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１　　建築基準法関係

◆建築協定制定状況

市町村 協定の名称 許可年月日 面積（㎡） 協定期間（年）

秋田市 協同組合秋田卸センター S63.10.20 160,924 永年

秋田市 秋田市「ハイタウン桜」団地 H1.3.31 221,762 10+10+10+10

秋田市 秋田パティオ H8.7.22 2,253 20+10

秋田市 秋田市大町一丁目東地区 H9.3.13 1,542 20+10

横手市 ニュータウン宝竜 H10.8.12 31,837 10+10+10

横手市 協同組合横手卸センター H12.8.29 78,977 5+5+5+5+5

横手市 ニュータウン宝竜第２期 H12.9.7 26,452 10+10+10

秋田市 秋田市「桜が丘ひがし」団地 H14.3.14 81,690 10+10+10

２　　建築士法関係

◆建築確認・建築許可件数等
   （県の取扱によるもの。計画変更及び計画通知含む。民間確認機関を除く。）

※協定期間欄の＋10または＋５は、延長期間を表す。

第 ２ 節 建築関係

建築物を建築するとき、工事が完了したとき及び使用しているとき、建築基準法に適合しているかの
チェックや検査を行っています。

［建築協定］
建築協定制度は小規模な地区のもっている特色を生かしたきめ細やかな規制が必要な場合に活用される制度

で、市町村の条例に定められた区域の一部において、対象となる土地・建物の権利者等の全員の合意により一
般的基準を定めることを認めた制度です。
この制度は、地域住民を中心とした地区レベルのまちづくり手法として、都市計画法に基づく地区計画制度とと

もにその普及、活用が促進されております。

建築物を設計するとき、建築士の資格と建築士事務所登録が必要となりますので建築士の免許と
事務所登録業務を行っています。

平成２５ 平成２６ 平成２７ 平成２８ 平成２９ 平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４

申請取扱
件　　　数

1,313 930 764 644 498 485 449 373 310 265

確認件数 1,305 931 759 636 505 480 439 383 308 264

建
築

許
可

申請取扱
件　　　数

7 8 6 4 9 7 3 6 7 3

　　　　　　 年度
項目

建
築
確
認

平成25 平成26 平成27 平成28 平成29 平成30 令和元 令和2 令和3 令和4

二級 9,377 9,403 9,421 9,456 9,490 9,520 9,546 9,589 9,627 9,654
木造 222 222 222 223 223 223 223 223 223 223
一級 583 572 563 558 544 524 538 534 535 518
二級 571 572 544 525 520 500 498 494 475 448
木造 8 8 8 7 7 7 6 6 6 6

　　　　　　 　　年度
項目

建築士数

建 築 士
事務所数

－　115　－



３　　がけ地近接等危険住宅移転事業

◆がけ地近接等危険住宅移転事業
【事業実績】 （戸）

年度

項目

○事業概要

　対象区域 災害危険区域、県建築基準条例により建築が制限される区域、

土砂災害防止法による土砂災害特別警戒区域、都市計画法による地区計画区域

　対象住宅 既存不適格住宅、地方公共団体の勧告等

　負担割合 国１／２、県１／４、市町村１／４

４　　木造住宅耐震改修等事業

◆木造住宅耐震改修等事業
【事業実績】 （戸）

年度

項目

　耐震診断　　

　耐震改修
※耐震改修補助は平成21年度から実施。

○事業概要

　対　　　象 耐震診断、耐震改修を行う者

　負担割合 耐震診断 国１／２、県１／４、市町村１／４

耐震改修 国１／２、県１／４、市町村１／４

５　　宅地建物取引業法関係

令和4年度

除 却 542 2 1 3 0 4 0

昭和47年度
～

平成28年度
平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

新 規 建 物 521 2 1 1 0 0

平成20年度
～

平成28年度
平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

2

令和4年度

31

13 1 3 4 4 6 2

19 34 39 30 32140

宅地建物取引業者や宅地建物取引士の免許や登録、指導監督を行っています。
（※平成27年4月1日より、「宅地建物取引主任者」は「宅地建物取引士」に名称変更されました。）

　　　　　　　　区分　　　　　　　　　　年度

　年度 新規 廃業 現在 受験者 合格者 合格率 新規 抹消 現在
17 11 539 676 89 13.2 75 13 3,472
19 22 536 648 90 13.9 61 5 3,528
14 24 526 667 74 11.1 65 7 3,586
22 16 532 619 86 13.9 70 4 3,652
17 28 521 621 92 14.8 71 3 3,720
19 14 526 666 102 15.3 74 9 3,785
24 12 538 633 92 14.5 84 5 3,864
17 9 546 662 89 13.4 89 10 3,943
21 20 547 758 107 14.1 84 15 4,012
20 14 553 691 89 12.9 76 17 4,071

平成２８
平成２９
平成３０
令和元
令和２
令和３
令和４

宅地建物取引業者 宅 地 建 物 取 引 士
免許登録 資格試験 登　　録

平成２５
平成２６
平成２７
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第　12　章　　　営　　　　繕

１　営繕業務

２　重点的な取組

［ 県産材活用の事例 ］

営繕工事の技術管理業務を通じて、県民共有の財産である県有建築物が、多くの県民に親しまれ積極

的に活用されるよう、次のような取組を実施しています。

① 県民に親しまれる建築物の計画
・街並みや周辺環境と調和した建築計画

② 利用者にやさしい建築物の推進
・地域の気候風土を踏まえ、敷地と建築物の各機能に応じた適切なバリアフリーを推進

③ 環境にやさしい建築物の推進
・県有建築物の環境負荷の低減化

・自然エネルギー（雪冷房、太陽光等）、雨水、地下水の利用
・再生資材の活用

④ 県産材を活用した建築物の推進
・秋田杉に代表される県産材の活用
・公共建築物の木造化、木質化の推進

⑤ 安全・安心に使える建築物の推進
・構造上、防災上の安全性、使用材料の安全性の確認

⑥ 広報の充実
・美の国あきたネットを活用した発信情報の充実

⑦ 天井等耐震化の推進
・特定天井の脱落防止対策の推進

第 1 節 営 繕 業 務

営繕業務には、知事部局及び教育庁の依頼により実施する県有建築物の新築・増改築と、県が保有
する４０９施設（延べ面積約２００万㎡）のうち、２８５施設（延べ面積約１５０万㎡）について行う維持修繕、
長寿命化等があります。

これらの工事の調査・設計・工事監督等を通して、各地域振興局と連携を図りながら、安全で安心な県
民共有財産の整備を行っています。

あきた芸術劇場

・令和４年３月 竣工

・鉄骨鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）地下１階地上６階建て

・建築面積 １０，７５１㎡
・延べ面積 ２５，０５７㎡
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１　　令和５年度営繕工事の概要
【営繕課事業】

（令和５年４月現在）

件数(件) 件数(件) 件数(%) 工事費(%)

大規模修繕工事 12 12 100% 103%

天井等耐震化工事 1 1 100% 317%

指定修繕工事 2 1 200% 229%

一般修繕工事 8 8 100% 68%

総　　計 23 22 105% 113%

【受託事業】

（令和５年４月現在）

件数(件) 件数(件) 件数(%) 工事費(%)

知事部局 48　 37　 130% 102%

教 育 庁 22　 28　 79% 64%

総　　計 70　 65　 108% 74%

　※　修繕工事等を含む

２　　令和５年度主要工事の概要

（令和５年４月現在）

　　・事業年度：R3 ～ R12 　　・事業年度：R3 ～ R10

金足農業高等学校　完成予想図 湯沢高等学校　完成予想図

　令和５年度の営繕課事業は修繕工事を主として年度総工事費約７億円の見込みです。
　これは、対前年度比で、約１３％の増となっています。

修繕種別

　令和５年度に知事部局及び教育庁から事務の依頼を受けて実施する予定の受託事業は、延べ
７０件、年度総工事費約７５億円の見込みです。これは、対前年度比で、件数でみると約８％の増、
年度工事費で約２６％の減となっています。（事務依頼ベース）

機 関 名

　　・構造規模：RC造4/0 他 　　・構造規模：RC造2/0 他

　　・延べ面積：約10,100㎡ 　　・延べ面積：約12,900㎡

　　・事業年度：R2 ～ R6 　　・事業年度：R3 ～ R14

　○湯沢高等学校整備事業［湯沢市］ 　○栗田支援学校整備事業［秋田市］

　　・構造規模：RC造3/0 他 　　・構造規模：RC造3/0 他

　　・延べ面積：約3,500㎡ 　　・延べ面積：約13,800㎡

　　・延べ面積：約14,500㎡ 　　・延べ面積：約12,500㎡

　　・事業年度：H30 ～ R8 　　・事業年度：R元 ～ R8

　○鹿角小坂地区統合校整備事業［鹿角市］ 　○金足農業高等学校整備事業［秋田市］

　○横手高等学校整備事業［横手市］ 　○大曲高等学校整備事業［大仙市］

　　・構造規模：RC造4/0 他 　　・構造規模：RC造3/0 他

4,833,455 7,554,881

7,473,218 10,150,161

　令和５年度に工事継続中又は工事発注予定の主な事業は次のとおりです。

対前年度比較

工事費(千円) 工事費(千円)

2,639,763 2,595,280

42,118 61,662

666,523 591,504

令和５年度当初 令和４年度当初

503,900 489,961

104,720 33,000

15,785 6,881

令和５年度当初 令和４年度当初 対前年度比較
工事費(千円) 工事費(千円)

第 ２ 節 営繕関係事業
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３　　事業紹介

【完成施設】
（１）新複合化相談施設整備事業

【事業継続中施設】
（２）横手高等学校整備事業

（３）大曲高等学校整備事業

［建築場所］ 秋田市手形住吉町地内
［竣 工］ 令和4年度
［計画概要］ 新複合化相談施設

鉄筋コンクリート造
地上2階建て
延べ面積 約3,300㎡

［施設の特徴］
新複合化相談施設は、中央児童相談所、女性

相談所、福祉相談センター、精神保健福祉セン
ターの４施設を複合化した新たな総合福祉相談
施設です。

当該施設は、老朽化した施設の更新や、執務
環境の改善、一時保護に係る生活環境の向上
など、設備面の課題解決に加え、各施設の連携
による相談機能の向上を図ることを目的に整備されました。

内装を相談者の心理を落ち着かせる色彩とし、自然光を十分に取り込んで明るい空間づくりに配慮
するなど、相談者に寄り添い、安心と希望を与えられる施設となるよう計画されています。

［建築場所］ 横手市睦成字鶴谷地地内
［竣工予定］ 令和7年度
［計画概要］ 管理・校舎棟、第一体育館、

武道場・第二体育館ほか
鉄筋コンクリート造4階建て ほか
延べ面積 約14,500㎡

［施設の特徴］
「わが国や郷土のよりよい未来を切り拓くグロ

ーバル人材の育成」を基本理念とし、県内でも
屈指の歴史と高い進学実績を有する、地域のシ
ンボルとなるような学校を目指します。

校舎の配置については、管理・校舎棟、第一・
第二体育館などを渡り廊下で接続し、生徒や職
員にとって機能的で合理性に優れた配置計画となっています。 また、豪雪地という気候の特徴を踏ま
え、建物の雪害や建物周囲の落雪に対する安全面のほか、敷地内の除雪にも配慮した計画としました。

外観は、重厚で落ち着きがあり、横手高等学校の伝統を感じさせる、シンプルなデザインとし、桑染色
を外壁に採用することで、周囲の豊かな自然に調和するよう考慮しました。

［建築場所］ 大仙市大曲栄町地内
［竣工予定］ 令和8年度
［計画概要］ 校舎棟、第一体育館・武道場ほか

鉄筋コンクリート造3階建て ほか
延べ面積 約12,500㎡

［施設の特徴］

大曲高校の基本理念「健（つよく）、律（ただしく）、

愛（ゆたかに）」の精神を守り歴史と伝統を継承し、

生徒一人ひとりの可能性を開花できるような魅力あ

ふれる学校を目指します。

校舎棟と体育館棟は東側に配置し、外観は自然色、暖色系とすることで、周囲の住宅地に圧迫感を与

えないよう配慮しています。また、来客・職員駐車場のほかに、登下校時の渋滞を緩和を目的とした乗

降車スペースを敷地内に計画しました。

災害対策として、丸子川が氾濫した場合に備え、機械室・電気室を２階に設け、万が一浸水被害を受

けても早期復旧できるよう考慮しました。
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第　13　章　　　用地・収用・管理

１　用地補償費の推移

　　　　◆用地補償費の推移  

（単位：百万円）

（年度）

２　用地取得面積及び登記処理の推移

　　　　◆用地取得面積の推移 　　　　◆登記処理の推移

（単位：千㎡） 　　（単位：筆）

（年度） 　　（年度）

第 1 節 公共用地取得

建設部所管の公共事業を施行するため必要となる土地の取得に伴う損失補償に関する指導及び損失
補償基準に関する事務を行っています。

0
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１　土地収用法の手続の概要

２　裁決等の状況

３　事業認定について

令和４年度 2 0 2

令和３年度 2 1 3

令和２年度 0 1 1

令和元年度 1 1 2

平成３０年度 0 0 0

平成２９年度 1 4 5

区分 大臣 知事 計

令和４年度 6 5 0 0 1

令和３年度 0 0 0 0 0

令和２年度 2 2 0 0 0

令和元年度 2 5 0 0 0

平成３０年度 3 0 0 0 3

平成２９年度 1 1 0 0 0

区分 申請・申立 裁決 和解 取下げ 繰越

第 ２ 節 土 地 収 用

道路、鉄道、河川、公園などの公共の事業のために土地が必要となった場合、通常は、事業の施行者（起
業者）が土地所有者等に損失補償基準等について説明したうえで土地売買契約により事業の用地を取得し
ます。しかし、補償金の額などで合意ができなかった場合、起業者は土地収用法の規定に基づいて事業認
定の手続きを経た上で、収用委員会に対して収用の裁決を申請することができます。

収用委員会では、審理において起業者や土地所有者の主張を聞き、鑑定や調査を行い、収用する土地の
範囲、補償金の額などについて裁決します。

この裁決により、補償金の支払いを経て、土地の引き渡しが行われることになりますが、土地の引き渡しが
行われない場合は、行政代執行の手続きに移行します。

収用委員会における裁決等の状況は次のとおりです。

収用委員会に裁決申請する前段階として、事業認定を受ける必要があります。
処分の機関別の事業認定の状況は次のとおりです。
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１　法定外公共用財産の管理処分

(1) 使用許可、境界確認、用途廃止件数の推移

（単位：件）

   （年度）

２　廃道、廃川敷地の管理・処分

   （単位：件）

（年度）

第 ３ 節 管 理

法定外公共用財産とは、道路法や河川法の適用を受けない道路や水路などのことをいい、一般に赤線、
青線などとも呼ばれています。県はこれまで国からの法定受託事務として、これらの財産の管理及び処分を
行ってきましたが、いわゆる地方分権一括法により国有財産特別措置法が改正され、機能を有する法定外
公共用財産については、平成１８年度までに国から市町村への譲与手続きが完了し、市町村が直接管理す
ることとなりました。

また、機能を喪失した旧法定外公共用財産は国(秋田財務事務所)において直接管理を行うことから、県が
行う事務は、砂防指定地等に存する市町村譲与が行われなかった道路、水路のほか、海岸保全区域や港
湾区域、漁港区域となっていない、一般海域に係る法定外公共用財産の管理となっています。

廃道廃川敷地とは、一般国道、県道、一級河川及び二級河川の区域変更等により、公共用財産として不
用になった旧道路河川敷地をいい、当該敷地の維持・管理をしてきた県は、国から譲与を受けることができ
るので、その譲与に係る事務を行っています。また、国からの譲与や他課からの引継により県有財産となっ
た廃道廃川敷地を処分する事務も行っています。
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第　14　章　　　土　地　利　用

１　基本理念

２　国土利用計画の役割

３　国土利用計画の体系

第 1 節 国土利用計画

国土の利用は、国土が現在及び将来における国民のための限られた資源であるとともに、生活及び生産
を通ずる諸活動の共通の基盤であることにかんがみ、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、
地域の自然的、社会的、経済的及び文化的条件に配意して、健康で文化的な生活環境の確保と国土の均
衡ある発展を図ることを基本理念としています。（国土利用計画法第２条）

国土利用計画は、国、県、市町村の各段階相互において、十分意見の調整を図りつつ、その区域につい
て長期にわたり安定した均衡ある国土の利用を確保するため、前述の基本理念に即して総合かつ計画的な
国土の利用を確保するための長期計画（基本構想）であり、国土の利用に関する行政上の諸計画の基本と
なるとともに、民間の諸活動についても指針を与えるものとなります。

国、県、市町村の各段階の計画は、相互にフィードバックを繰り返しながら調整が図られ、基本方向におい
て矛盾のない体系が確保されます。

都 市 地 域 都 市 計 画 法

農 業 地 域 農 振 法
森 林 地 域 森 林 法

自 然 公 園 地 域 自 然 公 園 法
自 然 保 全 地 域 自然環境保全法

五
地
域
区
分

全国計画 国 の 諸 計 画

県計画

市町村計画

土地利用基本計画

基本とする

法第６条

基本とする

法第９条９項

法
第
７
条
２
項

法
第
８
条
２
項

基
本
と
す
る

基
本
と
す
る

基
本

と
す

る

個
別
規
制
法
の
土
地
利
用
調
整

法＝国土利用計画法
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４　国土利用計画の内容

表　県土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標
年次

利用区分

農　　　 地
森　　　 林
原　野　等
水面・河川・水路
道　　　 路
宅　　　 地
　　　住宅地
　　　工業用地

そ　の　他

（参考）

１　土地利用基本計画の位置づけ

２　土地利用基本計画の役割

345

伸び

R9年／Ｈ27年（基準年次） （計画目標）

平成２７年 令和９年 構成比

平成２７年 令和９年
百ha

1,495
8,393

153
435

87

百ha
1,463
8,401

153
442
354
298
182
14

298
182
14

102
519

11,638

％
12.8 12.6 97.9
72.1 72.2 100.1

％ ％

100.0
3.7 3.8 101.6

0.9

3.0 3.0 102.6
2.6 2.6

1.3 1.3

0.9

100.0

101.5

1.6 1.6 100.0
0.1 0.1 100.0

100.0

- - 95.4

　 その他の宅地

合計

人口集中地区（市街地）

4.5 4.5
102

100.0 100.0
527

11,638

83

100.0

国土利用計画は、国土（県土）の利用に関する基本構想、国土（県土）の利用目的に応じた区分ごとの
規模の目標とその地域別の概要、それらを達成するために必要な措置の概要を示すもので、直接に開発
事業の実施を図るものでも、直接に土地利用を規制するものでもありません。従って、開発事業の決定や
土地利用の規制は、国土利用計画の基本方向に沿って個別に行うことになります。

秋田県国土利用計画（第五次）における県土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標は、次の表の
とおりです。

第 ２ 節 土地利用基本計画

土地利用基本計画は、土地利用（開発行為）の規制、土地取引の規制、遊休土地に関する措置等を実
施するにあたっての基本となる計画で、国土利用計画（全国計画及び県計画）を基本とし、公害の防止、
自然環境及び農林地の保全、歴史的風土の保存、治山治水等に配慮しつつ、都市計画法、農業振興地
域の整備に関する法律、森林法、自然公園法、自然環境保全法等の個別の土地利用規制法と相まって、
適切かつ合理的な土地利用を図るための上位計画として位置づけられています。

土地利用の混乱を防止し、適正かつ合理的な土地利用を図るため、土地利用基本計画で都市地域、農
業地域、森林地域、自然公園地域、自然保全地域の五地域の土地利用区分を定め、個別規制法による
諸計画に対する上位先行の調整計画として位置づけ、総合的かつ広域的な見地にたって取引段階から
利用区分に応じた規制と誘導を行おうとするものです。

従って、土地利用基本計画は、第１に個別規制法に対する上位先行計画として行政内部における総合
調整機能を果たすものであり、第２に土地取引に関しては直接的に、開発行為については個別規制法を
通じて間接的に規制基準としての役割を果たすという二面性を有しています。
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３　土地利用基本計画の内容
土地利用基本計画図地域区分別面積

（令和５年３月３１日現在）

国土利用計画法第23条に基づく届出実績 （各年度処理ベース）

1,225令和３年度 208 199 9 - -

- - 738令和２年度 168 167 1

- - 494令和元年度 132 131 1

- - 372平成３０年度 158 156 2

平成２７年度

平成２８年度

平成２９年度

879165

106

5 - -160

531

178 - - - 387

106 - - -

178

－

面積

（ｈａ）

県　　土　　面　　積

年度 件　　数
処　　　　理　　　　状　　　　況

不勧告

126,190

助言 勧告 取下

計

1,163,752

12,481白　　地　　地　　域 1.1

区　　　　　　　分

都市地域

農業地域

森林地域
五
地
域

－

面積（ｈａ） 割合（％）

16.6

32.7

72.1

193,518

381,089

839,441

5,160

1,545,398

自然公園地域

自然保全地域

10.8

0.4

1,306令和４年度 136 126 10 - -

○計画図
都市地域、農業地域、森林地域、自然

公園地域、自然保全地域の五地域の範
囲を､５万分の１の地図に表示したもの

○計画書
土地利用の基本方向、五地域区分の

重複する地域における土地利用に関す
る調整指導方針等を記載したもの

第 ３ 節 土地取引の届出制

国土利用計画法第23条の規定による一定規模（市街化区域 2,000㎡、市街化区域を除く都市計画区
域 5,000㎡、都市計画区域以外の区域 10,000㎡）以上のまとまりのある一団の土地について土地売買等
をした場合、土地の権利取得者は土地売買等の契約をした日から起算して２週間以内に利用目的等を知
事に届け出ることになっています。

届出に係る土地の利用目的が国土利用計画法の基準に適合しないものについては、知事は土地利用
審査会の意見を聴いて、利用目的変更の勧告をすることができ（法第24条）、この勧告に従わないときは、
その内容を公表することができます。（法第26条）

※重複している地域があるため、五地域合計が県土面積より

大きくなっている。
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令和４年地価調査結果の概要

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出の要否及び申出の可否

　注）　都市計画施設については、その一部が都市計画区域内に含まれる場合、届出対象となります。 

変動率

要

△ 1.1%

△ 1.3%

18,500円/10a

1.3%

△ 0.7%4,800円/㎡
24,400円/㎡

△ 4.1%

地目 地点数 平均価格

6,190円/㎡
林地

216
3

13,200円/㎡住宅地

宅地見込地

7

商業地

工業地

91

要 可

申出の可否

7

可都市計画施設の区域内の土地（200㎡以上）
道路、都市公園、河川等の予定地（200㎡以上）

届出の要否法第４条第１項及び第５条第１項に規定する土地（抜すい）

計 324

可

否 可

要
都市計画区域内（市街化調整区域除く。）で、市街化区域
5,000㎡、その他の区域10,000㎡以上の土地

上記以外の都市計画区域内に所在する200㎡以上の土地

第 ５ 節 公有地の拡大の推進に関する法律

公有地の拡大の推進に関する法律は、公有地の拡大の計画的な推進を図り、都市の健全な発展と公共
の福祉の増進に資することを目的として制定されました。同法により、都市計画法に定める都市計画施設
に係る土地その他の都市計画区域内の一定規模以上の土地を有償で譲渡する場合、知事又は市長に届
け出ることになっています。

また、都市計画区域内の一定規模以上の土地の所有者で、当該土地の地方公共団体等による買取りを
希望する場合は、その旨を申し出ることができます。

届出又は申出があったときは、知事又は市長は、３週間以内に当該土地の買取りを希望する地方公共
団体等のうちから買取り協議を行う地方公共団体等を定め、買取り協議を行う旨を土地所有者等に通知し
ます。土地所有者は買取りに応ずる義務はありませんが、協議を行うことを拒むことはできません。

また、買取り協議が不成立であった場合、買取り協議の通知があった日から３週間が経過するまでは、
当該土地を譲渡することはできないとされています。

なお、届出又は申出については、おおむね次の表のとおりです。

第 ４ 節 地 価 調 査

地価調査制度は、昭和49年に施行された国
土利用計画法施行令に基づく制度で、県知事
が毎年７月１日における基準地の１㎡当たり
（林地にあっては10ａ当たり）の正常な価格を
判定し、公表するもので、国土利用計画法に
基づく土地取引の届出等の審査に当たり、適
正な取引価格を算定する基準とするとともに、
一般の土地取引価格に対し指標を与える等、
適正な地価の形成に寄与することを目的とし
ています。
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第　15　章　　　そ　の　他

１　　公共事業箇所評価について

１　公共事業箇所評価について（秋田県公共事業評価体系図参照）

（１） 制度の一元化

（２） 公共事業箇所評価の位置付け

（３） 外部評価委員会の審議

①　「新規箇所評価」　　②　「継続箇所評価」　　③　「終了箇所評価」

（４） 個別事業別判定基準の設定
　より客観的で精度の高い評価を行うため、これまで一律に設定していた評価基準を、道路、
河川、下水道事業など、個別の事業特性に応じて設定する。

　条例に基づく公共事業評価システムと、要綱に基づく公共事業箇所選定システムが並立し、
制度の一貫性、明確さに欠けるため、評価条例に基づく制度（評価に関するマニュアル）に一
本化している。

　事業を構成する箇所ごとに、事業実施の背景、外部環境、目的、事業内容などが異なるた
め、箇所評価を重視した仕組みとして、事業評価の傘下に公共事業箇所評価を独立して位置
付けている。

　従来は、継続箇所評価（内部評価）と再評価（外部評価）を実施してきたが、新規箇所評価と
終了箇所評価を加え、さらに継続箇所評価と再評価を一本化することにより、公共事業箇所
評価は以下の３区分となっている。あわせて、評価の更なる充実及び透明性、客観性の確保
の観点から、これら全てを外部評価委員会（公共事業箇所評価専門委員会）の審議の対象と
している。
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→→→　新秋田元気創造プランの６戦略（中間評価）

→→→　新秋田元気創造プランの３１施策（中間評価）

→→→　予算事業（目的設定、中間評価、事後評価）

→　補助、単独事業
　　　（建設部、農林水産部 所管事業）　　　　　　　　　　

→　新規要望箇所（事前評価）

→　事業継続箇所　中間評価（５、１０年ごと実施）
　　　 ※　サイクルの中間年には評価基準点の確認

→　事業終了箇所（事後評価）

知事が行う政策等の評価の体系（全体）

政 策 評 価

新規箇所評価

継続箇所評価

終了箇所評価

研究課題評価

施 策 評 価

事 業 評 価

公共事業箇所評価

秋田県公共事業評価体系

公共事業箇所評価

終了箇所評価

自己評価の実施
（所管課長）

他事業への
フィードバック

事 後 評 価

新規箇所評価

自己評価の実施
（所管課長）

継続箇所評価

自己評価の実施
（所管課長）

最終評価の実施
（新規箇所選定会議）

対応方針の決定
（選定、保留）

対応方針の決定
（継続、中止）

新 規 評 価 中 間 評 価

結果の予算編成などへの反映

公共事業評価専門委員会による調査・審議

事 業 評 価
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２　　委員会及び付属機関等
（Ｒ4.4現在）

        〃　　　  前　田　恵　理　（秋田大学大学院医学系研究科准教授）

        〃　　 　 牧　野　博　美　（秋田市都市整備部建築指導課長）

  行う。         〃　　　  小　松　奈　美　（一級建築士）

        〃　　　  山　口　邦　雄　 (秋田県立大学システム科学技術学部教授)

　び行政不服審査請求の裁決、 　委  　　員　　西　野　三紀子　（弁護士）

　その他同法の調査審議を 　　　 〃　　　  相　原　　　　学　（（一財）秋田経済研究所 所長） 

　　　 〃　　　　安　保　　和　仁　（東日本建設業保証㈱秋田支店長）

秋田県建築審査会 　建築基準法に規定する同意及   会　　　長　　松　本 　 真　 一  （秋田県立大学システム科学技術学部教授）

　について報告を受け、その内 　委　　 　員　 千　葉 　 一　明　（行政書士）

　容を審議する。 　　　 〃　　　　加　納　　静　佳　（一級建築士）

秋田県入札制度 　県が発注した建設工事に関し、 　委  員  長   石　田　  英　 憲　（弁護士）

適正化推進委員会 　入札・契約手続の運用状況等   委員長 代理   及　川　　  　 洋  （秋田大学名誉教授）

　　　 〃　　　　松　本　　　　章  （国土交通省東北地方整備局秋田河川国道事務所長）

　　　 〃　　　　北　林　 一　成　（(一社)秋田県建設業協会会長職務代理者）

　　　 〃　　　　松　橋 　雅　子　（Ｍ’s設計室主宰）

　　　 〃　　　　伊　藤　 隆　喜　（(一社)秋田県県土整備コンサルタンツ協会会長）

　　　 〃　　　　川　口　 秀　人　（秋田労働局長）

　法第３９条の２第１項） 　委　　　員　　阿　部　 公　雄　（(一社)秋田県空調衛生工事業協会会長）

　　　 〃　　　　伊　藤　      驍　（㈱スリーアイバード代表取締役）

　　　 〃　　　　大　友　　　　円  （秋田瀝青建設(株)工務部課長）

秋田県建設業審議会 　建設業の改善に関する重要事 　会　　  長　　及　川　　  　洋  （秋田大学名誉教授）

　項を調査、審議する。（建設業 　会長代理    松  本 　真  一  （秋田県立大学システム科学技術学部長）

　　　 〃　　　　淡　 路　 孝　 次  （一級建築士）

　　　 〃　　　　菅　 野　 秀 　人　（秋田県立大学教授）

　　　 〃　　　　荻 　野 　俊　 寛　（秋田大学准教授）

　　　 〃　　　　渡　 邊　 由　 記　（一級建築士）

　　　 〃　　　　谷川原　 郁   子　（一級建築士）

　　　 〃　　　　藤　 原   美佐子  （弁護士）

　及び仲裁を行う。（建設業法第 　委　　　員　　阿　 部   千鶴子  （司法書士）

　２５条） 　　　 〃　　　　石　 田　 英　 憲　（弁護士）

秋田県建設工事 　建設工事の請負契約に関する 　会　　  長　　長　 岐 　和　 行  （弁護士）

紛争審査会 　紛争についてあっせん、調停 　会長代理    山　 本   隆   弘  （弁護士）

　予備委員  　髙　 橋 　佑　輔　（弁護士）

　     〃　　   　田　 中　 昌　子　（元県職員）

　　　 〃　　　　湊　 屋 　隆　夫  （株式会社秋田銀行相談役）

　　　 〃　　　　金　 田　 早　苗　（学校法人聖霊学園理事）

　の確認等を行う。 　　　 〃　　　　佐々木　 俊　幸  （弁護士）

　　　 〃　　　　近　 藤　 悦　応　（秋田県農業協同組合中央会常務理事）

　は使用の裁決（権利取得裁決 　会長代理    山　 本　 尚　子　（弁護士）

　及び明渡裁決）、和解、協議 　委　　　員　　千　 田　 幸　紀　（不動産鑑定士）

名　　　　　称 担 当 す る 事 務 委　　　　　　　　　　　　　員
秋田県収用委員会 　土地収用法に基づき、収用又 　会　　  長　　面　 山 　恭　子　（弁護士）
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　　　 〃　　　　栁　沢　富美男 （一級建築士）

　　　 〃　　　　池　田　佐　保　（二級建築士）

　委　　　員　　田　中　 倫　英　（秋田県建設部長）

　　　 〃　　　　荻　原　　　　勲　（秋田県警察本部生活安全部長）

　委　　　員　　稲　田　　　  仁　（秋田県興行生活衛生同業組合理事長）

　　《県及び関係行政機関職員》

　委　　　員　　石　井　 正　幸　（秋田県屋外広告美術協同組合理事長）

　　《興行場営業者》

　　　 〃　　　　渡　邊　 由　記　（一級建築士）

　　《広告業者》

　　　 〃　　　　相　場　 哲　也　（秋田県商工会議所連合会常任幹事）

　　　 〃　　　　菅　原　 香　織　（秋田公立美術大学准教授）

審議会 　定又は変更及び許可基準設 　委　　　員　　遠　藤　 敏　明  （秋田大学教育文化学部教授）

　定等の知事諮問に対する答申 　　　 〃　　　　齊　藤　 育　雄  （秋田県飲食業生活衛生同業組合理事長）

秋田県屋外広告物 　広告物の許可、禁止区域の指 　　《学識経験者》

　２．市街化調整区域内におけ 　　　〃　　　 　佐々木　吉　秋　（秋田県農業会議副会長）

　　　る開発行為を許可する場 　　　〃　　　   谷川原　郁　子　（一級建築士）

　　　合の議決 　　　〃　　　　 松  本    　　章　（国土交通省秋田河川国道事務所長）

秋田県開発審査会 　１．開発許可処分等の審査請 　委　　　員　　山　口　 邦　雄　（秋田県立大学システム科学技術学部教授）

　　　求に対する裁決 　　　〃　　　　 木　元 　愼　一　（弁護士）

　　　 〃　　　　鈴　木　 健　太　（　　　　　〃　　　　 ）

　　　 〃　　　　鳥　井　 　　 修　（　　　　　〃　　　　 ）

　　《市町村議会議長代表者》

　　　 〃　　　　冨　田　 義　行　（秋田県町村議会議長会会長）

　　《県議会議員》

　委　　　員　　佐　藤　 信　喜　（秋田県議会議員）

　　《市町村長代表者》

　委　　　員 　 田　口　 知　明　（仙北市長）

　　　 〃　　　  坂　本　 　　 修　（東北農政局長）

　　　 〃　　　　森　田　 正　敏　（秋田県警察本部長）

　　《関係行政機関職員》

　委　　　員    山　本　　　　巧　（東北地方整備局長）

　　　 〃　　　  田　中　 由　紀　（東北運輸局長）

　　　の建議 　　　〃　　　   谷川原　郁　子　（一級建築士）

　　　〃　　　 　相　沢　 陽　子　（秋田経済研究所研究員）

　　　議決 　　　〃　　　　 ヨン キム フオン ロザリン　（秋田大学大学院医学系研究科助教）

　３．都市計画に関する事項に 　　　〃　　　　 進　藤　 政　弘　（秋田商工会議所常議員）    

　　　ついての関係行政機関へ 　　　〃　　　 　木　元　 愼　一　（弁護士）

審議会 　　　意見答申 　会　　　長　　山　口　 邦　雄　（秋田県立大学システム科学技術学部教授）

　２．知事の定める都市計画の 　委　　　員　　佐々木　吉　秋　（秋田県農業会議副会長）　　　

　　　 〃　　　　伊 藤　加久子　（二級建築士）

秋田県都市計画 　１．都市計画区域の指定等の 　　《学識経験者》

　　　 〃　　　　小　林　凡　子　（一級建築士）

　　　 〃　　　　清水川　道 子  （二級建築士）

　権限に属させられた事項の処

　理を行う。 　　　 〃　　　　鈴　木　浩　樹  （一級建築士）

　二級建築士及び木造建築士試 　委　　　員　　珍　田　伸　一　（一級建築士）

　験に関する事務及び法に基づ

名　　　　　称 担 当 す る 事 務 委　　　　　　　　　　　　　員
秋田県建築士審査会 　建築士法第２８条の規定による 　会　　　長　　村　田　良　太　（一級建築士）
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　　　 〃　　　　佐　藤　 勝　美　（(株)ﾌﾟﾙｰﾌあいｱｰｷﾃｸﾂ代表取締役）

　　　 〃　　　　菊　地 　道　彦　（角館まちづくり研究所）

　　　 〃　　　　古　山　　　　司　（秋田県建設部港湾空港課長）

　　　 〃　　　　勝　倉　 貞　明　（財務省函館税関秋田船川税関支署長）

　　　 〃　　　　田　中　 倫　英　（秋田県建設部長）

　幹　　　事　　荒　川　　　　圭　（国土交通省東北地方整備局秋田港湾事務所長）

　　　 〃　　　　佐々木　　　 敏　（国土交通省東北運輸局秋田運輸支局長）

　委　　　員　　佐　藤 　信　喜　（秋田県議会議員）

　　《幹事》

　　　 〃　　　　湊　　　　貴　信  （由利本荘市長）

　　《秋田県議会議員》

　　　 〃　　　　齊　藤 　滋　宣　（能代市長）

　　　 〃　　　　菅　原 　広　二　（男鹿市長）

　　《港湾関係自治体》

　委　　　員　　穂　積　 　　 志　（秋田市長）

　　　 〃　　　　田　中　 由　紀 （東北運輸局長）

　　　 〃　　　　佐　野　 泰　昭 （財務省函館税関長）

　委　　　員　　山　本　　 　巧 （東北地方整備局長）

　　　 〃　　　　地　村　智　明 （第二管区海上保安本部秋田海上保安部長）

　　　 〃　　　　仲　村　 こずえ　（㈱レジーナ　貿易・開発部長）

　　《関係行政機関》

　　　 〃　　　　藤　川　　　　純　（秋田県港湾労働組合協議会議長）

　　　 〃　　　　嶋　田　 康　子　（日の出運輸企業㈱　代表取締役会長）

　　　 〃　　　　佐　藤　金　光　（秋田船川水先区水先人会会長）

　　　 〃　　　　西　宮 　公　平　（秋田海陸㈱　代表取締役社長）

　　　 〃　　　　泉　　　  直　樹　（日本通運㈱　秋田支店長）

　　　 〃　　　　加賀谷　     弘　（秋田県漁業協同組合代表理事組合長）

　　《港湾関係者》

　委　　　員　　松　田　　 　 博　（㈱マリーナ秋田　代表取締役）

　　　 〃　　　　松　橋 　雅　子　（（一社）秋田県建築士会女性委員長）

　　　 〃　　　　武　藤 　正　子　（オフィス　ブランケットブ代表）

　　　 〃　　　　梅　森   栄利子 （元大学講師）

　　　 〃　　　　相　沢 　陽　子　（（一財）秋田経済研究所研究員）

秋田県地方港湾 　重要港湾及び地方港湾に関す 　　《学識経験者》

審議会 　る重要事項の調査審議 　委　　　員 　 成  瀬　　 　 進　（（一財）国際臨海開発研究センター調査役）

　　　重要事項の意見答申

　　　基づく勧告の意見答申 　　　 〃　　　　鎌　田　 光　明　（秋田工業高等専門学校助教）

　３．その他景観保全に関する

　　　定等の意見答申 　　　 〃　　　　菅　原　 香　織　（秋田公立美術大学景観デザイン専攻准教授）

　２．届出行為景観保全基準に

秋田県景観保全 　１．景観保全基本方針、届出 　会　　　長　　安　達　真由美　（一級建築士）

審議会 　　　行為景観保全基準等の設 　委　　　員　　名　取　 洋　司　（国際教養大学グローバル・スタディズ領域准教授）

名　　　　　称 担 当 す る 事 務 委　　　　　　　　　　　　　員
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　意見の申出（国土利用計画法

　第３９条第１項）

　する場合及び遊休土地の利用 　　　 〃　　　　近　藤　悦　応　  （秋田県農業協同組合中央会常務理事）

　促進のため勧告をする場合の 　　　 〃　　　  佐　藤　龍　司　  （秋田県森林組合連合会代表理事専務）

　　　 〃　　  　戸　澤　一　 喜　 （不動産鑑定士）

　土地取引の届出について勧告 　　　 〃　　　　大　滝　恵里子　 （一級建築士）

審査会 　域の指定及び指定解除につ 　会長代理　  小野寺　倫  子   （秋田大学教育文化学部准教授）

　いての意見の申出または確認 　委　　　員  　丸　山　紗代子　 （弁護士）

秋田県土地利用 　注視区域・監視区域・規制区 　会　　　長  　石　川　祐　一　  （秋田県立大学生物資源科学部准教授）

　　　 〃　　　　山　陰　逸　郎　（秋田県不動産鑑定士協会会長）

　　　 〃　　　　戸　松　清　一  （（社）秋田県宅地建物取引業協会常務理事）

　　　 〃　　　　笠　井　みち子 （秋田県消費者協会理事）

　　　 〃　　　　永　吉　武　志  （秋田県立大学生物資源科学部准教授）

　　　 〃　　　　竹　田　勝 　美 （弁護士）

　　　 〃　　　　小　松　佳　 和 （秋田県森林組合連合会副会長理事）

　計画法第３８条第１項） 　　　 〃　　　　田　中　洋　平  （秋田県商工会連合会理事）

　　　 〃　　　　斎　藤　祐　希 （㈱秋田魁新報社総務局人事部）

計画審議会 　村計画及び土地利用基本計画 　会長代理　  青　木　　　 満　（元秋田県生活環境部長）

　に関する調査、審議（国土利用 　委　　　員  　加　藤　エリ子　（秋田県農業会議理事）

秋田県国土利用 　国土利用計画県計画、同市町 　会　　　長  　日　野　　　 智　（秋田大学大学院工学資源学研究科准教授）

　　　 〃　　　　関　口　久美子  （株式会社トースト 常務取締役）

　　　 〃 　　　 徳　重　 英　信　（秋田大学大学院理工学研究科 教授）　

　　　 〃　　　　永　吉 　武　志  （秋田県立大学生物資源科学部 准教授）

　　　 〃　　　　名　取　 洋　司 （国際教養大学 准教授）

　　　 〃　　　　込　山　 敦　司  （秋田県立大学システム科学技術学部 准教授）

　　　 〃　　　　齊　藤　 靖　子  （株式会社萬盛閣 代表取締役）

　の実施状況を調査・審議 　     〃         荻　野　 俊　寛  （秋田大学大学院理工学研究科 准教授）

　　　 〃　　　　小　山　 澄　子  （環境カウンセラー）

公共事業評価 　県が実施した公共事業箇所評 　委　　　 員   相　原　      学  （（一財）秋田経済研究所 所長）

専門委員会 　価（新規・継続・再評価・終了） 　     〃         一　色　 順　子 （日本防災士会秋田県支部 副支部長）

名　　　　　称 担 当 す る 事 務 委　　　　　　　　　　　　　員
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３　　建設部関係団体一覧表

４　　建設部本庁・地方機関一覧表

本庁　　〒０１０－８５７０　秋田市山王四丁目１番１号

地方機関

　　皆瀬・板戸ダム管理事務所 〒012-0183　湯沢市皆瀬字小貝渕１１－２ TEL　0183-46-2100 FAX　0183-46-2549

　　大松川ダム管理事務所 〒019-1101　横手市山内大松川字木戸口６０番地 TEL　0182-53-3462 FAX　0182-53-3248

雄勝地域振興局建設部 〒012-0857　湯沢市千石町二丁目１番１０号 TEL　0183-73-6164 FAX　0183-73-4206

　　協和ダム管理事務所 〒019-2401　大仙市協和船岡字大川前８ TEL　018-893-2801 FAX　018-893-2803

平鹿地域振興局建設部 〒013-8502　横手市旭川一丁目３番４１号 TEL　0182-32-6205 FAX　0182-32-0246

仙北地域振興局建設部 〒014-0062　大仙市大曲上栄町１３番６２号 TEL　0187-63-3111 FAX　0187-63-1328

　　鎧畑ダム管理事務所 〒014-1204　仙北市田沢湖田沢字中山４４番地７号 TEL　0187-42-2311 FAX　0187-42-2031

由利地域振興局建設部 〒015-8515　由利本荘市水林３６６番地 TEL　0184-22-5436 FAX　0184-22-5493

　　大内ダム管理事務所 〒018-0903　由利本荘市小栗山字岩船 TEL　0184-67-2767 FAX　0184-67-2261

　　旭川ダム管理事務所 〒010-0824　秋田市仁別字マンタラメ１１５番地の６ TEL　018-827-2040 FAX　018-827-2041

　　岩見ダム管理事務所 〒019-2742　秋田市河辺三内字財の神国有林地内 TEL　018-883-2301 FAX　018-883-2301

　　水沢ダム管理事務所 〒018-2501　山本郡八峰町峰浜水沢字水沢山１３番地 TEL　0185-76-3945 FAX　0185-54-5226

秋田地域振興局建設部 〒010-0951　秋田市山王四丁目１番２号 TEL　018-860-3432 FAX　018-860-3836

山本地域振興局建設部 〒016-0815　能代市御指南町１番１０号 TEL　0185-52-6101 FAX　0185-54-5226

　　素波里ダム管理事務所 〒018-3205　山本郡藤里町粕毛字鹿瀬内沢国有林 TEL　0185-79-1101 FAX　0185-79-1164

　　早口ダム管理事務所 〒018-3505　大館市早口字大割沢１番地 TEL　0186-59-2311 FAX　0186-59-2312

　　山瀬ダム管理事務所 〒018-3501　大館市岩瀬字大川目元渡４－１９８ TEL　0186-53-2011 FAX　0186-53-2013

　　萩形ダム管理事務所 〒018-4432　北秋田郡上小阿仁村南沢字小阿仁奥山国有林 TEL　0186-77-2244 FAX　0186-77-2255

　　森吉ダム管理事務所 〒018-4511　北秋田市森吉字砂子沢下岱７０ TEL　0186-76-2448 FAX　0186-76-2034

FAX　0186-23-6074

　　砂子沢ダム管理事務所 〒017-0201　鹿角郡小坂町大字小坂字向１２５ TEL　0186-25-8227 FAX　0186-23-6074

北秋田地域振興局建設部 〒018-3393　北秋田市鷹巣字東中岱７６番地の１ TEL　0186-62-3111 FAX　0186-62-9540

大館能代空港管理事務所 〒018-3454　北秋田市脇神字カラムシ岱２１－１４４ TEL　0186-63-1001 FAX　0186-63-1009

鹿角地域振興局建設部 〒018-5201　鹿角市花輪字六月田１ TEL　0186-23-2301

TEL　018-886-3362 FAX　018-886-3365

FAX　0185-24-4780

能代港湾事務所 〒016-0807　能代市字大森山１番地２ TEL　0185-54-8246 FAX　0185-52-7732

秋田空港管理事務所 〒010-1211　秋田市雄和椿川字山籠４９番地

船川港湾事務所 〒010-0511　男鹿市船川港船川字外ヶ沢１３４番地 TEL　0185-23-3721

名　　　　　　　　称 住　　　　　　　　　　　所 TEL FAX

秋田港湾事務所 〒011-0945　秋田市土崎港西一丁目７番１号 TEL　018-845-2021 FAX　018-845-2270

道 路 課 TEL　018-860-2483 FAX　018-860-3837

下水道マネジメント推進課 TEL　018-860-2461 FAX　018-860-3813 営 繕 課 TEL　018-860-2582 FAX　018-860-3901

建 設 政 策 課 TEL　018-860-2415 FAX　018-860-3800 河 川 砂 防 課 TEL　018-860-2511 FAX　018-860-3809

都 市 計 画 課 TEL　018-860-2441 FAX　018-860-3845 建 築 住 宅 課 TEL　018-860-2561 FAX　018-860-3819

技 術 管 理 課 TEL　018-860-2431 FAX　018-860-3800 港 湾 空 港 課 TEL　018-860-2541 FAX　018-860-3804

〒０１０－０９４１
秋田市川尻町字大川反１７０－１７７ 佐 藤 和 義
〒０１０－１４０９
秋田市南ヶ丘二丁目１－１ 川 辺 透
〒０１０－０００１
秋田市中通二丁目３－８（アトリオンビル５階） 中 野 賢 俊
〒０１０－１６２３
秋田市新屋字砂奴寄４－６ 嘉 藤 正 和

（一財）秋田県総合公社 ０１８－８９６－７１００
理事長

（一財）秋田県建築住宅センター ０１８－８３６－７８５０
理事長

秋田県土地開発公社 ０１８－８９２－６７００
理事長（建設部建設技監）

団　　体　　名　　等 所　　　　　　　　　在　　　　　　　　　地 電話番号 代表者名

（一財）秋田県建設・工業技術センター ０１８－８６３－４４２１
理事長
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