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第 10 普及・推進体制 

 スマート農業の推進にあたっては、県の本庁段階と各地域振興局段階で、以下に示した推進体

制を構築して、農業者への円滑な普及と定着を図っていきます。 

 また、農業試験場では、令和３年度からスマート農業班を創設して、本格的にスマート農業の研

究基盤を構築するほか、各公設試で、スマート技術専任担当を配置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

・相談業務（各普及に窓口設置） 

・地域スマート農業推進協議会の設置 

・実証ほ等への指導・助言 

・地域スマート農業産地化計画の策定支援 

・スマート技術の情報収集 等 

チームリーダー 
（農林政策課：スマート農業推進監） 

国 

県立大学 

 

メーカー等 

公設試 

農業試験場 

果樹試験場 

畜産試験場 

スマート農業推進チーム 

推進体制 

農林水産部 

本 庁 

農業革新支援センター 
（水稲、野菜等農業革新支援専門員） 
・研修会・展示会等の開催 
・モデル展示ほの設置 
・スマート技術の情報収集 等 

地域振興局（農業振興普及課） 

農業振興普及課長（統括） 

スマート農業担当（各作目） 

地域スマート農業推進協議会 
（構成員：市町村、ＪＡ、農業者、地域振興局） 

・導入地域・導入技術の検討 

・実証ほの設置   産地課題解決 

・新技術の評価   実証事業活用 

・スマート農業産地化計画の策定 等 

公設試 

デジタル 

政策推進課 

ション戦略室 
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スマート技術専任担当 

（事務局） 

チーム長：総務企画室長 

Ａ 

部 

Ｂ 

部 

総
務
企
画
室 

ＳＶと連携した現場への

助言や情報交換 

情報の共有及び検討 
（随時） 

技術者等との情報交換

や共同研究 

スマート農業プロジェクトチーム 

地域スマー

ト農業推進

協議会 

国 

大学等 

本庁 

各課 

公設試（農業試験場以外）の推進体制 

作
物
部 

野
菜
・
花
き
部 

生
産
環
境
部 

原
種
生
産
部 

企
画
経
営
室 

スマート農業班 
（事務局） 

チーム長：企画経営室長 
（サブチーム長：スマート農業班長） 

地域スマー

ト農業推進

協議会 

国 

大学等 

本庁 

各課 

ＳＶと連携した現場への

助言や情報交換 

情報の共有及び検討 
（随時） 

技術者等との情報交換

や共同研究 

スマート農業プロジェクトチーム 

農業試験場の推進体制 
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第 11 県内農業者への「スマート農業に係るアンケート調査」の結果概要 
ＩＣＴ（情報通信技術）やロボット技術などを活用した「スマート農業」が注目され、今後、本県におい

てもスマート農業の取組を通じて、作業の省力化・軽労化や栽培技術の継承、新規就農者の確保等

につなげていくことが重要となっています。 

このため令和２年6月から１２月にかけて、スマート農業がどのように取り組まれ、今後はどのような方

向が望まれるのかなどについて、県内の農業者を対象としてアンケートを実施し、５０２経営体から回答

がありましたので、その概要をご紹介します。 

 

 【 アンケート調査の回収状況 】 

（１）経営体の形態別 

                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）水稲の作付面積別 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）回答者の年齢別 
 
 
 
 
 
 
 
  

経営体の形態別では、認定農

業者が 400 経営体で全体の約 80

％を占めています。認定農業者

のうち、個人は 216 経営体（全体

の 43％）、集落型農業法人が 101

経営体（同 20％）でした。 

新規就農者 39 経営体、集落営

農組織 15 経営体からもアンケート

にご協力いただきました。 

水稲作付面積別では、5ha 未

満が 163 経営体（全体の 33％）で

最も多く、次いで 10～30ha 規模

が 143 経営体（同 29％）となって

います。 

50ha 未満が全体の 88％を占め

ていますが、100ha 以上の７経営

体からもアンケートにご協力いた

だきました。 

回答者の年齢別では、60～69

歳が 145 経営体（全体の 29％）で

最多でしたが、そのほかの年代は

72～79 経営体（同 15％前後）と、

ほぼ同数となっています。 

なお、30 歳未満層の 25 経営体

からもアンケートにご協力いただ

きました。 

区　 分 経営体数 割合（ ％）

●認定農業者 400 79 .7  
①個人 216 43 .0  
②集落型農業法人 101 20 .1  
③上記②以外の法人 83 16 .5  

●認定農業者以外 43 8 .6  
④個人 30 6 .0  
⑤法人 13 2 .6  

●新規就農者 39 7 .8  
●集落営農組織 15 3 .0  
○未記入 5 1 .0  

小　 　 　 計 502 －

項　 　 目

経営体の

形態別
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図１ 農業経営上の課題について （回答者数：ｎ＝49７、１８の選択肢のうち１～３位を回答） 
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１ 農業経営上の課題について 
（１）全体（ｎ＝497）の回答 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）認定農業者（個人：ｎ＝216）からの回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）認定農業者（集落型農業法人：ｎ＝101）からの回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）「認定農業者（個人）」と「認定農業者（集落型農業法人）」による回答率の差が大きい項目 

 

 

 

  

＜ 個人の回答率が集落型農業法人よりも高い項目 ＞ 
1 位：3. 高品質化           17.1 ポイント差 
2 位：16. 資材コストの削減  13.4 ポイント差 
3 位：1. 経営規模の拡大      8.7 ポイント差 
 
＜ 集落型農業法人の回答率が個人よりも高い項目 ＞ 
1 位：8. 後継者の確保・育成      31.6 ポイント差 
2 位：9. 現場スタッフの確保・育成  14.9 ポイント差 
3 位：10. 営農技術の継承          5.9 ポイント差 

1 位：  5. 現場作業の省力化           35.2％ 
2 位：  8. 後継者の確保・育成         28.6％ 
3 位：  2. 収量の拡大                 28.4％ 
4 位：  9. 現場スタッフの確保・育成   28.2％ 
5 位：  7. 栽培技術の向上             26.8％ 
6 位：  3. 高品質化                   24.7％ 
7 位：  1. 経営規模の拡大             21.9％ 
8 位：  16. 資材コストの削減          21.7％ 
9 位：  4. 分散した圃場の効率的な管理  20.9％ 
10 位： 6. 経営管理の省力化           10.3％ 

35.2％ 
28.6％ 
28.4％ 
28.2％ 
26.8％ 
24.7％ 
21.9％ 
21.7％ 
20.9％ 
10.3％ 

1 位： 5. 現場作業の省力化            37.5％ 
2 位： 3. 高品質化                    31.9％ 
3 位： 16. 資材コストの削減           28.2％ 
4 位： 2. 収量の拡大                  26.4％ 
5 位： 1. 経営規模の拡大              24.5％ 
6 位： 7. 栽培技術の向上              23.6％ 
7 位： 9. 現場スタッフの確保・育成    21.8％ 
8 位： 8. 後継者の確保・育成          20.8％ 
9 位： 4. 分散した圃場の効率的な管理  18.1％ 
10 位： 6. 経営管理の省力化            11.1％ 

37.5％ 
31.9％ 
28.2％ 
26.4％ 
24.5％ 
23.6％ 
21.8％ 
20.8％ 
18.1％ 
11.1％ 

1 位：8. 後継者の確保・育成            52.5％ 
2 位：5. 現場作業の省力化              36.6％ 
3 位：9. 現場スタッフの確保・育成       36.6％ 
4 位：2. 収量の拡大                    27.7％ 
5 位：7. 栽培技術の向上                25.7％ 
6 位：4. 分散した圃場の効率的な管理    17.8％ 
7 位：1. 経営規模の拡大                15.8％ 
8 位：3. 高品質化                      14.9％ 
9 位：16. 資材コストの削減             14.9％ 
10 位：6. 経営管理の省力化             12.9％ 

52.5％ 
36.6％ 
36.6％ 
27.7％ 
25.7％ 
17.8％ 
15.8％ 
14.9％ 
14.9％ 
12.9％ 

農業経営上の課題については、４９７経営体から

回答がありました。最も多く挙げられたのは「5．現場

作業の省力化」で、２位以下の「8．後継者の確保・

育成」「2．収量の拡大」「9．現場スタッフの確保・育

成」を約７ポイント上回っています。 

なお、図１からもわかるとおり、回答者のうち認定

農業者（個人）と認定農業者（集落型農業法人）で

は、回答の傾向に違いが見られています。 

 

認定農業者（個人）は、２１６経営体から回答があ

りました。上記（１）と比較すると、２位「3．高品質化」

と３位「16．資材コストの削減」への回答割合が高くな

っています。 

一方、７位「9．現場スタッフの確保・育成」や８位

「8．後継者の確保・育成」への回答は２０％程度で、

（１）よりも７～８ポイント低くなっています。 

 

認定農業者（集落型農業法人）は、１０１経営体か

ら回答がありました。上記（１）と比較すると、１位「8．

後継者の確保・育成」の割合が２０ポイント以上高く、

半数を超える経営体が経営上の課題と位置づけて

います。 

また、５位と６位との間には、約８ポイントの開きが

あるのも大きな特徴です。 

 

認定農業者の（個人）と（集落型農業法人）を比べ

ると、「5．現場作業の省力化」のほか、（個人）では、

「3．高品質化」「16．資材コストの削減」「1．経営規模

の拡大」に高い関心を示しています。 

（集落型農業法人）では、「8．後継者の確保・育

成」が喫緊の課題で、「9．現場スタッフの確保･育

成」も大きな課題と捉えていることがわかります。 
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図２ スマート農業の導入状況について （回答者数：ｎ＝496） 
 
                                
                                 １．   
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

回答１ 

回答２ 

回答３ 

回答４ 

回答５ 

回答６ 

白い帯の割合：67.1％ 

回答は、円グラフ 12 時の位置から時計回りに 

1. 既に導入している 

2. 導入の予定がある 

3. 内容を詳しく知っており関心もある 

4. 内容を詳しく知っているが関心はない 

5. 言葉を聞いたことはあるが詳しい内容は知らない 

6. 言葉自体を知らない 

 

円グラフ中心部の「白い帯」は、スマート農業技術に対

して前向きな問 1～3 に答えた割合を示しています。 

また、下の図 2-1 から 2-4 のグラフ内で図示している回

答の順番は、図２と同じです。 

  

図 2-1 うち、認定農業者（集落型農業法人：ｎ=101）の回答 

白い帯の割合：71.3％ 

図 2-4 うち、新規就農者（ｎ=39）の回答 

白い帯の割合：74.3％ 

図 2-3 うち、認定農業者（個人：ｎ=211）の回答 

白い帯の割合：58.3％ 

図 2-2 うち、認定農業者（その他法人：ｎ=83）の回答 

白い帯の割合：86.7％ 
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２ スマート農業の導入状況について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜回答者全体の傾向＞ 

 スマート農業の導入状況や関心などについて尋ねたところ 496 経営体から回答があり、その内容は

図 2 のとおりでした。 

 全体の４分の１を超える方々が「1．既に導入している」としており、「2．導入の予定がある」と「3．内容

を詳しく知っており関心もある」を加えた「スマート農業技術に対して前向きな回答」（円グラフ中心部の

白い帯）の割合は 67.1％でした。 

 また、「4．内容を詳しく知っているが関心はない」が 10％程度であった一方で、スマート農業の認知

度をさらに高めていく余地があると思われる「5．言葉を聞いたことはあるが詳しい内容は知らない」との

回答は 21.2％という結果となりました。 

  

＜経営体の形態別の傾向＞ 

 「スマート農業技術に対して前向きな回答」（円グラフ中心部の白い帯）の割合は、認定農業者（個

人）が 58.3％で最も低かったのに対して、認定農業者（集落型農業法人）では 71.3％、認定農業者（そ

の他法人）は 86.7％と非常に高い割合となっています。 

 また、新規就農者の回答数は 39 と少ない状況であったものの、「1．既に導入している」は 25.6％、

「3．内容を詳しく知っており関心もある」が 48.7％で、４人のうち３人が「スマート農業技術に対して前向

きな回答」を選択しており、新規就農者は新たな技術に対して高い関心を示しているという結果となり

ました。 

 
 
 
 
 
 
  

区　 分 　  項　 　 目 有効回答数

（ ｎ）

●認定農業者 30 .1% 5 .3% 32 .2% 11 .1% 20 .3% 1 .0% 395

①個人 21 .3% 5 .2% 31 .8% 16 .6% 23 .7% 1 .4% 211

②集落型農業法人 37 .6% 5 .0% 28 .7% 5 .0% 22 .8% 1 .0% 101

③上記②以外の法人 43 .4% 6 .0% 37 .3% 4 .8% 8 .4% 0 .0% 83

●認定農業者以外 14 .3% 2 .4% 40 .5% 9 .5% 33 .3% 0 .0% 42

④個人 6 .9% 0 .0% 41 .4% 10 .3% 41 .4% 0 .0% 29

⑤法人 30 .8% 7 .7% 38 .5% 7 .7% 15 .4% 0 .0% 13

●新規就農者 25 .6% 0 .0% 48 .7% 5 .1% 20 .5% 0 .0% 39

●集落営農組織 6 .7% 6 .7% 60 .0% 13 .3% 13 .3% 0 .0% 15

○組織形態未記入 0 .0% 20 .0% 20 .0% 40 .0% 20 .0% 0 .0% 5

　 　 小　 　 　 計 27 .4% 4 .8% 34 .9% 10 .9% 21 .2% 0 .8% 496

1.既に導入して

いる

2.導入の予定

がある

3.内容を詳しく

知っており関心

もある

4.内容を詳しく

知っているが

関心はな い

5.言葉を聞い

たことはある

が詳しい内容

は知らな い

6.言葉自体を

知らな い

経営体の

形態別
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図３ 「導入済」、「導入予定あり」、「関心がある」、スマート農業の内容について 
 （回答者数：ｎ＝328、複数回答） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

（１） （２） （３）

導
入
済
の
内
容

導
入
予
定
の
内
容

関
心
が
あ
る
内
容

＜作業自動化＞

1. 農機の自動運転（トラクター） 4 16 81 101

2. 農機の自動運転（田植機） 42 24 64 130

3. 農機の自動運転（コンバイン） 1 8 43 52

4. 収穫ロボット 1 1 32 34

5. 除草ロボット 1 7 48 56

6. アシストスーツ 10 3 51 64

7. 温室内の遠隔制御 4 4 33 41

8. ほ場の水管理の自動化・集中化 9 8 73 90

9. ドローンによる農薬散布 65 28 113 206

10. ドローンによるほ場管理 5 12 68 85

11. その他 7 3 5 15

＜生産に係るデータの収集や解析＞

12. スマホやクラウド等による作業記録等の収集と共有 38 5 75 118

13. センサーによる環境情報や生育情報等の管理 13 7 55 75

14. 衛星画像データや気象データ等の活用による収穫の予測 5 0 40 45

15. その他 2 1 1 4

＜生産に係るノウハウの「見える化」＞

16. 生産現場における技術や判断等をデータや画像等で記録 11 3 77 91

17. その他 2 0 1 3

＜生産・流通・販売の連携＞

18. 生産情報から販売情報までを共通のシステムで管理 2 0 26 28

19. その他 0 0 1 1

＜その他＞

20. その他 0 1 0 1

　
取
　
組
　
内
　
容

　
合
　
計
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３ 「導入済」、「導入予定あり」、「関心がある」、スマート農業の内容について 
前記２「スマート農業の導入状況について」の質問で、「1．既に導入している」、「2．導入の予定があ

る」、「3．内容を詳しく知っており関心もある」と答えた経営体に対して、具体的なスマート農業の内容

を尋ねたところ、328 経営体から回答がありました。 

 

＜導入済の内容＞ 

  65 経営体が「9. ドローンによる農薬散布」と回答し、導入済の取組の中では最多となりました。 

  次いで、「2. 農機の自動運転（田植機）」（42 経営体）、「12. スマホやクラウド等による作業記録等

の収集と共有」（38 経営体）などの導入が進んでいることが明らかになりました。 

 

＜導入予定の内容＞ 

  導入済みの内容と同様に、「9. ドローンによる農薬散布」（28 経営体）、「2. 農機の自動運転（田植

機）」（24 経営体）は、導入を予定している内容でも上位を占めています。 

また、絶対数は多くはないものの、「1. 農機の自動運転（トラクター）」（16 経営体）、「10. ドローンに

よるほ場管理」（12 経営体）、「8. ほ場の水管理の自動化・ 集中化」（8 経営体）の導入を予定している

経営体が、一定数存在することも明らかになりました。 

 

＜「関心がある内容」を加えた全体の傾向＞ 

下のグラフは、「導入済みの内容」、「導入予定の内容」に、「関心がある内容」を加えた回答の合計

を示しています。 

 回答が多かった順に、「9. ドローンによる農薬散布」（206 経営体）、「2. 農機の自動運転（田植機）」

（130 経営体）、「12. スマホやクラウド等による作業記録等の収集と共有」（118 経営体）、「1. 農機の自

動運転（トラクター）」（101 経営体）、「16. 生産現場における技術や判断等をデータや画像等で記録」

（91 経営体）、「8. ほ場の水管理の自動化・集中化」（90 経営体）などとなっています。 

 今回調査を実施した令和２年時点では、各経営体がこうしたスマート農業技術を前向きに捉えている

ことが明らかになりました。 
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図４ スマート農業の導入効果について （回答者数：ｎ＝113） 
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４ スマート農業の導入効果について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 前記２の「スマート農業の導入状況について」で、「1．既に導入している」と回答した経営体に対して

導入の効果を尋ねたところ、113 経営体から回答がありました。 

 

 「1．期待を上回った」は 19 経営体（回答者に占める割合：16.8％）、「2．期待通り」が 74 経営体（同：

65.5％）、「3．期待を下回った」10 経営体（同：8.8％）、「4．わからない」10 経営体（同：8.8％）となって

おり、既にスマート農業を導入している８割以上の経営体では、スマート農業の導入に対して前向きな

効果を実感している結果となりました。 

 なお、「4．わからない」には、「（田植機等の）装置を導入したが、まだ利用していない」という回答も複

数含まれており、こうした方々については令和３年の営農で効果を確認することになります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

●認定農業者 16 64 9 9 98

①個人 7 25 2 0 34

②集落型農業法人 3 19 6 6 34

③上記②以外の法人 6 20 1 3 30

●認定農業者以外 3 2 0 1 6

④個人 2 0 0 0 2

⑤法人 1 2 0 1 4

●新規就農者 0 8 1 0 9

●集落営農組織 0 0 0 0 0

　 　 小　 　 　 計 19 74 10 10 113

区　 分 項　 　 目
1 .期待を

上回った
2.期待通り

3.期待を

下回った
4.わからな い

有効回答数

（ ｎ）

経営体の

形態別
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図５ 導入によって解決した課題 【上位 7 項目】 について （回答者数：ｎ＝109、複数回答） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図６ 導入に際して直面した課題 【上位 7 項目】 について （回答者数：ｎ＝108、複数回答） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図７ 求められる施策 【上位 7 項目】 について （回答者数：ｎ＝462、複数回答） 
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５ 導入によって解決した課題について 
 スマート農業を既に導入している経営体に対して「解決した農業経営の課題」を尋ねたところ、109 経

営体から回答がありました。 

 全体の約 6 割超の 68 経営体が「5．現場作業の省力化」を挙げており、他の選択肢を圧倒している

結果になりました。 

次いで「1．経営規模の拡大」（20 経営体）、「3．高品質化」「4．分散した圃場の効率的な管理」（以上

18 経営体）、「6．経営管理の省力化」「15．安全性の強化」（以上 15 経営体）などとなっています。 

 一方で、「8. 後継者の確保・育成」「16. 資材コストの削減」（以上５経営体）、「10. 営農技術の継承」

（３経営体）で、「12. 販路の拡大」「13. 販売先・消費者とのつながりの強化」「14. ブランド力の強化」

は回答者がゼロでした。 

 
 
 
 
６ 導入に際して直面した課題について 

スマート農業を既に導入している経営体に「導入に際して直面した課題」を尋ねたところ、108 経営

体から回答がありました。 

 この設問では、全体の 56.5％に相当する 61 経営体が「1．コストが高い」を挙げ、他の選択肢を圧倒

する結果になりました。 

 この他に、「3.対応できる人材が不足」（19 経営体）、「4.システム稼働に伴う対応が面倒」（15 経営

体）、「6.データ収集が面倒」（13 経営体）などとなっています。 

 こうした一方で、20 経営体が「9．特になし」を能動的に選択して、全体の 2 位にランクインしていま

す。 

 
 
 
 
 
７ 求められる施策について 

アンケートに協力していただいた 502 経営体に対して、スマート農業を導入・促進する上で「求めら

れる施策」を尋ねたところ、462 経営体から回答がありました。 

回答者の７割弱に相当する 316 経営体が「4.導入に対する助成」を挙げており、次いで「8.安価な機

械やシステムの開発」（56.9％、263 経営体）、「7.使いやすい機械やシステムの開発」（45.2％、209 経

営体）、「1.機械やシステムに関する情報提供」（42.2％、195 経営体）、「2.具体的な事例に関する情報

提供」（41.1％、190 経営体）、「3.支援策に関する情報提供」（37.4％、173 経営体）などとなっていま

す。 
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【 アンケート調査票 】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

秋田県内でのスマート農業の取組状況等に関するアンケート調査

令和２年吉日 秋田県農林水産部 農林政策課

ＩＣＴ（情報通信技術）やロボット技術などを活用した「スマート農業」が近年注目されて

おり、今後、本県においてもスマート農業の取組を通じて、作業の省力化・軽労化や栽培技術

の継承、新規就農者の確保等につなげていくことが重要となっています。

このため、秋田県内においてスマート農業がどのように取り組まれ、今後はどのような方向

が望まれるのか等について、アンケートを実施しますので、ご多忙のところ誠に恐れ入ります

が、調査の趣旨をご理解のうえ、ご協力くださいますようよろしくお願いいたします。

経営全般について

問1. あなたの経営形態について、次の中から１つを選んでお答えください。

【○印は１つ、でお願いします】 人数 をご記入ください

↓ ↓

【 】 1. 認定農業者（個人） →労働力 人

【 】 2. 認定農業者（集落型農業法人） →労働力 人 →うちオペレータ 人

【 】 3. 認定農業者（上記 2.以外の法人） →労働力 人 →うちオペレータ 人

【 】 4. 認定農業者以外（個人） →労働力 人

【 】 5. 認定農業者以外（法人） →労働力 人 →うちオペレータ 人

【 】 6. 新規就農者 →労働力 人

【 】 7. 集落営農組織 →労働力 人 →うちオペレータ 人

問2. あなたの について、次の中から１つを選んでお答えください。水稲の作付面積

【○印は１つ、でお願いします】

↓

【 】 1. 5ha 未満

【 】 2. 5ha以上 10ha未満

【 】 3. 10ha以上 30ha未満

【 】 4. 30ha以上 50ha未満

【 】 5. 50ha以上 100ha未満

【 】 6. 100ha以上

問3. あなたの水稲以外の作付面積（転作作物、畑作物、樹園等の合計）について、次の中から１つ

を選んでお答えください。

【○印は１つ、でお願いします】

↓

【 】 1. 2ha未満

【 】 2. 2ha以上 5ha未満

【 】 3. 5ha以上 10ha未満

【 】 4. 10ha以上 30ha未満
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【 】 5. 30ha以上 50ha未満

【 】 6. 50ha以上

問4. 昨年（または直近年）の年間の売上高・取扱高をもとに、お答えください。

「第１位」と「第２位」の部門について、次の欄に番号、概ねの金額、品目名をご記入ください。

■ 第１位 ■ 第２位

番号 金額(万円) 主な品目名 番号 金額(万円) 主な品目名

（品目名：記入は不要です） （品目名：繁殖、肥育 など）1. 稲作 6. 肉用牛

（品目名：ネギ、エダマメ など） （品目名：記入は不要です）2. 露地野菜 7. 乳用牛

（品目名：トマト、キュウリ など） （品目名：記入は不要です）3. 施設野菜 8. 豚

（品目名：りんご、おうとう など） （品目名：記入は不要です）4. 果樹 9. 比内地鶏

（品目名：輪ギク、リンドウ など） （品目名：具体的に記入してください）5. 花き 10. その他

問5. あなたの農業経営上の課題について、次の中から「1～3位」の順に選んで、その番号をお答え

ください。

■ 第１位 ■ 第２位 ■ 第３位

番号 番号 番号

1. 経営規模の拡大 10. 営農技術の継承

2. 収量の拡大 11. 鳥獣被害への対応

3. 高品質化 12. 販路の拡大

4. 分散した圃場の効率的な管理 13. 販売先・消費者とのつながりの強化

5. 現場作業の省力化 14. ブランド力の強化

6. 経営管理の省力化 15. 安全性の強化

7. 栽培技術の向上 16. 資材コストの削減

8. 後継者の確保・育成 17. その他 （ ）具体的に：

9. 現場スタッフの確保・育成 18. 特になし

問6. あなたが、現在導入しているICT関連機器について、次の中から選んでお答えください。

【○は、いくつでも大丈夫です】

↓

【 】 1. 携帯電話 【 】 5. 監視カメラ（いわゆる 「ガラケー」)

【 】 2. スマートフォン 【 】 6. センサー

【 】 3. タブレット端末 【 】 7. その他 （ ）具体的に：

【 】 4. パソコン 【 】 8. 特になし
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スマート農業への対応状況について

問7. 「スマート農業」 について、次の中から１つを選んでお答えください。

【○印は１つ、でお願いします】

↓

→ 問7-1へお進みください【 】 1. 既に導入している（現在は「取り止め」しているケースを含む）：

→ 問7-1へお進みください【 】 2. 導入の予定がある：

→ 問7-1へお進みください【 】 3. 内容は知っており、関心もある：

→ 問7-8へお進みください【 】 4. 内容は知っているが、関心はない：

→ 問8へお進みください【 】 5. 言葉を聞いたことはあるが、詳しい内容は知らない：

→ 問8へお進みください【 】 6. 言葉自体を知らない：

問7-1. 導入済、導入予定あり、もしくは関心があるスマー卜農業の内容について、次に示した取組

の中からいくつでも選んで、番号をご記入ください。

内容の区分 下から番号を記入（いくつでも大丈夫です） 記入例

2( )導入済の内容1

1( )導入予定の内容2

3 6 9( )関心がある内容3 、 、

＜作業自動化＞

1. 農機の自動運転 （トラクター）

2. 農機の自動運転 （田植機）

3. 農機の自動運転 （コンバイン）

4. 収穫ロボット

5. 除草ロボット

6. アシストスーツ

7. 温室内の遠隔制御

8. 圃場の水管理の自動化・ 集中化

9. ドローンによる農薬散布

10. ドローンによる圃場管理

11. （具体的に： ）その他

＜生産に係るデータの収集や解析＞

12. スマートフォンやクラウド等による作業記録等の収集と共有

13. センサーによる環境情報や生育情報等の管理

14. 衛星画像データや気象データ等の活用による収穫の予測

15. （具体的に： ）その他

＜生産に係るノウハウの 「見える化」＞

16. 生産現場における技術や判断等をデータや画像などで記録

17. （具体的に： ）その他
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＜生産・流通 ・販売の連携＞

18. 生産情報から販売情報までを共通のシステムで管理

19. （具体的に： ）その他

＜その他＞

20. その他 （具体的に： ）

問7-2. 導入済、導入予定、関心がある理由について、次の中から１つを選んでお答えください。

【○印は１つ、でお願いします】

↓

【 】 1. 経営課題解決が具体的に期待できる

【 】 2. マスコミ等で取り上げられている

【 】 3. 機器・システムを提供する企業からのアプローチ

【 】 4. 農産物の販売先からの要請

【 】 5. 加入している J A からの要請

【 】 6. 自治体が推進している

【 】 7. その他 （具体的に： ）

【 】 8. 特になし

問7-3. 導入によって解決したい課題について、次の中から選んでお答えください。

【○は、いくつでも大丈夫です】

↓

【 】 1. 経営規模の拡大 【 】 10. 営農技術の継承

【 】 2. 収量の拡大 【 】 11. 鳥獣被害への対応

【 】 3. 高品質化 【 】 12. 販路の拡大

【 】 4. 分散した圃場の効率的な管理 【 】 13. 販売先・ 消費者とのつながりの強化

【 】 5. 現場作業の省力化 【 】 14. ブランド力の強化

【 】 6. 経営管理の省力化 【 】 15. 安全性の強化

【 】 7. 栽培技術の向上 【 】 16. 資材コストの削減

【 】 8. 後継者確の確保・育成 【 】 17. その他 （ ）具体的に：

【 】 9. 現場スタッフの確保・育成 【 】 18. 特になし

問7-4. 導入にあたって問題になっている事項などがありましたら、自由にご記入ください。
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問7-5から問7-7は、問7で 「1.既に導入している（現在は「取り止め」しているケースを含む）」★

と回答した方だけにお尋ねします。

問7-5. 導入した効果は、いかがですか。次の中から１つを選んでお答えください。

【○印は１つ、でお願いします】

↓

【 】 1. 期待を上回った

【 】 2. 期待通り

【 】 3. 期待を下回った

【 】 4. わからない

問7-6. 導入によって解決した農業経営上の課題について、次の中から選んでお答えください。

【○は、いくつでも大丈夫です】

↓

【 】 1. 経営規模の拡大 【 】 10. 営農技術の継承

【 】 2. 収量の拡大 【 】 11. 鳥獣被害への対応

【 】 3. 高品質化 【 】 12. 販路の拡大

【 】 4. 分散した圃場の効率的な管理 【 】 13. 販売先・ 消費者とのつながりの強化

【 】 5. 現場作業の省力化 【 】 14. ブランド力の強化

【 】 6. 経営管理の省力化 【 】 15. 安全性の強化

【 】 7. 栽培技術の向上 【 】 16. 資材コストの削減

【 】 8. 後継者確の確保・育成 【 】 17. その他 （ ）具体的に：

【 】 9. 現場スタッフの確保・育成 【 】 18. 特になし

問7-7. 導入に際して直面した課題について、次の中から選んでお答えください。

【○は、いくつでも大丈夫です】

↓

【 】 1. コストが高い 【 】 6. データの収集が面倒

【 】 2. 導入の効果が期待できない 【 】 7. 異なるシステムでデータ連携ができない

【 】 3. 対応できる人材が不足 【 】 8. その他 （ ）具体的に：

【 】 4. システムの稼働に伴う対応が面倒 【 】 9. 特になし

【 】 5. セキュリティ面で不安

問7-8は、問7で 「4.内容を詳しく知っているが関心はない」と回答した方だけにお尋ねします。★

問7-8. 関心がない理由は何ですか。次の中から選んでお答えください。

【○は、いくつでも大丈夫です】

↓

【 】 1. コストが高い 【 】 6. データの収集が面倒

【 】 2. 導入の効果が期待できない 【 】 7. 異なるシステムでデータ連携ができない

【 】 3. 対応できる人材が不足 【 】 8. その他 （ ）具体的に：

【 】 4. システムの稼働に伴う対応が面倒 【 】 9. 特になし

【 】 5. セキュリティ面で不安
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第 12 秋田県立大学アグリイノベーション教育研究センターの開設  

  
秋田県立大学では、「次世代農工連携拠点センター（仮称）構想」に基づいて、大潟キャンパ

ス内に、ＩＣＴ技術を活用したスマート農業の拠点として、１９０ヘクタールの大規模ほ場や

関連施設を活用した「アグリイノベーション教育研究センター」を令和３年４月に新たに開設

しました。 
この施設では、コンピュータ内の仮想空間でモノづくりをシミュレーションする工学系の「デ

ジタルツイン技術」を農業分野に応用する研究や、学生や農業者、社会人を対象とした実践的

なスマート農業教育、さらには、最新の情報通信技術やロボット農機を活用したスマート農業

技術の実証展示などを行っています。 
 
県としましても、センターを拠点に産学官が一体となって行う研究の成果が、農業の振興は

もとより、幅広く県内産業の振興につながるよう、県立大学の取組を支援していくこととして

います。 

 

※アグリイノベーション教育研究センターHP 

https://www.akita-pu.ac.jp/gakubu/inst/6759 
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＜参考１ ： スマート農業に関するＷｅｂサイトリンク集＞  
  ここでは、この指針に関連した Web サイトをご紹介します。スマートフォンやタブレットで QR コード

を読み取っていただくと各サイトに直接つながりますので、是非とも確認してみてください。 
（なお、リンク切れの場合はご容赦ください。次の改定時に情報を更新します。） 

 
 

 農林水産省 スマート農業   
              https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/ 
 
 
 

スマート農業の展開について 

https://www.maff.go.jp/chushi/seisan/hukyu 
/attach/pdf/20230213_smart_forum-7.pdf 

 
 
 

「スマート農業実証プロジェクト」について 
                    https://www.affrc.maff.go.jp/docs/smart_agri_pro/smart_agri_pro.htm 
 
 
 
 

農業データの利活用の推進について 
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/attach/pdf/index-215.pdf 

                     
 
 
 

次世代型農業支援サービス 
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/nougyousien.html 

 
 
 
 

農業用ドローンの普及拡大に向けた官民協議会 
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/drone.html 
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農業新技術_製品・サービス集 

                   https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/products.html 
  
 

 

 

スマート農業技術カタログ                     
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/smart_agri_technology/smartagri_
catalog.html 

 
 
 

スマート農業動画 
https://www.affrc.maff.go.jp/movie_list.html 

 
 
 
 
 
  
 

 農研機構 スマート農業実証プロジェクト  
               https://www.naro.go.jp/smart-nogyo/ 
 
 
 
 

スマ農成果ポータル 

https://www.naro.go.jp/smart-nogyo/seika_portal/index.html 
 
 
 
 
             スマート農業推進協議会 

https://www.naro.go.jp/smart-nogyo/suishin-kyogikai/ 
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 秋田県スマート農業を支える基盤整備指針（Ｒ５年８月改訂版）  

 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/73782 
 
 
 

 
 北海道大学スマート農業教育拠点  
https://smart012.wixsite.com/website 

 
 
 

 
 

 秋田県農林水産情報 こまちチャンネル  
               http://www.e-komachi.jp/ 
 

 

 

       

ICT を活用した先端農業機械によるスマート農業一貫体系 

              https://www.e-komachi.jp/notebook/senboku-sumart_nougyou/ 
 

 

 

 

花きスマート農業技術実証 

              https://www.e-komachi.jp/notebook/akita-smartnougyou/ 
 
 
 
 

スマート農業を支える基盤整備実証事業 
https://www.e-komachi.jp/notebook/sumart-nougyou2/ 
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＜参考２ ： 用語解説＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

用　　語 解　　　　説

い 一斉収穫機 　農作物を一斉に収穫できる農業機械。
　水稲や麦、大豆ではコンバインを使用するのが一般的だが、野菜における一斉収穫機の使用に当たっ
ては、ほ場全体が収穫適期となっていることが重要であるため、生育ムラを生じさせない栽培管理に努め
る必要がある。

お オルソモザイク画
像

　航空写真撮影時に生じるひずみを修正（＝オルソ補正）した写真を、デジタル処理によりつなぎ目がない
ように結合した画像のこと。
　オルソ補正によりひずみを修正することで、広大な農地であっても、一枚の画像として測量することがで
き、生育・収量の可視化などに活用することができる。

か 可変施肥 　処理量を変えながら肥料を散布する技術。
　一枚のほ場内において、生育ムラが見られる地点に対して、増肥・減肥を自動でコントロールすること
で、収量の向上や資材コストの削減につながることが期待される。

環境制御 　施設内の農産物を取り巻く様々な環境条件（温度、湿度、二酸化炭素濃度、照度）を監視し、必要に応じ
て調節すること。
　各種センサーやプログラミング技術により、自動での環境制御が可能になり、農作物にとって最適な条
件を一定に保つことで、品質の安定化に寄与する技術として期待される。

く クラウドサービス 　インターネット環境を利用して、農業に関する様々な業務をサポートするサービス。
　各種データ（生育データ、作業マニュアル、作業計画、進捗状況、農機情報、販売管理等）を蓄積するな
ど、これまで経営者の頭の中にしかなかった情報をデータ化し、共有することが可能となる。

こ 高密度播種苗
（密播苗、密苗）

　育苗箱１箱当たりに慣行（中苗）の２倍以上となる250ｇ以上を播種し、2～3葉まで育苗した苗。
　育苗期間が短縮されるほか、10a当たりの使用箱数を通常の1/2～1/3まで削減可能で、田植え作業の
大幅な省力化につながる。

さ 栽培・営農支援シ
ステム

　農業に関する各種データ（生育データ、作業マニュアル、作業計画、進捗状況、農機情報、販売管理等）
を蓄積し、見える化できるシステム。
　これまで経営者の頭の中にしかなかった情報をデータ化し、共有することが可能となる。

サブスクリプション 　商品ごとに購入金額を支払うのではなく、一定期間の利用権として定期的に料金を支払う方式。契約中
は決められた商品を自由に利用することができる。
　農業分野においては、農業機械のリースやレンタル料にサブスクリプション方式を採用する事例があり、
機器の保管スペースが不要になり、導入コスト等を抑えるメリットもある。

し 収量コンバイン 　水稲を収穫しながら、内部のセンサーにより収量を予測することができ、運転席でリアルタイムに確認が
できる機能が搭載されたコンバイン。
　収量のほか、籾水分も測定でき、一筆の作業終了後には、ほ場全体の収穫量、単位収量、平均水分と
その変動が表示・記録される。

収量マップ 　単位面積当たりの収量情報を、地図上にプロットしたもの。
　収穫量を面情報として捉え、地点毎に施肥設計を行うなど、精密な栽培管理への活用が期待される。

ジョイント栽培 　果樹を直線的に一方向に伸ばし、隣接する樹とつなげて一直線上に着果するように仕立てる技術。
　主枝の両側に側枝が規則正しく並ぶため、一定間隔で着果して、作業性が大幅に向上する。

す スマート農業技術
の開発・実証プロ
ジェクト
（スマート農業加速
化実証プロジェク
ト）

　ロボット、AI、IoTなど先端技術を活用した「スマート農業」を実証し、スマート農業の社会実装を加速させ
ていくことを目的とした、農林水産省の事業。
　令和元年度から開始し、全国148地区（令和元年度69地区、令和2年度55地区、令和2年度補正24地区
を採択）において実証を行っている。

せ 生育診断 　生育期におけるデータ（草丈、茎数、葉色など）を測定し、理想生育と比較することで、生育状況を判断す
ること。

センシング 　感知器（センサー）を使用して様々な情報を計測して、数値として見える化する技術。
　ほ場や施設における温度・湿度、照度、二酸化炭素濃度など、農作物の生育に関するデータを収集する
ことで、環境制御に役立てるものとして実用化されている。

た 耐候性赤色LED 　気候変化に強い赤色のLED照明。
　屋外で使用した際に、太陽光や紫外線、温度変化によって変形したり､劣化しにくいもの。

ダウンウォッシュ 　マルチローターや無人ヘリ等が飛行する際に、揚力が生成される過程において生じる吹き下ろし風。
　この効果により、航空防除により散布された薬剤の飛散を低減させ、株元や葉の裏まで薬剤を塗布する
ことができる。
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用　　語 解　　　　説

て ディスク式中耕・培
土機

　管理機の前後に取り付けた２対のディスクを土壌の抵抗により回転させ、土を横に移動させることにより
中耕・培土を行う機械。
　従来の一般的な方法であるロータリ式中耕機に比べ、高速で作業できるほか、湿潤な土壌条件でも作
業がしやすい利点がある。

と 土地生産性 　土地の単位面積当たりで生みだされた付加価値額、或いは生産物の量を指し、農業においては反収向
上技術の導入や、水稲単作から稲麦輪作体系を導入により、単位面積から生産される農作物の質、或い
は量を向上することで、土地生産性は向上する。

は パイプライン 　水田において、用排水管として既設管を地中に埋設して造成する管路によって、農業用水を送排水する
方式の水路。
　従来の開放水路に比べて上流と下流の取水の優劣差が軽減できる、複雑な地形でも路線設定できる、
などの利点がある。

パワーアシスト
スーツ

　電動装置や人工筋肉を人体に装着することで、人間の動きをサポートする衣服や外骨格型装置のこと。
　農業分野では、重労働から解放する技術として、重量野菜や米袋の運搬、果樹のせん定時の作業など
において実用化されている。

み 見える化 　財務や業務の実態を具体化・可視化し、客観的に捉えられるようにすること。
　財務状況や、生育状況、収量情報などを見える化し、課題の抽出や解決に役立てることができる。

も （環境）モニタリン
グ

　ほ場やハウス内外の環境（温湿度、日射量、風速、二酸化炭素濃度）を各種センサーで自動測定し、農
作物の生育に関するデータを収集することで、環境制御に役立てるものとして実用化されている。

モーションセンサー 　あらゆる方向への移動や傾きといった「動き」を検知する機能をもつセンサー。
　スマートフォンなどの端末に埋め込まれているほか、畜舎に設置したモーションセンサーにより、牛の異
常兆候を検知するシステムが実用化されている。

ろ 労働生産性 　労働者１人当たり（もしくは１時間あたり）に生産される成果を示す指標。
　労働生産性は労働者の作業効率を測る指標になるだけでなく、経営が利益を生み出せる体制を作るた
めの指標の一つとして活用することができる。
　一般に、売上高が高くても労働生産性が低ければ利益が出にくい、あるいは売上高が伸びても逆に労
働生産性が低下すれば増収減益に陥りやすい。

ロボットトラクター 　GNSS等を活用し、自動走行が可能なトラクターのこと。
　作業者はロボットトラクターに乗らずに、遠隔操作と監視により作業を実施することができるほか、人が
運転する有人運転トラクターとの連動により、2つの作業を1人で同時に行うことも可能になる。

ロボット選花機 　キクの選別作業を自動で行うロボットのこと。
　県内で実施しているスマート農業技術の開発・実証プロジェクトで使用する切り花調整ロボットは、１本ず
つ機械にセットされたキクが適切な長さに切断され、余分な葉が除去された後、重量ごとに選別される。そ
の後、選別され、規格ごとに10本たまると、自動で結束される。 

A AI 　「Artificial Intelligence」の略で、学習・推論・判断といった人間の知能のもつ機能を備えたコンピュー
ターシステムをいう。
　農業分野では、熟練農業者が持つ技術・ノウハウを新規就農者等に継承するためにシステム化して提
供することに活用でき、農業の経験や知識がない人でも農業に従事できるようにして、人材不足の解決に
つながるものと期待されている。
　また、作物の形状や色から成長度合いを解析し、収穫時期を予測・判断するプログラムなどが開発され、
一部で実用化されている。

AI自動灌水施肥シ
ステム

　灌水と施肥をIoT・AI技術で自動化するシステム。
　日射量センサーと土壌水分量センサーから得られた情報から植物の蒸散量を推定し、植物が必要とし
ている量だけ灌水することで、不要なコストをかけずに、生育を最適化することができる。

G GPS 　グローバル・ポジショニング・システム（Global Positioning System）の略語で、全地球測位システムとも
呼ばれる。　地球上の位置情報を人工衛星からの電波で測位する装置。

GNSS 　グローバル・ナビゲーション・サテライト・システム（Global Navigation Satellite System）の略語で、GPS、
GLONASS、準天頂衛星（QZSS）等の測位衛星システムの総称。

R RTK-GNSS 　リアルタイムキネマティック（Real Time Kinematic）GNSSの略語で、測位情報に加えて、地上等の基準局
からの補正情報を得ることで、より高精度（誤差範囲2～3cm以内）で測位が可能となるシステム。
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＜参考３ ： 本県農業の現状＞      
１ 農業構造 
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２ 分野別の状況 
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