
１　共済目的の種類別の概数・引受実績及び計画

 （１）農業共済事業

62,630 人 46,920 人 46,101 人 73.6 ％

（8割） 2,641,556 ａ 2,344,047 ａ

（7割） 363,247 ａ 313,490 ａ

（6割） 214,815 ａ 156,416 ａ

（9割） 77,750 ａ 252,758 ａ

（8割） 23,289 ａ 42,329 ａ

（7割） 14,914 ａ 48,995 ａ

（9割） 20,028 ａ 20,171 ａ

（8割） 2,067 ａ 2,063 ａ

（7割） 2,587 ａ 2,411 ａ

5,781,100 ａ 3,360,253 ａ 3,182,680 ａ 55.1 ％

（8割）小麦1類 1,254 ａ 470 ａ

（8割）大麦9類 0 ａ 0 ａ

（9割）小麦1類 6,045 ａ 6,200 ａ

（9割）大麦9類 0 ａ 0 ａ

（8割）小麦1類 0 ａ 164 ａ

（8割）大麦9類 0 ａ 0 ａ

（7割）小麦1類 0 ａ 0 ａ

（7割）大麦9類 0 ａ 0 ａ

42,600 ａ 7,299 ａ 6,834 ａ 16.0 ％

5,823,700 ａ 3,367,552 ａ 3,189,514 ａ 54.8 ％

7,173 頭 5,268 頭 92.8 ％

2,010 頭 1,490 頭 104.7 ％

14,131 頭 12,627 頭 98.7 ％

31,138 頭 28,079 頭 103.2 ％

0 頭 0 頭 0.0 ％

1,641 頭 105 頭 6.4 ％
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※家畜共済本年度引受率は、セット加入により引受計画頭数が重複するため、死亡廃用共済（一般・事故除外）のみで算出。
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項  　　　　　　目 区域内の概数 前年度引受実績 本年度引受計画 本年度引受率 備考

 共　　済　　目　　的 （A） （B） （B）/（A）

組　　　合　　　員　　　数
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項  　　　　　　目 区域内の概数 前年度引受実績 本年度引受計画 本年度引受率 備考

 共　　済　　目　　的 （A） （B） （B）/（A）

0 ａ 0 ａ

11,020 ａ 12,490 ａ

116,000 ａ 11,020 ａ 12,490 ａ 10.8 ％

0 ａ 0 ａ

521 ａ 740 ａ

27,700 ａ 521 ａ 740 ａ 2.7 ％

0 ａ 0 ａ

7,581 ａ 8,580 ａ

82,500 ａ 7,581 ａ 8,580 ａ 10.4 ％

0 ａ 0 ａ

16,401 ａ 17,980 ａ

155,000 ａ 16,401 ａ 17,980 ａ 11.6 ％

0 ａ 0 ａ

704 ａ 810 ａ

94,000 ａ 704 ａ 810 ａ 0.9 ％

475,200 ａ 36,227 ａ 40,600 ａ 8.5 ％

0 ａ 0 ａ 0 ａ 0.0 ％

半相殺方式 5,302 ａ 1,710 ａ

全相殺方式 19,480 ａ 19,861 ａ

地域ｲﾝﾃﾞｯｸｽ方式 0 ａ 0 ａ

全相殺方式 5,050 ａ 5,480 ａ

地域ｲﾝﾃﾞｯｸｽ方式 0 ａ 0 ａ

483,795 ａ 29,832 ａ 27,051 ａ 5.6 ％

110.00 箱 4.25 箱 4.25 箱 3.9 ％

129.50 箱 7.25 箱 7.25 箱 5.6 ％

177.50 箱 9.55 箱 9.55 箱 5.4 ％

417.00 箱 21.05 箱 21.05 箱 5.0 ％

1 棟 0 棟 0 棟 0.0 ％

39 棟 21 棟 25 棟 64.1 ％

0 棟 0 棟 0 棟 0.0 ％

19,401 棟 13,572 棟 15,399 棟 79.4 ％

50 棟 24 棟 26 棟 52.0 ％

229 棟 134 棟 144 棟 62.9 ％

149 棟 99 棟 114 棟 76.5 ％

75 棟 16 棟 16 棟 21.3 ％

1,798 棟 1,555 棟 1,575 棟 87.6 ％

13 棟 1 棟 1 棟 7.7 ％

21,755 棟 15,422 棟 17,300 棟 79.5 ％

195,800 棟 103,084 棟 104,346 棟 53.3 ％

265,650 台 44,381 台 44,650 台 16.8 ％

口 25 口 66 口 ％

 （２）収入保険事業

個人 法人

3,700 300

青　色
申告者数

事業計画

内訳

4,0009,787 40.9%

青色申告者
に対する割合

　　　項目

収入保険
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済
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初　 秋　 蚕　 繭

小　計

合　計

畑

作

物

共

済

農　　作　　物

ばれいしょ

蚕　　　　　繭
晩　 秋　 蚕　 繭

合　計

大　　豆

任
意
共
済 保　管　中　農　産　物

農　　　　機　　　　具

Ⅳ　類  (乙）

Ⅴ  　　　 類

Ⅵ  　　 　類

Ⅶ  　　　 類

合　計

建　　　　　　　　　物

プラスチックハウス

Ⅰ  　　　 類

Ⅱ  　 　　類

Ⅲ  　　　 類

Ⅳ　類  (甲）

そ　　　ば

小　計

ぶどう

一　般　方　式

一　般　方　式

小　計

半相殺減収総
合方式

半相殺減収総
合方式

短　縮　方　式

短　縮　方　式

短　縮　方　式

332,600 ａ

Ⅱ  　　　 類

か　き

一　般　方　式半相殺減収総
合方式

半相殺減収総
合方式

小　計

短　縮　方　式

りんご

一　般　方　式

も  も

な  し

一　般　方　式

短　縮　方　式

小　計

14.3 ％

1.6 ％

151,195 ａ



２　農業保険事業の規模

（１）農作物､家畜､果樹､畑作物､園芸施設共済事業の規模 1

（千円） （千円）

3,219,619 a 2,813,953 a 199 円

132,538,517 ㎏ 116,175,721 ㎏ 33 円

115,953 a 344,082 a

4,974,427 ㎏ 15,868,954 ㎏

24,682 a 24,645 a

1,195,436 ㎏ 1,175,101 ㎏

1,254 a 470 a 136 円

25,309 ㎏ 9,544 ㎏ 95 円

6,045 a 6,364 a

163,156 ㎏ 165,890 ㎏

3,367,552 a 3,189,514 a

138,896,845 ㎏ 133,395,210 ㎏

5,268 頭 1,061,989 82,315 41,157 41,158

1,490 頭 332,667 3,197 1,598 1,599

12,627 頭 4,686,024 75,679 37,839 37,840

28,079 頭 10,779,119 253,740 126,870 126,870

0 頭 0 0 0 0

105 頭 38,871 3,374 1,687 1,687

0 頭 0 0 0 0

0 頭 0 0 0 0

0 頭 0 0 0 0

0 頭 0 0 0 0

0 頭 0 0 0 0

1,385 頭 345,850 239 119 120

615 頭 164,331 113 56 57

1,317 頭 556,370 384 192 192

4,040 頭 1,795,952 1,239 619 620

0 頭 0 0 0 0

0 頭 0 0 0 0

3,050 頭 221,169 104 52 52

24,665 頭 293,300 229 114 115

77,009 頭 82,641 頭 20,275,642 420,613 210,303 210,310 交 210,090 420,400

6,723 頭 7,121 頭 136,323 34,137 17,068 17,069

25,824 頭 25,184 頭 373,854 112,402 56,201 56,201

66 頭 69 頭 1,236 89 44 45

0 頭 0 頭 0 0 0 0

0 頭 0 頭 0 0 0 0

0 頭 0 頭 0 0 0 0

0 頭 0 頭 0 0 0 0

32,613 頭 32,374 頭 511,413 146,628 73,313 73,315 交 73,310 146,625

109,622 頭 115,015 頭 20,787,055 567,241 283,616 283,625 交 283,400 567,025

167 87 80 30 50

58,907 12,356 46,551
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共 済 金 額 共　　済　　掛　　金　　（千円） 納入保険料
又は交付金

　　（千円）

手持共済掛金 備　　　　　　　考

 共　　済　　目　　的 前年度引受実績 本年度引受計画 総  　額 国庫負担額 農家負担額 （単位当たり共済金額）

項  　　　　　　目 引　　 受　　 数　　 量

農
 
 
作
 
 
物
 
 
共
 
 
済

水　　　稲

半 相 殺　　方　式 21,293,499 96,911 48,455

全 相 殺　　方　式 2,663,553 20,208 10,103

インデックス方　式 233,844 501 250

小　計 24,195,402 117,818 58,911

全 相 殺　　方　式

48,456 11,259 37,197
 1㎏当たり主食用

 1㎏当たり飼料用

10,105 1,152 8,953

251 交 91 342

半 相 殺　　方　式 824 31 16 15 6 9
交付農業者1㎏当たり

交付農業者以外1㎏当たり
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（千円） （千円）

共 済 金 額 共　　済　　掛　　金　　（千円） 納入保険料
又は交付金

　　（千円）

手持共済掛金 備　　　　　　　考

 共　　済　　目　　的 前年度引受実績 本年度引受計画 総  　額 国庫負担額 農家負担額 （単位当たり共済金額）

項  　　　　　　目 引　　 受　　 数　　 量

一　般　方　式 0 a 0 a 0 0 0 0 交 0 0 10a当たり 0 千円

短　縮　方　式 11,020 a 12,490 a 252,605 14,469 7,234 7,235 交 4,456 11,691 10a当たり 202 千円

11,020 a 12,490 a 252,605 14,469 7,234 7,235 交 4,456 11,691 10a当たり 202 千円

一　般　方　式 0 a 0 a 0 0 0 0 交 0 0 10a当たり 0 千円

短　縮　方　式 521 a 740 a 26,725 1,438 719 719 交 553 1,272 10a当たり 361 千円

521 a 740 a 26,725 1,438 719 719 交 553 1,272 10a当たり 361 千円

一　般　方　式 0 a 0 a 0 0 0 0 0 0 10a当たり 0 千円

短　縮　方　式 7,581 a 8,580 a 203,322 9,450 4,724 4,726 交 3,517 8,243 10a当たり 237 千円

7,581 a 8,580 a 203,322 9,450 4,724 4,726 交 3,517 8,243 10a当たり 237 千円

一　般　方　式 0 a 0 a 0 0 0 0 0 0 10a当たり 0 千円

短　縮　方　式 16,401 a 17,980 a 441,624 22,760 11,380 11,380 交 7,749 19,129 10a当たり 246 千円

16,401 a 17,980 a 441,624 22,760 11,380 11,380 交 7,749 19,129 10a当たり 246 千円

一　般　方　式 0 a 0 a 0 0 0 0 0 0 10a当たり 0 千円

短　縮　方　式 704 a 810 a 7,896 399 199 200 交 103 303 10a当たり 97 千円

704 a 810 a 7,896 399 199 200 交 103 303 10a当たり 97 千円

36,227 a 40,600 a 932,172 48,516 24,256 24,260 交 16,378 40,638

0 a 0 a 0 0 0 0 0 0 1㎏当たり 円

24,782 a 21,571 a 41,526 1,172 645 527 交 250 777 1㎏当たり 円

5,050 a 5,480 a 10,293 568 312 256 交 89 345 1㎏当たり 円

4.25 箱 4.25 箱

118 ㎏ 118 ㎏

7.25 箱 7.25 箱

184 ㎏ 180 ㎏

9.55 箱 9.55 箱

241 ㎏ 235 ㎏

21.05 箱 21.05 箱

543 ㎏ 533 ㎏

― ― 53,157 1,758 966 792 交 342 1,134

0 棟 0 棟 0 0 0 0 0 0 1棟当たり 千円

21 棟 25 棟 536,296 1,258 626 632 交 379 1,011 1棟当たり 千円

0 棟 0 棟 0 0 0 0 0 0 1棟当たり 千円

13,572 棟 15,399 棟 8,067,379 251,333 124,538 126,795 交 36,831 163,626 1棟当たり 千円

24 棟 26 棟 71,285 1,703 841 862 交 150 1,012 1棟当たり 千円

134 棟 144 棟 935,726 5,208 2,581 2,627 交 695 3,322 1棟当たり 千円

99 棟 114 棟 934,869 4,190 2,035 2,155 交 1,038 3,193 1棟当たり 千円

16 棟 16 棟 53,983 525 262 263 交 55 318 1棟当たり 千円

1,555 棟 1,575 棟 820,889 27,239 13,617 13,622 交 2,499 16,121 1棟当たり 千円

1 棟 1 棟 2,625 37 18 19 交 10 29 1棟当たり 千円

15,422 棟 17,300 棟 11,423,052 291,493 144,518 146,975 交 41,657 188,632

（A） （B） （C） （D） （F）

― ― 57,390,838 1,026,826 512,267 514,559 交 329,421 843,980

半相殺減収
総合方式

半相殺減収
総合方式

半相殺減収
総合方式

果

樹

共

済

収

穫

共

済

りんご

な  し

か　き

計

も  も

計

計

ぶどう

計

計

小　計

半相殺減収
総合方式

半相殺減収
総合方式

畑

作

物

共

済

農　　作　　物

ば　れ　い　し　ょ 41.89

大　　　　　　　豆 119～282

そ　　　　　　　ば 178～568

蚕　　　　　繭

春　　 　  蚕　 繭 296 8 4 4

初　 秋　  蚕　 繭 452 4 2

交 1 5

交 1 1㎏当たり

1㎏当たり 2,510 円

2 交 1 3 1㎏当たり 2,510 円

4

8,201

3,374

Ⅵ  　　 　類 521

Ⅶ  　　　 類

2,510 円

小　　　　　計 1,338 18 9 9 交 3 12

晩　 秋　  蚕　 繭 590 6 3 3

2,625

小　計

　　　　合        計
（E）

小　計

園

芸

施

設

共

済

ガ　 ラ　 ス　 室
Ⅰ  　　 　類 0

Ⅱ  　　 　類 21,452

プラスチックハウス

Ⅰ  　　 　類 0

Ⅱ  　 　　類 524

Ⅲ  　　 　類 2,742

Ⅳ　類  (甲） 6,498

Ⅳ　類  (乙）

Ⅴ  　　　 類



 (2) 任意共済事業の規模

　金

共済目的 Ｄ

総  合 17,885 棟 17,971 棟 101,394,400 千円 325,199 千円 千円 105,421 千円 130,080 千円 42,016 千円 131,714 千円 564 万円

火  災 85,199 棟 86,375 棟 903,293,100 1,053,058 473,494 315,917 127,946 391,593 1,046 万円

小  計 103,084 棟 104,346 棟 1,004,687,500 1,378,257 578,915 445,997 169,962 523,307

総  合 40,318 台 40,549 台 123,789,060 674,319 177,384 496,935 305 万円

火  災 3,996 台 4,037 台 7,002,240 8,966 3,589 5,377 173 万円

更  新 67 台 64 台 295,180 28,692 772 27,920 461 万円

小  計 44,381 台 44,650 台 131,086,480 711,977 181,745 530,232

25 口 66 口 66,000 296 102 194 100 万円

(A)' (B)' (C)' (D)'

― ― 1,135,839,980 2,090,530 760,762 445,997 169,962 1,053,733

 (3) 全共済事業合計  ((1),(2)の事業の合計)

   (B) + (B)'

1,193,230,818 千円 2,356,594 千円 512,267 千円 1,844,327 千円 千円

 （4）収入保険事業

青色申告者数

9,787

共　済　掛　金　賦　課

3 = (C) 4 = (D) + (B)' (F)＋(D)'

全事業合計 1,897,713

 項  目

共 済 金 額 共       　   済     　     掛　          金 手持共済掛金

総　　額 国庫負担額  農家負担額

1=(A)+(A)' 2 = 3 + 4 =

合　計
1,329,768

保険割合
地震等　　　50%

保険料手数料率
総合　24.40%～31.47%

地震等以外　30% 火災　39.21%～40.50%

Ｅ＝Ａ-Ｂ-Ｃ+Ｄ (単位当たり共済金額)

建

物

共

済

219,778

579,564

799,342

農

機

具

共

済

496,935

5,377

27,920

530,232

保管中
農産物共済
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    項  目 引   受   数   量
備　考

前年度引受実績 本年度引受計画
共 済 金 額 総 額 純　掛　金 事務費賦課金 保　険　料 保険手数料 手持共済掛金

Ａ Ｂ Ｃ

収入保険

事業計画 保険金額 補填対象金額 計

経営体 千円 千円 千円

4,000 31,041,425 3,880,178 34,921,603



３ 引受計画と実施方策 

 〔引受計画〕 

   農業経営の基幹的なセーフティネットとしての農業保険を、農業の生産現場に

より深く浸透し、農業及び生活資産を総合的に補償するため、これまで以上に農

家に出向き、それぞれの経営・生活実態に即した最適な加入プランを提案し、「安

心をすべての農家に届けよう」を基本とし、引受計画の策定及び具体的な実施方

策を設定する。 

 〔実施方策〕 

   各農業保険事業について、資源の完全把握及び需要の喚起と適正な引受けに努

めるため、次の事項を重点に推進する。 

 

（１）農作物共済事業 

  ア 経営所得安定対策と農業共済事業との関係の周知を図り、農作物共済資格団

体の加入及び集落営農組織の一括加入に努める。 

  イ 関係機関・団体等の水田面積情報を完全把握し、地域再生協議会等との連携

により転作耕地と引受面積の完全照合を行い、未加入者を出さないよう加入推

進に努める。 

ウ 農業保険の加入推進の具体的な取組に基づき、十分な推進期間を確保するた

め早期に水稲共済加入申込書を配布できるよう、全役職員一体となった推進体

制の構築と具体的な推進方策を確立する。 

  エ 申込期間内の加入申込書の提出、共済掛金等納入告知書の適時適切な発行等

に努める。ただし、申込期間前または加入申込み期限後であっても、移植前で

あれば加入申込みができることを説明し、早めの加入推進を行い、未加入者に

は戸別訪問を行い、農作物共済への加入を勧める。 

  オ 引受方式について、農業者及び関係機関等に対し十分な説明を行いながら全

相殺方式を重点とした加入推進を図る。 

  カ 麦作耕地の完全把握に努め、未加入者を出さないよう加入推進に努めるとと

もに現地調査を励行する。 

  キ 地域、品種、耕地等の実態に即した基準単収（収量等級）の適正な設定を行う。 

  ク パンフレット及び広報紙等の活用により制度の普及を図る。 

  ケ 顧客リストを活用し、未加入者には戸別訪問を行い、農作物共済への加入を

勧める。 

  コ 共済関係の解除とならないよう共済掛金等の事業規程払込期限の納入督励に

努める。 

 

（２）家畜共済事業 

  ア 組合員に対し十分な制度内容の説明を行い、「死亡廃用共済」と「疾病傷害共

済」の一括加入を勧める。 



  イ 組合員の経営安定を図るため、過去の損害率及び令和 5 年度に改定される掛

金率を勘案し補償の充実に努める。 

  ウ 組合員に対し「家畜共済申込内容確認書」を用いて加入申込内容等の確認を

図る。 

  エ 組合員に対し、家畜の飼養状況を記録した帳簿等の整理及び牛トレサ情報の

早期届出を促し、引受内容を確認する。 

  オ 関係機関・団体等の協力を得て、家畜飼養頭数調査を的確に行い、顧客リス

トを活用し、未加入者には戸別訪問を行い、家畜共済への加入を勧める。 

  カ 家畜診療センターとの連携により加入推進を図る。 

 

（３）果樹共済事業 

  ア 樹種ごとの栽培動向と、有資格資源の完全把握に努める。 

  イ 関係機関・団体等と密接な関係を持ち、会議等に参加するとともに制度の内

容や近年の被害実態を周知し加入推進を図る。また樹種別、引受方式別に十分

な危険分散を図り得る母集団の確保に努める。 

  ウ 補助事業実施主体からの情報提供を受け、加入要件化されている樹種に対し

確実な引受に努める。 

  エ パンフレット及び広報紙等の活用により制度の普及を図る。 

  オ 顧客リストを活用し、未加入者には戸別訪問を行い、果樹共済への加入を勧

める。 

 

（４）畑作物共済事業 

  ア 経営所得安定対策と農業共済事業との関係の周知を図り、大豆の全相殺方式

での加入推進、集落営農組織等の一括加入等に努めるとともに、担い手以外の

農家に対する制度の周知と加入推進を図る。 

  イ 畑作台帳の整備を行うため関係機関・団体等の協力を得て、加入資格面積、

過去の作付状況等及び転作耕地の完全把握、また、蚕繭にあっては、的確な情

報収集を行うとともに実掃立数量の完全把握に努める。 

  ウ 共済責任期間の開始前までに加入申込書の提出、共済掛金等納入告知書の適

時適切な発行等に努める。 

  エ 現地調査により実態に即した基準収穫量の適正な設定に努めるとともに蚕繭

にあっては、前年産基準収繭量、農家申告見込収繭量、最近年次における出荷

実績及び桑葉の生産事情等を十分検討し、適正な基準収繭量設定に努める。 

  オ そば全相殺方式は、ＪＡ・製粉会社等から出荷実績及び検査等データの収集

を行い、加入できる環境の整備に努め引受拡大を図る。 

  カ 大豆共済における引受方式について、農業者及び関係機関等に対し十分な説

明を行いながら全相殺方式を重点とした加入推進を図る。 

  キ パンフレット及び広報紙等の活用により制度の普及を図る。 



  ク 顧客リストを活用し、未加入者には戸別訪問を行い、畑作物共済への加入を

勧める。 

 

（５）園芸施設共済事業 

  ア 関係機関・団体等の協力を得て、加入有資格棟数の完全把握に努める。 

  イ 引受推進会議を開催し、関係機関・団体等との連携強化により制度の普及啓

蒙と加入推進を図る。 

  ウ ＪＡの各部会、施設園芸生産組合の会議等への参加により制度の普及と需要

の喚起を促す。また、集団加入について共済掛金、賦課金の割引措置等がある

ことの説明を行い加入推進を図る。 

  エ 支所別に具体的推進対象の選定及びスケジュールを構築し、未加入者が多い

地域にタ－ゲットを絞るなど、新規加入者の獲得へ積極的な加入推進を図る。 

  オ 補助事業実施主体から情報提供を受け、加入要件化されている施設を含め確

実な引受に努める。 

  カ パンフレット及び広報紙等の活用により制度拡充内容の周知を図るとともに、

リスク対策として災害発生時における未加入農家への加入推進を図る。 

  キ 顧客リストを活用し、未加入者には戸別訪問を行い、園芸施設共済への加入

を勧める。 

 

（６）建物共済事業 

  ア 組合員に対し十分な制度内容の説明を行い、加入推進に努める。 

  イ ＮＯＳＡＩ部長等会議の開催により推進基礎組織と連携と強化を図り、予約

加入推進を告知事項の確認を行いながら、早期かつ短期間に実施する。 

  ウ 予約加入推進後に加入申込書を確認し、未継続者へはフォローアップ運動に

より継続加入の推進に努める。 

  エ 加入内容を点検し、組合員の意向に沿った提案型推進を通じて再取得価額ま

での加入により補償の拡充を図る。 

  オ 自然災害への備えとして総合共済の必要性を説明し、小損害実損塡補特約の

付帯により補償の拡充を図る。 

  カ 臨時費用担保特約の付帯、また家具類について目標設定による加入推進及び

未加入家具類の加入推進により補償の積極的な拡充を図る。 

  キ 継続契約の確保の点から、自動継続特約付帯の加入推進に努める。 

  ク 収入保険事業の推進と連携を強化し、拡充された組合員資格を活かして積極

的な加入推進を図る。 

  ケ 顧客リストを活用し、未加入者には戸別訪問を行い、建物共済への加入を勧

める。 

   

（７）農機具共済事業 



  ア 組合員に対し十分な制度内容の説明を行い、加入推進に努める。 

  イ ＮＯＳＡＩ部長等会議の開催により推進基礎組織と連携を図り、予約加入推

進を告知事項の確認を行いながら、早期かつ短期間に実施する。 

  ウ 組合員のリスクやニーズに応じた付保割合条件付実損てん補特約・臨時費用

担保特約・地震等担保特約付帯の提案型推進に努める。 

  エ 県農機商組合と連携し、未加入農機具の加入推進に努める。 

  オ 顧客リストを活用し、未加入者には戸別訪問を行い、農機具共済への加入を

勧める。 

     

（８）保管中農産物補償共済事業 

  ア 制度共済の推進時に、組合員に対し十分な制度内容の説明を行い、加入推進

に努める。 

 

（９）収入保険事業 

  ア 農業者に対し、詳しい制度内容の説明を行い加入推進に努める。 

イ 農業保険加入推進に関する協定を締結した関係機関・団体等の協力を得て、

共済関係のない農業者（個人、法人）の把握に努める。 

  ウ 農業保険加入推進に関する協定を締結した関係機関・団体等との連携を図り、

説明会の開催や広報紙の活用等により制度の普及推進を図る。 

  エ 農業保険加入推進に関する協定を締結した関係機関・団体等との連携を図り、

白色申告から青色申告への移行を積極的に促し、加入資格者の拡大に努める。

また、ＪＡ等、農業簿記記帳代行業務との連携を図り、収入保険事業の効率化、

適正化を図る。 

  オ 国の収入保険加入支援事業を効果的に実施し、加入推進と青色申告への切替

サポート活動を行う。 

カ 各市町村に収入保険の保険料助成措置を要請し、加入者の負担軽減を図り加

入推進に努める。 

キ 顧客リストを活用し、未加入者には戸別訪問を行い、収入保険への加入を勧

める。 

 

 

４ 損害評価の適正化の方策 

  損害補てんの適正を期するため損害評価技術の向上を図り、次の事項を重点に推

進する。 

 

（１）農作物共済事業 

  ア 生育、被害状況を的確に把握し、組合員からの適正、迅速な被害申告、損害

通知が行われるよう周知徹底を図る。なお、水稲の白未熟粒の発生等外見上判



別が困難な被害については、ＪＡ等関係機関等と連携し情報提供を行うととも

に、被害申告の注意喚起に努める。 

  イ 全相殺方式加入者への早期共済金支払いのため、ＪＡ、集荷業者及び農業者

等へ乾燥調製施設計量結果資料の早期提出を促す。また、青色申告書等、確定

申告関係書類による収穫量調査にあっては、関係帳簿等の整備と申告後の早期

の提出を促す。 

  ウ 半相殺方式の加入者については、農家申告抜取調査を行うため、正確な被害

申告、特に適正な申告収穫量の通知が行われるよう組合員に対し周知徹底を図

る。 

  エ 全相殺方式、品質方式、災害収入共済方式及び地域インデックス方式に係る

一筆半損特例については、目視による損害評価を行うことから写真等を活用し

たハンドブックを作成し、活用する。 

  オ 損害評価員に対し制度の仕組み等について十分な研修を行うとともに、災害

の種類等に応じて可能な限り多くの眼ならし圃場を設定し、評価眼の統一によ

る損害評価技術の向上を図る。 

  カ 損害評価にあたっては、被害の実態に応じた評価地区の設定、評価班の編成、

階層区分を行い、損害評価員の自集落評価を避けて実施し、適正な評価高の取

りまとめに努める。 

  キ 見回り調査の実施及び関係機関等の協力を得て、適正な損害評価高を把握す

るとともに損害評価会の適正な運営に努める。 

 

（２）家畜共済事業 

  ア 事故発生通知の指導を励行し、事故発生個体の現地確認と加入状況を確認す

る。 

  イ 損害評価は家畜共済事務取扱処理要領に基づき実施し、適正な共済金の支払

に努める。 

  ウ 獣医師へ診療種別等通知書等の発行を指導し、ポジティブリスト制度及びコ

ンプライアンス態勢の確立を図る。 

  エ 指定獣医師等に対し、会議等を通して診断書等の早期提出を促し、共済金の

早期支払に努める。 

オ 損害評価会の適正な運営に努める。 

 

（３）果樹共済事業 

  ア 生育、被害状況を的確に把握し、組合員からの適正、迅速な被害申告、損害

通知が行われるよう周知徹底を図る。 

  イ 半相殺減収総合方式の加入者については、農家申告抜取調査を行うため、正

確な被害申告、特に適正な申告収穫量の通知が行われるよう組合員に対し周知

徹底を図る。 



  ウ 損害評価員等講習会又は現地研修会を開催し、制度への理解と損害評価技術

の向上及び評価眼の統一を図る。 

  エ 見回り調査の実施及び関係機関等の協力を得て、適正な損害評価高を把握す

るとともに損害評価会の適正な運営に努める。 

 

（４）畑作物共済事業 

  ア 生育、被害状況を的確に把握し、組合員からの適正、迅速な被害申告、損害

通知が行われるよう周知徹底を図る。 

イ 半相殺方式の加入者については、農家申告抜取調査を行うため、正確な被害

申告、特に適正な申告収穫量の通知が行われるよう組合員に対し周知徹底を図

る。 

  ウ 損害の認定に関し、関係機関・団体等の協力を得て客観資料の適正な把握に

努めるとともに、青色申告書等及び確定申告関係書類による収穫量調査にあっ

ては、関係帳簿等の整備と申告後の早期の提出を促す。 

  エ 見回り調査の実施及び関係機関等の協力を得て、適正な損害評価高を把握す

るとともに損害評価会の適正な運営に努める。 

 

（５）園芸施設共済事業 

  ア 迅速な事故発生通知を励行するとともに早期確認と損害評価体制の整備に努める。 

  イ 損害評価会の適正な運営に努める。 

  ウ 大災害発生時における適正な損害評価のため、迅速な損害評価体制の整備に

努める。 

  エ 関係機関・団体等の協力のもと損害評価方法等の研鑽を図り、評価技術の向

上に努める。 

 

（６）建物共済事業 

  ア 広報紙等の活用により速やかな事故発生通知の周知徹底を図るとともに、迅

速かつ適正な損害評価に努める。 

  イ 修理見積書及び家電製品損害証明書等を早期提出するよう指導し、共済金の

早期支払に努める。 

  ウ 建物共済損害評価システムにより、損害評価状況を把握し、履歴管理を徹底

するとともに早期支払いに努める。 

  エ 損害調査会社と連携し、適正な損害評価を実施するとともに損害評価技術力

の向上を図る。 

  オ 広域災害（大規模な地震、津波等自然災害）に対応する損害評価体制として、

東北地区特定組合の相互連携、本所・支所及び出張所の支援体制の強化を図り、

共済金の早期支払いに努める。 

 



（７）農機具共済事業 

  ア 広報紙等の活用により速やかな事故発生通知の周知徹底を図るとともに、迅

速かつ適正な損害評価に努める。 

  イ 農機具修理証明書等を早期提出するよう指導し、共済金の早期支払に努める。 

  ウ 共済金支払請求額確定後、組合員に対し十分な内容の説明を行うとともに、

早期支払に努める。 

  エ 損害評価の基礎知識の習得及び損害評価技術の向上を図る。 

  オ 農機具共済損害評価員の協力を得て、適正な損害額の把握及び早期支払に努

める。 

  カ 農機具協調会議等を開催し、農機具販売店等との損害評価に関する連携強化

に努める。 

 

（８）保管中農産物補償共済事業 

  ア 広報紙等の活用により速やかな事故発生通知の周知徹底を図るとともに、迅

速かつ適正な損害評価に努める。 

  イ 共済金支払請求額確定後、組合員に対し十分な内容の説明を行うとともに、

早期支払に努める。 

 

 

５ 損害防止事業の実施方策 

  ＲＭ総合支援活動を通じ損害の未然防止に努め、被害率の低下を図り農家負担の

軽減と農業共済事業等の安定に資するため、次の事項を重点に実施する。 

 

（１）農作物共済事業 

  ア 情報収集体制の強化を図るとともに関係機関・団体等との連携を密にし、迅

速かつ正確な病害虫発生等の情報提供に努める。 

  イ 野生鳥獣被害を全県的に防止する観点から、県協議会との情報の共有及び連

携により被害防止対策の確立を図るとともに、地域協議会に参画し損害防止に

努める。 

  ウ 作付品種、病害虫の発生状況、防除実施の環境及び防除組織の整備等の実情

に基づき、関係機関・団体等との連携を図り、地域集落の実態に即応した防除

体制・体系の確立を図るとともにポジティブリスト制度に対応した農薬の安全

使用と危被害の未然防止に努める。 

  エ 無人ヘリコプター防除については地域の共同防除組織と連携しながら、委託

防除を中心としたより効率的、効果的な防除体制の整備を図る。 

  オ 所有、管理する防除機具の整備点検と計画的な設置により稼動体制の充実を

図る。 

 



（２）家畜共済事業 

  ア 家畜の疾病予防を目的とした家畜薬の利用を推進する。 

  イ 関係機関・団体等との連携を強化し事故多発農家の管理指導を行い、事故低

減に努める。 

  ウ 県防疫事業、自衛防疫事業に協力し伝染病等事故の発生防止に努める。 

  エ 支所と家畜診療センターが連携した飼養管理講習会を開催し、組合員の事故

低減及び飼養管理技術の向上に努める。 

 

（３）果樹共済事業 

  ア ＪＡの果樹部会及び果樹生産組合等と連携した栽培技術講習会等により栽培

技術管理の充実を図る。 

  イ 関係機関・団体等との連携を密にし、迅速かつ正確な病害虫発生等の情報を

提供し、被害実態に応じた損害防止活動に努める。 

  ウ 野生鳥獣被害を防止するため、地域協議会等との情報を共有し被害防止対策

に努める。 

  エ 関係機関・団体等と防霜ファン設置状況について情報を共有し、凍霜害の防止に

努めるとともに、農機具共済への加入推進を図る。 

 

（４）畑作物共済事業 

  ア 関係機関・団体等との連携を密にし、迅速かつ正確な病害虫発生等の情報提

供に努める。 

  イ 野生鳥獣被害を防止するため、地域協議会等との情報を共有し被害防止対策

に努める。 

  ウ 病害虫の発生状況、防除実施の環境及び防除組織の整備等の実情に基づき、

関係機関・団体等との連携を図り、地域集落の実態に即応した防除体制・体系

の確立を図るとともにポジティブリスト制度に対応した農薬の安全使用と危被

害の未然防止に努める。 

  エ 損害防止用薬剤購入費の助成事業を通して、蚕病発生防止に努めるとともに、

農薬の安全使用と危被害の未然防止に努める。 

  オ 委託防除、共同防除組織及び病害虫発生状況に即応できる緊急防除組織の育

成強化に努める。 

  カ 所有、管理する防除機具の点検整備と計画的な設置により稼動体制の充実を

図る。 

 

（５）園芸施設共済事業 

   関係機関・団体等との連携を密にし、自然災害による被害の防止に向けた技術

指導の徹底及び迅速かつ正確な病害虫発生等の情報提供に努める。 

 



（６）農機具共済事業 

   農業機械利用による農作業時の事故防止のため、県、県農機商組合等と連携し

た「農作業安全運動」を推進するとともに啓発活動を図る。 

 

（７）ＲＭ活動の充実・強化 

  ア 農作物等各農業共済事業の損防支援目標、実施方策を明確に示し積極的な支

援を図る。 

  イ 野生鳥獣被害発生地域における被害実態と防止策に関する情報を基に関係機

関・団体等との連携を図り、有害鳥獣被害防止対策の支援に努める。 

 

 

６ 執行体制の整備 

（１）理事会、監事会及び内部監査 

  ア 理事会 

    法令等遵守を業務運営上の重要課題の一つとして位置づけ、業務執行の意思

決定及び指導監督を行うため、四半期各１回を定例会とし、必要に応じ臨時に

開催してガバナンスの強化を図る。 

  イ 監事会 

    監査権限を適切に行使するため、監査方針等を定め、中間監査及び決算監査

を実施し、改善指摘事項について改善状況の報告を求めるとともに、常例検査

指摘事項・内部監査指摘事項について改善措置の実施状況を適宜確認する。ま

た、必要と認められる場合は臨時監査を実施し、監査機能の強化を図る。 

  ウ 内部監査 

    内部監査実施要領により中間監査及び決算監査前に実施し、監査結果及び改

善状況を監事及び理事会に報告し、内部牽制機能の強化を図る。 

 

（２）事務処理の迅速化と効率化 

   総務等管理部門での事務機械化を一層推進し事務処理の迅速化と効率化を図る。 

 

（３）職員の適正配置 

   業務を効率的かつ適正に遂行するとともに適正配置に努める。 

 

（４）リスク管理の強化 

   法令等を遵守するとともに、業務内容の手順を書き出す等リスクの根源を正確

に把握したうえでリスクの評価及びモニタリングを行い、統一的かつ継続的なリ

スク管理を行う。 

 

（５）コンプライアンス態勢の強化 



   役職員のコンプライアンスに関する意識の向上を図り、法令等遵守を徹底する

とともに、コンプライアンス・プログラムを確実に実施する。 

 

（６）加入者等の保護等に関する取組みの強化 

  ア 個人情報保護に関するガイドラインに加え、自ら定めた個人情報保護に関す

る規則及び個人情報管理台帳運用手順書に基づき、個人データの保管及び管理

に万全を期すとともに、それに必要な取組みの強化を図る。 

  イ 組合員等からの苦情等に対し迅速・公平かつ適切に対処し、組合員等の信頼

性を確保するために必要な取組みの強化を図る。 

  ウ 収入保険事業における個人情報及び秘密保持については、収入保険事業に関

する委託業務に係る秘密保持基準、自ら定めた個人情報保護に関する規則及び

個人情報管理台帳運用手順書、個人情報保護に関する法律その他関連法令等を

遵守し、適正な保持管理を徹底するため必要な取組みを強化する。 

 

（７）農業保険システムの適正管理と円滑運用 

  ア 農業保険システムの適正管理に努めるとともに、継続的な円滑運用を図る。 

  イ 安定した情報セキュリティを確保するための対応策を講じる。 

  ウ 各共済事業システムのＷｅｂ化に向けた基盤等の検討及び導入費用の圧縮に

係る分析・検証を行う。 

 

（８）広報・広聴活動の拡充強化 

   事業推進との連携を効果的に行い、ラジオ放送、広報紙及びホームページ等を

通して、次の事項を重点に積極的な広報活動を推進するとともに、風評被害の払

拭及び営農や暮らしを支援する幅広い情報の提供・発信に努める。 

  ア 農業共済新聞の普及拡大を図り、県版及び東北版の紙面の充実強化に努める。 

  イ 広報紙「ひかり～ＮＯＳＡＩふくしま～」の年間発行回数４回の中で、広く

情報の提供に努める。 

  ウ 農業保険事業について、農家が制度を理解できる分りやすい普及用パンフレ

ット等を作成し、制度の普及に努める。 

  エ 研修会を開催し、広報基盤の強化と広報内容の充実を図る。 

  オ 報道機関への記事資料の提供など広報活動を積極的に行う。 

 

（９）人材育成の強化 

  ア 役職員研修の計画的な実施 

    農業保険を適切に推進するため、役職員研修を計画的に実施する。特に、収

入保険については、作目ごとの政策など農政全般の知識のほか、税・農業簿記

等の専門知識も有し、農業経営改善の助言ができる職員の育成に取り組む。 

  （ア）農林水産省・ＮＯＳＡＩ協会が行う研修への派遣 



  （イ）体系的な講習会・研修会の開催 

  （ウ）農業経営アドバイザー資格取得 

  

（10）組織づくり 

  ア 農業保険事業への取組み 

    農業共済事業と収入保険事業を両軸として、農家経営の安定やリスクに対応

できるよう組織づくりに取組む。 

  イ ＮＯＳＡＩ部長等基礎組織の機能向上 

  （ア）ＮＯＳＡＩ部長は、農業保険事業運営を円滑に進めるため各集落又はこれ

に準ずる地域ごとに 1 名を委嘱し制度の普及定着を図る。 

  （イ）ＮＯＳＡＩ部長の職務は、農業保険事業の加入推進協力、加入申込書の取

りまとめ、損害通知及び損害評価の協力、組合と組合員の連絡の任にあたる。 

  （ウ）ＮＯＳＡＩ部長の経験交流の場として、協議会長等による交流会を開催する。 

  （エ）ＮＯＳＡＩ部長協議会及び女性部等基礎組織の自律的運営基盤の確立を支

援する。 

 

（11）家畜臨床技術研修所並びに家畜診療センター 

   家畜診療センターは、共済家畜の診療及び各種損害防止活動を通じて地域に密

着した診療施設として高い評価を得ているが、家畜飼養頭数の減少や多頭飼養化

の進行等畜産情勢が大きく変化しているなかで、安定的な経営基盤の整備を図る

ため、次の事項を重点に実施する。 

  ア 家畜共済制度の普及、引受推進及び損害防止事業等に積極的に関わり、家畜

臨床技術研修所及び家畜診療センターの安定的な運営を図る。 

  イ 適正な業務執行を確保するため、診療情報システム（ＬＩＳ）の有効活用を

図り、引き続き診療事務処理の改善に努める。 

  ウ 家畜診療センターの安定的、効率的な運営を図るため、家畜診療センターの

体制の検討及び職場環境の整備を行う。 

  エ ＮＯＳＡＩ東北家畜臨床研修センターを中心に獣医系大学やＮＯＳＡＩ団体

等と連携を図りながら、診療技術及び損害防止技術等の向上を目指す。 

  オ 獣医師の安定的確保を目的とした獣医学生の実習受入や大学訪問に取組む。 

 

 

７ 予算統制の方策 

  総代会の決議による業務収支予算に基づき予算執行状況を毎月確認し、常に支出

の動向を見極めながら、経常経費の節減と効率的な運営を図るよう予算統制を行う。  
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