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（別添） 

自己評価・市町村評価の様式改定および 

自己評価・市町村評価エラーチェックファイルの活用について 

１ 自己評価・市町村評価の様式改定について 

平成 28 年度 12 月 13 日付け事務連絡で発出した別紙の内容を一部改定したので、

平成30年度からの自己評価・市町村評価は改定版の様式第１号及び様式第２号・第

３号で評価をお願いする。 

（改定内容） 

・別紙「活動組織の自己評価及び市町村による評価の実施について」の第２の２（１）

アの増進活動の項目に「その他（都道府県知事が定める要綱基本方針に基づく取

組）」を追加。

・自己評価・市町村評価の「農業地域類型区分」の項目を削除（様式第１号ファイル

の「集計Ａ」シートの「農業地域類型区分」の項目を削除）。

２ 自己評価・市町村評価エラーチェックファイルの活用について 

自己評価・市町村評価と実施状況報告書との整合性を図るためにエラーチェックフ

ァイルを作成した。（参考）自己評価・市町村評価エラーチェックファイル操作手順

を参考にしながら、自己評価・市町村評価エラーチェックファイルを使用し実施状況

報告書と整合性が図れた自己評価・市町村評価の提出をお願いする。 

自己評価・市町村エラーチェックファイルは、市町村単位で活用し、チェックをお

願いする。なお、都道府県においても、市町村から提出された自己評価・市町村評価

の内容を確認する際に活用をお願いする。 

３．平成 31 年度の自己評価・市町村評価の提出期限について 

平成 31 年度の自己評価・市町村評価の提出期限については、前年度までの活動の

評価結果を都府県を通じて地方農政局等に８月末までに提出とする。 

≪平成 31 年８月末日までに評価結果を報告する組織≫ 

・平成 30 年度評価実施対象組織(平成 27 年度または平成 29 年度に活動を開始した組織） 

・平成 29 年度評価実施対象組織のうち、評価を平成 30 年度に実施した組織

以上 
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（別紙）

活動組織の自己評価及び市町村による評価の実施について

第１ 基本的考え方

多面的機能支払交付金における、農地維持支払の「地域資源の適切な保全管理のた

めの推進活動」（以下「推進活動」という。）と資源向上支払（共同）の「多面的機能

の増進を図る活動」（以下「増進活動」という。）は、制度創設時に新たに導入した活

動項目であることから、まだ十分に定着していない状況である。

このため、これらの活動が効果的かつ効率的に実施されるように、市町村が、定期

的に、活動組織及び広域活動組織（以下「活動組織」という。）に対して、当該活動の

実施状況や成果、活動による地域の変化等を評価（以下「自己評価」という。）し、報

告することを求めるとともに、市町村は当該活動を客観的に評価し、必要に応じて指

導・助言を行う評価システムを導入するものである。

１ 自己評価

（１）自己評価の対象組織

ア 市町村が自己評価を求める活動組織（以下「自己評価対象組織」という。）は、

以下の組織とする。

① 農地維持活動を行う活動組織

② 資源向上活動を行う活動組織のうち増進活動を実施している活動組織

イ 市町村長は毎年度、自己評価対象組織のうち、多面的機能支払交付金の活動

開始年度から起算して２年目及び４年目の組織を抽出し、各年度における自己

評価を求める活動組織（以下、「自己評価実施組織」という。）を決定する。た

だし、自己評価実施組織数が多い場合は、当該年度の自己評価実施組織を当該

年度とその翌年度に分けて自己評価の実施を求めることができるものとする。

（２）自己評価を求める事項

ア 推進活動の取組状況及び効果の発現状況（（１）のアの①に該当する自己評価

実施組織に対してのみ実施）

イ 増進活動の取組内容及び効果の発現状況（（１）のアの②に該当する自己評価

実施組織に対してのみ実施）

（３）自己評価の実施方法

ア 市町村長は、別添の自己評価・市町村評価様式第１号の「自己評価チェック

シート」を活用し、自己評価実施組織に対し、聞き取り等の方法により自己評

価を求めるものとする。また、必要に応じて自己評価実施組織に「自己評価チ

ェックシート」の記入を求めることもできる。

イ 市町村長は、アの実施に当たって、推進組織の協力を得ることができる。

（４）自己評価の実施時期

ア 自己評価は、３の（１）で都道府県が定める期日を越えない範囲において、

市町村が自己評価の実施時期を決めることとする。
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２ 市町村による評価

（１）市町村による評価を行う対象組織

ア １の（１）のイに該当する自己評価実施組織とする。

（２）市町村による評価を行う事項

ア １の（２）のア及びイに該当する事項とする。

３ 取組状況評価書の作成

（１）市町村による取組状況評価書の作成

市町村長は、１及び２の結果を取りまとめの上、自己評価・市町村評価様式第

２号を作成し、都道府県が定める期日までに、都道府県知事に提出するものとす

る。

（２）都道府県による取組状況評価書の作成

都道府県知事は、（１）を取りまとめの上、自己評価・市町村評価様式第３号を

作成し、毎年度５月末日までに、地方農政局長等に提出するものとする。

第２ 評価内容

第１の１の（２）の自己評価及び第１の２の（２）の市町村による評価の内容に

ついては、以下のとおりとする。なお、市町村による評価においては、自己評価結果

のほか、取組の実施状況等を参考にする。

１ 推進活動

（１）自己評価の項目及び内容

ア 自己評価実施組織が活動計画書に定めている「構造変化に対応した保全管理

の目標」（以下「保全管理の目標」という。）を以下から選択する（該当する目

標を全て選択する）。

① 中心経営体型

② 集落ぐるみ型

③ 地域外経営体連携型

④ 集落間・広域連携型

⑤ 多様な参画・連携型

⑥ その他

イ 自己評価実施組織が活動計画書に定めている推進活動を以下から選択する（該

当する活動を全て選択する）。

① 農業者（入り作農家、土地持ち非農家を含む）による検討会

② 農業者に対する意向調査、農業者による現地調査

③ 不在村地主との連絡体制の整備、調整、それに必要な調査

④ 地域住民等（集落外の住民・組織等も含む）との意見交換・ワークショッ

プ・交流会

⑤ 地域住民等に対する意向調査、地域住民等との集落内調査



- 3 -

⑥ 有識者等による研修会、有識者を交えた検討会

⑦ その他

ウ 自己評価実施組織が保全管理の目標に向けて行っている推進活動の進捗状況

として最も適当なステップを以下から１つ選択する（複数のステップに該当す

る場合は、その中で最も高いステップを選択する）。

① ステップ０：話し合いの場を持つための体制を整えている段階である。

② ステップ１：地域の現状や目標を関係者の間で共有できた。

③ ステップ２：目標に向けてどのような課題があるか整理できた。

④ ステップ３：課題解決や保全管理の方法(体制や役割分担等）を検討した。

⑤ ステップ４：保全管理の体制強化の方針が決まった。

⑥ ステップ５：地域資源保全管理構想を作成し、構想に沿って実践を始めて

いる。

エ 推進活動によって現れている効果又は現れる見込みのある効果を以下から選

定する（複数選択可）。

（意識の変化）

① 地域農業の将来を考える農業者の増加

② 農村の将来を考える地域住民の増加

（体制の強化）

③ 不在村地主との連絡体制の確保

④ 地域内外の担い手農業者との連携体制の構築

⑤ 隣接集落等他の集落との連携体制の構築

⑥ 水路・農道等の地域資源を保全管理する人材の確保

（担い手農業者の負担軽減等）

⑦ 担い手農業者や法人等の負担軽減

⑧ 水路・農道等の地域資源の機能維持

（その他）

⑨ 他の地域活動の活発化

⑩ 上記①～⑨以外の効果

（２）市町村による評価の項目及び内容

ア 推進活動の開始以降で、自己評価実施組織が活動する地域に現れている変化

を以下から選択する（複数選択可）。

（地域資源の保全）

① 共同活動に参加する非農業者が増えている等、地域資源の管理体制が強化

されている。

② 共同活動により地域資源が適切に保全管理され、遊休農地の発生が抑制さ

れている。

（構造改革の後押し）

③ 活動組織単位での人・農地プランの作成、又は作成に向けた話し合い等の

準備が進められている。
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④ 担い手農業者への農地利用集積・集約、又はそのための話し合いが進めら

れている。

⑤ 農地中間管理機構を通じた農地の貸借、又はその調整が進められている。

⑥ 担い手農業者の確保、又は新規就農の受け入れや担い手農業者（集落外も

含む）との連携等の調整が進められている。

⑦ 集落営農組織の法人化、又は法人化に向けた検討が進められている。

⑧ 環境にやさしい農業の拡大、又は拡大に向けた検討が進められている。

⑨ 特産品の生産や 6次産業化の取組、又はそのための検討が進められている。

（その他）

⑩ 多面的機能支払交付金による活動以外でも地域活動が活発化している、又

は新たなイベント等の地域活動が検討されている。

⑪ 上記①～⑩以外の変化

イ 別添の「市町村の判断基準のガイドライン」に基づいて、自己評価実施組織

の推進活動を評価し、その結果を以下から１つ選択する。

（2年目の評価）

① 優良

② 適当

③ 指導又は助言が必要

④ 計画の見直しが必要

⑤ 返還

（4年目の評価）

① 優良

② 適当

③ フォローが必要

④ 返還

ウ イ（2 年目の評価）において③あるいは④と評価された自己評価実施組織に

対して行った、又は行う予定の指導又は助言等の内容について、以下から選択

する（複数選択可）。

① 検討会・意向調査・現地調査等の充実

② 不在村地主との調整、それに必要な調査の実施

③ 非農業者等（集落外も含む）多様な人材の参画推進

④ 地域内の担い手農業者・中心経営体等の育成・確保、連携強化

⑤ 集落営農の構築・充実等の促進

⑥ 地域外の農業生産法人・認定農業者等との連携強化

⑦ 近隣集落等との連携強化

⑧ 取組内容の再検討

⑨ 目標の再検討

⑩ 上記①～⑨以外の指導・助言

２ 増進活動
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（１）自己評価の項目及び内容

ア 自己評価実施組織が活動計画書に定めている増進活動について、以下から選

択する（該当している活動を全て選択する）。

① 遊休農地の有効活用

② 農地周りの共同活動の強化

③ 地域住民による直営施工

④ 防災・減災力の強化

⑤ 農村環境保全活動の幅広い展開（農村環境保全活動を 1テーマ追加）

⑥ 農村環境保全活動の幅広い展開（高度な保全活動）

⑦ 医療・福祉との連携

⑧ 農村文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化

⑨ その他（都道府県知事が定める要綱基本方針に基づく取組）

イ アの具体的な取組内容について、記述する。

ウ 増進活動によって現れている効果又は現れる見込みのある効果について、以

下から選択する（複数選択可）。

（意識の変化）

① 地域住民の農村環境（景観や水質、生態系、水源かん養、資源循環等）の

保全への関心の向上

② 連絡網の整備や避難訓練等、地域住民の防災・減災に対する意識の向上

③ 地域住民で整備・補修した施設を大事に使おうという意識の向上

④ 地域コミュニティの維持・発展に対する意識の向上

⑤ 増進活動への参加者の増加、又は確保

（農業の持続）

⑥ 周辺農業者の営農意欲の維持、又は向上

⑦ 地域内外からの農業者の確保や地域住民による活用等の遊休農地の有効活

用

（農村環境等の変化）

⑧ 農村環境（景観や水質、生態系、水源かん養、資源循環等）の向上

⑨ 鳥獣被害の防止等の農地利用や地域環境の改善

⑩ 自然災害や二次災害による被害の抑制・防止

⑪ 伝統農法・文化の復活や継承を通じた農村コミュニティの強化

⑫ 高齢者や障害者等の活躍の場の提供

⑬ 地域住民の水路や農道等の知識や補修技術の向上

⑭ 上記①～⑬以外の効果

（２）市町村による評価の項目及び内容

ア 別添の「市町村の判断基準のガイドライン」に基づいて、自己評価実施組織

の増進活動を評価し、その結果を以下から１つ選択する。

（2年目の評価）

① 優良

② 適当
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③ 指導又は助言が必要

（4年目の評価）

① 優良

② 適当

③ フォローが必要

イ ア（2 年目の評価）において③と評価された自己評価実施組織に対して行っ

た、又は行う予定の指導又は助言の内容について、以下から選択する（複数選

択可）。

① 非農業者等（集落外も含む）多様な人材の参画推進

② 取組内容の充実、取組回数の増加

③ 有識者等の助言・連携強化

④ 活動内容の再検討

⑤ 上記①～④以外の指導・助言




