
 

創政会会派行政視察報告書 

 

１ 日  程 

平成３０年７月４日（水）～６日（金） 

２ 視察先及び視察目的 

７月４日（水） 北海道小樽市 

商店街の近代化・活性化のための補助金制度について 

  ７月５日（木） 北海道石狩市 

          農業政策の取組と現状について 

  ７月６日（金） 北海道岩見沢市 

          地産地消について 

３ 視察者名 

  吉田健一 平井喜一朗 松本正行 田中良夫 竹内政雄 鈴木久才 

  小坂裕 小林利一 新井好一 

４ 調査結果 

  次のとおり 

 

  



北海道小樽市 
○小樽市の概要 

【人口】117,783人 【面積】243.83㎢ 【H30一般会計予算額】55,110,311千円 【議員数】25人 

北海道西海岸のほぼ中央、後志地方の東側に位置し、札幌市など４市町村に接し、東西約36キロメートル、 

南北約20キロメートルで市街地の一方が日本海に面し、他の三方を山々に囲まれた坂の多いまちであり、海岸

線は約69キロメートル、その中央には天然の良港である小樽港があり、西側の勇壮な海岸は「ニセコ積丹小樽

海岸国定公園」に指定されている。 

気候は北海道にあって寒暖の差が小さい海洋性であるため、住みやすい。 

  

■商店街の近代化・活性化のための補助金制度について 

○説明者  産業振興課職員 

 

（1）補助金制度等の利用実績 

 ①商店街活性化支援事業 … 市内１５団体 １,９２６千円 

 ②にぎわう商店街づくり支援事業 … 市内８商店街に対して４,６７８千円 

 ③空き店舗対策支援事業 … 家賃の一部を助成 月５万円×６ヶ月 

 ④小樽商人（あきんど）塾 … 年６回開催 

  

（2）補助金制度の内容 

制度名 助成（制度）対象者 助成（制度）対象事業 助成(補助)の額 申請時期 

商店街近代化 

施設設置事業 

商店街の近代化を目

指す商店街団体 

商店街団体が、商店街の近代化のた

め、公的利便施設を設置するときや

共同店舗を設置するとき 

施設設置費の100分の20以内 

限度額 ・法人格を有するもの 

2,000万円 

・法人格を有しないもの 

1,000万円 

事業実施

前まで 

商店街活性化

事業助成 

商店街の活性化を目

指す商店街団体 

１ 催事・宣伝等事業 

商店街団体が、活力ある商店街の形

成を図るため、イベントや宣伝事業

などを行うとき 

事業に要した経費の２分の１以内 

限度額20万円 

事業実施

前まで 

２ アドバイザー派遣事業 

商店街団体などが活性化計画策定等

を行うため、専門家の派遣指導を受

けるとき 

事業に要した経費の２分の１以内 

限度額５万円 

にぎわう商店 

街づくり支援 

事業 

小樽市商店街振興組

合連合会に属する商

店街（会）等 

商店街が新たに取り組む事業又は既

存の事業内容を拡大し、若しくは発

展する事業(商店街情報の発信・観光

客を集客、回遊させる事業） 

事業に要した経費の２分の１以内  

限度額60万円 

事業実施

前まで 

 

 

 

 



(3) 主な質問事項 

①補助金制度等による成果について 

「小樽堺町通り商店街」が平成２９年度中小企業庁「はばたく商店街30選」受賞。 

  約９００メートルの商店街（９０店舗）に年間８００万人が来店した。 

②商店街への影響について 

「小樽のおもてなし」を目指して、観光案内所の整備などで、外国人観光客も楽しめる街を目指し整備した 

ことで、年々来場者が増加している。 

③商店街の今後の課題について 

人口約１２万人の市で、昭和４０年代の「小樽運河論争」を機に歴史的建造物を観光資源として見直したこ

とで、観光都市として脚光を浴びるようになった。しかし、平成２３年３月に発生した東日本大震災の影響で

観光客が激減した。現在、商業者向けの各種助成制度を活用し支援しているが、今後の課題として商圏人口の

減少、消費者の高齢化、店舗の老朽化などが挙げられる。 

 

 (4) 所感等 

小樽市では、商業者向けの各種助成制度を活用し商店街の活性化に向け支援している。本市においてもにぎ 

わう商店街補助金制度や中心市街地商業活性化事業補助金制度等の積極的なＰＲに努め、利用者を増やすこと 

により、商店街の活性化につなげていければと感じた。また、空き店舗対策の支援事業は、今後の本市の空家、 

空き店舗対策にも参考となり、検討していく余地があると感じた。 

 
 

 

 

北海道石狩市 
○石狩市の概要 

【人口】58,395人 【面積】722.42㎢ 【H30一般会計予算額】26,300,000千円 【議員数】21人    

  石狩市は、札幌市の北側に隣接し、東西に28.88キロメートル、南北に67.04キロメートルに広がっており、 

西側一帯は石狩湾に接している。昭和40年に入ってから、札幌市のベッドタウンとして宅地化が進み、石狩湾 

新港の建設と工業団地の造成で急速に発展した。近年は、石狩湾新港をベースにした国際的な文化・経済の拠 

点として、めざましい発展を遂げている。  

気候は北海道の中でも温暖で四季の変化に富み、台風の影響も極めて少ないのが特徴。  

 

■農業政策の取組と現状について 

○説明者 農政課職員 

 

(1) 農業の現状 

北海道での日本海側に位置している石狩市は、水稲、小麦、馬鈴薯、人参などの土地利用型作物とさやえん

どう、ミニトマト、ブロッコリーなどを生産している。特にさやえんどうは道内一の作付面積となっている 

平成２７年 農家戸数 ４３５戸 うち専業農家数 １８９戸 

      １戸当たりの経営面積   ２０ヘクタール 

      主な経営作物 水稲 １,３３９ヘクタール 

      小麦 １,４７６ヘクタール 

      馬鈴薯  １２０ヘクタール 



(2) 特色のある取組 

  漢方生薬生産体制確立支援事業 

   障がい者雇用など農・福連携と国内初の菌床による漢方生薬の原料「ブクリョウ」の室内栽培を可能とす

る生産設備施設等に補助。 

   ※事業費１１８,５８４千円の２分の１の補助を行った。 

 

(3) 主な質問事項 

①家族経営協定の内容と現状及び課題について 

   家族経営協定を結ぶことによって、家族みんなが経営に参画し、女性の地位向上、後継者の自立アップ、

法人経営の確立を支援する。 

②ＹＥＳ！ｃｌｅａｎ（北のクリーン農産物表示制度）の取組の現状について 

   有機ＪＡＳ、化学肥料、農薬を最小限に削減し、遺伝子組み換え技術を利用しない北海道独自の表示制度

で、栽培基準の登録が必要。 

 ③稲わら、もみ殻などの回収状況、堆肥化の現状と課題 

   堆肥化を進めている。 

 ④グリーンサポーターの登録状況と派遣方法について 

   雇用を必要とする生産者に対しての雇用、労働力の確保をするための制度で、平成２７年現在２８０名が

登録している。 

 

 (4) 主な所感等 

  石狩市では、平成２年に１,０５１戸あった農家が、平成２７年には４３５戸に減少しており、現在専業農家

戸数は１８９戸と頑張っている。本市においても年々農家戸数は減少しているため、家族経営協定やグリーン

サポーターの登録制度などこれからの本市の農業施策にも取り入れていけるのではないかと感じた。 

  

 

 

 

北海道岩見沢市 
○岩見沢市の概要 

【人口】82,308人 【面積】481.02㎢ 【H30一般会計予算額】49,700,000千円 【議員数】21人    

  岩見沢市は、北海道の中西部に位置し、札幌市まで約40キロメートルの距離に位置している。東は夕張山地 

を挟んで夕張市に西は石狩川を隔てて江別市、新篠津村及び月形町に、北は美唄市及び三笠市に、南は栗山町、 

長沼町及び南幌町に接する。西部には石狩川流域低地である平野が広がり、東部には夕張山地を形成する低山 

性の山々が連なっている。また、夕張山地を水源とする幾春別川、幌向川が大小の扇状地をつくりながら、西 

部を貫流する石狩川と合流している。国道では、ほぼ南北方向に国道12号が縦断し、同国道からは国道234 

号が分岐している。また、ＪＲ函館本線と同線から分岐する室蘭本線が走るなど、南空知の交通の要衝となっ 

ている。 

  また、水稲を中心とした農業を基幹産業とし、家族健康手帳や児童見守りシステムなどの新たなＩＣＴサー 

ビスを展開し、全国初の「健康経営都市宣言」のもと、市民の健康とまちの健康の両立を目指している。 

  気候は比較的寒暖の差が大きい。 

 



■地産地消について 

○説明者 農政部農務課職員 

 

(1) 取組の内容 

石狩川流域の東に位置し、広大な平坦地を有し、総面積４８１．０２㎢の４１.２％が農地となっている。 

 耕作地面積の８２．８％が水田であり、北海道一の米どころとして、水稲を中心とした農業が基幹産業、農家

戸数１,２６５戸、専業農家戸数が８３０戸と８０％が専業、１戸当たり経営面積は２０haである。 

 また、市営の精米所では年間６,０００ｔの精米をし、米の有利販売に貢献している。 

 生産額は米約７４億円、麦約１３億円、野菜約７３億円を有し、地産地消そして地商に取り組んでいる。 

 岩見沢市農産物消費拡大キャンペーンとして、札幌圏消費拡大事業、首都圏消費拡大事業（東京都板橋区ほか

都内、千葉県）、釧路市さかなまつりに出店、紋別グルメまつり等に参加している。 

 

(2)特色のある取組 

 地産地消協力店ガイドブックの消費者への浸透を図り、協力店のＰＲにより、地産地消を推進。 

 岩見沢特産物イメージキャラクター「いわみちゃん」を活用し、地場農産物の消費拡大及びＰＲ事業を展開し 

ている。このほか、地場農産加工機導入及びラベル等作成支援を行なっている。 

 

(3)主な質問事項 

 ①地産地消を推進する協議会の経緯について 

  既存の岩見沢市米消費拡大推進協議会を改変し、平成１８年８月に「岩見沢市農産物消費拡大推進協議会」

を設立した。 

 ②取組の現状と効果について 

  岩見沢市農産物消費拡大推進協議会の委員も１２名から２１名と大幅に増え、年間１６回の事業を行ってい 

 る。 

 ③「いわみざわ地産地消協力店プレート」の設置状況について 

  現在、いわみざわ地産地消協力店プレート設置店は市内３５店舗で、それぞれの店舗で地場産農産物を使っ

た特色あるメニューを提供している。 

 ④今後の課題について 

  人口減少による消費減対策が厳しい。 

 

(5) 主な所感等 

  本市においても地産地消に向けた取組は行っているが、地産地消協力店プレートの設置は、市内外からのお

客様に対してもＰＲになるとともに、産地が確認できることで安心して消費できるようになると思う。帰りに

直売所で商品を購入していただけるような流れが作れるとよいと感じた。 

 


