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農道 が で きるまで

Planning　and 　construction 　of　agricultural 　farm　roads
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　農道は ，

一
般公共道 （国道，県道 ， 市町村道等）と比較

し て ，利用 目的 は もと よ り計画 ・ 設計 ・事業制度に お い て

も異 な っ た特色 をもっ て作られ て い る 。 こ こ で は農道の 計

画 か ら完成後の 管理 に 至 る ま で ， そ の 特性を中心 に概略的

に 述 べ て み た い
。

1． 農道の概要

　我 が 国 で は ，古 くか ら 「農道」 とい う言葉が使わ れ て い

る 。 こ れ は，農耕地 に付属して 自然発生的 に生 まれ た農耕

用 の 耕作道的性格 の 道路を意味 し ， 林道 な ど と同 じ よ うに

特定 の 目的 を も っ た道路 の 呼称 で あ っ て ，

一
般道路 とは区

別 され る 。 こ の よ うな耕作道は，当然 なが ら農耕地 の ある

と こ ろ に は必 ず作 られ て きた し，い ま もな お存在す る。

　 しか しな が ら， 我 が 国経済 の 発展 に 伴 い 農業 お よ び農村

の 近代化が進む に つ れ て，こ の よ うな耕作的性格 の 農道だ

け で は 実情に 対応す る こ と が不可能 に な っ て き て い る 。 今

H ， 道路 の 役割 は ， 産業 の 開発 と発展 を担 う もの で あ る と

洞 時に ，
モ ータ リゼ ー

シ ョ ン の 影響 を受け，社会生活 の 上 で

も重 要 な 役割を担 っ て い る 。農道 に お い て も，農業機械の

導入 に よ る生産性 の 向上 ， 農業近代化施設 の 整備に伴 う農

産物流通圏 の 拡大，輸送量 の 増大 ， 農業生産 の 近代化，流

通 の 合理化 に 資す る と共 に ， 都市 に比 べ て 立 ち遅れ て い る

生活環境の 改善を図る た め ， そ の 整備 が 強 く望 まれて い る 。

　 1．1 農道 の 分類

　農道 は ， 農業 上 の 機能 の み な らず地域社会 の 開発 ， 農村

の 生活環境の 改善 ， ひ い て は 農業後継者 の 育成等多面的な

要素 を も っ て い る が ， 主 と し て 農業上 の 機能，役割か ら分

類す る と次の よ うに 区分 で きる。

　（1） 基幹的農道

　農業生産活動 農産物流通等 の 農業用 の 利用 を 主体と し，

併せ て 農村の 社会生活活動 に も利用 され る農道 で あ る 。 例

えば，数集落な い し数箇市町村 に また が る農業地域内を連

絡する農道で あ る。具体的に は ， 農業用資材 の倉庫へ の 搬

入 ， 農産物 の 処 理 。加工 ・貯蔵 ・流通施設 へ の 集荷，あ る

い は それ らの 施設か ら市場，消費地 へ の 輸送に利用 され る。

　（2） ほ 揚内農道

　ほ 場 へ の 通作 ， 営農資材の 搬入，ほ 場 か らの 農産物搬出

等 の 農業生 産 活動 に主 に利用 され る 農道 で あ り，次 の よ う
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図一1 農道 の 分類

に 細分 され る 。

　  　幹線農道　　集落と ほ揚 ， ほ 場相互間 ，

一
般道路 と

基幹的農道 と ほ 場， ほ 場 と生産 ・加工 ・流通施設等をそ れ

ぞ れ結ぶ 主 要 な農道。

　  　支線農道　　幹線農道 か ら分岐 し ， ほ 区，耕区に 連

絡す る 農道 で ほ 場作業 の た め の 往来，肥料，農業等 の 営農

資材 の 搬入 お よび 収穫物 の 搬出 に用 い られ る。

　  　耕作道　　収穫お よ び防除作業等 に利用す る ため耕

区の 境界部ま た は耕区内に 設 け られ る 農道。

　1．2 農道 の 峯業制度

　農道の 整備を事業内容 に 含む事業制度 は数多 く設 け られ

て い る が，整備す る 当該農道の 目的，関連農業基盤 の 整備

状況 を勘案 し，各事業の 性格 ， 採択要件等を 十分検討し，

最も適切 な事業を選択する 。

　現在，行 われ て い る事業制度 は 次 の とお りで ある 。

　（1） 農道を単独 で整備す るた め の 事業制度

　　 O 広域営艘団地 農道整備事業

　　 Q 一
般農道 整 備事業

　　 ○ 団体営農道整備事業

　　○ 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業

　　 Q 開拓地 整 備事業

　  　農道を
一

体 と して 整備 で きる 農業基盤整備事業

　　O ほ 揚整備事業

　　Q 土地改 良総合整備事業

　　Q 畑地帯総合土地改良事業

　　 Q 農用 地 開発事業

　　 ○ 干拓事業

　　O 農地保全整備事業

　　 ○ 農村総合整備 モ デ ル 事業

　　G 農業基盤総合整備事業
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　 こ の ほ か に 非公 共 の 事業制度 と し て 農業構造改善事業等

が あ る。

　   　事業制度 の 特色

　 農道整備事業は ， 都道府県 ， 市町村，土 地改良区等 が 事

業主体と な り土地改良法 に 基づ く事業 として 行 わ れ る の で

一
般公 共道 とは 異 な っ た特色 を もっ て い る。い くつ か を 述

べ る と次 の とお りで あ る 。

　   申請事業で あ る こ と。

　   　受益者が限定 され 受益 者負担 を伴 うこ と。

　   　事業実施 に 当た っ て，3条資格者 （土地改良法第三

　　条に定め る土 地改良事業 に 参加す る資格の あ る もの ）

　　 の 2／3以 上 の 同意 が 必要 で あ る こ と。

　   　
一

定面積以上 の 受益面積を有 す る こ と （広 域農道

　　 1　OOO　ha以上，農免農道 50　ha 以上等）。

　   　農道事業 に 係る す べ て の 費用 は ， 事業実施 に よ り発

　　 生す る効用 で す べ て を ま か な うこ と 。

　 1．3 農道整備 の 現状

　長 い 歴史 の 中か ら自然発生的に作 りあげ られて きた我が

国 の 農道 は ， 農村にお ける土地保有 の 零細性 と分散性 か ら

幅員 は きわ め て 狭く，耕地 の 単位面積当 た りの 道路延 長 は

きわ め て長い 特徴 をも っ て い る。農道 の 総延 長は 60万km

と も言 わ れて い る。

　農村に お け る道路 に は ， ほ 場 に お け る 生産部門 に 機能す

る もの の ほ か に ， 生産物 の 流通あ る い は農村生活 の 用に供

され る もの が あ る。こ れ らは ，集落相互 ，集落 か ら農業施

設，あ る い は 市揚 な ど の 公共施 設 （経済拠点）に 連絡す る

道路 で あ る 。

　 こ れ ら の 道路 は，一
般 に 市町村道 の 一

部 ， あ る い は 農道

が お 互 い に 重複 し な が らそ の 機能を果 た し て い る の が現状

で あ り， 市町村道 と農道 を明確に 区 分 で き る もの で は ない 。

道路法 に 基 づ い て 認 定 され た もの が 市 町 村道 で あ り，利用

目的 か ら み て 農業利用 の ウエ イ トが 高 い もの が 農道 で あ る。

した が っ て，市町村道 で あ っ て も利用 目的 か らみ れば農道

で あ る事例 も多 くあ る の が 実態 で あ る。

　市町村が管理 して い る 農道 の 総延長 は約 20万 km あ る が ，

整備率は 33％，舗装率 は 15％ と低 い 水準に あ る。し か も

幅員4．Om 未満の 道路が約80％ を 占 めて い る。

　農道は ， そ の 農業上 の 利用 目的の ほ か に，農村 の 生活環

壌を整備す る 二 次的効果 も併せ もっ て お り，都市部 に 比較

して 立 ち 遅れ て い る農村地域 の 振興 を図 る た め に も農道を

積 極的 に整備す る 必要 が ある。

　 1．4　農道整備 の 役割

　我 が国 の 農業お よ び農村は ， 兼業化の 進行 ， 住民意識 の

多様化等大きな変化 を遂げた。こ の よ うな状況 の 下 で 農業，

農村 の 健全 な発 展 を 図 っ て い くた め に は ， 農業 生 産基盤 の

整備を推進す る と共 に ， 中核農家 へ の 農用地 の 利用集積に

よ る規模拡大等 ， 農用地 の 効率的 か っ 総合的な利用 を促進

す る必 要 が あ る 。 ま た ， こ の よ うな 施策を進 め る に 当た っ
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表一1 市 町 村 が管理 す る農道の 整備状 況

幅 員 別 内 訳

4・・m 以上1… − L8rn1　 1．8m 糒 言＋

左 　 の 　 内　 訳

整備副 舗装済

延長（m ）147・64 巨243961 ・・6・・1・・… 1［ 674 ・51 ・・5・6

割合（％ ） … 11 ・… 16・・ 1・・… 133．・ 　 15，4

注）昭和58年3 月31日現在 の 農逝台帳 に よる。

表
一2 全国道路 の 舗装 率

管 理 主 体 別 　 　 延 　 　長 舗 装 延 長 　　 舗 装 率

一　般　国　道

都 道 府 県 道

市　 町　村　道

40131943

（注） 国県市町村道 は建設 省道路局 「道 路統計年報」 （1982 ）に よ る。

道路改良率

ごみ 収集率

道路舗装率

下水道普及率

　 　 　 　 　
1
〈説明〉

　　　　　 農村と都市どの 生活環舜の 整備

樋 鏡 塑瀕嶷欝
で

籍
　 　 　 　 村道の舗装率で約65％、し尿処

　 　 　 　 埋率で約78％、公共下水道普及
　 　 　 　 率で約 6％とな っ ており、極め．
　 　 　 　 て立ち遅れてい る。

　　　　 資料：胄治省「公共施設状況調」

水道普及率　　　　（58年3月現在）
　 　 　 　 （注） 中都市 ：人口10万人以上

齢 ％）　
〔
騨

定醗 除く）の

図一2 都市 に比 べ て 立 ち遅 れ て い る 農付の 生 活環魔

て は，地域 に お け る安定的な就業機 会 の 確保や都市に比 べ
．

な お 立 ち遅 れ て い る農村 の 生活環境 の 整備を図 る等，混住

化社会 に即応 し た定住の 揚 と し て の 農村整備 を 図 る必 要 が

あ る 。 こ の よ うな条件を満 た す
一

翼 を担 っ て い る の が農道

で あ る 。 し た が っ て ， 今後共農道 の 整備を積極的 に 推進 し，．

農村の 環境整備 に 貢献す る こ と が重 要 で あ る 。

　農道整備 の 効果 は ， 複雑 か つ 広範 囲に 及ぶ もの で あ b ，

そ の 主 な もの を掲 げる と次 の とお りで あ る。

　  　大型機械 の ほ 場 へ の 進 入 が可 能 と な り，農業の 機械

　　化お よ び労働生産性 の 向上 を図る こ と がで き る 、

　  　農産物，営農資材，機械等の 輸送時間 お よび輸送距

　　離 の 短縮並 び に輸送 手 段 の 効率化 が 可能 とな り，輸送

　　 コ ス トの 軽減と輸送量 の 増大等流通 の 合理化を図る こ

　　 とが で きる。

　  　農産物 の 輸送 中の 荷傷み を減少 さ せ る と共 に ， 農道

　　沿 い の 農作物等 の 砂塵被害を軽減 し，さ らに維持管理

　　費の 軽減を図 る こ とが で き る 。

　  　農作物流通 の 合理 化 を図 る こ と に よ っ て ，市揚性の

　　高い 農作物 の 栽培 が 可能とな り，低利用地 の 活用等土

　　地 利用 の 高度化 と土 地 生 産性 の 向 上 を図 る こ と が で き ，．

　　農作物 の 選択的拡大 が促進 され，そ の 結果 と して ， 農

　　業生産 の 再編 に資す る こ と が で きる。

　  　農用地 開発事業等 の 農業基盤整備事業が誘発 され ，

　　経営規模 の 拡大 ， 農業構造 の 改善等，農業 に対す る意

土 と基 礎，33− 1 （324）
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　欲 の 向上および農業投資 の 助長を促す こ と がで き る 。

  農業団地 をお の お の
一

体 と し て 整備す る た め，農業

　組織 の 強化や合併，施設 の 整 理 統合 に よ り， 生 産 か ら

　集出荷 ， 販売まで の
一

元化 が 図 られ ， 農産物流通 の 規

　格化，大量 化等，生産地 の 形成 と市場 の 拡大を可能 と

　 し ， 生産組織の 拡大強化 と広域農業圏 の 形成を図 る こ

　 とがで き る 。

  　集落間 あ る い は 中核都市 を有機的 に 結 ぶ こ とに よ り，

　農村地域 の 社会活動 を活発 にす る誘因 と な り， 地域 に

　活力 と明 る さを与 え農村 の 過疎化を防止 す る こ とが で

　 き る。

　　 こ の よ うに，地域農業および地域経済 ， 交通条件並

　び に生活環境 に 対 して 与 え る 社会的，経済的影響 は は

　 か り し れ な い もの が あ る
。

　　 い う まで もな く，農村は生産空間 で あ る ばか りで な

　 く，住民 の 生活空間で もあ る 。 また，国土保全空問，

　 レ ク リエ
ー

シ ョ ン や人間性回復 の 場 と し て の 多面的な

　機能を有 して い る 。 した が っ て ， 農村にお け る混住化

　や都市 と の 関係 の 強ま り，生活様式 の 均質化等，今後

　 も進展す る と考え られ る情勢の 変化 を見きわ めつ つ ，

　 ゆ と りあ る 定住社会 の 実現 の た め に も，農道 の 果たす

　役割は 大 き い も の が あ る 。

2． 調査 およ び計 画

　農道整備 の 調 査 計画 に 当た っ て は ， 農業 の 振興 を図 る べ

き地域 に お け る

　   　気象 ・水文 ・地形 ・地質等 の 自然条件

　   　 人 口
・産業 ・土地利用等 の 社会経済条件

　  　道路状況お よび交通状況

等 の 事項に つ い て 調査 し ， こ れ らの 実態と当該地域 に お け

る 各種 の 振興計画 を検討 の 上 ， 将来 の 生 産 ・生 活環境等 に

つ い て 総合的な整備 目標 を設定 し ， こ れ に 即 し た 農道網 の

整備水準 を定 め，こ れ を達成 す る ため の 条件，問題 点 につ

い て 総合的検討を行 い
， そ の 解決の 方策を定め て い くこ と

に な る 。

　 た だ し ， こ の 場合 ， 単 に農道 の 整 備事業 の み に よ っ て 当

該地域 の 整備 日標 が達成 され る もの で は な く， そ の 他 の 土

地改良事業をは じ め と した 各種事業 の 対応 に よ っ て 達成 で

き る もの で あ る か ら ， 広 い 視野 に立 ち，ほ か の 計画 と整合

の とれ た 計画 とす る必 要 が あ る 。

　ま た ， 将来予測 に 当た っ て は，計画樹立 地域内外 に おけ

る計画中， あ る い は計画済み の 地城振興整備計画と十分調

和 の とれ た もの で な け れ ばな ら な い 。

　 2．1 調　査

　調査 は，計画 の 内容お よび地域 の 特性 に 応 じ て 必要 とな

る調査事項を明確に し，計画 の 途上 で 生 じて くる諸事態に

適切 に 対 応 で き る よ う計画 との 連係 を保 ち つ つ ，合 理 的 か

っ 効率的に 進 め な け れ ば な ら な い
。 調査 の 手順と して は ，
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図一3　調査 の 手 順

まず ， 概査 に よ っ て 地域 の お お ま か な現況把握お よび将来

予測を行 い ，こ の 結果 に基 づ き農道整備 の 必 要性 を判断す

る と と もに ，県 ・市町村等 の 開発計画 ， 関連事業 な ど地 域

の 将来 の 開発方向 に即 した 農道の 基本的 な構想を立 て る 。

概査 で 必 要 性 が明 らか に な れ ば，こ れ に基 づ き調査計画 を

作成 し精 査 を 実 施 す る。

　2．2　計　画

　〔1） 計画 の 樹立

　農道 の 整備計画 は ，農村地域 に お ける 道路網 の 整備を主

要 テー
マ とす る

一
種 の 地域計画 で あ り，総合的な農村計画

の
一環 と して 考え るべ き も の で あ る。した が っ て ， 計画 の

樹立 に 当た っ て は ， 地域 の 将来予測 を適切 に行 い 地域 に お

け る 当該整備計画 の 果 た す役割お よび位置 づ けを明 らか に

し ， 整備目標を設定す る こ と が必要 で あ る a

　計画樹立 に 当た っ て の 留意点 は次の と お りで あ る 。

　  　生産団地内 の 農耕か ら集出荷 ま で の 諸作業が ， 生産

　　 → 加 工一→ 流通 と系統 づ け られ ，

一
貫 した流れ作業が 可

　　能とな る よ う，基幹道路か ら末端 の 支線 ・
耕作道に 至

　　る ま で の 農道網 を適切 に配列 し，農作業の 機械化 ， 農

　　産物輸送 の 大量化， 規格化が図れ る よ う計画す る 。

　  農道は ， そ の 利用形態か らみて農産物運搬車両 ， 農

　　業機械 の ほ か
一

般車両 の 走行に利用 され，高速車両 と

　　低速車両 の 混合交通 と なる と同時 に ， 農業生産活動 の

　　揚と して農産物お よ び農業用資材 の 積卸 し揚所，農作

　　 業 中 の 機械 の 旋 回 場所等 と し て 多面的 に 利用 され る の

　　で ， こ れ ら の 特殊性を十分考慮す る。
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図一4 計画樹立 の 手順

　  農道は ，

一般道 と同様 に農村 の 生活 の た め の 基盤 と

　　 して も重要な役割を果た し て お り， 車の 交通空間 と し

　　 て ばか りで な く， 住民の 生活空間 の
一

部 と して も利用

　　 され て い る こ と に配慮 し， 利用者 の 安全性 と快適性 を

　　加味する こ とが大切で あ る 。

　  　農道 の 整備は ， それ だ けで 自己完結す る もの で は な

　　 く，ほ揚 の 整備な ど が並行 し て 進 め られ る こ とが重 要

　　で あ る。 した が っ て ， 農道整備 の 実施 に際して は ， そ

　　 の 目標 を達成す る た め の 手段 を計画 樹立 の 段階に お い

　　 て 明 らか に し，こ れ と関連 づ け て計画 を立 て る こ と が

　　大切 で ある。

　計画樹立 の 手順 を示すと図一 4 の とお りで あ る。

　（2） 路線配置計 画

　農道 の 路線配置は ， 受益区域 の 自然的条件，規模形状お

よ び既存 の 道路 の 配置， 構造，交通状況，利用可能度， 密

度並 び に 農業用施設 の 配置等に つ い て総合的に検討 し ， 生

産資材 ， 農産物等の 運搬流通体系か ら当該計画農道 の 必要

性，妥当性，利用 形 態 を 明確 に した 上 で 最も効率的 な配置

を行 うもの とす る 。 路線 の 配置計画 に 当た っ て留意すべ き

点は次の とお りで あ る。

　  利用度 が最大 で ある こ と。

　  　事業費 が適切 で ある こ と。

　  道路密度 が 適切 で あ る こ と。

　  　既設道路 の バ イ パ ス 的性格 を有す る路線配置は避け

　　 る こ と。

　  適切な道路網計画 で あ る こ と 。

　  　安全 な 道路配 置 で あ る こ と。

　  　都市計画 の 市街化区域 ま た は用途区域 に含 まれ ， あ

　　る い は転用が予想され る 地域を受益 とす る 路線 は選 定
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　　 しな い こ と。

　  維持管理 が 容易 で あ る こ と 。

　  　計画交通量

　農道の 計画交通量 は農業交通 量 と一
般交通量 の 合計で 表

され道路幅員の 決定に 用 い られ る 。

　  計画農業交通量

　農業交通量は農業関係輸送量が最も多い月で ， かつ 最も

交通量が多い と想定 され る 交通区間 に っ い て 農産物 の 輸送

に 係 る もの と，農家 とほ場 との 問 の 通作 に係 る もの に分け

て算定す る。

　  　一
般交通量

　
一

般交通量 の 推計は ， 計画農業交通量 を算定 した ピーク

区間および ピー
ク月 で の 交通量調査 に基 づ い て 10年後 の 日

交通量を推計 した もの で あ る 。

　  舗装厚の 設計に用 い る 計画交通量

、舗装厚の 設計に用 い る計画交通量 は， 5年後 の 大型車の

1 日当た り推定通過台数 と し 次 の よ うに求め る。

馨魏糖 押一諜 用大
鶚轡

甦 数
・ 車線数

一
般車 の 5年後 の 大型計画台数（台／ 目）

一
現況大型鞘 数 ＋

咢
年後 の 大型車蠻 ・ 車線数

3． 設 　計

　農道は
一

般 の 道路 に 比 べ ，農業生 産 活動 の 促進 ， 通 行場

所 と作業揚所 と の 両 面機能， トラ ッ ク な ど の 高速車 と トラ

ク ター
，

コ ン バ イ ン 等の 低速車の 混合交通 な ど種 々 の 特性

をもっ て い る 。し た が っ て ， こ れ らの 特性 を生 か し地城 に

適合す る と共 に
， 経済的な設計 が 必要 で ある。

　 3．1 設計速度

　設計速度 は ， 農道を安全 に走行 し得 る 標準的な速度で，

決定に 当た っ て は 農道機能 の 特殊性を踏ま え，全線を安全

に走行 で きる よ う考慮す る 。

　 3．2　幅　員

　幅員 の 構成 と して は ， 車道幅員 （有効嫗員），路肩幅員，

歩道，駐車帯な ど か ら構成 され る。

　（1） 車道幅員

　車道 は，  車両 の 走行用の 車線，   農作業上 の 必要 に 応

じて 設 け られ る駐 車帯，  1車線農道 の 待避i所等 か ら構成

され そ の 決定に当た っ て は ， 計画交通量 に よ る 方法 と計画

交通機種 に よ る方法が あ る 。

　　　　　表
一3 車道幅員 と設計速度 の 組合 せ 標準

＊： 道 幅 員 陬 計澱 （一般 ＞ 1設計巌 （ 

6．5m6
．05
．55

．0陶2．0

50kmfh50

，40

　 4040

，30，20

40km ／h3020

（注 ） 特例 とは ，地形 の 状況そ の 他の 特別の 理 由に よ りやむ を得 ない 揚 合

　 をい う。

土 と基 礎，33− 1 （324）
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　　　　　　図
一6　一

般的 な舗装構成

表
一4 交通量 区 分

交 通駆 分 障 嫡 量 （台／ β） ト煙 較 通量（台／副 表騨 （c・n ）

1 5DO未 満 15未満 4

矼 〃 15− 100未満 5

皿 500 〜1500未満 〃 5

w 1500 〜4000 〃 100卍250未満 5

　   　路　肩

　農道に お け る路肩幅員の 機能と して は ， 車道の 保護，故

障車 の 待避揚所 の ほ か 農作業車の 駐停車，資機材， 生産物

の 積卸し ， 除雪場所等が ある。

　 3．3 舗　装

　
一

般公 共道 の 舗装目的 は，路 面 を平滑 に し て 自動車 の 走

行性をよ くす る こ と に あ る が ， 農道 の 舗装 は単 に 走行性 の

改善 だ け で な く， 路面 の 粗悪 に よ る 農産物 の 集出荷運搬中

の 果樹，野菜等農産物 の 荷傷 み 防止 を図 り，商品価値を高

め る と共 に自動車 の 通行 に 伴う砂 じ ん ，飛散砂利 に よ る 沿

道農地 の 露地栽培 の 作物や果樹等 に 直接付着 して 生育を阻

害 し た り品質低下 等 の 原 因 を 除去す る た め 舗装 が 必要 で あ

る。

　農道 に おけ る舗装 の 構成 と交通量区分 は 図
一 6，表

一 4

に 示 す と お りで あ る 。

4． 施　工

　農道 の 事業実施 に 当た っ て は，適切な施工計画を立 て て

行 うこ と が大切で あ る 。 施工 計画 は地域の 自然的条件お よ

び 社会的要素 を検討 し，特 に営農お よ び集出荷な ど に支障

の な い よ う配慮し な け れ ば な ら な い
。

　施工計画は工程計画，資材計画 ， 機械計画 ， 労務計画

（安全計画 ） に 大別 され る 。

　計画 を 立て る に 当た っ て は次の 点を十分調整 して お く必

要が あ る 。

　  　地 元関係者 （受益者，一般住民） へ の 説明 ，意見 聴
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　取を行い 事業 （工事）に対する理解 と協力糞得 る 。

  　関係機関 （交通管理，文化財，保安林，河川，道路

　環境な ど の 各担当部局）と の 協議を進め ， 早期処理 を

　図 る 。

  　地上 お よ び 地下物件 の 確認 と処置に係る 手続き をす

　み や か に 行 い
。 これ ら の 調整 ・協議 に 要す る 期間 も十

　分に配慮 しな け れ ばな ら ない 。

5． 農道 の管理 に つ い て

　農道 の 管理 は，農道 の 目的 お よび種類 に 沿 っ て ，そ の 機

能 が 十分発揮され る よ うに 管理者の 義務 と権利を明確 に す

る と共に ， 管理体制を確立 し適正に行 うこ とが必要 で あ る。

　農道管理 の 基 本 は ， ま ず受益 農家が農道 を 自分達 の 財産

と して 愛情をも っ て 管理 す る思想が必要で あ る 。

　5．1 農道の管理体制

　農道整備 は，そ の 目的 か ら将来 と も農業 と し て 利用す る

こ とが法的 に 定 め られた地域 （農業振興地域） に対 し て投

資 され る事業で あ り，農家 の 意向が 十分反映 され る管理 が

必要で あ る と こ ろ か ら ， 市町村管理 の 農道 と して 管理され

る の が望 ま しい
。 ま た ， 管理者は農道を利用す る者 （特に

一般利用車）に対 し て ， 農道で あ る こ とを認識して も ら う

よ う案内標識を設置す る など農道 の P ・R に努 め る こ とが必

要で あ る 。

　5．2　農道 の 維持 管理

　農道は適切 な 維持管理 なく して は そ の 機能 を維持 し ， 効

果 を発揮す る こ とは で きな い 。適切 な管理 は 道路 の 効果を

高 め る と共 に，交通事故や 災害を未然に防止 し，農道 の 耐

用年数を伸ばす こ とに な り， 全体と して維持管理費の 軽減

に っ な が る もの で あ る 。

　5．3　農 道 の 交通 管理

　各種 の 交通規制 は 大部分が都道府県公安委員会 の 所掌に

なる の で，農道管理者は 受益農家 と よ く打合 せ の 上，農道

が 整備 目的 に 沿 っ て 安全 で 円滑に
，

か つ 農業上 ま た は農村

生活 の 利用 を最優先す る よ う公安委員会 と協議す る 必要が

あ る 。

　主な規制方法並び に 安全施設 の 設置等 は次 の こ とが考え

られ る が，実施 に当 た っ て は 地域 の 実情 に応 じて 方法を検

討す る 。

　  重量 制限 （設計荷重 の 範囲内の 重量制限）

　  　速度制限 （高低速混合 ， 通行の 危険回避の た め の 舗

　　限）

　  　農業利用車両 の駐停車 （期間， 場所）

　  　一般交通 の 規制

　   　安全施設等 の 設置 （場所 ， 形式）

　　　　　　　　　　　　　　　　 （原稿受理　　1984．10．3）
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