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３．施策の実施状況
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３．施策の実施状況

３－３ 雪冷熱エネルギーの活用促進

①雪冷熱エネルギー利用施設のタイプと特性等

• 雪冷熱エネルギー利用施設は、

主にモノを冷やす「雪冷蔵（雪室）」と、空気を冷やす「雪冷房」の２タイプに大別。

雪冷蔵（雪室） 雪冷房

特徴 ・モノを冷やすことで価値を生み出す ・空気を冷やすことで価値を生み出す

主な用途 ・農産物等の貯蔵等 ・農産物等の貯蔵等
・建物の冷房

代表的な
構造

＜自然対流方式＞ ＜全空気循環方式＞

※他に「冷水循環方式」もある。

主な効果 ・省エネルギー効果（石油代替性） ・CO2排出抑制効果 ・消臭効果
・除湿、除塵効果 ・作物等の鮮度保持・糖度増加 等

課題 ・物語性のある商品開発と販売先の確保 等 ・導入コストの低減
・住宅、産業分野での普及 等

（備考）「雪冷熱利用ガイドNiigata」“雪ルネッサンス新潟”事業コンソーシアム、「雪の恵み～新たな資源として活かすには～（平成25年9月）」新潟県より加工 51



３．施策の実施状況

３－３ 雪冷熱エネルギーの活用促進
②施設整備等への支援 (1)

• 資源エネルギー庁では、民間事業者が実施する雪氷熱を利用した設備導入を支援。

• 豪雪地帯においては、平成28年度から平成29年度にかけて４件の補助を行っている。

◆目的 地域における再生可能エネルギー熱利用の拡大を図る

ことによって、内外の経済的社会的環境に応じた安定的
かつ適切なエネルギー需給構造の構築を図ることを目
的として、民間事業者が行う再生可能エネルギー熱利用
設備の導入に要する経費の一部を補助

◆補助対象 再生可能エネルギー熱利用設備の導入であって、要件
を満たす事業に対し、設備導入事業費の一部を補助

【設備の種類】 （熱利用設備） 太陽熱利用、温度差エネルギー利用、

雪氷熱利用、地中熱利用、バイオマス熱利用、バイオ
マス燃料製造

◆補助対象者・補助率

※民間事業者による再生可能エネルギー熱利用設備導入（1/3以内）

※民間事業者が地方自治体から指定・認定等を受けて実施する先導
的な事業（2/3以内）

＜事業概要＞

国

補助

民間団体等 設置者

補助（1/3・2/3）※

バイオマス
熱利用

太陽光発電 雪氷熱利用

＜事業イメージ＞

【再生可能エネルギー熱事業者支援事業の概要】 （資源エネルギー庁）

＜平成28～29年度採択一覧（雪氷熱利用）＞

採択
年度

完了
年度

事業者名 設置場所 事業概要

H28 H29
株式会社
データドック

新潟県
長岡市

事業所内の雪を積みあげた雪山を熱
源とした空調システムを設置し、デー
ターセンターの冷房に利用する。

H28 H28
青木酒造
株式会社

新潟県
南魚沼市

雪室に貯蔵した雪を熱源とした空調シ
ステムを設定し、低温貯蔵庫の空調に
利用する。

H29 H29
株式会社
ノラワークス
ジャパン

北海道
音更町

栽培ハウスに雪氷熱・地中熱利用によ
る温度管理システム（土壌加温/冷却、
空調）を導入する。

H29 H29
株式会社ア
オスフィール
ド

新潟県
湯沢町

省エネデータセンターへの雪氷熱・温
度差エネルギー利用による空調システ
ムを導入する。

地中熱利用

※平成28年度は「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」として実施

Ｈ29年度
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３．施策の実施状況

３－３ 雪冷熱エネルギーの活用促進

②施設整備等への支援 (2)

• 農林水産省では、雪冷熱エネルギー利用施設等の整備を支援。

• 豪雪地帯においては、雪室貯蔵庫、貯雪槽、栽培施設などが建設されている。

【 「農山漁村振興交付金（農山漁村活性化整備対策）」「強い農業づくり交付金」
「食料産業・６次産業化交付金（加工・直売施設整備）」 の概要】

（農林水産省）

◆目的：農山漁村活性化法に基づき市町村等が作成する定住・交流促進のための

活性化計画の実現に必要な 施設整備を中心とした総合的な取組を支援。

◆事業実施主体：都道府県、市町村、農林漁業者の組織する団体 等

◆目的：国内農畜産物の安定供給のため、生産から流通までの強い農業づくりに

必要な産地基幹施設の整備等を支援。

◆事業実施主体：都道府県、市町村、農業者の組織する団体、事業協同組合等

◆目的：六次産業化・地産地消法又は農商工等連携促進法の認定を受けた農林漁業者等

が、 ２次・３次事業者とネットワークを構築し、制度資金等の融資を活用して６次産業

化に取り組む場合に必要となる、加工・販売施設等の整備を支援。

◆事業実施主体：民間団体 等

食料産業・６次産業化交付金（加工・直売施設整備）

農山漁村振興交付金 （農山漁村活性化整備対策）

強い農業づくり交付金

＜整備事例＞

雪室貯雪庫 貯雪槽

栽培施設
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３．施策の実施状況

３－３ 雪冷熱エネルギーの活用促進

③自治体における施設整備等への支援事例

【中小企業者等向け 札幌エネルギーecoプロジェクト】
（北海道札幌市）

【山形県再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金】
（山形県）

・山形県では、資源エネルギー庁の再生可能エネルギー熱事業者支援
事業の交付を受けて熱利用設備を導入する事業者に対して、上乗せ
補助を実施している。

【補助対象設備】
・太陽熱利用、温度差エネルギー利用、雪氷熱利用、地中熱利用、バイ

オマス熱利用、バイオマス燃料製造
【補助対象経費】
・設計費、設備費、工事費（国と同様）

【補助率・額】
・1/6以内・上限額500万円（左記とは別に、1/3以内・上限額１億円で国

の補助が受けられる）

・平成28年度から、新エネルギー機器や省エネルギー機器を導入す

る中小企業者等を対象として、機器導入費用の一部を補助する事
業を実施している。

【対象となる新エネルギー・省
エネルギー】

・太陽光発電、太陽熱利用シ
ステム、木質バイオマススト
ーブ、木質バイオマスボイラ
ー、雪氷冷熱利用システム
等

【雪冷熱利用システムの対象
機器の要件】

・雪氷冷熱エネルギーを冷房
・保冷に利用するシステム。

・直接熱交換冷風循環方式
又は熱交換冷水循環方式
の機器

【補助内容】
・50万円以上の機器購入に対

して、10％（最大150万円）を
補助する。

【新潟県農林水産業総合振興事業
（再生可能エネルギー利活用促進）】 （新潟県）

・新潟県では、地域に散在する再生可能エネルギーを活用する農林水
産業関連施設等の導入を支援している。

【補助対象】

・太陽光、雪、バイオマス資源等、再生可能エネルギーを活用した農林
水産業生産等のために必要な施設・リース用機械の整備

【補助対象者＝事業主体】

・市町村、農林漁業者等の組織する団体（協同組合等）、第３セクター、
中山間地域担い手団体、民間リース会社 等

【補助対象経費・補助率】
・施設整備（補助）：300万～5,000万円の事業費のうち4.5/10以内（一

般地域）、100万～5,000万円の事業費のうち5/10以内 （中山間地域）
・機械設備（リース）：100万～3000万円の事業費のうち3/10以内（一般

地域）、1/3以内（中山間地域）

Ｈ29
年度～
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加工品等

の貯蔵, 

118 箇所, 
66%

建物冷

房, 52 箇

所, 29%

その他, 8 

箇所, 5%

３．施策の実施状況

３－３ 雪冷熱エネルギーの活用促進

④雪冷熱エネルギー利用施設の普及状況・ブランド化等への取組状況

• 雪冷熱エネルギー利用施設は、豪雪地帯で178施設にのぼり、

施設の用途は「農産物・加工品等の貯蔵」が118施設（66％）、「建物冷房」が52施設（29％）。

• 平成29年度は、9施設（「農産物・加工品等の貯蔵」8施設、「建物冷房」が1施設）が整備された。

• 農産物等の出荷調整やブランド化等の取組は、貯蔵施設が設置されている市町村単位で見てみる

と、豪雪地帯の48市町村（前年度比＋１）、特別豪雪地帯の36市町村（前年度比＋１）で実施。

【雪冷熱エネルギー利用施設の供用件数（推移）】

【雪冷熱エネルギー利用施設を活用した農産物・農産物加工品の
出荷調整・ブランド化等の実施状況】（市町村単位）

55

（備考） 1 国土交通省「豪雪地帯基礎調査」（平成29年度末時点・速報値）。
2 実施状況の集計母数は、 農産物等を貯蔵する雪冷熱利用施設（118施設）が

設置されている市町村（豪雪地帯62市町村、特別豪雪地帯47市町村）。

※「その他」には、
雪室実証施設等
が含まれる

【雪冷熱エネルギー利用施設の用途】

77%

（48市町村）

77%

（36市町村）

23%

23%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

豪雪地帯

(n=62)

うち特別豪雪地帯

(n=47)

実施している 実施していない



３．施策の実施状況

３－３ 雪冷熱エネルギーの活用促進

⑤自治体等における取組事例

【農水省の交付金を活用した施設整備】
（新潟県十日町市）

・JA十日町は農林水産省の「産地パワーアップ事業交付金」を活用して
、利雪型低温倉庫・精米施設を平成29年９月に建設し、平成30年３月
から共用開始。

【事業費】
・約11億５千万円（うち約４億6,000万円は産地パワーアップ事業交付金
を活用）

【規模】
・延床面積：約3,200㎡、貯雪量：約930ｔ、製品貯蔵量：約7,800表（利雪
型低温倉庫のみ）

【ブランド化の取組】
・施設開設に合わせ、十日町産コシヒカリの精米トップブランド「米屋五
郎兵衛」を立ち上げた。

・利雪型低温倉庫で貯蔵した米は収穫した翌年も品質の低下を抑え、新
米と変わらない味を維持できる。

Ｈ29
年度～
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【雪室で貯蔵した日本酒のブランド化】
（長野県飯山市）

・長野県飯山市では平成29年度から雪エネルギー検討会議を立ち上
げ、「雪の利活用」について検討を開始。

・平成30年１月には、（公財）雪だるま財団の講師を招き、関係者や市
民向けの講演会を開催。

・平成30年３月には「ＪＡながの種菌センター」の倉庫に約560トン（約
800㎥）の雪を運び入れて雪室をつくり、４月からそばや日本酒、味
噌などを搬入し、貯蔵実験を開始。

・９月には貯蔵した日本酒の試飲会やそばの試食会を実施し、味の変
化等を検証。

・今後は雪室で貯蔵した日本酒のブランド化を目指している。

Ｈ29
年度～

（備考）飯山市プレスリリース

民間主導によるデータセンター新設
（新潟県長岡市）

・データドック社は、資源エネルギー庁の「再生可能エネルギー事業者
支援事業費補助金」を活用し、平成28年度に新潟県長岡市で施設整
備を開始。平成29年12月に竣工し、平成30年１月よりサービス提供
を開始。

・施設の特徴は、外気と雪氷によ
るハイブリッド冷房技術を採用
し、機械冷房の使用時間を削減
すること。

・さらに、電子機器から出る廃熱
を水耕栽培と水産養殖に活用し
、コスト高が課題となっている植
物工場の採算性を改善し、地域
に新たな産業を生み出すべく、
研究している。 （備考）データドック社ＨＰ

Ｈ28～29
年度

【事業イメージ】

著作権の都合により公開できません。



 今後も、雪冷熱エネルギー活用について、公共施設への積極的導入と民間施設への導入を支援し、更なる普及
を進める。

 豪雪地帯に大量に降る雪の冷熱を地域の資源と捉え、雪冷熱エネルギーを冷暖房に活用する技

術の開発を進めるほか、そうした技術を公共施設等に積極的に取り入れるとともに、民間施設への

導入を支援する。

 各地の様々な活用事例やその効果、魅力等を積極的に紹介し、雪冷熱エネルギー活用の普及拡

大を推進する。

３．施策の実施状況

３－３ 雪冷熱エネルギーの活用促進

平成28年３月の国会への報告書において整理された「今後の方向性」

（平成29年度冬期を踏まえた今後の対応）
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３-４ 集中的降雪時の道路交通の確保

３．施策の実施状況
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啓発用チラシ 啓発用ポスター

• 冬用タイヤやチェーン等の準備を万全にするよう呼びかけ、冬タイヤ装着啓発等には新聞広告や

ラジオを活用。

【冬装備準備の啓発活動】
（国土交通省）

①冬用タイヤ・チェーン装着啓発

３．施策の実施状況

３－４ 集中的降雪時の道路交通の確保

啓発活動

新聞広告
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• 道路管理者、警察、気象台、利用者団体等から構成される情報連絡本部を設置し、関係機関との連携

• 地域特性や降雪の予測精度を考慮し、地域や道路ネットワーク毎にタイムラインを策定

②除雪体制の強化

３．施策の実施状況

３－４ 集中的降雪時の道路交通の確保

60

■情報連絡本部の連携体制

・豪雪時における除雪計画、広報計画の調整等を目的
・国道事務所等に情報連絡本部を設置して情報一元化

情報連絡本部関係者会議メンバー構成
 道路管理者（国、高速道路会社、県（市町村））、警察（高速隊含む）
 気象台、運輸局、県・危機管理部局、消防、自衛隊、利用者団体 等

■集中的な大雪時を想定したタイムラインの
イメージ（一例を記載）

情報連絡本部概念図

【道路管理者等関係機関による調整・連携組織の設置】
（国土交通省）

【集中的な大雪時を想定したタイムライン（行動計画）の策定】
（国土交通省）

時間
（目安）

気象台 整備局
国道

事務所
地方

公共団体
高速会社 〇〇

１～３日前
まで

半日前～
６時間前

・・・・・ ・・・・・

６時間前～
２時間前

・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・

集中的な
大雪の発生

・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・

６時間後～
１日後

・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・

気象情報共有・体制確保

緊急発表

大雪
注意報

大雪
警報

気象情報
共有

（見通し）

リエゾン
派遣

市町村長ホットライン

ＴＥＣ派
遣

リエゾン
受け入れ

除雪開始
除雪体制の準備

情報提供

呼びかけ

応援・派遣
等準備

・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

広域支援･受援の調整

・・・・・・・

集中除雪･通行止め区間の調整

・・・・・・・

情報提供

連絡本部開催の準備

・立ち往生が発生した場合も想定し、国は他の道路管理
者をはじめ関係機関と連携し合同訓練を実施



• 大雪時に１サイクル１～２時間程度で集中除雪が可能となるよう除雪機械を順次配備

• 関係道路管理者間の協定等により、相互支援体制を構築

②除雪体制の強化

３．施策の実施状況

３－４ 集中的降雪時の道路交通の確保
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支援体制
①国・NEXCOによる高
速道路の相互支援

②国・県・市による
ランプ部の相互支援

※大雪対応を要する
区間について、予算状
況を踏まえ重点化

【除雪体制の強化】 （国土交通省）

■除雪機械の増強■関係機関との連携

【従来】

【大雪時】

予防的通行規制区間

※国道8号（福井）の場合、時間5～7cmの降雪が３時間連続で
障害発生

※時間5cm以上が連続した場合も１～２時間程度で除雪可能

１サイクルの除雪時間
１～２時間程度

１サイクルの
除雪時間約３時間

予防的通行規制区間

１サイクルの除雪時間
１～２時間程度



③除雪車の高度化

３．施策の実施状況

３－４ 集中的降雪時の道路交通の確保

• 自動運転を視野に入れ、高度化された除雪車の開発を段階的に推進
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準天頂衛星

各種センサーで
障害物を検知

準天頂衛星による
自車位置把握

運転制御・操作支援

旋回

伸
縮

スイングオ
ーガ

シュート操作
（助手用）

シュート操作
（運転手用）

■高度化された除雪車 ■除雪作業の省力化

ｽｲﾝｸﾞｵｰｶﾞの自動調整

シュートの旋回、
伸縮を自動調整

•車線からのはみ出しやガードレール等への接触を防止する
ガイダンス機能の開発

•準天頂衛星、３Dマップや高精度地図を活用し、作業操作・自
車位置確認・安全確認等を軽減する除雪システムの導入

•自動運転技術等を活用し、除雪車の自動運転に向けた検討



• 降雪時には、ドライバーへの情報提供・注意喚起として、降雪など気象情報や除雪作業の状況をＨＰやツイ

ッターなどでリアルタイムに情報提供している。その他、ラジオ、道路情報板を活用した情報提供のほか、

• コンビニ等を活用して情報収集・情報発信を行っている。

• 立ち往生多発箇所には道路情報板による立ち往生発生注意喚起を実施しているとともに、視界不良が生じ

やすい箇所には視線誘導表等の整備を通じて視線誘導機能の向上を図っている。

【道路利用者へのＷＥＢによる除雪情報の提供】 （国土交通省）

④ドライバーへの情報提供・注意喚起

３．施策の実施状況

３－４ 集中的降雪時の道路交通の確保

【道路情報板による注意喚起】 （国土交通省）

【視線誘導機能の向上】 （国土交通省）

（国道245号における情報提供事例）

【コンビニ、ガソリンスタンドを活用した情報収集・情報発信】 （国土交通省）

(コンビニへ情報提供のお願い) (情報提供のお願いチラシ)

中国地方整備局

国道沿線のコンビニ、ＧＳ、自治体から道路情報を収集するとともに、
コンビニ、ＧＳにてFAXによる通行止め情報等を店舗表示してもらう。
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自発光式LED視線誘導標

（湯沢河川国道事務所管内）

自発光式LED視線誘導標の整備や、除雪と合わせて雪壁に青い塗料

（ブルーライン）を塗布する事等により、視線誘導機能の向上を図っている。

青い塗料（ブルーライン）の塗布
（山形河川国道事務所管内）

従来の通行止め情報に加え、道路情報板及びメール配信にて「通
行止解除」の1時間前の通行止め解除情報を提供。

（ホームページによる情報提供） （ツイッターによる情報提供）



• 予防的通行規制区間を抽出し、緊急発表や大雪警報の発表及び降雪見通し、並びにチェーン脱着場

などの施設の整備状況を踏まえ集中除雪やチェーン規制を順次導入

⑤予防的通行規制区間の抽出と集中除雪の順次導入

３．施策の実施状況

３－４ 集中的降雪時の道路交通の確保
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【予防的通行規制区間とチェーン規制のイメージ】 （国土交通省）

緩やかな上り坂

３％
５％

急な上り坂

７％

予防的通行規制区間

チェーン規制区間

待機場等

２％

チェーン着脱場・
待機場等

：過去に立ち往生が
発生している箇所

自 二 輪 を除く

自 二 輪 を除く

自 二 輪 を除く

自 二 輪 を除く

チェーン着脱場・
待機場等

待機場等



⑥災害対策基本法の適用

３．施策の実施状況

３－４ 集中的降雪時の道路交通の確保

• 平成30年2月6日から9日にかけて、国道８号で災害対策基本法を適用した車両移動が行われた。

65
滞留状況ならびに路面状況

改正災対法指定道路の周知
（災対法第76条の6第1項）

【対応経緯】

道路管理者による立ち往生車両の移動
（災対法第76条の6第3項第1号）



 降雪状況や除雪作業状況等について、関係機関による情報共有・連絡体制の確保を図るとともに

、立ち往生車両の移動を想定した実働訓練や除雪機械の事前配置等、除雪体制の強化を図る。

 大雪時に通行止めが予想される区間の広報や、冬用タイヤの早期装着の呼びかけ等、事前の注

意喚起を徹底する。また、降雪時にはＣＣＴＶによる監視等に加えて、沿線店舗等からの情報収集

を行い、ドライバーに対してホームページやラジオ等により気象情報や除雪作業等を情報提供す

る。

 大雪時には、早い段階で通行止めと集中除雪を行うことにより通行止め時間を最短化するとともに

、立ち往生車両等が発生した場合には、災害対策基本法に基づき迅速な車両移動を行う。

 引き続き、視線誘導の確保や融雪設備の整備等も含め冬期の安全な道路交通の確保を図る。

３．施策の実施状況

３－４ 集中的降雪時の道路交通の確保

平成28年３月の国会への報告書において整理された「今後の方向性」

（平成29年度冬期を踏まえた今後の対応）
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 大規模な車両滞留や長時間の通行止めを引き起こす恐れのある大雪時において、道
路ネットワーク全体として通行止め時間の最小化をはかるため、ソフト・ハードの両面か
ら道路交通確保の取り組みを推進。



３-５ 特例措置の期限延長（14条・15条）関係

３．施策の実施状況
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• 豪雪法第14条による道府県による市町村道の代行事業は、平成29年度：1箇所で行われた。

• 豪雪法第15条による特別豪雪地帯における公立小中学校等の施設整備は、平成29年度：16校で

行われた。

（特別豪雪地帯における基幹道路の整備の特例）

○特別豪雪地帯における基幹的な市町村道で国土交通大
臣が指定するものの改築は、基本計画に基づいて、道府
県が行うことができる。

豪雪法第14条（概要）

＜実績＞

３．施策の実施状況

３-５ 特例措置の期限延長（第14条・第15条）関係

（特別豪雪地帯における公立の小学校及び

中学校等の施設等に対する国の負担割合の特例等）

○特別豪雪地帯における公立小中学校等の分校の校舎・
屋内運動場及び寄宿舎の新増築、危険改築並びに教職
員住宅の建築に要する経費の国の負担割合を5.5/10と
する特例

豪雪法第15条（概要）

＜実績＞

（平成29年度）

※特別豪雪地帯に所在する本校への予算措置分を含む
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事業名
学校数
（校）

面積
（㎡）

校舎、屋内運動場の危険改築 11 21,242

教職員住宅の新増築 5 803

計 16 22,045

都道府県
（事業代行者）

対象
道路
種別

路線名 市町村名 事業年度 事業延長 事業内容

長野県 村道 伊折線 小谷村
平成27年度～
（事業中）

約1.5km
拡幅・
線形改良

（平成29年度）



３-６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

３．施策の実施状況
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３．施策の実施状況 ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（１）交通・通信等の確保

• 大雪の年は、除雪費補助や臨時特例措置などにより、自治体の道路除雪費に対して支援を実施している。

■平成29年度の事例

・強い寒気が日本付近に断続的に流れ込んだことから、東
日本から西日本にかけての日本海側を中心に、平年を
上回る降雪となったため、自治体の道路除雪費に対して
支援を実施した。

〇道府県・政令市：２７自治体 除雪補助（H25年度創設）

国費１８０億円

○市町村：２５８自治体 臨時特例措置 国費１３３億円

H12
年度

H16
年度

H17
年度

H22
年度

H23
年度

H24
年度

H25
年度

H26
年度

H29
年度

臨
時
特
例
措
置

対象
市町村数

367 165 339 187 275 122 89 151 258

国費
32

億円
20

億円
98

億円
42

億円
106
億円

47
億円

49
億円

59
億円

133
億円

①大雪時の自治体への除雪費支援 （国土交通省）

積雪寒冷特別地域における道路交通の確保について

積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措
置法（昭和３１年法律第７２号）第４条第１項に規定する積
雪寒冷特別地域道路交通確保５箇年計画として、同法第３条
第１項の規定により指定された道路を対象に次に掲げる事業
を行うものとする。

１．除雪に関する事項
・指定された道路のうち、積雪の度が特にはなはだしい地
域における道路について、除雪を実施する。

・除雪機械の整備について現在の除雪水準を維持するため
に必要な範囲内で行う。

２．防雪に関する事項
・なだれ、飛雪又は積雪により交通の支障を及ぼすおそれ
がある箇所について、吹きだまり防止施設、なだれ防止
施設又は融雪施設等を整備する。

３．凍雪害の防止に関する事項
・凍上、融雪による路盤の破壊のおそれがある箇所につい
て、路盤改良を実施する。

・積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所につい
て、流雪溝の整備、堆雪幅の確保を実施する。

平成２５年１１月１２日
閣 議 決 定

• 平成25年11月、「積雪寒冷特別地域道
路交通確保五箇年計画」が策定され、
雪寒指定道路の見直しが行われた。

• 雪寒指定道路は道路全体で約15万km
、うち国道は2.6万km、道府県道は5.2
万km、市町村道は7.1万ｋｍとなってい
る。

• 平成30年度を初年度とする新たな積
雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年
計画を策定予定

積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画

②積雪寒冷特別地域道路交通確保５箇年計画の策定及び雪寒指定道路の見直し告示（H25.11） （国土交通省）
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③特別交付税の交付 （総務省）

• 平成２９年度は除排雪対策経費として、６５４億円の特

別交付税を交付した（過去最大、前年度４０２億円）。

• なお、大雪により多大な被害を受けた地方公共団体に

対しては、３月に交付すべき特別交付税の一部を２月

に繰上交付した（７４市７９町１０村（計１６３団体））。

３．施策の実施状況 ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（１）交通・通信等の確保

• 自治体に対して除雪車を貸与するなどの支援を実施し

ている。

④除雪車の貸与 （国土交通省）

71▲鶴岡市内の支援機械による除雪作業の様子

■平成29年度の大雪の事例

• 山形県内では積雪量が平年を上回っている状況から、
山形県鶴岡市に対し除雪車を貸与するなどにより支援
を実施。

▲鶴岡市への除雪車の引渡（H30.2.15）



【散水消雪パイプの整備延長の推移】

⑥道路の防除雪施設の整備 （国土交通省・地方公共団体）

【流雪溝・消融雪溝の設置道路延長の推移】

• 国・道府県・市町村により、防除雪施設の整備を進めている。

交通監視カメラ

車両感知器

主要地点の交通量等を
管制センターに送信 通行止め、渋滞等の交通情報

を提供

主要交差点の
映像を管制セ
ンターに送信

道路交通に関する情報の収集、分析、伝達、
信号機等の操作、警察官等への交通規制に
関する指令を行う

雪が付着しにくい
フラット型の信号機

視認性に優れた
自発光式標識

管制センター

豪雪地帯における交通安全施設の整備

交通情報板

光ビーコン

交通量等を感知し管
制センターに送信す
るとともに、車載装
置に情報を提供

⑤交通安全施設等整備事業 （警察庁）

• 光ビーコン等の道路交通情報の収集・提供に関す

る装置を整備し、ITSの整備拡充を推進している。

• 雪が付着しにくいフラット型の信号機や視認性に

優れた道路標識等の整備を推進している。

３．施策の実施状況 ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（１）交通・通信等の確保
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【ロードヒーティングの整備延長の推移】

7,479 7,904 8,399 8,852 8,870 9,290 9,526 9,730

2,421 2,556 2,596 2,846 2,939 3,019 3,075 3,158

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28

設
置
道
路
延
長
（
ｋ
ｍ
）

（年度）

散水消雪パイプ・豪雪地帯（特別豪雪地帯を含む）

散水消雪パイプ・特別豪雪地帯

518
563 561 600 625

688 701 709

129 142 152 152 148 157 159 161

0

200

400

600

800

1,000

H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28

設
置
道
路
延
長
（
ｋ
ｍ
）

（年度）

ロードヒーティング・豪雪地帯（特別豪雪地帯を含む）

ロードヒーティング・特別豪雪地帯

1,999 2,130 2,214 2,298 2,328 2,402 2,469 2,510

1,418 1,491 1,557 1,608 1,629 1,654 1,704 1,721

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28

設
置
道
路
延
長
（ｋ
ｍ
）

（年度）

流雪溝＋消融雪溝・豪雪地帯（特別豪雪地帯を含む）

流雪溝＋消融雪溝・特別豪雪地帯

（備考） 国土交通省「豪雪地帯基礎調査」による。



⑧散水消雪設備による除雪作業の効率化事例（国土交通省）⑦雪崩防護・予防施設の老朽化への対応 （国土交通省）

• 散水消雪設備の整備により、積雪による渋滞が緩和

され、冬期の円滑な交通が確保された。
• 損傷により甚大な被害が生ずる可能性がある

スノーシェッドについては、平成26年７月１日よ

り道路法第42条に基づく政省令により、５年ご

との点検を義務化した。

国道25号（名阪国道）

消雪施設の整備
（薬液散布管）

車道に薬液散布

至

大
阪 至

名
古
屋

消雪施設整備
国道25号 名阪国道

３．施策の実施状況 ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（１）交通・通信等の確保

［変状の種類］
・鋼：腐食、亀裂、破断等
・コンクリート：ひびわれ等
・その他：支承の機能障害

継手の機能障害等

［判定の単位］
<ロックシェッド・スノーシェッド>
・上部構造
（主桁、横梁、頂版、壁・柱）
・下部構造（受台、谷側基礎）
・支承部 ・その他

<大型カルバート>
・カルバート本体、継手、
ウィング

部材単位の健全性の診断

シェッドまたは
大型カルバート等毎の健全性の

診断

主梁山側端部

主梁支間中央部

主梁間詰め部

横梁部

谷側柱部

判定区分Ⅱ 判定区分Ⅲ 判定区分Ⅳ

［主な着目箇所］
（例）逆L型PCロックシェッド

［判定事例写真］
（例）コンクリート部材

のひびわれ

部材単位の健全性を診断したのち、施設全体としての健全性を診断

シェッド、大型カルバート等
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消雪施設整備
国道8号 新潟県長岡市

消雪施設の整備
（消雪パイプ）

車道に散水

国道８号（新潟県長岡市）



⑩空港の無線施設の着雪防止対策 （国土交通省）

• 豪雪地帯の空港の既存無線施設の着雪を防止す

る改良を実施している。

無線施設は、アンテナの着雪により機能に支障が
生じるため、アンテナ形状及び塗料の変更による
着雪防止の改良を実施。

改良型
計器着陸装置アンテナ

３．施策の実施状況 ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（１）交通・通信等の確保
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⑨ITSを活用した道路情報の提供 （国土交通省）

• ETC2.0サービスにより、高速道路上を中心とした全国約900箇

所においてドライバーに冬期道路情報を提供している。

●雪道画像情報
前方の気象・路面状況を静止画で提
供し、ルート変更や事前の注意を促す。

●路面凍結注意情報
路面凍結危険個所の手前で注意喚起
し、スリップ事故への注意を促す。

●気象（吹雪・積雪）情報
前方の気象状況を提供し走行注意を
促す。

●チェーン規制情報
チェーン着脱所手前で提供し、余裕を
もったチェーン装着を促す。

４５km先の現在の
路面状況です。
雪のため注意して走行
して下さい。

○ 道路上に設置された
路側機と、自動車に
搭載された｢ETC2.0車
載器｣との双方向通信
により、道路情報提
供サービスを実現。

この先、路面が凍
結し、滑りやすくなって
います。
注意して走行して下さ
い。

この先、吹雪のた
め視界が悪く、滑りや
すくなっています。注意
して走行して下さい。

この先、チェーン
規制中です。

ETC2.0サービスの概要

冬期道路情報の提供内容

路側機
ETC2.0
車載器

ETC2.0対応
カーナビ

双方向通信

東京方面 御殿場付近



⑪空港の除雪機材の大型化・効率化 （国土交通省）

【空港用スイーパ除雪車】 【空港用プラウ除雪車】

除雪幅４.５ｍ 除雪幅６.５ｍ

通常車両 大型化車両

除雪時間
の短縮

• 豪雪地帯の空港の除雪機材の大型化等により、除雪体制の強化を図っている。

①

③

④

②CL

11.4m

11.4m

11.4m

11.4m

大型化車両凡例 ４工程(２往復)

① ②

③

④

⑤

⑥

8m

６工程(３往復)
通常車両

除雪時間
の短縮

（滑走路におけるスイーパ除雪方法の変更例）

【新潟空港の場合】
高速スイーパ除雪車の大型化（掃雪幅 2.5m → 4.2m）やプラウ除雪車の増車などにより、除雪作業時間を短縮。

（参考）
滑走路におけるスイーパ除雪（積雪
3cm程度）の場合、作業時間が約70分
から約50分になり、20分程度の作業時
間の短縮が図れる。

なお、積雪5cm程度の場合はスイーパ
除雪車、プラウ除雪車、ロータリー除雪
車の組み合わせによる除雪となる

（除雪幅4.2m） （除雪幅2.5m）

３．施策の実施状況 ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（１）交通・通信等の確保

除雪幅２.５ｍ 除雪幅４.2ｍ.

通常車両 大型化車両

除雪幅４.５ｍ 除雪幅６.５ｍ

通常車両 大型化車両
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⑫鉄道防災事業費補助 （国土交通省）

• 積雪期における円滑な鉄軌道の運行確保にあたり、雪

崩防止柵等の防除雪施設の整備に要する費用の支援

を行っている。

鉄道防災事業費補助（なだれ防止柵）の整備事例

施
工
前

施
工
後

近年の補助対象（なだれ防止柵等）整備実績

年度 箇所数 事業費（百万円） 補助金額（百万円）

H25 ６ １３１ ６６

H26 ３ １９０ ９５

• 豪雪地帯・過疎地・離島などにおいて、地方公共団体が
携帯電話等の基地局施設や伝送路施設※を整備する場
合や、無線通信事業者等が基地局の開設に必要な伝
送路施設や高度化施設※を整備する場合に、事業費の
一部を補助金交付する。
※ 平成29年度から補助対象設備として追加。
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⑬携帯電話等エリア整備事業 （総務省）

豪雪地帯における整備の状況（H28・H29）

３．施策の実施状況 ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（１）交通・通信等の確保

【平成28年度の事業実績】
○基地局事業：24事業 ○伝送路事業（運用）：1事業

総事業費 601百万円 総事業費 3百万円
交付金額 401百万円 交付金額 2百万円
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【平成29年度の事業実績】
○基地局事業：18事業 ○高度化事業：17事業

総事業費 622百万円 総事業費 180百万円
交付金額 415百万円 交付金額 111百万円

※伝送路事業（設置）及び伝送路事業（運用）は実績なし

 

 伝送路

基地局
施設

 

 
 

伝送路（海底光ファイバ等）

（離島の場合）

交換局

事業イメージ



⑭情報通信基盤整備推進事業 （総務省）

• 地域の活性化を図っていく上で重要かつ必要不可欠な超高速ブロードバンド基盤の整備を推進するため、「条件不利地域」

※を有する地方公共団体が、光ファイバ等の超高速ブロードバンド基盤の整備を実施する場合、その事業費の一部を補助

している。 ※条件不利地域：過疎地域、辺地、離島、半島、山村、特定農山村、豪雪地帯

イメージ図

３．施策の実施状況 ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（１）交通・通信等の確保

＜補助率＞
１／３ （財政力指数が０．３未満の市町村：１／２、離島市町村：２／３）

＜市町村の実質負担＞

※ 過疎債を充当した場合、市町村の実質負担割合は事業費の２０％（財政力指数が０．３未満の市町村の場合は１５％、離島市町村の場合は１０％）。

事業概要

国庫補助 過疎債・辺地債等

国庫補助率 １／３

補助裏

市町村負担率 ２／３

国庫補助 過疎債・辺地債等

国庫補助率 １／２

補助裏

市町村負担率 １／２
 財政力指数0.3未満の場合（離島以外）

 財政力指数0.3以上の場合（離島以外）

インター
ネット

電気通信
事業者

教育施設等

一般世帯

医療機関等

市役所等

国庫補助 過疎債・辺地債等

国庫補助率 ２／３

補助裏

市町村負担率 １／３

 離島の場合
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【平成29年度の事業実績】

・４事業（総事業費 799百万円 交付金額 345百万円）

【平成30年度の事業実績】

・２事業（総事業費 282百万円 交付金額 141百万円）



⑮高度無線環境整備推進事業 （総務省）

• 地域の課題の解決や活性化のため、農業、観光、防災、医療介護等の分野において高度な無線システムによるIoTサービ

スの利用が拡大。それに伴って通信トラヒックも急増。

• こうした急拡大する電波利用ニーズに対しては、特定の周波数帯のみで応ずると、当該周波数帯が逼迫し、電波の能率的

利用ができないため、Wi-Fi等の多様な高速･大容量無線局の活用促進により対応する必要。

• 5G・IoT時代に向けて、高速・大容量無線局の前提となる伝送路の整備が進まない条件不利地域等において、電気通信事

業者等による伝送路整備を支援。

３．施策の実施状況 ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（１）交通・通信等の確保

（億円）当初予算額 スマートホーム

通信ビル

教育ＩｏＴ スマートモビリティ観光ＩｏＴ

農業IoT

コワーキング
スペース

無線局
エントランス

地域の拠点的地点

高速・大容量無線局の前提となる伝送路

【平成31年度要望額】 5,899百万



②森林整備事業 （農林水産省）

• 森林整備事業により、豪雪に対応した森林施業（造林

、間伐、雪起こし等）への支援を行っている。

○ 積雪期の作業

間伐作業

○ 雪おこし

雪おこし作業

○ 雪害抵抗性品種の植栽

雪害抵抗性（根元曲がりの少ない）スギ品種の植栽 （出羽の雪1号・2号）
※雪害抵抗性品種は全国で46品種開発されている。

豪雪地帯における森林の整備

①農業生産基盤の整備 （農林水産省）

• 農業農村整備事業や農山漁村地域整備交付金等に
より、 用排水施設や農道の整備を通じた農業競争
力の強化を図っている。

用排水施設の整備

流雪溝を兼ねた農業用用排水路の改修等を実施

農道の整備

道路法面への雪崩防止施設や、路面への積雪や吹雪による
風の影響を緩和するための防雪柵を設置

３．施策の実施状況 ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（２）農林業等地域産業の振興
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• 除排雪を含む地域維持事業の担い手の安定的な確保を図る必要がある場合に、地域維持型契約方式を適切に活用する

よう、国から地方公共団体に要請。
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３．施策の実施状況 ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（２）農林業等地域産業の振興

③建設業の振興 （国土交通省）

地域の社会資本の維持管理（災害応急対策、除雪、修繕、パトロールなど）について、 包括的な事業の契約単位（工
種・工区・工期）や地域企業による包括的な体制で実施する方式

地域維持型契約方式の概要

従来の方式（業務・工事を個別に発注）

発注者

道路維持

地域における社会資本の維持管理に資する方式
（複数年契約・複数業務の一括発注、共同受注方式）

河川維持

工区
Ａ

工区
Ｂ

道路除雪

工区
Ａ

工区
Ｂ

工区
Ａ

工区
Ｂ

発注者

道路維持 ＋ 道路除雪 ＋ 河川維持

工区Ａ ＋ 工区Ｂ

：契約単位の包括（工種）

：契約単位の包括（工区）

施工体制の包括

《契約期間》 複数年

《契約期間》 １カ年

契約単位の包括（工期）

以下のような課題も…
 ロットが小さく、施工

が非効率
 契約期間が長く、監

理技術者の専任が
負担

 オペレータ・機械が
不足している地域で
は地域維持の担い
手の確保が困難

期待される効果…
 ロットの大型化によ

り、施工効率が向
上

 監理技術者の専任
要件が緩和
（地域維持型JVの
場合）

 人・機械の有効活
用による施工体制
の安定的確保

※このうち、地域精通度の高い建設業者が実施主体となる方式を地域維持型契約方式と呼ぶ。

 地域維持型契約方式の活用範囲の拡大
（H26適正化指針改正）

（参考）地域維持型契約方式の導入状況（H28～H30は検討中を含む）

H２５年度 H２６年度 H２７年度 H２８年度 H３０年度
１９道府県→２３道府県→２４道府県→２6道府県→３２道府県

適用要件
地域の社会資本の

維持管理の実施主体

H２３

「担い手の確
保が困難とな
るおそれがあ
る場合」

迅速かつ確実に現場
へアクセスすることが
可能な建設業者（地
域維持型JVなど）

H２６

「担い手の安
定的な確保を
図る必要があ
る場合」

迅速かつ確実に現場
へアクセスすることが
可能な建設業者（地
域維持型JV、事業協
同組合など）
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④交流の推進 （国土交通省）

• 平成29年度冬期には豪雪地帯では観光振興の交流活動が381件（うち特別豪雪地帯184件）、地域間（国内）交流の活動
が268件（うち特別豪雪地帯では142件）、国際交流の活動が42件（うち特別豪雪地帯17件）行われた。

• 平成29年度冬期には豪雪地帯の交流活動に国内から753万人（うち特別豪雪地帯203万人）、海外から34万人（うち特別
豪雪地帯5万人）が訪れた。近年、海外からの来訪者が増加しているが、平成29年度は前年度より微減となった。

３．施策の実施状況 ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（２）農林業等地域産業の振興

【冬期間に実施された雪テーマ交流活動の実施状況】

（備考） 国土交通省「豪雪地帯基礎調査」（平成29年度冬期実績は速報値）。
目的は複数回答のため、目的別の活動数の合計は雪テーマ活動数とはならない。

目的別の雪テーマ交流活動数

交流活動の交流人口（海外からの来訪者）
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交流活動の交流人口（国内からの来訪者）

7,983

9,638

7,460 7,781

9,145
8,502 8,400 8,095 8,118

7,528

2,448
3,318

2,514 2,280 2,143 2,142 1,765 2,096 2,200 2,026

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

H20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

（千人）

（年度）

豪雪地帯（特別豪雪地帯を含む） 特別豪雪地帯



【スノーリゾート地域の活性化に向けた取組事例】

【スキーインバウンド裾野拡大事業】 （北海道旭川市他）

３．施策の実施状況 ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（２）農林業等地域産業の振興

④交流の推進 （国土交通省）

【バックカントリーの聖地”八甲田”への道
青森スノーランド推進事業】（青森県他）

82

【事業実施主体】
・（一社）大雪カムイミンタラDMO：旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、

比布町、愛別町、上川町、東川町の１市７町及び観光協会等で構成。

【事業概要】

・スキー人口の裾野拡大を図るため、アジア圏からのファミリー層などを
対象とした初心者向けのスキーレッスンやスノーアクティビティ等を充実
させるための環境の構築、圏域内を手ぶらで楽しめる仕組みづくりを行
い、『都市型スノーリゾート』の新たな滞在コンテンツとして地域の魅力を
向上させるとともに、連動性の高い人材育成について検証した。

【具体的取組内容】
・日本人指導者向け海外スキー客対応セミナーの開催
・留学生を対象としたスキーアシスタント育成
・手ぶらでスキー・スノーアクティビティの環境構築
・圏域独自のスキー認定証と思い出ビデオの撮影と提供
・モニターツアーの開催

• 観光庁が実施する「スノーリゾート地域の活性化に向けたモデル事業」を活用して、 「スキーインバウンド裾野拡大事業（
大雪カムイミンタラDMO）」及び「バックカントリーの聖地”八甲田”への道 青森スノーランド推進事業（青森スノーランド活
性化協議会）」の２つの事業が実施された。

モニターツアーでの
アイスクライミング体験

留学性を対象とした
スキーアシスタントの育成

セミナーのチラシ

【事業実施主体】

・青森スノーランド活性化協議会：（株）ブルーモリス、（株）八甲田ロー
プウェー、（株）城ヶ倉観光、モヤヒルズ（（一財）青森市観光リクリエ
ーション振興財団）、青森県、青森市、平内町、青森公立大学、（有）
アルファ・トレーディング（アドバイザー）で構成。

【事業概要】

・海外からスノーリゾートへの来訪増加に資するモデル事業として、日
本でも数少ない樹氷形成地や豪雪の資源を生かし、初心者には雪遊
びやゲレンデスキーを、上級者にはバックカントリースキーを体験し
てもらう環境整備を実施した。

【具体的取組内容】
・スノーアクティビティの開発・受け入れ体制の整備
・留学生等へのスキー講習
・青森特有の地域文化等を生かした滞在コンテンツ環境整備
・海外からの旅行客によるモニターツアー
・ＳＮＳ等を活用した情報発信

スノーチューブコースの整備 スキー制作体験
バックカントリースキー

モニターツアー

Ｈ29年度
Ｈ29年度



【雪を誘客に活用】 （山形県大蔵村）

３．施策の実施状況 ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（２）農林業等地域産業の振興

④交流の推進 （国土交通省）

・山形県大蔵村観光協会は肘折温泉の冬期の集客を図る「大雪割キ
ャンペーン」を平成28年度から実施。
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【内容】
・宿泊翌日朝の気象庁肘折観測所の積雪深が300cm以上の場合、

宿泊料を割り引くもの。積雪深が多いほど、割引金額も高くなり、観
測史上１位の積雪深414センチを超えると、無料となる。その他、前
日の降雪量に応じて日帰り入浴を割り引く「ドカ雪割」も実施

・平成29年度冬期は旅館全20軒のうち、17軒がキャンペーンに参加
し、平成30年２月13日には積雪が過去最高の416cmを記録し、キャ
ンペーン開始後初めて宿泊料金が無料となった。

【冬期間の観光振興に向けた取組事例】

【雪を活用した夏季の地域間交流】
（新潟県小千谷市・福島県南相馬市）

・新潟県小千谷市と福島県南相馬市は災害時相互援助協定を結んで
おり、復興支援と小千谷市のPRをかねて、平成30年７月に南相馬市
で「おぢやフェア」を開催。

【地域間交流への雪利用】

【内容】
・小千谷市の「スノーランド池ヶ原」で春先に貯蔵した雪約11トンを使

用して、「道の駅南相馬」の広場に雪の滑り台や雪を入れたビニー
ルプールを用意。

・親子連れら約800人が真夏の雪遊びを楽しんだ。

Ｈ30年度

著作権の都合により公開できません。 著作権の都合により公開できません。



①下水道施設、雨水排水施設等の活用 （国土交通省）

• 下水道施設を活用した流雪水路等の整備、下水処理
水・下水熱の活用が行えるよう、社会資本整備総合
交付金等により支援している。

• 消流雪用水導入のための水源の確保（補助ダム事業）
、水量の豊富な河川等からの消流雪用水の導入
（消流雪用水導入事業）を実施している。

下水処理水の消融雪用水への活用

比較的高温の下水処理水を
消融雪用水として有効活用する
ため、処理水供給施設を整備

下水処理水を活用した消雪

雨水の排水路を利用した流雪水路等の整備

下水道の雨水排水路を流雪水路等
として活用するため、投雪口等を
整備

【流雪溝の構造】

水

鉄製の格子蓋
（グレーチング）の設置

雪投入作業中

作業完了後

投雪口

補助ダム事業

安定した消流雪用水を
確保するため、ダムに
より消流雪用水を開発
し、積雪地域の生活環
境の改善を図るもの

消流雪用水導入事業

水量の豊富な河川から市街地を流れる中小河川等に消流雪
用水を供給する導水路等の整備を行うことにより、河道疎通
能力の阻害となる河道内の堆雪の排除等を行うもの

導入後
導入前

沿道住民が路肩の雪を流雪溝へ投雪

②補助ダム事業、消流雪用水導入事業 （国土交通省）

水路等への安定した消流雪用水の補給

３．施策の実施状況 ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（３）生活環境施設等の整備

84



14%

（75市町村）

30%

（60市町村）

86%

70%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

豪雪地帯(n=532)

うち特別豪雪地帯(n=201)

制度あり 制度なし

• 克雪住宅の整備を助成する地方公共団体の取組について、社会資本整備総合交付金等により支援している。

③克雪住宅の普及の促進 （国土交通省・地方公共団体）

（備考） ・ 国土交通省「豪雪地帯基礎調査」（平成29年度実績・速報値）
・ 市町村の支援制度は、道府県の制度と合わせて実施しているものを含む。

・ 国では、地方公共団体が地域の住宅政策の一環として、克雪住宅を整備する住宅所有者等に対して整備費の一部を助成する
場合に、社会資本整備総合交付金等により支援。

・ 地方公共団体では、平成29年度現在、75市町村（前年度比+1）において克雪住宅の支援制度が設けられている。

概要

（備考） 新潟県「克雪住宅ガイドブック」より。

克雪住宅とは

●耐雪式

・構造を強くして積雪に耐えられるようにしたもの。

・構造計算等により所定の積雪量に耐えうる強度の

構造にした住宅

●落雪式（高床落雪式）

・屋根雪を人力によらず落下させる屋根構造を有し、

敷地内で雪処理できるもの。

・落雪により地上階の生活に支障をきたすため基礎

を高くすることが有効。

●融雪式

・熱エネルギー（電気、ガス、灯油等）の利用により、

屋根雪を溶かすことのできる施設を有するもの。

・融雪範囲、方法、熱源等、いくつかの種類がある。

３．施策の実施状況 ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（３）生活環境施設等の整備
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【魚沼市克雪すまいづくり支援事業（Ｈ29年度）】 （新潟県魚沼市）

・対象者：魚沼市内に克雪住宅を新築（改築）・増築・改良する個人及び魚沼
市内の克雪住宅認定済の建売住宅を購入する個人

・対象となる克雪方式：融雪式、耐雪融雪式、耐雪式、落雪式、高床落雪式

・補助金交付額：対象工事費の13.2%～22％、上限33万円～55万円

※克雪方式・世帯構成によって補助率・上限が異なる

【市町村における克雪住宅の

支援制度の状況】

【市町村における克雪住宅の支援対象】

支援対象 新築及び改修 新築のみ 改修のみ

豪雪地帯 39 1 35

うち特別豪雪地帯 36 1 23



207

138
111

456

109

63 76

248

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

落雪式 融雪式 耐雪式 合計

（戸） 市町村(n=532) うち国費を活用

559

374

326
350 362 367

329

234
191

141

551

374

317 338 352 360
322

231
191

141

0

100

200

300

400

500

600

Ｈ20

年度

Ｈ21

年度

Ｈ22

年度

Ｈ23

年度

Ｈ24

年度

Ｈ25

年度

Ｈ26

年度

Ｈ27

年度

Ｈ28

年度

Ｈ29

年度

（
戸
）

豪雪地帯（特別豪雪地帯を含む） 特別豪雪地帯

• 平成29年度に市町村の支援により整備された克雪住宅は456戸（前年度比＋33戸） （うち248戸は国費を活用） 。

• 市町村の支援による克雪住宅の整備戸数は横ばいからやや減少傾向にある。

【（参考）高床式住宅の整備戸数の推移】

③克雪住宅の普及の促進 ： 市町村・道府県の支援による克雪住宅の整備状況

【市町村の支援による克雪住宅の整備戸数】

３．施策の実施状況 ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（３）生活環境施設等の整備
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過去10年間の平均
323戸／年

（備考）・国土交通省「豪雪地帯基礎調査」（平成29年度は速報値）。
・高床式住宅の整備戸数は、｢積雪対策に建築された高床式住宅に対する
不動産取得税または固定資産税の軽減措置に係る床面積要件の判定」
に基づく軽減措置の対象となったもの。

【市町村の支援による克雪住宅の整備戸数の推移】

（備考） ・ 国土交通省「豪雪地帯基礎調査」（平成29年度実績・速報値）
・ 市町村の支援は、道府県の制度と合わせて実施しているものを含む。
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（戸） 豪雪地帯 うち国費を活用

克雪住宅の最近の状況（自治体からのヒアリング）

・コスト高、階段の不便性から、高床式を採用しない傾向が見られる。

・ランニングコストを理由に、融雪式を敬遠する傾向が見られる。

・市街地を中心に、耐雪式が若干増加している。



• 冬期居住施設のある市町村は豪雪地帯の47市町村、特別豪雪地帯の25市町村となっており、施設数は豪雪地帯で

89箇所、うち特別豪雪地帯で41箇所が整備されている。

④冬期生活支援

【市町村における冬期居住施設の有無】

【冬期居住施設数の推移】

３．施策の実施状況 ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（３）生活環境施設等の整備

87（備考） ・ 国土交通省「豪雪地帯基礎調査」（平成29年度は速報値）

【冬期居住施設の整備・運営事例集の作成・配布】
（国土交通省）

・国土交通省では、冬期居住施設の施設整備の経緯・スキーム、有用と思
われる取組内容、施設・サービスに関する実態、市町村にとってのメリッ
ト等に関する情報提供を行うことを目的として、「冬期居住施設の整備・
運営事例集」を作成し、豪雪地帯に指定された道府県・市町村に配布。

Ｈ29年度

【掲載事例一覧】

No 市町村名 施設名 施設種別 特徴・キーワード

1
岩手県
西和賀町

生活支援ハウス
「悠々館」 冬期居住

専用施設

施設開所後27年が経過も稼
働率高い

2
広島県
庄原市

西城高齢者
冬期安心住宅

コンパクトシティ構想、有休施
設活用

3
北海道
足寄町

足寄町
生活支援長屋

高齢者福祉
施設の利用

高齢者等複合施設の新設
4

秋田県
由利本荘市

東光苑
生活支援ハウス

5
新潟県
十日町市

十日町市高齢者
冬期共同住宅

温泉入浴施設の併設

6 せんだ元気ハウス
その他の

施設の利用
農業宿泊・研修施設の活用、
道の駅に併設

【西城高齢者冬期安心住宅】 【足寄町生活支援長屋】 【せんだ元気ハウス】
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⑤低炭素型の融雪設備導入支援事業 （環境省）

補助対象 ： 地方自治体、民間団体

補助割合 ： ２／３、１／２

実施期間 ： 平成29年度～平成33年度

• 主に中小企業や地方公共団体等を対象に、地中熱や下水熱等を利用した低炭素型融雪設備の導入を支援している。

【期待される効果】
主に化石燃料を使用している融雪設備について、低炭素型の設備を導入にすることにより、温室効果ガスの削
減と同時に除雪・融雪に係るエネルギーコスト削減を図る。

事業イメージ

３．施策の実施状況 ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（３）生活環境施設等の整備
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(例)地中熱ロードヒーティング (例)下水廃熱を利用した融雪設備



89

３．施策の実施状況 ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（３）生活環境施設等の整備

⑥地域IoT実装推進事業 （総務省）

• IoT実装に取り組む地域に対して、初期投資・連携体制の構築等にかかる経費を補助している。

●事業スキーム
補助対象：都道府県及び指定都市を除く地方公共団体、民間事業者等
補助率：①都道府県及び指定都市を除く地方公共団体のうち、条件不利地域（※）に該当する地方公共団体は

定額補助（補助額上限1,500万円）又は事業費の１／２補助（補助額上限2,000万円）
②都道府県及び指定都市を除く地方公共団体（①を除く）並びに民間事業者については、
事業費の１／２補助（補助額上限2,000万円）

（※）過疎地域、辺地、離島、半島、山村、特定農山村、豪雪地帯

B市

C町

F市

E町

D村

地域IoT成功モデル
（A市の成功モデルで構築済）

地域ＩｏＴ実装の「分野別モデル」 分野別モデルの普及展開イメージ

A市
成功モデル

※平成30年度は、下図の分野別モデルのうち、赤字・下線の分野別モデルに限定して実施。

Ｈ29年度～



① 補 助 率 １／２ （負担割合：国1/2、都道府県1/2）
② 基 準 額 １ヶ所当たり年間約２．５億円（H30）
③ 豪雪地帯がある道府県におけるドクターヘリ配備数

28機 [全国53機] (平成30年度時点)

• 患者輸送車（艇）の整備や運営に対する補助を行うと
ともにドクターヘリの運航にかかる経費等に対する支
援を行っている。

事業概要

⑧ドクターヘリ導入促進事業 （厚生労働省）

○急病・事故や災害等の発生時に、直ちに医師等が搭乗し、
ヘリコプターで救急現場等に出動し、救急医療を提供する。

①救急医療に精通した医師が、救急現場
等で直ちに救命医療を開始できること

②搬送時間が短縮されること

等により、救命率の向上や後遺症の軽減に
大きな効果を上げている。

整備効果
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（搬送件数）ドクターヘリ導入県における実施状況（過去５年間）の

推移

豪雪関係（20道県） 非豪雪関係（21府県） 全国計（41道府県）

⑦民間社会福祉施設の除雪経費 （厚生労働省）

① 建物及び工作物

② 敷地内の専用道路 左記に要する費用

③ 避難路等の除雪及び雪囲い

除雪費の範囲

（参考）
１． ＣＰＩ（設備修繕・維持） ３年平均 1.8 ％等を勘案し算出
２．入所施設とは、保護施設、児童福祉施設（児童養護施設、乳児院等）をいう

入所者一人あたり年額単価

単価の推移 （単位：円）

予算額の推移

• 特別豪雪地帯の民間社会福祉施設における除雪費用

を社会福祉施設運営費（措置費等）に算入している。

※平成26年度までは対象施設に保育所を含んでいたが、
平成27年度以降は子ども・子育て支援制度の施行に伴い、内閣府予算に一括計上された。

３．施策の実施状況 ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（３）生活環境施設等の整備

【平成30年度予算額】

入所施設 → ５，５１０円

90

区 分 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

入所施設 5,410 5,420 5,450 5,480 5,510

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

施設数 339施設 339施設 25施設 25施設 25施設 25施設

予算額 60百万円 62百万円 6百万円 6百万円 6百万円 6百万円



３．施策の実施状況 ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（４）国土保全施設の整備及び環境保全

①雪対策砂防モデル事業、雪崩対策事業 （国土交通省）

雪対策砂防モデル事業

豪雪地帯においては、融雪時の出水や雪崩に伴う土砂流出
対策は、地域住民にとって重要な克雪対策の一環である。
これら豪雪地域において、防災上、住民利便上の観点から雪
崩等による土砂流出防止の砂防堰堤及び流雪機能を発揮で
きる低水路等の整備を総合的・包括的に実施することを主た
る目的とする。

【事業内容】
①豪雪地帯（豪雪地帯対策特別措置法による）で、除排雪機

能を必要とする地域の除排雪低水路、流雪用水確保に寄
与する砂防堰堤の設置

②土石流かつ雪崩の発生危険箇所を流域にもつ砂防堰堤の
設置

雪崩対策事業
（防災・安全交付金における総合流域防災事業の中で実施）

雪崩防止施設の設置等を行うことにより雪崩災害を防止し、
雪崩による災害から人命（集落）を保護することを目的とする。

【事業内容】
豪雪地帯（豪雪地帯対策特別措置法による）で、都道府県が
主として集落保護を目的として実施する雪崩防止工事

予防柵 スノーネット

発生区

減勢工

除排雪低水路（山形県村山市） 雪崩の発生危険箇所をもつ
砂防堰堤（長野県白馬村）

• 融雪時の出水や雪崩に伴う土砂流出や雪崩を防止するため、

砂防関係事業による土石流対策・地すべり対策・急傾斜地崩壊対策事業、雪崩対策事業を実施している。
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（吹雪視程の予測情報：H25.2.1提供開始）
気象庁 予報業務 許可第183号

吹雪視界情報（H28.2.14）

▼「吹雪の視界情報」（北の道ナビ） PC版 【予測情報】

【現況情報】

予測

■平成29年度の利用状況

・平成29年度の平均アクセス数は 約4,700件/日、最大アクセス数は約30,000
件/日であった。天候悪化時に急増する傾向が見られた。

【スマートフォン版】

【メール配信サービス】

• 雪崩及び融雪期地すべりに関する研究、冬期交通対策に
関する研究、道路雪氷災害に関する研究について継続実施。

寒冷地域における冬期道路パフォーマンス向上技術に関する研究

【概要】
冬期道路のパフォーマンスを効果的・効率的に維持
・向上させるため舗装、機械改良及び凍結防止剤散
布等の路面管理技術の開発、冬期歩道の路面処理
技術及び路面評価技術等の開発等の研究を実施

国道275号への導入状況→

雪氷災害の減災に関する研究

【概要】
雪氷環境下における雪氷災害対策強化のため、雪氷気候値、雪氷
災害ハザードマップの提示、視程障害予測技術の開発、雪崩災害の
危険度評価技術の開発などの研究を実施

【項目】
○気象変動に伴う冬期気象の変化・特徴の解明
○吹雪・視程障害の予測及び危険度評価等の対策技術の開発
○冬期の降雨等に伴う雪崩災害の危険度評価技術の開発

＜吹雪による視程障害発生状況＞ （例）吹雪・視界情報提供イメージ

【項目】
○冬期道路の効率性、的確性向上技術の開発
○冬期歩道の安全性・信頼性向上技術の開発
○冬期交通事故に有効な対策技術の開発

①雪氷に関する調査研究 （国立研究開発法人土木研究所）

○吹雪・視程障害の予測技術の開発

• 視程障害予測情報を北海道の道路情報総合案内サイト「北の道ナ
ビ」上で、平成24年度より一般利用者に対して試験提供している。

• 利便性および予測精度の向上に向け技術開発を継続している。

今後、 網走西部で3時間以内に
視程200m未満の視程障害が発生
する恐れがあります。お出かけや
運転にご注意ください。

北見市常呂
2時間後： 視程100m未満

網走市
１時間後 視程100m未満

佐呂間町

：

2時間後 ：視程200m未満

↓↓↓詳しい情報はこちら↓↓↓
http://northern-road.jp/
navi/touge/sp/fubuki.htm

３．施策の実施状況 ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（５）雪氷に関する調査研究の総合的な推進及び気象業務の整備・強化

ワイヤロープ式防護柵の衝突実験→
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1,2,3,4,5,6,9,12,18,24時
間先までの情報



③「特別警報」の運用 （気象庁）

気象業務法を改正し、「特別警報
」を創設。これにより、従前、災害の
起こるおそれを注意報、警報の２段
階の情報体系で発表してきたもの
が、注意報、警報、特別警報の３段
階となる。

特別警報の発表

この特別警報により、
警報の中でも、重大な
災害が起こる可能性が
非常に高まっていると
いう危機感を効果的に
伝え、自然災害による
被害軽減を目指す。

▼特別警報のリーフレット

• 気象庁では、平成25年８月30日から「特別警報」の

運用を行っている。

②雪氷に関する調査研究 （国立研究開発法人防災科学技術研究所）

３．施策の実施状況 ３－６ 豪雪地帯対策基本計画の主な事業

（５）雪氷に関する調査研究の総合的な推進及び気象業務の整備・強化
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• 集中豪雪監視システムによる雪氷災害の観測研究や
雪氷防災実験棟を活用した雪氷災害の再現実験等の
防災科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発
ならびに、地域に役立つ、雪氷災害予測システムの研
究開発・大雪災害調査等を実施している。

雪氷災害の被害軽減の研究

○平成27年度から開始した雪氷災害を含
む気象災害軽減のための新たな取り組
みを継続中。

・250個人・団体がコンソーシアムに参画。
人材・情報の連携を推進。IoT等の先進
技術を糾合し、ニーズに応じた研究・技術
開発、成果を迅速に展開。

・屋根雪関連事故対策、道路除雪支援等
のために新型センサーを開発。セブンイ
レブンと連携し首都圏１１店舗にセンサー
を設置。面的な雪情報によりサプライチェ
ーンへの大雪の影響の軽減を目指す。

気象災害軽減イノベーションハブとして
の研究・技術開発

○雪レーダーと降雪の質・量観測装置を設
置し、集中監視システムを構築。雪崩が発
生しやすい低気圧性の降雪も観測。

・雪崩発生調査時に採取した崩れやすい雪
を、雪氷防災実験棟に設置した次世代積
雪構造解析装置で測定解析。

・雪下ろしの必要時期の参考となる、積雪
重量分布情報「雪おろシグナル」を平成29
年度に新潟県で運用を開始し、他県へも
展開。

雪レーダーを中心とした集中豪雪監視
システムによる降雪の研究

新型雪センサーの開発

セブンイレブンと連携した雪情報の活用

「雪おろシグナル」H29年度に5万件アクセス



（参考）積雪期における大地震等への対応
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厳冬期災害演習 （日本赤十字北海道看護大学）

【演習の様子】

・日本赤十字北海道看護大学（北海道北見市）では、平成22年度から厳
冬期に災害などが発生した際の防寒対策を検証する演習として厳冬
期災害演習を実施している。

・平成30年1月に8回目の演習が実施された。

【実施概要（H29年度）】

・実施日：平成30年1月13日～14日の２日間

・想 定：厳冬期の大規模停電を想定し、ガス・下水道も止まった状況

・検証内容：仮設トイレ（5種類）、段ボールベッド、二酸化炭素フリー暖
房システム、車中泊の安全性 等

・参加者数：北海道や網走開発建設部、道内18市町村の防災担当職
員や保健師、道内外の医療機関の看護師、報道関係者など約160人
が参加

• 新潟県など豪雪地帯の自治体では、地域防災計画に積雪期を想定した対策が盛り込まれている。

新潟県地域防災計画 震災対策編（平成30年3月）抜粋

（備考） 学校法人 日本赤十字学園 日本赤十字北海道看護大学ＨＰ

第１章第４節 複合災害時の対策

２ 積雪期における地震と対策

（５）積雪期の地震対策の基本方針

積雪は様々な場面で地震被害を拡大・深刻化することが予想されるた
め、豪雪地帯においては積雪期の地震発生を前提として地震対策を講じ
る必要がある。

本計画では、次に掲げる基本方針を基に、関係する業務の各節におい
て具体的な災害予防・応急対策を記述するものとする。

①救助・消火活動の迅速な実施が困難であることを前提に、
各建物の被害発生防止策を推進する
（耐震化、屋根の無雪化、室内の地震対策の徹底、
出火防止対策の徹底）

②孤立可能性のある地区を中心に、自立的防災力の向上を図る
（通信手段・電源の確保、家庭備蓄の強化、公的備蓄資機材の
事前配置、自主防災活動の強化）

③積雪・寒冷、悪天候等を想定した応急対策実施方法を工夫する
（全被災者の屋内への収容、暖房対策、早期の温食供給、
ヘリ飛行不能に備えた対策）

④雪に強い輸送経路・輸送手段の確保と早期回復力の整備に努める
（スノーシェッド等の道路雪崩対策、装軌車両の確保、緊急除雪
体制の整備など）

⑤スキー場の安全確保対策を推進する
（施設の地震対策、非常電源の確保、スキー客の避難・誘導、
遭難者の救出、宿泊施設等への一時的収容、関係機関の連絡
体制整備）


