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農業とわたしたちのくらし

給食の食材は何かな

2

1

■「あぐり小学校」の給食こんだて表

月　　　日　　　曜日

おいしい給食を毎日楽し
く食べているね。今日の
メニューは何かな？

毎日食べている給食には、どのような食材が使われていますか。また、それらは
どこで生産されていますか。

めあて

みなさんの学校では、どのような食材が給食に使われているのか、「あぐり小学校」
の給食こんだて表を見て調べましょう。

調べる1

ある日の給食

●あなたの学校の給食を調べてみましょう。

主 菜 

副 菜 

デザート 

メニュー 使われている食材

主 食 

汁　物

飲み物

給食を食べている様子

主食＝ごはんやパン、めん類など食事の中心となるエネルギーのもとになるもの／汁物＝みそ汁やスープなど／主菜＝中心になるおかず。主に体をつくるもとになる肉や魚などを使う／
副菜＝主菜にそえられるおかず。主に体の調子を整える野菜やきのこなどを使う　※主菜と副菜をおかずといいます。

・スライスチーズ
・あげ魚のレモン風味
・ラタトゥイユ

・ぶた肉のしょうがやき
・野菜いため
・キャベツのスープ
・みかんゼリー

体をつくる
もとになるもの

・牛乳（○○県）
・ぶた肉（□□県）
・ウインナー

体の調子を整える
もとになるもの

・レモン果汁（□□県）
・かぼちゃ（△△県）
・トマト（○○県）
・にんじん（◎◎県）
・ピーマン（□□県）
・たまねぎ（◎◎県）
・なす（△△県）

・キャベツ（○○県）
・にんじん（◎◎県）
・ピーマン（□□県）
・たまねぎ（◎◎県）
・みかん（○○県）
・しょうが（○○県）

エネルギーの
もとになるもの

・米（△△県）
・油

・牛乳（○○県）
・チーズ（○○県）
・白身魚（△△県）

・食パン
・なたね油
・さとう

しる もの



米
（新潟県）

例

3

みなさんの学校の給食に使われている食材は、どこでつくられているのでしょうか。
こんだて表を見て、食材とその主な産地を下の表と白地図に書きましょう。

調べる2

毎日食べている給食の食材について調べて、どのようなことに気がつきましたか。
まとめましょう。

まとめる

食材 主な産地
（例）米 （例）新潟県

自
由
研
究

農
業
と
わ
た
し
た
ち
の
く
ら
し

日
本
の
農
業

農
産
物
の
生
産

農
産
物
が
と
ど
く
ま
で

こ
れ
か
ら
の
農
業

給食に地元で生産された食材
を使うことのよい点は何でし
ょうか。栄養教諭の話を読ん
で調べましょう。

調べる3 きょう ゆ

栄養教諭の話

 地域で生産された食材は、新
せんでおいしいので、できるだ
け地元のものを使うようにして
います。また、地元でつくられ
ている食材を知ることにもつな
がります。輸送する時間やきょ
りも少なくてすみます。

ゆ

ち いき

そう

ふ か め る

外国から輸入される農産物の食材には、どのようなものが多いのでしょうか。

　わたしたちが食べている農産物の食材の中には、外国から輸入
しているものがたくさんあります。
　例えば、バナナやパイナップルの多くは、日本よりあたたかい気
候のフィリピン産やタイ産です。小麦や大豆は、日本より土地が広
いアメリカやカナダ、オーストラリア、ブラジルなどで大量に生産
され輸入されています。
　それぞれの国では、外国の農産物を輸入する際に税金（関税）
をかけて、自国の農業を守る仕組みをつくっています。貿易につい
ては、こうした関税の額について話し合われることがあります。

●果物で輸入が多いもの
　（量）

農林水産省「農林水産物輸出入概況2019」より

●穀物や豆類で輸入が多いもの
　（量）

こく もつ

ゆ にゅう

大豆

くだ

さい

がく

ぼう えき

ぜい きん

もの

バナナ

1,045
（千トン）

153
（千トン）

パイナップル

5,331
（千トン）3,392

（千トン）
小麦

がいきょう

輸入が多い食品

かん ぜい



日本の農業

日本農業マップをつくろう2

4

青果店やスーパーマーケットでは、
さまざまな農産物が売られていま
す。国内産の農産物は、日本のどこ
で生産されているのでしょうか。

＊大根の色はえんぴつでうすくぬってください。　＊りんごの色は「ももいろ」と「きいろ」を重ねてぬってください。

卵ぶた肉牛肉もも大根キャベツたまねぎ みかんきゅうり とり肉ぶどう米 りんご

農産物の産出額（農家の人が生産した農産物を販売した売上額）を示す表を見な
がら、それぞれ１位から4位までの県（都・道・府）について白地図の○に下の色を
ぬりましょう。調べる

左の写真は、青果店の
様子だよ。どんな野菜
が売られているかな？

めあて

青果店の売り場（東京都足立区）

さん しゅつ がく しめはん ばい

あ だち

たまご

生乳
せいにゅう

しょ とく とう けい

※主な農産物の産出額の表は、農林水産省「平成30年 生産農業所得統計」より作成

❶
❷
❸
❹

1,445億円
1,122億円
1,036億円
868億円

米

❶
❷
❸
❹

北海道
栃木県
熊本県
千葉県

3,826億円
350億円
265億円
234億円

生乳

◎米の産出額が多い県 （2018年） ◎生乳の産出額が多い県（2018年）

新潟県
北海道
秋田県
茨城県

くだ もの

❶
❷
❸
❹

308億円
251億円
249億円
177億円

784億円
286億円
104億円
98億円

348億円
287億円
170億円
118億円

198億円
110億円
53億円
52億円

みかん ぶどうりんご もも

（2018年）◎主な果物の産出額が多い県 

岡山県

山梨県
福島県

長野県

山梨県
長野県
岡山県
山形県

青森県
長野県
岩手県
山形県

❶
❷
❸
❹

1,266億円
1,016億円
768億円
430億円

牛肉 卵ぶた肉 とり肉（ブロイラー）

◎肉や卵の産出額が多い県 （2018年）

❶
❷
❸
❹

176億円
138億円
129億円
117億円

696億円
93億円
74億円
23億円

246億円
196億円
79億円
70億円

108億円
90億円
86億円
50億円

きゅうり キャベツたまねぎ 大根

◎主な野菜の産出額が多い県 （2018年）

北海道
青森道
千葉県
神奈川県

愛知県
群馬県
千葉県
茨城県

北海道
兵庫県
佐賀県
長崎県

宮崎県
群馬県
福島県
埼玉県

和歌山県
愛媛県
静岡県
熊本県

806億円
515億円
458億円
439億円

449億円
341億円
263億円
244億円

696億円
693億円
574億円
216億円

宮崎県
鹿児島県
岩手県
青森県

茨城県
千葉県
鹿児島県
岡山県

鹿児島県
宮崎県
千葉県
北海道

鹿児島県
北海道
宮崎県
熊本県
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日本農業マップの○に２つ以上色をぬった県（都・道・府）はどの地方に多いでしょうか。
また、その地方では、なぜ農業がさかんなのか、話し合ってまとめましょう。

まとめる

　りんごとみかんでは、
生産地にどのようなち
がいがありますか。それ
はなぜでしょうか。

■果物

　乳牛は約99％がホルスタ
インという種類の牛（白黒も
ようが特ちょう）です。乳牛が
多く育てられているのはどこ
でしょうか。

■乳牛

　米は全国でつくられています。
生産の多い地方はどこでしょうか。

■米

　野菜は気候に合わせていろ
いろな地域で生産されていま
す。野菜を多く生産している
ところはどこでしょうか。

■野菜

 牛肉やぶた肉、
とり肉、卵は、そ
れぞれどこで多
く生産されてい
るでしょうか。

■肉や卵

日本農業
マップ

＊13ページでくわしく調べましょう。

＊8～9ページ、14～15ページでくわしく
　調べましょう。

＊7ページ、10～11ページ、１6～17
　ページでくわしく調べましょう。

＊7ページ、12ページでくわしく
　調べましょう。
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にゅう ぎゅう

ち いき

そうさんしゅつがく

■主な農産物の産出額

米
1兆7,416億円

野菜
2兆3,212億円

果物
8,406億円

牛肉
7,619億円

その他（花き、いも類など）
1兆1,763億円

生乳
7,474億円

ぶた肉
6,062億円

にわとり
（卵、とり肉）
8,606億円

総産出額
9兆558億円

農林水産省「平成30年 生産農業所得統計」より



日本の農業

農業と地形や気候

6

3

農家では、地形や気候をどのように生かして
農産物を生産しているのでしょうか。めあて

盆地と高原は、
昼と夜の気温差
が大きいよ。 高原の夏は

すずしいよ。

地形によって、生産される農産物にはどのようなちがいがあるのでしょうか。絵と
下の表を見て調べましょう。

調べる1

米や麦、大豆などの穀類や野菜など

●地形による農産物のちがい

●さまざまな地形

地　形

もも、ぶどう、なし、さくらんぼなどの果物

ごぼうや大根などの野菜や果物、茶など
牧草地をつくりやすいため、牛などを育てているところもあります。

大根、すいかなどの野菜や、なしやかき、みかんなど
の果物、茶など

レタスやキャベツ、はくさいなどの野菜
きのこやいちごをつくっているところもあります。

平　野

盆　地

台　地

丘　陵

高　原

丘　陵
起ふくの小さな、なだらかな山地
水はけがよい

高　原
表面が平らな山地

台　地
周りよりいちだん高い平地
水はけがよい

平　野
海に面している平地
水が豊富

山梨県甲州市では、水はけがよく日当たりの
よい地形を利用してぶどうをつくっているよ。

主な農産物

盆　地
山に囲まれた平地

ぼん ち

きゅう りょう

ぶどう畑の広がる山梨県甲州市
こう しゅう

かこ

ほう

こく るい

ふ

くだ もの
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あたたかい気候を生かした農業  みかんのさいばい

　みかんのさいばいには、1年の平均気温
が15～18℃くらいで、冬の最低気温が－5
℃以下にならない温暖な地域が適していま
す。また、日照時間が長いことも、重要で
す。降水量が少ない方が、おいしいみかん
ができます。この条件に合った南向きのしゃ
面で、みかんは多くさいばいされています。
　塩分をふくんだ海からの風によって、み
かんのあまみが増します。

　キャベツやレタスは、芽が出てから収かく
まで、生長するときの気温は15～20℃が
適しています。群馬県や長野県などの高原
では、夏でもすずしい気候を生かして、キャ
ベツなどの高原野菜を生産しています。そ
のため、平地でつくられるキャベツなどがあ
まり出回らない８～９月にたくさん出荷する
ことができます。

夏でもすずしい気候を生かした農業  高原キャベツのさいばい

みかんの収かく（愛媛県宇和島市）

夏場に行われるキャベツの収かく
（群馬県嬬恋村）

農業の多面的機能

気候によって、生産される農産物にどのようなちがいがあるのでしょうか。

調べる2

まとめる

農家では、地形や気候をど
のように生かしていますか。
調べてわかったことを話し
合って、まとめましょう。

ふ か め る

田や畑には、自然環境の面からみてどのような
機能があるのでしょうか。

しゅう

しゅっ か

かん きょう

き のう

こう ずい ど しゃ さい がい ふせ やく わり

つまごい

■月ごとの平均気温と降水量（群馬県嬬恋村）

2015～2019年平均　気象庁調べ

う わ じま

■月ごとの平均気温と降水量（愛媛県宇和島市）

2015～2019年平均　気象庁調べ
きしょうちょう

農
業
と
わ
た
し
た
ち
の
く
ら
し

日
本
の
農
業

自
由
研
究

農
産
物
の
生
産

農
産
物
が
と
ど
く
ま
で

こ
れ
か
ら
の
農
業

　農業は、農産物の生産以外にも、いろいろな「めぐみ」をも
たらしています。このめぐみをもたらすさまざまな働きを
「農業の多面的機能」といいます。
　例えば、農地には雨水を一時的にたくわえるダムのような
機能があり、洪水や土砂災害を防ぐ役割を果たしています。
そのほかにも、さまざまな生き物のすみかになったり、周辺の
水辺と里山が一体
となった美しい景
観をつくりだした
りする働きなどが
あります。

おん

こう すいりょう

じょうけん

だん ち いき 　てき

　へい　きん

ま

平均気温 
降水量

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12（月）

30 800
25 700 
20 600 
15 500  
10 400 
5 300  
0 200 
ー5 100 
ー10 0

mm℃

平均気温 
降水量

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12（月）

30 800
25 700 
20 600 
15 500  
10 400 
5 300  
0 200 
ー5 100 
ー10 0

mm℃

出典:「農業・農村の多面的機能」（農林水産省） 
（http://www.maff.go.jp/j/nousin/noukan/nougyo_kinou/index.html）を加工して作成

地下水の
もとになる川に水をもどす

川に水をもどす
地下水

水をたくわえ洪水を防ぐ



農産物の生産

米ができるまで
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4

　種もみをビニールハウスの

中で発芽させ、田に植えるため

のなえを15～20cmほどにな

るまで育てます。

　かたくなった土をトラクター

などでやわらかく耕す作業を

「田おこし」といいます。田に肥

料をまきます。

　米づくりは種もみ選び
が大切です。種もみをつく
る農家がJAなどに出荷し
ます。稲作農家は、その種
もみやなえをJAなどから
買っています。

よい米は
よい種もみから

（　　）月（　　）旬ごろ （　　）月（　　）旬ごろ （　　）月（　　）旬ごろ

お米カレンダー

あなたが住んでいる地域では、下の作業は何月ごろに行
われているのでしょうか。お米カレンダーに書きましょう。

調べる1

　田おこしのあと、用水路から

水を引きます。水と土をまぜる

「代かき」という作業を行い、田

を平らにします。

　田になえを植えます。田植え

機で行いますが、田植え機が使

えないすみの方は、手で植える

ことがあります。

　あたたかくなると、田の水を

ぬき、土をかわかします。土に

空気が入るので根が育ち、養分

の吸収がよくなります。

　米が実る直前は、病気や害虫

が発生しやすい時期です。無人

ヘリコプターなどを使い、農薬を

必要な分だけまきます。

　コンバインを使って稲をかり

取ります。稲からもみだけを取

り出す「だっこく」やもみの選別

も、同時に行うことができます。

田植え 中ぼし 農薬をまく 稲かり・だっこく

なえを育てる 田おこし 代かき

米は、日本人の主食です。米はど
のように生産されているのでしょ
うか。

日本人は昔から米を大
切にしてきたんだね。

めあて

米屋さんの店頭の様子（東京都杉並区）

（　　）月（　　）旬ごろ（　　）月（　　）旬ごろ （　　）月（　　）旬ごろ （　　）月（　　）旬ごろ

できれば上
旬・中旬・下
旬も書こう！

じょう

じゅん

しゅっジェイエイ

いな さく

か

りょう

たがや

ひ

いね

しろ

きゅうしゅう

　すぎ なみ

ち いき



9

稲から白米になるまで
　稲からもみだけを取り出す作業を
「だっこく」、もみから「げん米」を取
り出す作業を「もみすり」といいます。
「げん米」の表面のぬかを取る（「精
米」する）と「白米」になります。

●雪形が作業のサイン

稲 もみ げん米 白米 

稲かり・
だっこく もみすり 精米

農家の人は自然の変化に合わせて農作業をしてきました。どのような工夫をして
きたのかを調べましょう。

調べる2

まとめる

米はどのように生産されていますか。わたしたちが食べられるようになるまでの
作業について文章でまとめ、話し合いましょう。

　福島県喜多方市にある小学校では、おみこしをつくって田植えのとき
に田んぼの周りを元気よく練り歩きます。おみこしには、田んぼの神様
に願いがとどくようにと、「みんながおいしいと言ってくれる、モチモチ
のお米になりますように」「収かく祭でおいしく食べたいです」などと書
いた、豊作を願う短冊をはりつけます。農作業は人間の努力だけではど
うにもならないことがあります。そのため、天候が安定し、稲が健康に育
って豊作になることを神様にお願いする行事が各地で行われています。

福島県の「どろんこ祭り」

ふ か め る

　日本の農村地域では、古くから稲作に関係する祭りや行事が行われてきました。こうした伝統
や文化を守り、受けつぐ働きも農業の多面的機能の一つです。どのような祭りや行事があり、
それらはどのような願いで行われているのでしょうか。

まい

せい

ツルのように見える旭岳の雪形（北海道東川町）
あさひだけ ひがしかわ

ざく

　春になって山の雪がとけてくると、高い山などに残った雪が馬や鳥、人

など、何かの形に見えてくることがあります。このようなもようを「雪形」と

いいます。気温が高くなるにつれて、雪どけが進み、雪の形が変わってい

きます。

　こうした特ちょうが見られる地域の人は、この形になったら土を耕す、こ

うなったら田植えをするというように、雪形を見て農作業を進めてきまし

た。農作業は、自然と向き合って行われています。

田植えのときに行われるどろんこ祭り
（福島県喜多方市）

き た かた

き のう

でん とう

しゅう

く ふう
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トマトを生産している農家
では、どのような工夫をし
ているのでしょうか。

トマトを生産している農家では、トマトを
どのようにつくっているのでしょうか。

農産物の生産

野菜ができるまで

10

5

調べる1

めあて

■1年中トマトを出荷している熊本県のトマトカレンダー

▲ヒーターな
どを使ってハウ
ス内の温度調節
をしている

◀黄色灯で金
色にかがやくビ
ニールハウス

4月 2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月 3月

●1年を通じてトマトをつくる工夫
　熊本県八代地域のトマト農家では、主にビニールハウスを使った促

成さいばいによって、秋の終わりから春に収かくされる冬春トマトを生

産しています。また、同じ熊本県でも山間部にある阿蘇地域では、夏

でもすずしい高原の気候を生かして、夏秋トマトをつくっています。地

域に適した方法でさいばいをすることによって、1年中トマトを収かく

し、出荷しています。

　八代地域では、できるだけ農薬を使わないようにするため、害虫を

寄せつけない「黄色灯」による害虫防除を取り入れています。冬にな

るとビニールハウスが黄色灯で金色にかがやく光景が見られます。

なえを育てる なえを植える
収かく・出荷 収かく・出荷

夏秋トマト
（阿蘇地域）

冬春トマト
（八代地域）

なえを植えるなえを育てる
収かく・出荷

平野部に広がる
ビニールハウス
（熊本県熊本市）

ビニールハウスでさいばいされ
ているトマト（熊本県熊本市）

ち

せい

いきやつ しろ そく

しゅう

あ

てき

しゅっ か

そ

ぼうおう しょく とう じょよ

熊本県ではトマトのさいばいがさかんだ
よ。ここでは、どのような工夫や努力をし
てトマトを生産しているのかな？

く ふう
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生産したトマトは、どこに出荷しているのでしょうか。また、新せんなトマトを
運ぶために、どのような工夫をしているのでしょうか。

調べる2

野菜の生産にかかわる人々の工夫について、調べ
たことをグループで話し合ってまとめましょう。

ふ か め る

　かつて夏野菜の一つだっ
たトマトですが、現在では市
場に毎日入荷してきます。今
では、日本の各地で生産され
たトマトを、いつでも食べる
ことができます。

トマトの生産地は季節によってどのようにちがっているのでしょうか。その理由を考えましょう。

　ビニールハウスのさいばい
では、品質のよいものをたくさ
ん育てるため、ハウスの中の
温度や湿度、光の量、二酸化炭
素の量、土の水分量を調節す
る機器を使って、農産物の生
育によい環境を整える工夫を
しています。

生育環境を整える

まとめる

●トマトの流通
　農家で朝早く収かくされたトマトは、午前中には地域の野菜選

果場に運ばれます。そこで形や大きさによって選別されて、一つ

ひとつ手作業で箱につめられます。

　箱づめされたトマトは、夕方には周辺の地域をはじめ、東京、大

阪などの大都市の市場に出荷されます。そこから、次の日の朝に

は小売店にとどけられます。一部はジュースなどの加工用として

食品工場に送られます。また、JAの直売所などに運ばれ、直接消

費者に販売されるものもあります。

●トマトを新せんにとどける
　トマトは気温が上がるといたみやすい野菜です。そのため、新

せんなまま消費者にとどけるために、気温が低い早朝５時ごろか

ら収かくします。大きさや色づき方を見ながら、きずをつけない

ように、一つひとつていねいに収かくします。

　トマトは、まだ色が赤くならないうちに収かくして出荷します

が、スーパーマーケットなどにならぶころには赤く熟します。農家

では、そのタイミングを計算して出荷しています。

温度を低く保った保冷車で各市場に運ぶ（左：選果場  右：保冷車）

消費者の手にとどくころにちょうど赤くなる（左：出荷前  右：店頭）

1年中食べられるトマト
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げん ざい

かん

ひん しつ

に さんしつ ど か たん

そ

きょう

じゅく

はん ばい

ちょくジェイエイ せつしょう

ひ しゃ

たも ほ れい しゃ

■東京のおろし売市場に入荷するトマトの量と主な生産地

東京都中央卸売市場「市場統計情報」より

夏 秋 冬 春 夏
とうおろしうり けいじょうほう
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農産物の生産

果物をつくる6

12

りんごのさいばいと、気候や地形条件の関連をまとめましょう。また、おいしい
りんごを多くの人に食べてもらうには、どうしたらよいか話し合いましょう。

まとめる

青森県はなぜりんごづくりがさかんなのでしょうか。気候や地形条件との関連
を調べましょう。

調べる2
　りんごのさいばいは、
１年の平均気温が6～14
℃くらいのすずしい気候
で、降水量は少ないとこ
ろが適しています。また、
昼と夜の気温差が大きい
と、りんごの実が引きし
まって、あまくなります。 山のしゃ面や小高い丘を利用して

さいばいされるりんご

農家の人は、どのような工夫や努力をしてりんごをつくっていますか。季節ごと
の仕事の様子を調べましょう。

調べる1

　4～6月にかけて、肥
料をまきます。花がさく
と、授粉（花粉をめしべ
につける）作業をします。
人が行うほかに、ハチを
使う方法もあります。

 「摘果」といって、育ち
の悪い小さな実を取り
のぞき、大きい実がなる
ようにします。また、害
虫などから守るために、
袋がけをします。

　のびすぎたり、雪の重
みで折れたりした枝を切
って、実がよくできるよ
うに木の形を整えます。
また、春の作業の準備を
します。

　袋を取り、実全体に太
陽の光が当たるように
葉を取って実を回転さ
せます。その後、色のつ
きぐあいや香りを確か
めながら収かくします。

秋

春 夏

冬

●りんごさいばいの１年（季節ごとの主な作業）

めあて

スーパーマーケットでは、さまざまな果物が売られています。りんごの生産がさかん
な青森県では、おいしいりんごをどのようにつくっているのでしょうか。

おか

くだ もの

く ふう

ひ

えだ

じゅん び

りょう

じゅ ふん か ふん

ふくろ

しゅう

たし

てき か

　じょう けん

へい

こう すい りょう

きん

てき

■月ごとの平均気温と降水量（青森県黒石市）

2015～2019年平均　気象庁調べ
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農産物の生産

牛を育てる7

13

　乳牛を育てている酪農家は、安全な生乳をとどけるために、牛舎を清潔に
保っています。特に、伝せん病にかからないように牛舎に入る前の手洗いや
作業服の着がえ、くつや車の消毒などをてっ底しています。

清潔に保たれて
いる牛舎
（愛知県愛西市）

乳牛からしぼっ
た生乳は、工場
に運ばれます。

牛乳は各地
の小売店に
運ばれます。

「生乳」は、工場で
加工されて「牛
乳」になります。

生乳 牛乳

しぼった生乳は、どこへ運ば
れているか調べましょう。

調べる2

乳牛を育てるときに、特に大切にしてい
ることは何でしょうか。

調べる3

昼の仕事

　牛のふんや尿を
発酵させて「たい
肥」をつくります。
乳牛が食べる牧草
づくりのための質
のよい土づくりな
どに使われます。

　牧草やとうもろ
こしなどをさいば
いしています。牧
草は干し草にした
り、サイレージと
いうえさにしたり
します。

　毎日、乳牛の健
康を確認します。
乳牛は暑さに弱い
ので、夏は牛舎で
せんぷう機を回す
などの工夫をして
います。

たい肥づくり えさづくり 健康管理

酪農家では健康な牛を育て、安全・安心な生乳を生産するために、どのような工夫
や努力をしているのでしょうか。酪農家の１日の仕事を調べましょう。

調べる1

朝（午前５時～８時）と夕方（午後５時～８時）の仕事

　乳牛が生乳をい
っぱい出すよう
に、栄養バランス
を考えて、牧草や
穀類などのえさを
朝と夕方の２回あ
たえます。

　朝と夕方の２回
行います。一度手
でしぼって異常が
ないかを確かめて
から、ミルカーと
いう機械で乳をし
ぼります。

　牛は１日にふん
を約30kg、尿を
約10L出します。
乳牛が気持ちよく
すごせるように、
そうじをして清潔
にします。

えさやり 乳しぼり 牛舎のそうじ

●酪農家の1日の仕事の様子

めあて

わたしたちは牛乳を飲み、肉や卵を食べています。乳牛を育てている酪農家は、
どのように生乳を生産しているのでしょうか。
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農産物の生産

農業技術の移り変わり

14

8

●作業時間の変化
　さまざまな作業が機械化されたことによっ
て、それまで人の力で行ってきた作業時間が短
くなり、かかる手間が少なくなりました。

農業機械の発達によって、農作業を行う時間はどのように変化したのでしょうか。

調べる1

農業機械の移り変わり

農業を行う技術は、長い歴史の
中で変わってきました。技術の進
歩によって、農業はどのように発
展してきたのでしょうか。めあて

農業機械は、どのように
変わってきたのかな？

唐箕（金属製）

も
み
ふ
る
い

だ
っ
こ
く

稲
か
り

コンバイン

平成
時代 現在

唐箕（木製）

千歯こき

かま

こきばし

箕

足ぶみだっこく機

（1989年～）

＊資料提供：農研機構
＊

稲かり機（自動）＊稲かり機（手動）＊手動稲かり機＊

江戸
時代

明治
時代

大正
時代

昭和
時代

（1868年～）（1912年～）（1926年～）

ぎ じゅつ うつ

い
ね

み みとう もくせい きん ぞく せい

れき

し りょうていきょう のうけん き こう

し

はっ

てん

え ど めい じ たいしょう しょう わ へいせい
げんざい

1960年と2018年を比べ
ると、作業時間はどのよう
に変わったかな。最も短く
なった作業は何かな？

くら

0

50

100

150

200
（時間）

稲かり・だっこく

■10アールあたりの稲作の作業別時間の変化

なえを育てる

農薬をまく

中ぼし

22.4

173.9

117.8

64.4

43.8
33.0

25.1

2018（年）1960 1970 1980 1990 2000 2010
農林水産省統計部「米生産費調査」より

とうけい ひ

田植え

田おこし

いな さく
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米の生産地は、どのように広がってきたのでしょうか。また、それはなぜでしょうか。

調べる2

●米の生産地の広がり
　現在、米は日本全国でつくられています。もとも
と熱帯地方で生まれた稲は、寒い地方では生産さ
れていませんでした。明治時代になって、北海道で
は開拓が進み、寒さに強い品種が改良されて、米
がつくられるようになりました。
　右の図は、北海道で稲作が行われている地域の
広がりを年代で示した地図です。明治35年には北
海道の半分くらいの地域で稲作ができるようにな
りました。その後も品種改良が進み、北海道の米
の生産地が広がってきました。現在では、全国有数
の生産量をほこっています。おいしいと評判の品
種の稲も生産されています。 品種改良のかけ合わせの例

　性質のちがう品種をかけ合わせ、よりよい品種をつくること
を「品種改良」といいます。例えば、寒さに強いが味がよくない
品種と、寒さに弱いがおいしい品種をかけ合わせ、寒さに強く
ておいしい品種をつくることができます。

品種改良とは

寒さに弱いが
おいしい

寒さに強いが
味がよくない

寒さに強くて
おいしい

昭和4年

大正12年
明治42年

明治42年
昭和4年

明治35年

明治21年

大正9年

明治33年

明治30年

明治10年

明治43年明治18年

帯広札幌

函館

旭川
網走

釧路
根室

稚内

小樽

室蘭

北海道の稲作地域の広がり

ふ か め る

農業にかかわる人々は、どのような願いをもって農業を発展させてきたのか話し
合って、まとめましょう。

まとめる

一般社団法人 農業農村整備情報総合センター

「稲作限界の北進」より

いっぱんしゃだん せい びじょうほうそうごう

げんかい
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び えい

北海道美瑛町
（開拓地の農家1961年） 

棚 田 
たな    だ 

干 拓 
かん たく 

開 拓 
かい たく 

島根県吉賀町

（大井谷棚田）

よし か

おお い だに

おお

はちろうがた

がた

秋田県大潟村

（八郎潟干拓地）

　例えば棚田とは、山などのしゃ面で
田が作れない土地を階段状にして水平
な田につくり直したものです。同様に
してつくった畑を段々畑といいます。
　干拓とは、遠浅の海や湖や沼の水を
堤防でしめ切ってぬき、農地などにす
ることです。
　開拓とは、森やあれ地を切り開い
て、田畑や牧草地などにすることです。

かい たく

しめ

ち いき

ひょう ばん

せい　しつ

農地をつくる工夫や努力

かい だん じょう

だん だん

ぬま

てい ぼう

ばたけ

  外国と比べて農地が少ない日本では、昔から農業に適していない土地をさまざまな工夫や
努力によって、農地につくり変えてきました。どのような工夫や努力があるのでしょうか。

てき ふうく

わっかない

あさひかわ

あばしり

おたる

さっぽろ
おびひろ くしろ

ねむろ

むろらん

はこだて



費用

費用 費用

費用

農産物がとどくまで

消費地にとどける9

わたしたちが食べているレタスは、どのような人たちの仕事
によって消費者にとどけられているのでしょうか。

めあて

長野県川上村でつくられたレタスが消費者にとどけられるまでには、どのような
仕事があるか調べましょう。

調べる1

わたしたちが食べ
ているレタスは、ど
のようにして食た
くにならぶのかな？

レタスを収かくする農家の人 食たくの様子

16

　予冷庫の費用や電気代などが
かかります。

　輸送には、冷蔵車の燃料代、高
速道路の料金などがかかります。

　保冷庫の電気代などがかかり
ます。

おろし売市場でせり

午前2時 午前6時 正午 午前６時半

＊「せり」とは市場に入ってきた品物の
　ねだんを決めるやりとりのことです。

農家から運ばれてきたレタ
スは新せんさを保つために、
出荷まで予冷センターの予
冷庫で冷やされ、冷蔵車に積
みこまれます。新せんなうち
に、できるだけ早く出荷する
ようにします。

冷蔵機能がついた冷蔵車と
いうトラックで、荷台を低温
に保ち、高速道路を使ってそ
の日のうちに東京の市場へ
運びます。運転中にも温度の
チェックがかかせません。

午後3時ごろから真夜中にかけて
おろし売市場に入荷したレタスは、
保冷庫で保管され、翌朝の「せり」
にかけられます。市場は、野菜のせ
ん度を保つために売り場の一部が
低温に保たれています。

レタスは日がのぼ
って気温が上がる
と新せんさを保
てないので、午前
2時ごろから収か
くを始め、おそく
とも午前7時ごろ
には終えます。

　レタスをさいばい
するには、種やなえ、
肥料などを買う費用
が必要です。また、
農業機械やそれを
動かす燃料の費用
もかかります。

1日目 2日目

●レタスが消費者にとどくまで（長野県川上村から東京都までの例）

畑で収かく 予冷庫（JA）で保管 冷蔵車で輸送

しょう ひ ち

かわ

しゅう

かみ

たも

しゅっ

れい ぞう

か

ひ りょう

ねんりょう

ひ よう

き のう

にゅう か

よく あさ

ほジェイエイ かん ゆ そう



費用
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　国産の野菜・果物の約8割は、おろし売市場で売り買いされて、スー

パーマーケットなどの小売店に運ばれます。おろし売市場では、「せり」

という方法や、売り手と買い手が1対1で話し合ってねだんを決める

「相対取引」という方法で売り買いされています。

　「せり」では、おろし売業者（売り手）が出した品物に、仲おろし業者

（買い手）が競ってねだんをつけ合います。品物は、ねだんを一番高く

つけた人に売られます。

　おろし売市場では、品物の入荷数と注文数の関係や品質を見て公正

にねだんが決められています。品物は、仲おろし業者から小売店などに

販売され、消費者へとどけられます。
おろし売市場での「せり」の様子

（東京都中央卸売市場）

レタスがわたしたちの食たくにとどけられるまでには、どのような費用がかかっ
ているのでしょうか。「調べる1」の資料を見て、仕事ごとにまとめましょう。

調べる2

おろし売市場では、レタスのねだんをどのように決めているのでしょうか。

調べる3

予冷庫で保管畑で収かく 小売店で販売おろし売市場でせり冷蔵車で輸送

あい たい とり ひき

くだ もの わり

　小売店では、おろし売市場で仕
入れたねだんに施設にかかる費
用や人件費などを加えて、売ると
きのねだんを決めています。

午前10時

消
費
者

新せんなレタスを消費者に食べ
てもらうため、店に出すまで冷
蔵しておきます。また、仕入れた
レタスはその日のうちに売り切
るように努力しています。

長野県川上村からスーパーマーケット（東京都大田区）までの道のり

中央自動車道（高速道路）
その他の高速道路 国道

　長野県川上村から
は、新せんでおいしい
レタスを早くとどける
ために中央自動車道な
どの高速道路を利用し
ています。

◆長野県川上村
　⇒東京都中央卸売市場
　（大田市場）
　⇒スーパーマーケット（東京都大田区）

●総きょり：約190km　●所要時間：約４時間　●主なルート：中央自動車道、首都高速道路など

小売店で販売

そう

し りょう

農産物が生産者から消費者にとどくまでの仕事と
費用を調べて、わかったことをまとめましょう。

まとめる 自
由
研
究

こ
れ
か
ら
の
農
業

農
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日
本
の
農
業

東京都中央
卸売市場

スーパーマーケット（大田区）

100 20km

埼玉県
東京都

調布

川上村

八王子
大月

じん けん ひ

し せつ

はん ばい

おお た

おろし

ひん

せ

しつ

うり



これからの農業

農業をつなぐ・支える
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10

　農業で働く人の数は毎年減っており、1975
年は791万人でしたが、2019年には168万
人と、およそ5分の1の人数になっています。

●農業で働く人の数

　このごろではスーパーマーケットに行けば、日本各地
や外国産の安い野菜がたくさん売られていますから、
わたしたちががんばることもないと思っています。冷
凍食品などにも輸入野菜が使われているそうですね。
　使わなくなった田や畑は、そのまま残したいとも思
いますが、どう活用するか、家族と相談しています。

野菜をつくっている農家の緑川さん

日本の農業や農
村はどのような問
題をかかえている
のでしょうか。めあて

　わたしの家は、先祖代々農業をし
てきました。しかし、子どもたちは農
業をつがないで、都会に出て行って
しまいました。村全体の若い人の数
が少なくなっています。
　わたしは妻と2人で広い田や畑を
守ることが、体力的にきびしくなって
きました。今は、自分たちが食べる野
菜だけをつくっています。わたしたち
も農業をやめて、子どもたちがいる
都会に引っこすことを考えています。

農業で働く人の数はどのように変化してきたのでしょうか。

調べる1

　1年以上農作物をつくらず、今後
もつくる予定のない田や畑を耕作放
棄地といいます。一度耕作をやめる
と、雑草が生えて土があれ、元の田
や畑にもどすのに時間と手間がかか
ります。

耕作放棄地とは？

ささ

せん

わか

つま

ぞ だい だい

みどり かわ

ゆ にゅう

れい

とう

へ

ざっ そう

特に減ってきてい
るのは、どの年れ
いの人たちかな？

耕作放棄地になった田畑（熊本県菊池市）
きく ち

耕作放棄地とはどのような土地でしょうか。また、
なぜこのような土地が増えているのでしょうか。

調べる2

こう さく ほう き ち

ふ

■農業で働く人の年れい別人数の移り変わり

1975 2015 20192010200520001995199019851980
0

200

100

400

600

800
万人 50～59歳65歳以上

30～49歳 15～29歳

60～64歳

（年）

農林水産省「農林業センサス」「農業構造動態調査」より
こう ぞう どう たいちょう さ

うつ

さい

農林水産省「耕地及び作付面積統計」「農林業センサス」より
とうおよ けい

■耕地面積の移り変わり
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　最近は、農業の再生や農村の活性化、また食料自給率を上げるためなどに、各地で耕作放棄地を活用する取り
組みが行われています。

耕作放棄地はどのように活用されているのでしょうか。

調べる3

　岡山県美咲町では、農業
法人が中心になって、耕作
放棄地になった棚田で赤そ
ばをさいばいし、そばのレス
トランを経営しています。収
かく時期には毎年そば祭り
を開催しています。

　愛知県設楽町では、耕作放
棄地を活用して、古くからつ
くられていたエゴマをさいば
いしています。加工し、地元
の特産品としてドレッシング
を開発しました。道の駅や農
家レストランで人気です。

棚田を利用して
赤そばをさいばい

エゴマさいばいと
ドレッシング開発

ふ か め る

食料の中には、外国からその多くを輸入しているものもあります。しかし、輸入にたよるだけ
では心配なこともあります。これからはどのような取り組みが必要になるのでしょうか。

日本の農業や農村にはどのような問題があるかまとめましょう。また、耕作放棄
地の活用についても話し合いましょう。

まとめる

自
由
研
究
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さい

たな だ

せい

み

かい

けい えい しゅう

さい

さき

かっ かせい じ きゅう りつ

した ら

　輸出国が、洪水や干ばつなどの自然災害や異常
気象によって、不作になったときには、自分の国の
人たちの食べ物を優先して確保するため、日本へ
の輸出を制限することがあります。

異常気象による輸出制限

▲外国が輸出を制限する

い じょう き しょう しゅつゆ せい げん

き き

さいこう ずい かん

かく ほせんゆう

がい

  世界的な感染症の広がりやトビバッタの大量発生
などの自然災害により、世界中で食料が不足したり
食料輸入ができなくなったりすることが考えられま
す。食料の確保は常に各国の課題なのです。

さまざまな理由による食料不足の危機

▲食料確保は各国の課題

かん せん しょう

食料自給率を高める取り組み例
　今、「日本型食生活」が注目されています。「日本
型食生活」とは、ご飯を中心に、魚、肉、野菜、海そ
う、豆類など、さまざまな副菜を組み合わせた栄養
バランスのすぐれた食生活のことです。このような
食生活では、日本で生産された米や野菜を多く食べ
るため、食料自給率を高めることにもつながります。 ▲「日本型食生活」の例

に ほん がた

　食料自給率とは、消費される食料に対
して、自分の国でつくられている食料の
割合のことをいいます。

しょう

わり あい

ひ
■食料自給率とは

■日本の食料自給率と
　主な品目の自給率

小麦
16％

大豆
6％

牛肉
9％

79％
野菜

全体
38％

97％
米

（飼料等ふくむ）

農林水産省 「令和元年度食料需給表」より
※全体はカロリーベース、品目は重量ベースで計算した
　（牛肉は飼料自給率27％を加味した）ものです。

じゅ きゅう



これからの農業

農業でがんばる若者

20

11

農業を始める人のための説明会を
知らせるチラシ（岐阜県／北海道せたな町）

農村に移り住んできた若者は、なぜ農業を始めたのでしょうか。

調べる1

　ベジアーツはレタスなどの野菜をつくっている会社です。社員の平均年れいは
28歳と若く、農家出身の社員は1人もいません。この会社に入って農業を始めた
人ばかりです。3年目のある社員は、「自然を相手にする農業はとても奥が深
く、命を育てるという意味でも年数を重ねるほどにそのおもしろさを感じます」
とやりがいを話しています。
　ベジアーツで働く人たちのように、農家出身でなくても会社員として農業にか
かわる人が増えています。子どものころの農作業体験で興味をもったり、「食」
に関心をもったりするなど、そのきっかけはいろいろです。農業がかかえる課題
を知り、農業で地域を活性化したい、日本の今後の農業を支えたいという理由
で農村に移り住んでくる若者もいます。

◀ベジアーツ
で働く若者

農村に移り住んで、農業を始める都会
の若者が少しずつ増えてきました。ど
のような取り組みがあるのでしょうか。めあて

左のチラシは、
どんなことを
よびかけてい
るのかな？

●農業という仕事を通じて人を幸せに
 「株式会社ベジアーツ」代表 山本裕之さん（長野県御代田町）

◀ベジアーツの
代表・山本さん

▼早朝の
収かくの様子

農業を始めた若者は、どのように農業を行っているのでしょうか。

調べる2
●周囲の人たちに支えられて農業に取り組む若者たち
　若者たちは、地域のJAや農家からさまざまな指導を受けて、農業技術
を身につけていきます。例えば、広島県福山市では、ＪＡと生産者が協力
してぶどう園に研修農園をつくり、農園長となったJAの職員から指導を
受け、ぶどう農家として生活を成り立たせています。若い生産者たちは、
農地の確保から技術の習得まで支えてもらっています。

ぶどう園で研修を受ける若者たち（広島県福山市）

かぶ

さい

おく

しき がい しゃ やま もと ひろ ゆき み よ た

かっち いき せい か

へい きん

ささ

きょう み

ふく

ジェイエイ

やま

し

しゅう い

どう ぎ じゅつ

しょく いん

かく しゅう とく

けん しゅう

ほ

わか もの

しゅう

うつ

ふ
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日本の農業を元気にするためには、どのような取り組みが必要でしょうか。話し合っ
てまとめましょう。

まとめる

農業高校の生徒は、どのような学習に取り組んでいるのでしょうか。

調べる4

　農業高校は、植物や動物とかかわりながら、農業や食についての専門技術や知
識を身につける高等学校です。実際に野菜や花をさいばいしたり、農業や食品に関
する実験をしたりする授業が多いことが特ちょうです。日本に約300校ある農業
高校に通う生徒たちは、植物や動物の命にふれながら、先進的な技術やバイオテク
ノロジーについて学んでいます。
　地域住民とふれ合うことが多いのも、農業高校の特色です。熊本県にある菊池
農業高校では、小学生たちに農作業体験を通じて農業の大切さを感じてもらう活
動を、地元のＪＡ菊池といっしょに10年以上行っています。農業高校を卒業した生
徒は、学んだことを生かして農家になったり、農業についてさらに専門的に勉強す
る学校に進んだり、農業や食品に関する会社に就職したりします。

●農業や食についての専門技術や知識を学ぶ農業高校の生徒たち
　（熊本県立菊池農業高校）

◀JAといっ
しょに食農
教育活動に
取り組む農
業高校生

▲育てた牛の
生乳からチー
ズをつくる

◀園芸実習の様子

　JAは、生産する人・運ぶ人・売る人が働きやすい環境をつくり出すために、それぞれ
の人たちと協力し合いながら農業をサポートしています。最近では、農業を始める若
者のために研修会や勉強会を開き、農業技術の指導のほか、農業でくらしていくため
の経営方法についても積極的に指導しています。こうした取り組みが地域全体の農業
や文化を守り、人が少なくなっている地方の活性化につながっています。

●農業をする若者をサポートするJA

JAは、農業を始める若者をどのように支えてい
るのでしょうか。

調べる3

農業指導をするJAの職員 （JAいわて平泉）

JA（農業協同組合）とは
　JAは、日本の農業協同組合（農協）の愛しょうです。組合員である農家
どうしが、おたがいに助け合いながら、農家の生活を守り、よりよい地域社
会をつくることを目的につくられました。JAが行っている具体的な取り組
みには右のようなものがあります。
　JAは、地域の農産物を買うことができる直売所も運営しており、新せん
で、おいしく、安全・安心な農産物を消費者にとどけています。このほか
に、生活に必要なものを売ったり、高れい者の手助けをする福祉活動を行
ったりするなど、農業が元気になるように応援しています。

ふ か め る

■ 新しいさいばい方法などをアドバイスする
■ 新しい機械や農薬、肥料などを紹介する
■ 組合員の注文を受けて、野菜や稲のなえ、
　 新しい機械、農業資材を売る
■ 農産物を集めて出荷や販売をする
■ 農地などを借りるための支援をする
■ 農業をめざす人に技術や知識を教える
■ お金をあずかったり、貸したりする
■ くらしを守る共済の仕事をする
■ 農業機械や自動車などの販売・修理をする

かん きょう
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これからの農業

農業の新しい取り組み
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12

未来に向けて農業を元
気よくするために、人々
はどのような新しい取り
組みを行っているので
しょうか。ドローンを使って田んぼに種をまく様子（山形県三川町）

めあて

水田の上をドローン
が飛んでいるね。何
をしているのかな？

新しい技術を使った取り組みには、どのようなものがあるのでしょうか。

調べる1

　日本に広く生息しているテントウムシの「ナミテントウ」は、野菜さいばいの害虫で
あるアブラムシを大量に食べることから、野菜さいばいへの活用が注目されていまし
た。しかし、施設内に放しても、飛び去ってしまいます。そこで、野生のテントウムシの
中から遺伝的に飛ぶのが苦手なオスやメスを選んで「飛ばないナミテントウ」を育成
し、活用するようになりました。使用する化学農薬が少なくてすむようになることか
ら、環境にやさしい野菜さいばいの技術として期待されています。

■飛ばないテントウムシ

　人が乗らずに農作業を行う田植え機やトラクター、ラジコンで動く
草かり機などの開発が進められています。こうした先端技術を活用し
た農業は、「スマート農業」とよばれています。
　農家の減少や高れい化が進み、農作業を行う人が減っています。先
端技術の活用によって、少ない人数でも広い面積の農作業をこなせ
るようになります。さらに、慣れていない人でもしっかりと、効率的に
農作業ができるようになります。

●「スマート農業」の取り組み

み

ぎ じゅつ

かわ

げん へしょう

こう

ない そう ぞう

し りょうていきょう のうけん き こう

かく せんりゃく

りつ てき

せん たん

な

い でん てき

無人による自動運転田植え機
資料提供：農研機構

内閣府 戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）研究成果

資料提供：農研機構

資料提供：農研機構
飛ばないナミテントウ

　植物工場とは、施設内の温度や湿度、光などの環境条件をよりふさわしい状態に保
ち、作物を計画的に生産するシステムのことです。天候に左右されることなく作物を安
定して供給したり、病害虫の被害を減らしたりするなどの利点があります。
　植物工場には、太陽光をいっさい利用せずに、けい光灯やLEDなどを用いたり、太
陽光の利用を基本に、夏の高温をよく制する技術などを用いたりして野菜をさいばい
しているところもあります。

■植物工場

トマトをさいばいしている植物工場

し せつ しつ ど かんきょうじょう けん

きょうきゅう ひ

せいき ほん

がい

エルイーディー

たもたいじょう
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早朝から大勢の人でにぎわう直売所

（福島県福島市）

　農家が、スーパーマーケットや学校などと売り買いの約束をして農産物をつくる「契
約さいばい」では、農家は買い手が決まっているので、農産物を計画的に生産すること
ができ、買い手は安定して農産物を手に入れることができます。
　JAでは、安全でおいしい食材を安定して供給するために、農家に対する技術指導を
行うほか、販売についても支援を行っています。道の駅などの直売所は、農家が直接農
産物をおさめるため、新せんで安全な地元産の食材が買えると人気が高まっています。

食の安心・安全のための取り組み

ふ か め る

農家が安心で安全な食材を生産し、消費者に提供するために、どのような取り組みが
行われているのでしょうか。

これからの農業のために、どのような取り組みを行ったらよいかを考え、話し合っ
てまとめましょう。

まとめる

農産物の輸出はどのように行われているのでしょう
か。また、なぜ、外国で高く売れるのでしょうか。

調べる3
　日本の農産物は、受けつがれてきた農家の工夫や努力と、めぐまれた自然環境により、おい
しく、安全で高品質な「メイド・イン・ジャパン」ブランドとして、海外での評価が高まっています。
　いちごやかき、なし、ぶどう、みかん、メロン、ゆず、りんごなどの果物や牛肉は、ヨーロッ
パの国々をはじめ、ロシア、アメリカやカナダ、アジアの国々など海外のスーパーマーケット
や百貨店で高級品として販売され、レストランや菓子
づくりにも利用されています。
　また、最近は海外での日本食ブームもあり、国や全
国の都道府県・市町村、JA、会社などが協力して、海
外に日本の農産物のみりょくを発信しています。

■りんご1個のねだん

青森県りんご商業協同組合連合会（日本）、

こ

日本

香港
マレーシア

約230円
約830円
約560円

ふじ（一般的な品種）

ホン コン
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日本貿易振興機構農林水産・食品部より
ぼうえきしんこう き こう

ゆ しゅつ

く

ひょう か

ふう

こう

くだ もの

ジェイエイ

ひん しつ

はん ばい

しょう ひ しゃ てい きょう

けい

し どう

ちょくせつし えん

やく

おおぜい

ぱん てきいっ

か し

　農業を行う会社が増えています。その中には、コンビニエン
スストアなど農業を本業にしていなかった会社が農業を始め
る事例もあり、会社がお金を出して、農家と共同で農業生産法
人を設立することもあります。例えば、コンビニエンスストア
が次のような理由から農業経営を始めています。

農業をしている会社は、どのよ
うに変わってきたのでしょうか。

調べる2

◎形や大きさが商品にふさわしくない農産物を、サラダや総菜に加工して売る ◎加工するときに出る切りくずをペットフードなどに活用
する ◎売れ残った食品を肥料として再利用する  ◎農場の近くに加工工場をつくることで、輸送費用などを減らすことができる　など。

■コンビニエンスストアが農業を行う理由

ふ

せつ

ひ ゆ そう ひ ようりょう さい り よう

そう ざい

りつ

けい えい

うつ

農林水産省「農林業センサス」「農業構造動態調査」より

■農業をしている会社の数の移り変わり

201920152010 （年）1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

1,797 2,581
2,842 2,803 2,902

4,986 5,272

8,700

12,511

18,857

23,400

0

（法人）

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

こうぞうどうたいちょう さ

ゆ しゅつ がく すい い

■農林水産物・食品の輸出額の推移

財務省「貿易統計」をもとに農林水産省作成
ざい む ぼうえきとうけい

0
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2,000
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7,000

8,000
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１兆円
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■農産物
■林産物
■水産物

7,4517,502
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6,117
5,505

4,497

20122013 2014 2015 2016 2017 2018
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これからの農業

農業の発展と消費者のかかわり
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13

日本各地には、地元の食材を使ったいろいろな郷土料理があり、むかしから食べられ
ています。郷土料理を守り続けることのよさは何ですか。

調べる1

●日本各地の主な郷土料理

三平汁（北海道）

京漬物（京都府）

だぶ（佐賀県）

塩ざけ、大根、
にんじん、
じゃがいも、
ねぎ、こんぶ

大根、きゅうり、なす、
しその実、うり、わらび

ごうしゅういも（さといも）、
とうふ、もち（ざっこく）

のっぺい汁（新潟県）
さけ（とり肉）、かまぼこ、イクラ、さといも、
にんじん、たけのこ、れんこん、こんにゃく、
さやえんどう、ほししいたけ

壬生菜、賀茂なす、聖護院かぶ
などの京野菜

とり肉、れんこん、
こおりこんにゃく、
厚あげ、さといも、
しいたけ、ごぼう、
かまぼこ

しもつかれ（栃木県）

ゴーヤー
チャンプルー（沖縄県）

せんべい汁（青森県）

塩ざけの頭、
大根、にんじん、いり大豆、
油あげ、酒かす

南部せんべい、
とり肉、ごぼう、
にんじん、きのこ、ねぎ

にがうり、沖縄どうふ、
卵、糸けずり節

　その土地で生産された農産物や水産物を、その地域で消費することを「地産地消」といいます。自分が生活している身
近なところで生産されたものですから、新せんなまま食べることができます。また、生産されてから消費地にとどくまでの
きょりが短く、フード・マイレージが小さいため、環境にもやさしい取り組みです。
　フード・マイレージとは、「食料の輸送きょり」という意味で、輸送量に輸送きょりをかけた数で表します。この数が小さい
ほど、輸送するときに排出される二酸化炭素の量が少なくなります。地球温暖化の防止にもつながるので、地球にやさし
い取り組みといわれています。

地産地消

とんばら漬け（島根県）

でこまわし（徳島県）

日本の農業が続いたり発展したりし
ていくために、消費者としてどんな
ことを考えたり、どんなことに協力
したりしていけばよいのでしょうか。めあて

スーパーマーケットで食材を選ぶ消費者

わたしたち消費者にできる
ことはないのかな。

はっ てん しょう ひ しゃ

さん

きょう つけ

きょう ど

もの

しょう ごみ ぶ な か も いん

あつ

ぺい じる

づ

たまご

ゆ そう

おん だん か ぼう し

かん きょう

に さん か たん そはい

ち いき

しゅつ
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消費者は食材や食料品に対してどのような意識をもっているのでしょうか。

調べる2
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農林水産省「野菜の衛生管理に関する意識・意向調査」より

　日本では豊かな食生活を送ることができるようになり、より安全・安
心な食材や食料品を求める消費者の意識が高まっています。2017年
に農林水産省が行った「野菜の衛生管理に関する意識・意向調査」にも、
その結果が表れています。野菜や果物を買うとき、特に重要と考えて
いる点について、「ねだん」（75.6％）をぬいて、「味・せん度」と
回答した人が 87.9％と1位になりました。次に「安全性」、「産地」と
続いています。安くたくさんの量を買うことより、おいしさや新せんさ、
健康によいものかどうかなどを重要に考えていることがわかります。

■野菜・果物を選ぶとき特に重要と考えること

0
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87.9

75.6 73.3

61.9

26.1
21.2

1.7

消費者はこれからの農業をどのように支えることができるのでしょうか。

調べる3

わたしたちは消費者として、これからの農業に対し、どのようなことに関心を高めたり
協力したりしていけばよいですか。調べたことや考えたことをまとめましょう。

まとめる

自分たちで育てた農産物を使って、農家の人がつくって
販売している商品例

　食料品の生産者や販売者は、地元の食材に関心を高めるさま
ざまな工夫をしています。例えば、自分の畑でさいばいした農作
物でつくった「落花生ペースト」や「トマトカレー」、「ねぎスープ」、
養とん場で育てたぶた肉でつくった「ハム」や「ベーコン」など、
多くの商品が開発され販売されています。こうした商品をわたし
たちが消費することも、農業を続け発展していくことを支えるこ
とにつながります。

えい

ゆた

せい

くだ もの

あん ぜん せい

い しき

　（複数回答）

ささ

ふうく

はん ばい しゃ

さい たく

かエスディー ジーズ

ちょく

せい ふ

せつ

のう

ふく すう

ふ か め る

　2015年9月の国連サミットで、「SDGs：持続可能な開発目標」が
採択され、世界をよりよく変えるための17の目標がかかげられていま
す。その中には、すべての人々が1年中安全な食料を十分に食べられ
るようにするなど、農業と直接関連がある目標もあります。このゴール
をめざすためには、国や都道府県、市町村、会社など、さまざまな立場
から協力し合うことが大切です。いろいろな会社が、それぞれの立場
から目標に向けた取り組みを行っています。

農業を続けたり発展させたりしていくことが、なぜ必要
なのか、もう一度考えてみましょう。

＊国連サミットとは、世界各国の政府の中心となって活動する人が集まって行う会議のこと。

ビール会社と岩
手県遠野市によ
る町おこし／ホ
ップ畑で里山を
守ることを学ぶ
生き物観察会

発電事業会社と
農家の取り組み／
畑の上の空間を利
用して地球にやさ
しい太陽光発電
を行う

とお の

◀

◀



まとめ方

研究の方法
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自由研究の進め方

　その研究に取り組むことにした理由を整理し、研究テ
ーマを決めます。研究テーマとは、疑問に思ったこと、調
べたいこと、実験や観察したいことなど、研究したいこと
を「問題文」として表したものです。
「お米について」というより、「米づくりを体験し、米が
生長していく様子を記録する」といったほうがわかりやす
く、何を研究したいのかが伝わりますね。

●地域に根づいている郷土料理は何だろう。また、どうしてそ
れがつくられるようになったのだろうか。

●農村に伝わる年中行事や祭りにはどのようなものがあるの
だろうか。

●バケツで稲を育ててみよう。
●食べ物に関する「今日は何の日」を調べよう。
●この地域でにんじんがさかんに生産されているのはどうし
てだろうか。

●野菜にふくまれている主な栄養素は何だろうか。
●たまねぎを切ると、どうしてなみだが出てくるのだろうか。
●お店の野菜や果物のねだんが毎日変わるのはなぜだろうか。
●コシヒカリはどこでどのように開発されたのだろうか。

●お店や農家、ＪＡ、博物館、図書館などを訪ねる。
●パンフレット、資料、参考書などを読んで調べる。
●インターネットで検索して調べる。
●専門家の人に話を聞く。
●実験したり観察したりして確かめる。
●実際に体験してみる。

●調べたことや考えたことをどのように構成するか、あらかじ
め計画しておきます。

●まとめる方法には、ノートに記録する、模造紙に整理する、
クリアファイルにとじていく、新聞の形式にまとめる、パソ
コンを使うなどがあります。

●まとめるときには、文章だけでなく、写真や図表、地図、関
連図などを取り入れるとわかりやすくなります。

●調べたり実験したりしてわかったことだけでなく、考えたこ
とやまだわからないことも書きましょう。

研究テーマを考えます。1

テーマ例

（1） 研究テーマ　
（2） テーマ設定の理由
（3） 研究の仮説 ※立てられた場合のみ
（4） 研究の方法
（5） 研究の内容（調べたこと、実験の結果など）
（6） わかったことと、まだわからないこと
（7） 参考にした資料、お世話になった人　など

まとめるときの構成例

農業・農村にかかわる「なぜ？」「どうして？」「どうなっているの？」
　農業や農村のこと、農家の人たちの仕事やつくっている
農産物について、「もっと知りたいな」「どうしてかな」「こん
なことを調べたいな」と思ったことはありませんか。それら
をテーマにして、自由研究にちょうせんしてみましょう。

自 由 研 究

親子でチャレンジしよう！

ぎ もん

せっ てい

も

じっ さい

たし

いね

えい よう

くだ もの

そ

ジェイエイ たず

せん もん か

けん さく

ぞう し

　調べたことをどのように示すかを考えます。内容をはじ
めて読む人や見る人がわかるように組み立てます。写真や
図表、解説文などで構成するとわかりやすくなります。調
べたことを紹介するだけでなく、自分の考えたこともまと
めましょう。

調べたことを整理し、まとめます。5
しめ ない よう

こうかい せつ ぶん

しょう かい

せい

　調べた方法や調べてわかったことはメモしておきます。
写真にとっておくと、あとで使えます。また、実物を収集
することができる場合もあります。
　研究の過程で、研究方法が変わってしまうこともありま
す。新たな方法に気がつくことがあります。また、まとめ
方についても考えておくとよいでしょう。

計画にもとづいて研究を進めます。4

しゅう

か てい

しゅう

　研究の方法には、実験や実習をする、体験する、資料で
調べる、見学するなどがあります。いくつかの方法を組み
合わせると研究が深まります。
　研究に必要な道具や材料などが必要な場合には準備し
ます。研究のスケジュールを作成すると、見通しをもって計
画的に進めることができます。無理な計画は禁物です。

研究の方法を考え、計画を立てます。3
し

じゅん び

きん もつ

りょう

　「地域で○○○○という郷土料理が根づいてきたのは
どうしてだろうか」など、テーマに「なぜ」「どのように」な
どの疑問詞がふくまれていると、予想しやすくなります。
　結果を予想することができないテーマの場合には、仮
説を立てることを省略します。

テーマによっては、仮説を立てます。2

しょうりゃく

きょう どち いき

か せつ

しぎ もん
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日本の世界農業遺産
父のふるさとの和歌山県田辺市に行ったとき、おじいさんに、「みなべ・田辺」
の梅干しと炭づくりの話を聞きました。「梅システム」という自然を生か
した農業が世界農業遺産になって、世界に認められていると聞いておどろ
きました。どんなことが認められているのか興味をもって、調べました。

　日本で世界農業遺産になったのは、2011年の新潟県佐渡市と、
石川県の能登が最初でした。その他にも、2019年までに、合計11
か所が認定されています。地図にまとめました。
　調べてわかったことは、どの地域の世界農業遺産もとても美しい
景色だということです。伝統的な農業を守ることは、自然を守るこ
とにもつながるのだと感じました。
　これからも農業のことにもっと関心をもっていこうと思います。

JA 紀南梅部会の 
●●●さん／農林
水産省ホームページ
「世界農業遺産」

「みなべ・田辺の梅システム」

梅システムについて
　和歌山県のみなべ・田辺地域では、梅林が山のしゃ面にあります。そのとなり合った上のほうには、

木炭の原料となるウバメガシという木の森を残していて、その森が山くずれを防いでくれます。

また、その森にはニホンミツバチがすんでいて、春になると梅林に飛んできてミツを集めます。

そのときミツバチが花粉を運んで受粉が行われ、梅の実が実ります。この梅でつくられた梅

ぼしも、びんちょう炭も、どちらも和歌山県の特産品になっています。

まとめ　
お話を聞いた方・
参考にしたもの

4

ニホンミツバチに
よる受粉

木炭をつくる木を
とるための森　

梅林

■まとめ
わかったことや考えたこと、まだわか
らないことなどを整理してまとめる。

日本の世界農業遺産についてまとめた作品例

バケツ稲づくり記録例

■流れ図
ステップを矢印
でつなぐことで、
全体の流れがわ
かりやすくなる。

■テーマ設定
　の理由
全体の内容がわか
り、読む人が興味を
もてるように、短い
文章で書く。

●種もみから稲へと育つ
　すがたを記録する

種もみ

夏の稲 収かく時

　種もみを水にひたして発芽させ、
10cmくらいに育ったらバケツに田植え
をします。中ぼしなどをしながら育て、収
かくするまでを観察します。

しゅう

芽出し 田植え後

■地図
場所や位置がすぐに確認
できて、広がりやちらば
りがわかる。

かくにん ■表
表に整理すると、全体
がつかみやすい。

■タイトル
研究の内容が、ひと目でわかるようにする。

きょう

ず かい

せっ

とくりょく

み

■イラスト・写真
図解にしたり、実
際の写真がある
と、読む人が興味
をもちやすく、説
得力が出る。

■参考にしたもの
本や資料、ホームページのタイトルなど、調べるときに参考と
したものを書く。人に聞いたときは、人の名前を書く。

12

8

96

3 107

5
11

認定
順 地域名 内容認められた取り組みや

風景、伝統文化

トキと共生する佐渡の里山

能登の里山里海

静岡の茶草場農法

阿蘇の草原の維持と
持続的農業

クヌギ林とため池がつなぐ国東半
島・宇佐の農林水産循環

清流長良川の鮎－里川におけ
る人と鮎のつながりー

みなべ・田辺の梅システム

高千穂郷・椎葉山の山間地農林業
複合システム

持続可能な水田農業を支える「大
崎耕土」の伝統的水管理システム

静岡水わさびの伝統栽培ー発祥の
地が伝える人とわさびの歴史

トキのえさとなる田んぼの生き物を育む農法で、絶滅したトキを野生復
帰させた。

急傾斜地を利用した棚田（たなだ）や、すもぐりでサザエやアワビを採
る海女（あま）漁など伝統技術が受け継がれている。

ススキやササなどの草を刈り取り、茶園に敷く農法により、お茶の香り
や味を良くしている。

草を焼く「野焼き」、牛や馬を放つ「放牧」、草を刈る「採草」で草原を
管理している。

降水量が少ない半島で、ため池の利用や、15 年で再生するクヌギの植林
など、工夫した農業を行っている。

川の水が濁らないよう清掃や工事など川を管理することで、あゆなどの
生き物がすむ清流を守っている。

薪（まき）や炭の原料となる森林が山崩れを防ぎ、梅林を守っている里
山の仕組みが世界で認められた。

けわしい山間地で針葉樹による木材生産や広葉樹によるしいたけ栽培な
ど、農業と林業をうまく組み合わせている。

冷たく湿った季節風「やませ」から水田や水路を守るため、さまざまな
工夫をしている。

階段状のわさび田を山につくり、わき水の養分を利用して栽培する伝統
農法を守っている。

山の傾斜地にカヤと呼ばれる草をしき込んで、そばや山菜などを育てる
農業が400年も続いている。

にし阿波の
傾斜地農耕システム

県名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

新潟県

石川県

静岡県

熊本県

大分県

岐阜県

和歌山県

宮崎県

宮城県

静岡県

徳島県

佐渡市

能登地域

掛川周辺地域

阿蘇地域

国東半島
宇佐地域

長良川
上中流域

みなべ・
田辺地域

高千穂郷・
椎葉山地域

大崎地域

わさび栽培
地域

にし阿波
地域

びんちょう炭

梅ぼし梅の実

木炭用の森に巣をつく
るニホンミツバチが梅
林の梅のミツを集め、
受粉をたすけている。

日本には、ほかにも世界農業遺
産がたくさんあることがわか
り、どんなものがあるのかも
調べることにしました。

い さん

●JAバンクアグリ・エコサポート基金のホームページ「自由研究のヒント　日本にある世界農業遺産」を見てみよう！
き きん

■メモを書く
気づいたことなど
をメモしておき、ポ
イントなどは絵を
かいて残しておく。

■写真にとる
毎日の変化を写
真にとって、まと
めるときにはる。



勉強した感想を送りましょう。
このテキストを使った感想を書いて、送ってください。

（　　　）よくわかった。 （　　　）だいたいわかった。 （　　　）むずかしかった。

　　　　年　　　組

【もっと知りたいこと】
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書いた感想文は
先生にわたしてください。
お礼にえんぴつをプレゼントします。

DVD資料の動画を見るときは、先生やおうちの人といっしょに、
パソコンやスマートフォンで検索してアクセスしてください。

検 索アグリ・エコサポート基金
き きん

し りょう

けん さく


