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●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。

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

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

●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いきました。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
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北海道の稲作地域の広がり

ふ か め る

農業に関わる人々は、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

　農
産
物
の
生
産

自
由
研
究

農
産
物
が
と
ど
く
ま
で

こ
れ
か
ら
の
持
続
可
能
な
農
業

農
業
と
わ
た
し
た
ち
の
く
ら
し

日
本
の
農
業

び えい

北海道美瑛町
（開拓地の農家1961年） 

棚 田 干 拓 開 拓 

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）

たな だ かん たく

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？
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＊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＊
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大正
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昭和
時代

（1868年～）（1603年～） （2019年～）（1912年～）（1926年～）

　例えば棚田とは、山などのしゃ面で
田がつく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。
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  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。
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農業技術の移り変わり

1960年と2020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？
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　農業で働く人の数は年々減っており、1975
年は約489万人でしたが、2020年には約136
万人と、４分の１近くまで人数が減っています。

●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
農村にはどのよ
うな問題がある
のでしょうか。めあて

　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、各地で荒廃農地を活用する取組が
行われています。

　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

　耕作していないことによって土地
が荒れ、通常の農作業では作物のさ
いばいができなくなった農地を荒廃
農地といいます。整備などで再生す
れば耕作が可能になる再生利用可
能な農地の割合も、年々減ってきて
います。

荒廃農地とは？

荒廃農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、荒廃
農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、荒廃農
地を活用して、エゴマをさい
ばいしています。それらを加
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

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組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、荒廃農地
の活用についてもアイディアを出し合いましょう。
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特に減ってきてい
るのは、どの年れ
いの人たちかな？

荒廃農地になった田畑（熊本県菊池市）
きく ち

　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 ひ
■食料自給率とは

荒廃農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
ふ

▲食料確保は各国の課題

③食料自給率を高めるために
　日本では食料の約６割を輸入しています。国民
が安心してくらすためには、食料自給率を高めて
いくことが必要です。国産の農産物を食べること
や、給食などを残さずに食べて食品ロスを減らす
ことも自給率向上につながります。

▲外国が輸出を制限する

②輸出制限
　日本での食料不足をおぎなうためにも、輸入
は必要ですが、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、紛争などに
よって、世界中で食料が不足したり食料の輸出
制限をしたりすることが考えられます。食料の確
保は、常に各国の課題です。

①異常気象
い じょう き しょう

せい げん

　台風や洪水などの自然災害が年々増加し、農作物に大きな被害が出てい
ます。また、気温の上昇によって、作物の中には、これまで通りには育てら
れないものもあります。その結果、安定した食料の供給が難しくなります。

　食料生産を支える農業は、それぞれの地域の自然条件を生かした
作物を生産し、それでも足りないものを外国から輸入しています。
自然条件などの変化は、農業にどのような影響があるのでしょう。
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■日本の食料自給率と
　主な品目の自給率
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　農業で働く人の数は年々減っており、1975
年は約489万人でしたが、2020年には約136
万人と、４分の１近くまで人数が減っています。

●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
農村にはどのよ
うな問題がある
のでしょうか。めあて

　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、各地で荒廃農地を活用する取組が
行われています。

　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

　耕作していないことによって土地
が荒れ、通常の農作業では作物のさ
いばいができなくなった農地を荒廃
農地といいます。整備などで再生す
れば耕作が可能になる再生利用可
能な農地の割合も、年々減ってきて
います。

荒廃農地とは？

荒廃農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、荒廃
農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、荒廃農
地を活用して、エゴマをさい
ばいしています。それらを加
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

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組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、荒廃農地
の活用についてもアイディアを出し合いましょう。
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特に減ってきてい
るのは、どの年れ
いの人たちかな？

荒廃農地になった田畑（熊本県菊池市）
きく ち

　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 ひ
■食料自給率とは

荒廃農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
ふ

▲食料確保は各国の課題

③食料自給率を高めるために
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▲外国が輸出を制限する

②輸出制限
　日本での食料不足をおぎなうためにも、輸入
は必要ですが、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、紛争などに
よって、世界中で食料が不足したり食料の輸出
制限をしたりすることが考えられます。食料の確
保は、常に各国の課題です。

①異常気象
い じょう き しょう

せい げん

　台風や洪水などの自然災害が年々増加し、農作物に大きな被害が出てい
ます。また、気温の上昇によって、作物の中には、これまで通りには育てら
れないものもあります。その結果、安定した食料の供給が難しくなります。

　食料生産を支える農業は、それぞれの地域の自然条件を生かした
作物を生産し、それでも足りないものを外国から輸入しています。
自然条件などの変化は、農業にどのような影響があるのでしょう。
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農業で働く人の減少や、環境への影響などの問題を解決するための取組には、
どのようなものがあるのでしょうか。

調べる1

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

ふ か め る

農家でなくても農作業を体験できる「市民農園」

農業を元気づけるためには、都会にくらす人たちにも農業に興味をもってもらうことが
必要です。どのような取組が行われているのでしょうか。

　都会にくらす農家でない人たちが、小さい農地を利用して農作物のさいばいを
行う農園を「市民農園」といい、市町村やJA、会社などが運営しています。その中
には、農家の人の指導を受けながら収かくまでの農作業を体験する「体験農園」と
よばれるものもあり、農業体験が初めての人から、本格的に農作物のさいばいを
行う人などさまざまな人が利用しています。
　農業のあるくらしを求める大人が増えていることから、このような「市民農園」
も年々増えています。

ビルの屋上にある市民農園
（東京都渋谷区）

しぶ や

資料提供：農研機構

　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、また、少ない人数で生産管理ができ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などを用いているところや、
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
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●「スマート農業」の取組

未来に向けて農業を元
気にするために、人々は
どのような新しい取組を
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？

み かわ

　農業には、農業機械・農業施設などでの燃料消費によって発生する二酸化炭素や、家畜
から排出されるメタンガスが環境に負担をかけているという一面もあります。環境を守り、
安定した食料生産を続ける持続可能な農業のために、農家はさまざまな取組をしています。
化学肥料や農薬を減らして作った果物を使ったジュースや、害虫の天敵であるてんとう虫を
使って育てた野菜のブランド化など、その取組は全国に広がっています。
　また、農産物の出荷者が環境に配慮した農家であることや、そのさいばい方法を写真付き
で紹介するなど、売る側でも環境に配慮した取組を消費者に知らせる努力をしています。

はい りょ

環境に配慮した農家を紹介するスーパー
マーケット（大阪府堺市）

さかい

●環境に配慮した農家の取組
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　農業を行う会社が増えています。その中には、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
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◎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

ゆ そう ひ ようさい り よう

そう ざい

　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、りんごなどの果物や牛肉は、アジアの国々
をはじめ、アメリカやオーストラリア、ヨーロッパ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
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シンガポール

約100円（2020年）
約223円（2021年）
約506円（2021年）

ふじ（一般的な品種）

ホン コン

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

く

ひょう か

ふう

きょう み

こう

ジェイエイ

ひん しつ

はん ばい

ぱん てきいっ

か し

ゆ しゅつ がく

■農産物の輸出額の移り変わり

財務省「貿易統計」をもとに農林水産省作成
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※2000年以前は販売目的の農家以外の農業事業体のうち、法人の値。
2005年以降は農業経営体のうち、法人経営体の値。

農林水産省「農林業センサス」より

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
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　農業のあるくらしを求める大人が増えていることから、このような「市民農園」
も年々増えています。

ビルの屋上にある市民農園
（東京都渋谷区）

しぶ や

資料提供：農研機構

　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、また、少ない人数で生産管理ができ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などを用いているところや、
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 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

●「スマート農業」の取組

未来に向けて農業を元
気にするために、人々は
どのような新しい取組を
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？

み かわ

　農業には、農業機械・農業施設などでの燃料消費によって発生する二酸化炭素や、家畜
から排出されるメタンガスが環境に負担をかけているという一面もあります。環境を守り、
安定した食料生産を続ける持続可能な農業のために、農家はさまざまな取組をしています。
化学肥料や農薬を減らして作った果物を使ったジュースや、害虫の天敵であるてんとう虫を
使って育てた野菜のブランド化など、その取組は全国に広がっています。
　また、農産物の出荷者が環境に配慮した農家であることや、そのさいばい方法を写真付き
で紹介するなど、売る側でも環境に配慮した取組を消費者に知らせる努力をしています。

はい りょ

環境に配慮した農家を紹介するスーパー
マーケット（大阪府堺市）

さかい

●環境に配慮した農家の取組
ねん

しゅつはい ふ たん

りょうしょう ひ に さん

てん てき

か たん そ か ちく

ひ りょう

しゅっ か

しょうかい

くだ もの

　農業を行う会社が増えています。その中には、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
ふ

せつ りつ

けい えい

◎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

ゆ そう ひ ようさい り よう

そう ざい

　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、りんごなどの果物や牛肉は、アジアの国々
をはじめ、アメリカやオーストラリア、ヨーロッパ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
シンガポール

約100円（2020年）
約223円（2021年）
約506円（2021年）

ふじ（一般的な品種）

ホン コン

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

く

ひょう か

ふう

きょう み

こう

ジェイエイ

ひん しつ

はん ばい

ぱん てきいっ

か し

ゆ しゅつ がく

■農産物の輸出額の移り変わり

財務省「貿易統計」をもとに農林水産省作成
ざい む とうけい

※2000年以前は販売目的の農家以外の農業事業体のうち、法人の値。
2005年以降は農業経営体のうち、法人経営体の値。

農林水産省「農林業センサス」より

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

ゆ しゅつ

うつ

■農業をしている会社の数の移り変わり
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農業の新しい取組
これからの持続可能な農業

か のう











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。

（　　　）よく分かった。 （　　　）だいたい分かった。 （　　　）むずかしかった。

　　　　年　　　組
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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

［小学校高学年］

くらし
わたしたちの
農業と

2023年度版

※　  のマークがついた項目には、DVDの資料があります。この資料は、JAバンクアグリ・エコサポート基金のホームページでも見ることができます。
し りょう きジェイエイ きんこう もく

SDGsの目標についても考えてみようチャレンジ！！
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