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広がる！
農業のミライ

～米子のネギとコメ～

multilingual translation >
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Rice

広がる！
農業のミライ
～米子のネギとコメ～

齢化による離農や担い手不足、海外からの安価な農産
物の輸入など、日本の農業はさまざまな課題に直面し

ています。しかし一方で、農作物は私たちの生活に欠かせな
いものであり、地産地消の推進や消費者の健康志向の高まり
から、国産の農作物の需要は拡大しています。

高

特 集

子市の農業は、おおまかに、弓浜半島に代表される
畑作地帯と南部・淀江地区などの稲作地帯とに分か

れ、農家の皆さんが努力を続けながら農作物を生産していま
す。そして、さまざまな課題がある中で、考え、工夫し、時
にはお互いに協力し合いながら、新しい時代に合わせた農業
を探求しています。

米

今 回は、広がり続ける「農業のミライ」にスポットを当て、
米子市で特に生産量の多いネギとコメの農家の中か

ら、新しい農業に取り組む生産者の皆さんを紹介します。
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Green Onion

>>The Future of Agriculture in Yonago
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割に合わないことを見直し、労働生産性を高める

巌
いわお

生産組合（蚊屋）
代表取締役　大

おおもり

森 洋
ようすけ

介さん（写真中央）

　

巌
い
わ
お

生
産
組
合
は
、
主
に
箕
蚊
屋

の
巌
地
区
で
米
を
中
心
に
、
大
豆

や
白
ネ
ギ
を
生
産
し
て
お
り
、
農

地
の
面
積
を
増
や
し
、
大
型
の
機

械
や
農
地
管
理
の
ア
プ
リ
を
導
入

す
る
な
ど
労
働
生
産
性
を
高
め
る

取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。
代

表
取
締
役
の
大
森
洋
介
さ
ん
は

「
農
家
は
朝
か
ら
晩
ま
で
毎
日
働

き
、
休
み
が
な
く
給
料
が
割
に
合

わ
な
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
自
分
た
ち
の

農
業
は
そ
の
真
逆
で
す
」と
、
こ

こ
10
年
で
や
っ
と
実
っ
た
と
い
う

成
果
に
つ
い
て
語
り
ま
す
。

　
「
自
分
が
農
業
を
始
め
た
こ
ろ

は
給
料
が
少
な
く
、
バ
イ
ト
を
か

け
持
ち
す
る
な
ど
大
変
だ
っ
た
」

と
振
り
返
る
大
森
さ
ん
。
生
産
性

を
高
め
る
た
め
、
割
に
合
わ
な
い

作
業
や
品
目
を
減
ら
し
、
面
積
を

増
や
し
て
き
ま
し
た
。
今
で
は
５

人
の
従
業
員
を
雇
い
、
高
水
準
の

給
与
や
勤
務
の
定
時
化
な
ど
を
実

現
し
、人
手
を
確
保
し
て
い
ま
す
。

　

周
辺
の
離
農
す
る
人
た
ち
か
ら

託
さ
れ
る
農
地
も
年
々
増
え
、
機

械
化
を
進
め
る
中
で
、
同
じ
地
域

で
農
業
を
営
む
柳
谷
フ
ァ
ー
ム
の

存
在
は
大
き
い
と
言
い
ま
す
。

　
「
柳
谷
さ
ん
が
大
型
の
機
械
を

先
に
導
入
し
て
く
れ
る
の
で
、
自

分
た
ち
も
取
り
入
れ
や
す
い
。
昔

な
が
ら
の
農
業
と
は
変
わ
っ
て
き

て
い
る
こ
と
を
、
地
域
の
人
た
ち

に
も
知
っ
て
ほ
し
い
で
す
」

地球にやさしい循環型の農業を地域で育む

柳谷ファーム（下新印）
取締役社長　柳

やなぎたに

谷 雄
ゆうだい

大さん（写真左）

　

柳
谷
フ
ァ
ー
ム
は
、
箕
蚊
屋
の

春
日
地
区
で
、
主
に
米
の
生
産
と

和
牛
の
畜
産
を
し
て
い
ま
す
。
米

の
生
産
は
広
い
面
積
を
効
率
的
に

作
業
す
る
た
め
、
農
地
を
整
備
し

大
型
の
機
械
を
取
り
入
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、「
農
業
の
基
本
は
土

づ
く
り
」
と
い
う
理
念
の
も
と
、

育
て
て
い
る
牛
の
ふ
ん
な
ど
で

作
っ
た
堆
肥
を
田
ん
ぼ
の
肥
料
に

し
、
米
を
作
り
、
収
穫
後
の
わ
ら

を
集
め
て
牛
の
飼
料
に
す
る
な
ど

循
環
型
農
業
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

農
業
の
魅
力
に
つ
い
て
、
取
締

役
社
長
の
柳
谷
雄
大
さ
ん
は「
正

解
が
な
い
中
、毎
回
工
夫
を
続
け
、

自
分
の
理
想
に
近
づ
け
た
と
き
に

や
り
が
い
を
感
じ
る
」と
言
い
ま

す
。
そ
し
て
、
従
業
員
に
も
「
ど

ん
ど
ん
新
し
い
こ
と
に
挑
戦
し
て

ほ
し
い
」と
促
し
ま
す
。

　

同
じ
箕
蚊
屋
で
農
業
を
営
む
巌

生
産
組
合
の
大
森
さ
ん
と
は
、
お

互
い
で
き
な
い
作
業
を
補
い
合
っ

た
り
、
自
己
満
足
で
終
わ
ら
せ
な

い
た
め
失
敗
し
た
こ
と
も
共
有
し

合
う
と
言
い
、「
良
い
ラ
イ
バ
ル

で
あ
り
、
良
い
友
」と
称
え
ま
す
。

　

ま
た
、
新
し
い
技
術
を
使
っ
た

農
業
に
移
行
す
る
中
で
、「
農
業

は
地
域
の
人
た
ち
と
持
ち
つ
持
た

れ
つ
。
周
り
で
昔
か
ら
農
業
を
し

て
い
る
先
輩
た
ち
の
言
葉
に
も
耳

を
傾
け
な
が
ら
取
り
組
み
た
い
」

と
、
温
故
知
新
の
地
域
に
根
差
し

た
農
業
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

広
い
農
地
を
少
人
数
で
作

業
し
て
い
る

和
牛
の
ふ
ん
を
堆
肥
化
し

て
農
業
に
使
用
す
る

Case 1

Case 2
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自分のペースに合わせた農業で家庭と両立

いわた農園（河岡）
代表　岩

い わ た

田 恵
え み

美さん（写真右）

　

岩
田
さ
ん
は
就
農
し
て
今
年
で

９
年
目
。
農
業
を
す
る
前
は
工

場
に
勤
め
て
い
ま
し
た
が
、
農

家
だ
っ
た
祖
父
母
の
農
作
業
を
手

伝
っ
た
幼
い
日
の
楽
し
い
思
い
出

や
、
自
然
の
中
で
働
き
た
い
と
い

う
思
い
か
ら
転
職
し
、
現
在
は
白

ネ
ギ
や
米
を
生
産
し
て
い
ま
す
。

　

岩
田
さ
ん
は
子
育
て
と
家
事
を

し
な
が
ら
農
業
を
し
て
い
る
た

め
、
作
業
は
基
本
的
に
午
前
９
時

か
ら
午
後
４
時
ま
で
、
土
日
祝
は

休
み
で
す
。
４
年
前
か
ら
は
雇
用

を
始
め
、
同
じ
く
子
育
て
を
し
て

い
る
女
性
と
一
緒
に
仕
事
を
し
て

い
ま
す
。

　

ま
だ
人
数
の
少
な
い
女
性
の
就

農
は
、
苦
労
も
あ
る
一
方
、
十
分

な
利
点
も
あ
る
と
岩
田
さ
ん
。「
重

い
機
械
も
使
い
ま
す
が
、
規
模
を

調
整
し
な
が
ら
無
理
の
な
い
範
囲

で
農
業
を
し
て
い
る
の
で
、
家
族

第
一
の
ペ
ー
ス
で
続
け
ら
れ
て
い

ま
す
」。
ま
た
、
そ
の
働
き
方
に

つ
い
て
「
体
力
に
自
信
が
あ
っ
て

外
が
好
き
な
人
な
ら
、
農
業
は
自

由
で
楽
し
い
」
と
話
し
ま
す
。
収

入
に
関
し
て
も
、「
同
じ
勤
務
時

間
の
他
の
仕
事
と
同
じ
ぐ
ら
い
稼

げ
て
い
る
の
で
、
仕
事
の
選
択
肢

の
中
に
十
分
入
る
」と
の
こ
と
。

　

地
域
の
人
た
ち
か
ら
託
さ
れ
る

農
地
の
面
積
も
増
え
つ
つ
あ
る
中

で
、「
子
育
て
中
の
お
母
さ
ん
の

雇
用
を
促
進
し
た
い
」と
、
笑
み

が
こ
ぼ
れ
ま
す
。

機械化した分、人にしかできない作業を手厚く

みのりのファーム（淀江町稲吉）
代表取締役社長　野

の つ

津 好
よ し み

美さん（写真左）

　

み
の
り
の
フ
ァ
ー
ム
で
は
、
主

に
野
津
さ
ん
の
家
族
３
人
で
、米
、

豆
、梨
な
ど
を
生
産
し
て
い
ま
す
。

限
ら
れ
た
人
数
で
広
い
面
積
の
作

業
を
す
る
た
め
に
、
自
動
草
刈
り

機
や
自
動
操
舵
の
ト
ラ
ク
タ
ー
を

導
入
。
機
械
が
で
き
る
作
業
は
機

械
に
任
せ
る
分
、
品
質
の
向
上
や

細
や
か
な
作
業
な
ど
の
人
に
し
か

で
き
な
い
こ
と
に
時
間
を
割
け
る

よ
う
に
な
っ
た
と
言
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
２
㌶
の
梨
園
の
草

刈
り
は
、
人
が
草
刈
り
機
を
使
っ

て
作
業
す
る
と
毎
月
延
べ
２
日
ほ

ど
か
か
っ
て
い
た
そ
う
。こ
れ
を
、

３
台
の
自
動
草
刈
り
機
を
導
入
す

る
こ
と
で
省
力
化
。
仕
上
が
り
も

良
く
、「
ゴ
ル
フ
場
の
フ
ェ
ア
ウ
ェ

イ
み
た
い
に
と
て
も
綺
麗
に
刈
れ

る
ん
で
す
」と
、
野
津
さ
ん
。

　

加
え
て
、
点
在
す
る
農
地
を
集

約
し
作
業
を
効
率
化
す
る
た
め
、

３
年
ほ
ど
前
か
ら
淀
江
地
区
の
農

家
同
士
の
会
議
を
開
催
。
そ
れ
ま

で
農
家
同
士
が
集
ま
る
機
会
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、話
し
合
い
、

田
ん
ぼ
の
入
れ
替
え
を
す
る
な
ど

集
約
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

　

農
業
の
魅
力
は
そ
の「
自
由
さ
」

だ
と
野
津
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

　
「
新
し
い
機
械
を
導
入
す
る
こ

と
で
、新
し
い
可
能
性
も
広
が
る
。

自
由
な
発
想
で
無
駄
を
省
き
、
知

恵
を
絞
り
、
が
ん
ば
っ
た
分
だ
け

し
っ
か
り
跳
ね
返
っ
て
く
る
の
は

楽
し
い
で
す
」

＞＞The Future of Agriculture in Yonago

家
庭
優
先
の
無
理
の
な
い

規
模
で
続
け
て
い
る

今
年
は
自
動
操
舵
の
ト
ラ

ク
タ
ー
な
ど
を
導
入
し
た

Case 3

Case 4



６

O
オ ー ミ ー テ ィ ン グ

－Meeting（大篠津）
会長 村

む ら た

田 彰
あきら

さん（写真前列左から 2人目）

　

О
―
М
ｅ
ｅ
ｔ
ｉ
ｎ
ｇ
（
オ
ー

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
）は
、
白
ネ
ギ
の

栽
培
が
盛
ん
な
弓
浜
地
域
で
、
新

規
就
農
者
を
支
援
し
な
が
ら
栽
培

技
術
の
向
上
を
め
ざ
す
若
手
生
産

者
を
中
心
と
し
た
集
ま
り
で
す
。

結
成
さ
れ
て
今
年
で
５
年
目
に
な

り
ま
す
。

　

集
ま
り
の
主
な
活
動
は
、
新
規

就
農
者
の
白
ネ
ギ
畑
に
集
ま
り
、

そ
の
栽
培
に
つ
い
て
メ
ン
バ
ー
が

意
見
を
出
し
合
う
と
い
う
も
の
。

結
成
当
時
に
新
規
就
農
者
だ
っ
た

大
谷
さ
ん
は
、「
弓
浜
地
域
は
１

年
を
通
し
て
白
ネ
ギ
を
出
荷
で
き

る
数
少
な
い
産
地
で
す
が
、
周
年

栽
培
は
生
育
に
合
わ
せ
た
管
理
が

難
し
く
、
先
輩
た
ち
か
ら
教
え
て

も
ら
え
る
場
が
あ
る
の
は
す
ご
く

あ
り
が
た
い
」と
話
し
ま
す
。
ま

た
、
高
み
を
め
ざ
す
仲
間
た
ち
と

触
れ
合
え
る
こ
と
に「
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
を
上
げ
て
も
ら
え
る
」と
、

良
さ
を
語
り
ま
す
。

　

会
長
の
村
田
さ
ん
は
、「
結
成

当
時
の
新
規
就
農
者
が
、
今
で
は

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
新
規
就
農

者
を
教
え
て
い
る
。
こ
う
し
て
新

し
い
人
た
ち
が
育
っ
て
、
生
産
者

が
増
え
、
全
体
の
レ
ベ
ル
が
上
が

り
、
良
い
産
地
に
な
る
」と
、
集

ま
り
の
意
義
に
つ
い
て
話
し
ま

す
。
仲
間
た
ち
と
切
磋
琢
磨
し
な

が
ら
、
篤と

く
の
う
か

農
家
と
言
わ
れ
る
優
れ

た
生
産
者
を
め
ざ
し
て
、
歩
み
を

進
め
て
い
ま
す
。

仲間と日本一のネギの生産地をめざしてCase 5

新
規
就
農
者
の
白
ネ
ギ
畑

で
意
見
を
出
し
合
う

来
き ま ち

海 大
だ い き

樹さん

前職は車のディーラーで、16年間営業をしていま
したが、家庭菜園が好きな妻といつかは農業をし
たいと思っており、どうせやるなら若いうちに始
めようと一念発起して転職しました。研修では親
方がしっかりと指導してくださり、作業のやり方
や、それを行う理由も教えてもらい、判断力を鍛
えています。体力は必要ですが、精神的なストレ
スはありません。これからも農業を楽しみながら、
地域に認められる農家をめざします。

上
うえすぎ

杉 秀
しゅうへい

平さん

前職は製造業で会社員として働いていました。昔
から農業に興味はありましたが、もっと楽しい働
き方はないかと考えていたとき、周りが立て続け
に農業を始めたことで自分も転職しました。土づ
くりや畑づくりは時間がかかりますが、自然災害
などの困難を乗り越え、良いネギが収穫できたと
きの喜びは想像以上でした。もっと早く始めれば
よかったと思うほどです。「儲

もう

かって楽しそう」と
周りに思ってもらえるような農家になりたいです。

OーMeeting に参加する、新規就農の研修中のお二人に話を聞きました。

新規就農のための技術研修生の声

新たに農業を
始めたい方を
応援します！
お気軽にご相談ください

「農業を始めたいが、どんな作
物がいいだろうか？」、「機械
を買ったり、お金がかかると
思うと、不安で…」。
そんなときは、農林課にご相
談ください！就農までのス
テップや農業を始めるにあ
たってのアドバイスをします。
関係機関と一丸となって支援
しますので、ぜひお気軽にお
立ち寄りください。
問農林課（☎ 23－5223）

Welcome! 
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とろ～っと、甘い！米子特産の白ネギ

　伯州美人は、古くから鳥取県西部地区で栽培され
ていた白ネギの在来種です。現在一般的に栽培され
ている品種に比べ、太くて柔らかく、甘みが強いの
が特長です。一方で、葉が柔らかくて長く、風や雪
に弱いため栽培が難しく、生産者はわずかにまで減
少していました。
　しかし近年、そのおいしさを消費者に味わっても
らいたいという思いから、生産者が奮起し、少しず
つ栽培が増えています。現在栽培されているのは在
来種の「改良伯州 5号」という鳥取県唯一のオリジナ
ル品種で、伯州美人はそのブランド名です。
　現在は主に関西へ出荷されていますが、地元でも
もっと知ってほしいと、今年は学校給食や地ビール
フェスタで伯州美人を広める取り組みを実施します。

伯州美人
は く し ゅ う び じ ん

伯州美人生産者

木
き む ら

村 直
な お と

人さん

生産者の声
伯州美人の栽培は、台風や雪な
どの天候に左右されるため手間
暇がかかります。ですが、火を
通すと柔らかくて甘く、おいし
いので、地元の皆さんにもぜひ
味わってもらいたいと思います。

学校給食で味わう！ 地ビールフェスタで味わう！

　11月29日の「いい肉の日」に学校給食で提供され
る「とっとりギュウっとすき焼き」に使用する白ネギ
に、一部の学校で伯州美人を使用します。
　この献立は白ネギをたっぷりと使用し、火を通す
と、とろっとして甘くなる伯州美人の特長を存分に
生かした一品です。
　収穫量が少ないため、残念ながら学校を限定して
実施しますが、子どもたちに米子特産のおいしい白
ネギを味わってもらえるよう取り組みます。
問学校給食課（☎ 33－4752）

　11月25日の地ビールフェスタで、伯州美人を使っ
た料理が味わえるブースが出店されます。
　おいしい地ビールと共に、さまざまな料理で伯州
美人を楽しめる機会です。ぜひお出かけいただき、
伯州美人をご堪能ください！
地ビールフェスタ in 米子
▶と き　11月25日（金）午後３時～９時
▶ところ　ひまわり駐車場（角盤町）
くわしくは、「地ビールフェスタ in 米子」
ホームページでご確認ください。

＞＞The Future of Agriculture in Yonago


