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お米が実った！

ぼくらはみんな稲作名人
い な さ く め い じ ん
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ぼ
く
は

み
の
り
小
学
校
の

米よ
ね

倉く
ら

ヒ
カ
リ

バ
ケ
ツ
稲
っ
て

い
う
の
は
ね

…

…

バ
ケ
ツ
の
中
で

お
米
を
育
て
て

そ
の
生
長
を

観か
ん

察さ
つ

で
き
ち
ゃ
う

キ
ッ
ト
の
こ
と
よ
！

今
日
か
ら

新
学
期
…

ど
ん
な
授
業
が

始
ま
る
の
か
な
！

「
バ
ケ
ツ
稲
」

…
!?

先
生

何
で
す
か

そ
れ
│
！

へ
ー
…

難む
ず
か

し
そ
う

だ
け
ど

面
白
そ
う
！

今
年
の

課か

外が
い

授じ
ゅ

業ぎ
ょ
う

で
は

な
ん
と
み
ん
な
で

「
バ
ケ
ツ
稲い

ね

」を

育
て
ち
ゃ
い
ま
す
！

授じ
ゅ

業ぎ
ょ
う 

始
め
る
よ
ー
っ
！

は
い
み
ん
な

着ち
ゃ
く

席せ
き

ー
っ
！

※実際のキットにはバケツと土はふくまれないのでご用意をお願いします。
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！ そ
う
い
え
ば

ヒ
カ
リ
く
ん
の

お
父
さ
ん
っ
て

え
ー

そ
う
だ
っ
た
ん
だ

ヒ
カ
リ
く
ん
！

…で
も
ぼ
く

パ
パ
の

お
し
ご
と

よ
く

知
ら
な
い
ん

だ
よ
な
ぁ
…

だ
っ
て

パ
パ
は

夕
方

帰
っ
て

く
る
と

あ
ん
な
に

た
い
へ
ん

そ
う
な
の
に

ど
う
し
て

パ
パ
は

毎
日

笑え

顔が
お

で

田
ん
ぼ
に

行
く
ん
だ
ろ
う

…

毎
朝

早
く
に

出
か
け
て

よ
く

ど
ろ
だ
ら
け
で

お
休
み

だ
っ
て

ほ
と
ん
ど

な
い
し

う
…
う
ん

い
ち
お
う

そ
う
だ
け
ど

…

じ
ゃ
あ

お
米
作
り
も

く
わ
し
い
ん

で
し
ょ

す
ご
ー
い
！

お
米
の

農
家
さ
ん

だ
っ
た
よ
ね
…
？
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つ
ぎ
の
日

さ
あ
今
日
の

授じ
ゅ

業ぎ
ょ
う

に
は

…な
ん
と

ス
ペ
シ
ャ
ル

ゲ
ス
ト
が

来
て
く
れ

ま
し
た
よ

ー
っ

お
米
作
り
に

と
っ
て
も

く
わ
し
い

…

米よ
ね

倉く
ら

さ
ん

で
す
！や

ー
ど
う
も

パ
…パ

パ
!?

今
日
は
米
倉

さ
ん
に

よ
い
種た

ね

の

選え
ら

び
方
と

種
ま
き
の

準じ
ゅ
ん

備び

を
教
え
て

い
た
だ
き
ま
す
！

よ
い
稲い

ね

の
基き

本ほ
ん

は

よ
い
種
も
み

な
ん
だ

ず
っ
し
り
元
気
な

種
も
み
は

塩し
お

水み
ず

に
つ
け
る
と

わ
か
る
ん
だ
よ

へ
ー

塩
水
で

…

何
こ
の

ド
ッ
キ
リ

聞
い
て
な
い

…
！
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み
ん
な
の
場
合
は

グ
ラ
ス
で
や
っ
て
み
よ
う

農
家
の
場
合
は

選え
ら

ん
だ
種
も
み
を
消し

ょ
う

毒ど
く

し
て

芽め

が
少
し
出
る
ま
で

催さ
い

芽が

機き

で
水
に
ひ
た
し

ち
ゃ
ん
と
世
話

す
れ
ば

１
週
間

く
ら
い
で

１
㎜
ほ
ど

芽
が
出
る
よ

そ
の
こ
ろ
ま
た

ゲ
ス
ト
に
来
る

か
ら
が
ん
ば
る
ん

だ
ぞ
ー
っ

じ
ゃ
あ

さ
っ
そ
く

植
え
て
い
く

ぞ
ー
っ
！

７
日
後

み
ん
な
の
場
合
は

選
ん
だ
種
も
み
を

水
を
入
れ
た
皿
に

入
れ
て

毎
日

水
か
え
を

す
る
ん
だ
よ

芽
が
出
た
ら

陰か
げ

干ぼ

し
し
て
乾か

わ

か
す

お
ー

芽
が
出
て
る
！

ち
ゃ
ん
と

世
話

し
た
ね

み
ん
な
！

塩し
お

水み
ず

の
こ
さ
は

生な
ま

卵た
ま
ご

を
う
か
べ
て

頭
が
の
ぞ
く

ぐ
ら
い

そ
の
塩
水
に

種た
ね

も
み
を

入
れ
る
と

…悪
い
種
も
み
は

う
い
て
き
て

よ
い
種
も
み
は

し
ず
む
ん
だ

○ ×

ずっしり すかすか
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種
た ね

まきと発
は つ

芽
が

1

種もみの構
こ う

造
ぞ う

種に水を吸
す

わせるわけ

自
じ

動
ど う

種
た ね

まき機
き

稲
い ね

の発芽

実がつまった重い種
もみを選

えら

びます。塩
しお

水
みず

につけると、重いもの
はしずみ、軽いものは
うきます。

えいが割
わ

れて芽
（しょう葉）と根
がのびます。

しょう葉と白い根が
のびます。根は３ｍｍ
以
いじょう

上になると、表面に
細かい根

こん

毛
もう

がはえます。

しょう葉の先が割れ、
中からとがった第

だい

１葉
よう

（不
ふ

完
かん

全
ぜん

葉
よう

）があらわ
れます。

第１葉の中から第２葉
（完全葉）がのびます。
続
つづ

いて、第２葉の先から
第３葉がのび、苗の背

せ

丈
たけ

が１２ｃｍほど、葉が２枚
まい

以上になったら、田植
えの合図です。

昔は田んぼの中に苗
なわ

代
しろ

（苗
なえ

を育てる田）を作り、種を
まいていました。今は、育

いくびょうばこ

苗箱とよばれる箱に土を入れ、
ベルトコンベア式の自動種まき機で、あっという間に
種まきができます。まいたあとは、種に水をかけて消

しょうどく

毒
してから、うすく土をかぶせます。

1

2

3

4

5

根

芽
め

 
種
しゅ

皮
ひ

えい

胚
はいにゅう

乳  

芽と根のもとになる

えいの内
うち

側
がわ

のうすい皮

外側のかたい皮。もみ
がら。胚や胚乳を守る

芽や根が生長する
ための養

よう

分
ぶん

 胚
はい

　

第1葉　

第2葉　

1mm

しょう葉　

種が芽を出すためには、たっぷりの水と酸
さん

素
そ

、適
てき

度
ど

な
温度が必

ひつ

要
よう

です。乾
かん

燥
そう

した種に、1.2倍くらいの重さにな
るまで水を吸わせます。そのため、種も
みを水の中につけたり、催

さい

芽
が

機
き

（作物の
種
しゅ

子
し

を芽出しする機
き

械
かい

）であたためたり
します。これは、発芽までのウォーミング
アップ。芽（しょう葉

よう

）が1mmほどのぞ
いたら、根が出る前に種まきをします。

第1葉　

しょう葉　

しょう葉　

根　

根　
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土
は
３
種し

ゅ

類る
い

を

よ
く
混ま

ぜ
て

乾か
わ

か
し
て
お
く

肥ひ

料り
ょ
う

も

混
ぜ
る
ん

だ
よ
ね
！

そ
の

通
り
！

そ
の
土
を
バ
ケ
ツ
に

入
れ
て

水
と
よ
く
混
ぜ
て

ど
ろ
に
な
っ
た
ら

表
面
に
水
が

た
ま
ら
な
い

く
ら
い
に

水
を
入
れ
る

そ
こ
に

芽め

を
上
に
し
て

種た
ね

も
み
を

ま
い
て
ね

乾
か
す
こ
と
で

土
に
す
む
菌き

ん

が

活
気
づ
い
て

稲い
ね

の
生
長
を

応お
う

援え
ん

し
て

く
れ
る
ん
だ

日
当
た
り
の

よ
い
所
に

置お

い
て
お
く
と

農
家
の
場
合
は

大た
い

量り
ょ
う

の
苗
を

育
て
る
か
ら

土
と
肥
料
を
入
れ
た

育い
く

苗び
ょ
う

箱ば
こ

に

苗
は
１
か
月
で

12
㎝
く
ら
い
に

の
び
る
ん
だ

苗
が
育
つ
ま
で
は

田
ん
ぼ
を
耕た

が
や

し

田
植
え
の
準じ

ゅ
ん

備び

自じ

動ど
う

種た
ね

ま
き
機き

で

ま
い
て
い
く
よ

土
の
中
か
ら

１
㎝
く
ら
い

芽
が
出
て

き
た
ら

数
日
で

芽
が
出
る

苗な
え

が
10
㎝
く
ら
い
に

な
る
ま
で
は
土
が

乾
か
な
い
よ
う
に

そ
の
あ
と
は

水
の
深
さ
を

５
㎝
く
ら
い
に

キ
ー
プ
し
て
ね

ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
に

移う
つ

し
て
あ
た
た
か
く
し
て

大
事
に
育
て
る
と

黒
くろ
土
つち
：6 赤

あか
玉
だま
土
つち
：3 鹿

か
沼
ぬま
土
つち
：1

種もみが
入っている

種もみ
2つ分の深さ
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育
い く

苗
びょう

と土作り2

ビニールハウスで苗
な え

を育てる

バランスのとれた土作り

たい肥
ひ

をまく 田起こし しろかき

1.肥料分➡３要
よう

素
そ

＝チッソ
（生長を助ける）、リン酸

さん

（茎
くき

を
増
ふ

やし実りをよくする）、カリ
ウム（葉や茎を丈

じょうぶ

夫にする）
が生長を支

ささ

えます。

2.水はけがよい➡
根の健

けん

康
こう

な生長を
支えます。

3.酸素➡土がやわら
かくなり、有

ゆう

害
がい

な病
びょうげん

原
菌
きん

を食べる微
び

生
せい

物
ぶつ

が
増えます。

お米作りは土が命。水・肥料分・酸
さん

素
そ

の３条
じょうけん

件が大切です。

※2、3が強すぎると水や肥料分を保
たも

つ力が弱くなるので、ねん土
ど

質
しつ

の土を加
くわ

えます。
　田植えの前には、肥料分を補

おぎな

いながら田を耕
たがや

し、土のバランスを整えることが大切です。

昼間の気温が２０℃をこえるビニ
ールハウスに、育

いくびょうばこ

苗箱を並
なら

べます。田
の面

めん

積
せき

１０アール（１アールは１０ｍ
×１０ｍ）あたり、およそ２０箱の割

わり

合
あい

で準
じゅんび

備します。

太くてずんぐりしているのがよい苗、ひょ
ろりと細いのは生育がよくない苗です。

ハウス内の温度に気をつけ、時々ビ
ニールを開けて日光に当てながら、
少しずつ外の空気に慣

な

らし、水や
肥
ひりょう

料をあたえます。青々と１２cmくら
いにのびたら、いよいよ田植えです。

もみがらなどを積
つ

み上げ熟
じゅくせい

成した
有
ゆう

機
き

物
ぶつ

「たい肥」。土の中で分
ぶん

解
かい

されて肥料分となり、バクテリア
の働

はたら

きを活発にし、土をやわらか
くします。土の栄

えい

養
よう

分
ぶん

を補い、有機
物の分解を助ける化学肥料を使う
こともあります。

冬の間眠
ねむ

っていた田んぼをほり
起こして、土をやわらかくする
ことで、酸素を取りこみ、微生物
が住みやすい環

かんきょう

境になります。
同時に稲

いね

の生長に必
ひつ

要
よう

なたい肥
も混ぜこみ、栄

えいよう

養満
まんてん

点な土が
できあがります。

田を耕して水をはったら、土
の表面を平らにし、水の深さ
をそろえます。これにより、肥
料が全体にゆきわたり、水は
けも均

きん

一
いつ

になります。

➡ 土がやわら
びょうげん

原
が

よい苗 弱い苗

コラムコラム よ い 苗 の 選
え ら

び 方
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＊稲の中の水分を水蒸気にして体外に出すこと

冬
の
間

眠ね
む

っ
て
い
た

土
を
ほ
り
起
こ
し

そ
し
て

…

５
月が

つ

上じ
ょ
う

旬じ
ゅ
ん

や
あ

み
ん
な
！

バ
ケ
ツ
の

苗
が
育
て
ば

育
つ
ほ
ど

苗
は

ち
ゃ
ん
と

育
っ
て
る
？

さ
ら
に

数
日
後

う
わ
ぁ

…バ
ケ
ツ
の

苗な
え

は
ぐ
ん
ぐ
ん

育
っ
て
い
き

ま
だ

１
か
月
も

た
っ
て
な
い

の
に
…

パ
パ
の

人
気
も

ぐ
ん
ぐ
ん

上
が
っ
て

い
き
ま
し
た

肥ひ

料り
ょ
う

を
混ま

ぜ
て

酸さ
ん

素そ

を
た
っ
ぷ
り

吸す

わ
せ
て
や
る
ん
だ

そ
の
後
田
ん
ぼ
に

水
を
引
き
こ
み

ト
ラ
ク
タ
ー
で

土
を
混
ぜ
て

鏡か
が
み

み
た
い
に

平
ら
に

す
る
ん
だ
よ

も
う
10
㎝
く
ら
い

あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
？

田起こししろかき
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田んぼの構
こ う

造
ぞ う

と自
し

然
ぜ ん

環
か ん

境
きょう

3

水をきれいにする
土の層がよごれた水をこし、有害なチッソも無害に分

ぶん

解
かい

し、放出します。

洪
こう

水
ずい

や土
ど

砂
しゃ

くずれをふせぐ
雨をためてゆっくり流すので、洪水や土砂くずれをふせぎます。

気温を調
ちょうせつ

節する
水の蒸発や稲の蒸散で水蒸気を発散し、気温が上がるのをおさえます。

地
じ

盤
ばん

沈
ちん

下
か

をふせぐ
地下水と川の水の量

りょう

のバランスをとりながら、雨水をゆっくり地中に
浸
しん

透
とう

させるので、地盤沈下をふせぎます。

生き物の住みかになる
カエル、トンボ、ドジョウなど、たくさんの生き物が住んでいます。

きれいな風
ふう

景
けい

を作る
季
き

節
せつ

ごとにきれいな風景を作り、心を和やかにします。

田んぼの構造

農業用水の流れ 田んぼの役
や く

割
わ り

1

2

3

4

5

6

田んぼは自然環境のサポーター。主に下記の役割があります。

山

川

畔
あぜ

畔
あぜ

灌
かん

漑
がい

用
よう

水
すい

作
さく

土
ど

層
そう

水
すい

源
げん

（河
か

川
せん

・ため池・ダム）

取
しゅ

水
すい

施
し

設
せつ

大きな水路

小さな水路

水田

パイプライン

排水施設

ガス（チッソなど）

空気

鋤
すき

床
どこ

層
そう

地
ち

下
か

水
すい

帯
たい

＊稲の中の水分を水蒸気にして体外に出すこと

*稲の蒸
じょうさん

散

水の蒸
じょうはつ

発

＊

山の養
よう

分
ぶん

をたっぷりふくんだ川の水は、絶
た

えず田んぼをう
るおします。作

さく

土
ど

層
そう

はお米作りのために耕
たがや

された、養分たっ
ぷりの層。下の鋤

すき

床
どこ

層
そう

は土が固
かた

めてあり水を通しにくく、わ
きの畔

あぜ

もねん土
ど

質
しつ

の土を盛
も

り上げた壁
かべ

のようになってい
て、水をためられます。この構造から、稲

いね

は水と土の両方か
ら栄

えい

養
よう

をたっぷり吸
きゅう

収
しゅう

できるのです。
また、田んぼに水をはると土の中は酸

さんけつじょうたい

欠状態になり、
有
ゆうがいせいぶつ

害生物が死
し

滅
めつ

して、作物のよく育つ土
どじょう

壌に保
たも

たれます。

排
はい

水
すい

路
ろ
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苗な
え

が
12
㎝
く
ら
い
に

育
ち

み
ん
な
の

場
合
は

こ
の「
分
げ
つ
」は

６
月が

つ

下げ

旬じ
ゅ
ん

ご
ろ

ま
で
続つ

づ

く

そ
れ
か
ら

「
溝み

ぞ

切き

り
」と

い
っ
て

太
く
て
元
気
な

４
〜
５
本
を

真
ん
中
に

植
え
か
え
て

他
は
ぬ
く
よ

お
米
作
り
は

こ
の
時
期
が

と
っ
て
も

大
切
な
ん
だ
よ

苗
と
苗
の

間
か
く
を
あ
け
る

溝
を
ほ
っ
た
り
も

す
る
ん
だ

こ
れ
を
す
る
と

水
の
管か

ん

理り

が

効こ
う

率り
つ

的て
き

に

で
き
る
ん
だ
よ

苗
の
生
長
や

天て
ん

候こ
う

に
合
わ
せ
て

水
を
調
整
し
て

土
の
栄え

い

養よ
う

を

吸き
ゅ
う

収し
ゅ
う

で
き
る
よ
う
に

す
る
ん
だ

そ
う
す
る
と

根
元
か
ら

新
し
い
茎く

き

が

分
か
れ
て

出
て
く
る

分
げ
つ
が

さ
ら
に
進
む
と

１
株
の
茎
が

20
本
く
ら
い
に

増ふ

え
て
い
く

こ
れ
は「
分ぶ

ん

げ
つ

（
稲い

ね

の
枝え

だ

分わ

か
れ
）」

と
い
う
ん
だ
よ

葉
が
２
枚ま

い

以い

上じ
ょ
う

に

な
っ
た
ら
Ｏ
Ｋ

田た

植う

え
機き

に
セ
ッ
ト
し

１
株か

ぶ

３
〜
４
本
の
苗
を

植
え
て
い
く

機き

械か
い

の
入
ら
な
い

す
み
っ
こ
は

手
で
植
え
る
ん
だ
よ

１
23

45

12



田植えと苗
な え

の生長4

田植えのやり方

苗の分
ぶ ん

げつ（枝
え だ

分
わ

かれ）

手植え

機械植え

昭和４５年ごろまで
は、苗

なわ

代
しろ

で作った苗を
1株

かぶ

ずつ手で植えてい
ました。今では機

き

械
かい

を
使うことがほとんど
で、農

のうぎょうたいけんがくしゅう

業体験学習や棚
たな

田
だ

など、一部でしか見
ることのできない作業
になりました。

苗をトラックに
積
つ

んでビニール
ハウスから田んぼ
へ運び、田植え機
にセットします。

３～４本を1株
として植えられ
ていくので、風で
もたおれること
なく、すくすくと
生長します。

田んぼに植えられた苗は、およそ
1週間で土の中に新しい根を
はり、温度が上がるにつれて、
葉の数も増

ふ

えていきます。

葉が５～６枚
まい

になると茎
くき

の根もと
から新しい茎が生まれ、その茎
からまた次々と茎が増えます。
これを分げつといいます。

田植えからおよそ60日後には、
茎は２０本前後にまで増えます。
このあたりで分げつは終わり、稲

いね

は
あまり水を必

ひつ

要
よう

としなくなります。

機械が入らない
「棚田」では、ほと
んどが人の手で苗
を植えており、農
業の伝

でん

統
とう

と美しい
風
ふう

景
けい

を、未
み

来
らい

につ
ないでいます。

1

2

分げつ前 およそ20日後 およそ60日後

1 2 3

棚 田コラムコラム
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そ
し
て
分
げ
つ
が

終
わ
っ
た
ら

田
ん
ぼ
の
水
を
ぬ
い
て

こ
の
時
期
を

「
中な

か

干ぼ

し
」と
い
っ
て

土
の
中
に
た
ま
っ
た

ガ
ス
を
ぬ
い
て
酸さ

ん

素そ

を

取
り
入
れ
る
ん
だ

１
週
間
く
ら
い

土
を
乾か

わ

か
す

バ
ケ
ツ
稲い

ね

も

こ
の
時
期
に
は

１
〜
２
日
ほ
ど

水
を
ぬ
い
て

中
干
し
す
る
よ

そ
れ
が

終
わ
っ
た

ら
…

肥
料
を

や
っ
た
り

病
気
や

害が
い

虫ち
ゅ
う

か
ら

苗な
え

を
守
る
の
も

と
て
も
大
事
だ

農
薬
を

ま
い
た
り

し
て

バ
ケ
ツ
稲
の

場
合
は

最さ
い

初し
ょ

に
混ま

ぜ
た

肥
料
で
十
分

雑ざ
っ

草そ
う

を

と
っ
た
り
…

ま
た

た
っ
ぷ
り
と

水
を

あ
げ
る
ん
だ

し
ば
ら
く

す
る
と

幼よ
う

穂す
い

（
穂ほ

の
赤
ち
ゃ
ん
）が

で
き
は
じ
め
る

丈じ
ょ
う

夫ぶ

な

穂
を
育
て
る
に
は

水
と
肥ひ

料り
ょ
う

が

た
っ
ぷ
り
必ひ

つ

要よ
う

だ
よ

酸素ガス

溝
み ぞ

切
き

りの
　あと

14



溝切りは水の管理に大
切な作業です。専

せん

用
よう

の
道具を使って、苗

なえ

と苗
との間に溝を作ります。
この溝のおかげで、水を
はったりぬいたりする
作業や中

なか

干
ぼ

しを効
こう

率
りつ

的
てき

に行うことができます。

大切な田んぼの管
か ん

理
り

5

田んぼの水は、弱い苗
なえ

を支
ささ

え、雨風や寒さ
から守ります。寒い日は水を増

ふ

やし、分
ぶん

げ
つ後は１週間ほど田を乾かすなど、細かい
水の管理が大切です。

農薬や化学肥料は、お米を病
びょうがいちゅう

害虫から守り、安定した
収
しゅうかく

穫を得
え

るために大切です。ただし、農薬の成
せい

分
ぶん

が
残
のこ

っているお米をたくさん食べると、体に悪い影
えいきょう

響
が出ます。そのため、使いすぎないよう、農家の人
たちは、十分に注意しています。

土の養
よう

分
ぶん

を補
おぎな

うために
肥料をまきます。稲の
生長の具合を見ながら、
追
つい

肥
ひ

（肥料を足すこと）
をします。

病
びょうがいちゅうぼうじょざい

害虫防除剤、除草剤など、
いくつかの薬を何回かに分けて
まきます。現

げん

在
ざい

では、ヘリコプ
ターやドローンなどを使って、
短時間でまくことができるよ
うになりました。

稲
いね

の茎
くき

数
すう

が２０本ほどに生長したら、中干し
（田んぼを乾

かわ

かすこと）をします。これにより、
土が酸

さん

素
そ

を取りこみ、根は水を求
もと

めてのびる
ので、丈

じょうぶ

夫な稲に育ちます。また、土の中に
チッソが多いと稲が弱ってしまうため、余

よ

分
ぶん

なチッソをぬく役
やく

割
わり

も果
は

たします。

新しい根がどんどんのび、肥料分をよく吸
きゅうしゅう

収
できるように、こまめに雑草をぬきます。

溝
みぞ

切
き

り 中干し

肥
ひ

料
りょう

と農薬

水の管理

雑草とり

農薬や化学肥料をなるべ
く使わなくていいよう、
田んぼにアイガモを放す
農法です。害虫や雑

ざっ

草
そう

を
食べ、フンは天

てん

然
ねん

の肥料に
なります。

ア イ ガ モ 農 法コラムコラム
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そ
し
て

１
学
期
が

終
わ
っ
て終

業
式

パ
パ
っ

て
…

す
ご
か
っ
た
ん

だ
な
ぁ
…

よ
ー
し
！

見
て

お
じ
さ
ん
！バ

ケ
ツ
稲い

ね

に

花
が
さ
い
た
よ

│
っ
！

学
校
に

ま
た
パ
パ
が

来
て
く
れ
た

よ
ー
し

こ
こ
ま
で
来
た
ら

稲
か
り
ま
で
あ
と

40
日
！

ぼ
く
も

お
米
作
り

が
ん
ば
る
ぞ
！

こ
れ
で

ベ
ラ
ン
ダ
に

ス
ズ
メ
さ
ん
が

来
て
も

大だ
い

丈じ
ょ
う

夫ぶ

！

こ
り
ゃ

負
け
て

ら
れ
な
い
な

… ダ
メ
だ
よ

食
べ
ち
ゃ

！

…

台
風
や

病
気

害が
い

虫ち
ゅ
う

や

鳥
か
ら

稲
を
守
ら

な
い
と
な
！

は
は
…

み
ん
な

夏
休
み
は

ち
ゃ
ん
と

バ
ケ
ツ
稲
の

世
話
も

す
る
ん
だ

ぞ
ー
っ
！

16



稲
い な

穂
ほ

がお米になるまで6

お米になる

稲の花を観
か ん

察
さ つ

しよう

稲を守れ！！

1

1

2

2

3

3

幼
よう

穂
すい

（穂
ほ

の赤ちゃん）ができる
と、茎

くき

がふくらみ、およそ２０日
で穂がでます。

穂についている緑色の
えいが開きはじめ、黄色い
おしべがのびてきます。

イナゴやカメムシなどの害虫は、
稲やもみを食べてしまいます。

稲を食べるイナゴ
稲が弱ったり、穂がこすれて実ら
なかったりすることもあります。

台風による被害
もみに黒っぽい固まりができ、
商品にならなくなってしまいます。

こうじ病になった稲

お米が実るまでには、水
みず

不
ぶ

足
そく

・冷
れい

害
がい

・台風などの天
てん

候
こう

被
ひ

害
がい

や、
病
びょうがいちゅう

害虫・すずめなどの外
がい

敵
てき

におそわれるなど、さまざまな障
しょうがい

害をのりこえなければいけません。

「えい（つぼみのような部分）」が
割
わ

れ、花がさきます。おしべの
花
か

粉
ふん

がめしべにつき、受
じゅ

粉
ふん

します。

おしべがのびはじめて5分くらいで、
えいは完

かん

全
ぜん

に開きます。すると花粉が
とびちります。

1か月ほどかけて、もみの中の
でんぷんはどんどん固

かた

まって
重くなり、穂がたれてきます。

えいは開きはじめてから
およそ２時間で、おしべを
外に残

のこ

したまま、ふたたび
しっかりと口を閉

と

じます。

1 3

害虫 病気天候
被害

おしべ

えい花
か

粉
ふん

管
かん

めしべ
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そ
し
て

９
月

や
っ
た
ね

み
ん
な
！

本
当
に
よ
く

が
ん
ば
り

ま
し
た
！

新
学
期

…

と
う
と
う

バ
ケ
ツ
稲い

ね

が

実
っ
た
！

ご
ほ
う
び
に

米よ
ね

倉く
ら

さ
ん
か
ら

み
ん
な
へ

招し
ょ
う

待た
い

状じ
ょ
う

が

届と
ど

い
て
ま
す
！

来
週
は

と
く
べ
つ
に

稲
か
り
遠
足

で
す
よ
ー
っ
！

１
週
間
後

お
ー
っ

！よ
う
こ
そ

み
ん
な

ー
っ
！

う
わ
ー

す
ご
い
！

黄こ

が

ね金
色い

ろ

だ
！

こ
れ
っ
て

バ
ケ
ツ
稲

何な
ん

個こ

分ぶ
ん

!?

こ
れ
は

「
コ
ン
バ
イ
ン
」

す
っ
ご

│
い
！

稲
を
か
り
取
っ
て

も
み
を
集
め
て

茎く
き

や
葉
は

バ
ラ
バ
ラ
に
し
て

田
に
ま
い
て

く
れ
る
ん
だ
よ

あ
と

そ
の
カ
ッ
コ

イ
イ
車
は
!?

わらくず

もみ
かり取った稲

脱
だっ

穀
こく

部
ぶ

かり取り部

わら処
しょ

理
り

部
ぶ
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お米博
は か せ

士になろう7

稲
い ね

の伝
で ん

来
ら い

稲かりヒストリー

もみから白米へ

1

2

3

沼
ぬま

などに種
たね

もみをまいて
稲を育て、稲

いな

穂
ほ

の穂
ほ

先
さき

だけ
を、石や木でできた道具で
かり取っていました。

1本の稲穂からおよそ70つぶ
収
しゅうかく

穫できます（お茶わん１ぱい
分はおよそ3,250つぶ）。

もみ

縄文時代の終わり

明
めい

治
じ

～昭和時代

現在

もみを乾
かん

燥
そう

させ、もみすりをし
たお米。ぬかと胚

はい

芽
が

が残
のこ

ってい
ます。

玄
げん

米
まい

玄米からぬかと胚芽を除
のぞ

いたお
米（胚芽を残してけずったお
米は「胚芽米」）。

白米

世界で最
さい

初
しょ

にお米作りがはじまったのは、およそ７０００年
前。インドのアッサム地方や中国の雲

うん

南
なん

地
ち

方
ほう

が発
はっしょう

祥といわれて
います。日本に伝

つた

わったのは縄
じょうもん

文時
じ

代
だい

後
こう

期
き

（２５００年前）で、次
の３つのルートから伝わったとされています。

北
ほ っ

方
ぽ う

ルート説
せ つ

➡中国北部から朝
ちょうせん

鮮半
はん

島
とう

を経
へ

て北九州へ

揚
よう

子
す

江
こう

・東
ひがし

シナ海
かい

ルート説➡
揚子江（長

ちょうこう

江）下流の南
なん

方
ぽう

民
みん

族
ぞく

の北九州移
いじゅう

住による

南
なん

方
ぽう

ルート説➡中国南部から台
たい

湾
わん

・沖
おき

縄
なわ

を経て九州へ

明治時代では農作業に馬や牛が使われ、
昭和４０年代ごろから農

のうぎょう

業機
き

械
かい

が使わ
れはじめます。稲穂は根もとからカマで
かり、「はさがけ」や「棒

ぼう

がけ」にして
干
ほ

し、脱
だっ

穀
こく

します。

トラクターや田植え機などの大
おお

型
がた

農業機械が使われるようになりま
す。稲かりはコンバインを使い、か
り取り、脱穀、もみの袋

ふくろ

づめまで、ま
とめてできるようになりました。

台湾

日本

1

2

3

台湾

日本

中国

雲南地方インド
アッサム地方

1

2

3

朝鮮
半島
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そ
し
て

か
り
取
っ
た

も
み
は

袋ふ
く
ろ

に
つ
め
て

あ
！

何
か

見
え
て

き
た
！

ほ
ー
ら

着
い
た
ぞ
！

パ
パ
っ
て

本
当
は

こ
ん
な
に

い
ろ
ん
な
こ
と
を

し
て
た
ん
だ
な
ぁ
…

こ
こ
が

カ
ン
ト
リ
ー

エ
レ
ベ
ー
タ
ー

だ
よ
！

う
わ
ー

大
き
い

な
ぁ
ー
っ
！

こ
こ
は

お
米
の
乾か

ん

燥そ
う

機き

と

貯ち
ょ

蔵ぞ
う

サ
イ
ロ
を

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で

つ
な
い
だ
施し

設せ
つ

さ

「
カ
ン
ト
リ
ー

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
」

に
運
ぶ
ん
だ
よ

パ
ン
と
リ
ス

エ
レ
ベ
ー
タ
ー

…
？

は
は
…

パ
ン
じ
ゃ
な
い
よ

　
　
　

…
リ
ス
？

せ
っ
か
く

だ
か
ら

今
か
ら
一い

っ

緒し
ょ

に

行
こ
う
！
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収
しゅう

穫
か く

されたお米の行
ゆ く え

方8

カントリーエレベーターって何？

カントリーエレベーターは、お米や麦、大豆など
の穀

こ く

物
も つ

を乾
か ん

燥
そ う

、貯
ち ょ

蔵
ぞ う

、調製、出荷するための施
し

設
せ つ

です。収穫したもみを、1年分まとめて保
ほ

管
か ん

でき、
各
か く

地
ち

域
い き

に必
ひ つ

要
よ う

な分だけ、出荷されていきます。

コンバインで袋
ふくろ

づめにされたもみ
が運ばれてくると、まずは重さを
はかります。

乾燥の後は貯蔵サイロに保管します。
温度や湿度を管理するために、サイロ
クーラー（冷

れいきゃく

却装
そう

置
ち

）がついている施設
もあり、品

ひん

質
しつ

や味が守られています。

脱
だっ

穀
こく

（穂
ほ

からもみをとる） もみすり（玄米にする） 精
せい

米
まい

する（白米にする）

だれが何キロのもみを持ってきた
のか記

き

録
ろく

したり、温度や湿
しつ

度
ど

、各作
業の管理をしたりなども、すべてコ
ンピューターで行っています。

もみから、固
かた

いもみがらを取って玄
げん

米
まい

にします。出荷する分だけもみす
り機にかけます。

お茶わんや牛
ぎゅうにゅう

乳パック
の中に穂を入れて引っ
ぱると、もみが容

よう

器
き

の
中に残

のこ

ります。

すりばちにもみを入れ、軟
なん

式
しき

野球ボールでゆっくり
すりあげ、息をふきかけて
もみがらを飛

と

ばします。

ビンなどに玄米を入れて
棒
ぼう

でつき、出てきた粉
こな

（ぬ
か）は、ふるいなどで落と
します。

運ばれきてたばかりのもみには水分
がふくまれています。そのままでは
カビが生えたりして傷

いた

んでしまうの
で、大

おお

型
がた

乾
かん

燥
そう

機
き

で乾燥させます。

袋づめされた玄米が、出荷されま
す。

1

4

2

5

3

6

重さをはかる

貯蔵

コンピューター管
かん

理
り

もみすり

乾燥

出荷

1 2 3

パック
の中に穂を入れて引っ

の

する（白米にする）

コラムコラムコラム バ ケ ツ 稲 を お 米 に し て み よ う
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も
み
を

も
み
す
り
し
て

玄げ
ん

米ま
い

に
し
て

袋ふ
く
ろ

に
つ
め
て

出
荷
ま
で

み
ん
な
の

お
う
ち
の

テ
ー
ブ
ル
に
も

ね
！

ま
だ

こ
れ
か
ら

だ
よ
ー
！

や
っ
た

│
っ

と
こ
ろ
で
も
う

み
ん
な
の
バ
ケ
ツ
稲い

ね

の

稲
か
り
は
済す

ま
せ
た

の
か
な
？

根
元
か
ら

か
り
取
っ
て

は
さ
が
け
に

し
て

い
や
ー

こ
こ
ま
で

で
き
れ
ば

り
っ
ぱ
だ
よ
！

み
ん
な
も
も
う

お
米
農
家
の

仲な
か

間ま

入
り
だ
ね
！

ぼ
く
た
ち
も

早
く

稲
か
り

し
た
い
な
ー
っ
！

乾か
ん

燥そ
う

さ
せ
た
ら

脱だ
っ

穀こ
く

と
も
み
す
り
も

や
っ
て
み
よ
う
ね
！

こ
こ
か
ら

出
荷
さ
れ
た

お
米
は

い
く
つ
か
の

流
通
ル
ー
ト
に

の
っ
て

全
国
の
消し

ょ
う

費ひ

者し
ゃ

の

も
と
へ
届と

ど

く
ん
だ

こ
こ
で
全
部

や
る
こ
と
が

で
き
る
ん
だ
よ

エ
レ
ベ
ー
タ
ー

荷
に

受
うけ

乾燥機

出荷

玄米もみ

もみすり機

 貯
ちょう

蔵
ぞう

サイロ
一時貯蔵タンク
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さ
あ

み
ん
な
ー
っ

ヒ
カ
リ
く
ん

…ど
う

し
た
の
…
？

お
米
作
り
っ
て

と
っ
て
も

た
い
へ
ん

だ
け
ど
…

パ
パ

み
た
い
な

農
家

さ
ん
に

な
り
た
い

…
!!

お
い
し
い

お
米
を

作
れ
る

人
に
な
！

おしまい

パ
…

パ
パ

…ぼ
く

…

ヒ
カ
リ

…

き
っ
と

な
れ
る
さ
！

と
っ
て
も

楽
し
い

遠
足

だ
っ
た
ね
！

最さ
い

後ご

に

教
え
て
く
れ
た

米よ
ね

倉く
ら

さ
ん
に

お
礼
を
…
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お米作りカレンダー

「米」という字は「八十八」の組み合わせ。
実るまで88もの手間をかけるからといわれています。

種
たね

もみを選
えら

ぶ（塩
えん

水
すい

選
せん

）➡塩
しお

水
みず

に入れ
たときにしずむのが、実のつまった
よい種もみ

中
なか

干
ぼ

し➡苗の根を弱らせる余
よ

分
ぶん

な
チッソをぬき、酸素を取り入れるため
に、1週間ほど田んぼの土を乾

かわ

かす

稲かり➡稲の実りを見きわめ、コン
バインでかり取る

土の成
せい

分
ぶん

を調べ、足りない養
よう

分
ぶん

を補
おぎな

うなど、来年の準
じゅんび

備を進める

※時期は地
ち

域
いき

によって異
こと

なることもあります。

全国農業協同組合中央会
（JA全中）

〒100-6837
東京都千代田区大手町1丁目３番１号
電話：03-6665-6010（広報部）

種まき➡育
いくびょうばこ

苗箱に種をまく
苗
なえ

を選ぶ➡根や茎
くき

が丈
じょうぶ

夫で、ずんぐり太
った苗を選んで育てる
田起こし➡田んぼにたい肥

ひ

や肥
ひりょう

料をあ
たえて耕

たがや

し、酸
さん

素
そ

もたっぷり吸わせ、
バランスのよい土を作る

しろかき➡田んぼ
に水を引き、水の
深さや水はけに
ムラが出ないよう、
表面を平らにする

もみすり➡固
かた

い
もみがらを取り
除
のぞ

いて、玄
げん

米
まい

にする
出荷・流通➡JA
などを通して、
消
しょうひしゃ

費者のもとへ

農薬散布➡病
びょうがいちゅう

害虫
をふせぐために、
状
じょうきょう

況を観
かん

察
さつ

しなが
ら農薬をまく

田植え➡植えた直後
は苗が弱いので、風
や寒さから守るため
水を深めにはる

田んぼの土をほぐ
したり、追

つい

肥
ひ

したり、
雑
ざっ

草
そう

をとったりする

3
月

4
月

5
月

6
月

◆ ◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

発
はつ

芽
が

の準
じゅんび

備➡
水をよく吸

す

わせ、
あたためる

水の管
かん

理
り

➡９月上
じょうじゅん

旬
までこまめに行う

溝
みぞ

切
き

り➡水の管理
の効

こう

果
か

を高める
ために、苗と苗の間
に溝を作る

肥
ひりょう

料散
さん

布
ぷ

➡肥料をあたえて稲
いな

穂
ほ

を太らせる

乾
かんそう

燥・貯
ちょぞう

蔵・調製➡カントリーエレ
ベーターなどに運び、乾燥、貯蔵、出
荷前調製を行う

11
〜
2
月

9
〜
10
月

7
〜
8
月




