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1．は じめ に

　菊池地域は熊本県 の 北東部 に位置 し， 東部並 びに 北部

は 阿蘇外輪山の 山 々
， 西部並 び に 南部は 菊池 川 ・白川 の

流域 に広が る 平野 ・台地か らな り， 自然環境 に 恵まれ た

地域 で ある．

　菊池地域 の 農業は
， 農業粗生産額で 県全体に 占め る

ウ ェ イ トは約 14％ ， 特 に 畜産 で は県全体 の 36％ を占 め

て お り，熊本県 に おけ る主 要な農業地帯 で ある．畜産 の

ほ か，菊池米 と して 名高 い 良質米の 生 産及 び 麦 ・大 豆 に

つ い て も県下有数の 生産地域 で ある．

　 しか し，次代 の 担 い 手確保 は不十分 で ，5 年後 に は 農

家労働力 の 半分 以 上 を
，
60 歳以 上 の 高齢者で 支える こ と

にな る と予想 され て い る．

2 ．省力 か つ 商 品 性 の 高い 作物生産 の 取 り組 み

　本県 で は，か つ て 球磨地域 を中心 と して 平坦地域 まで

か な りの 面積で ，湛水直播栽培 が波及 し，雑草及 び 出

芽
・
苗 立 等 の 問 題 も 資材，技術面で 十分な対応 が 行な わ

れ て き た．しか し なが ら，高冷地を除 く県下
一

円へ の ス

ク ミ リ ン ゴ ガ イ の 侵入 を は じめ と して ，苗立 に 対す る生

産者 の 不安，耐倒伏性，収量 の 不安定等 さ ま ざ まな問題

に よ り現場定着 を みない の が実情 で あ る．

　そ こ で担い 手の 減少，高齢化 の 進行 に対応す る た め，

菊池 管内の 水稲 で は低 コ ス 1・の 栽培技術 と して ，近年疎

植栽培が 導入 さ れ つ つ あ る．疎植栽培 は，1997 年か ら関

係機関 と と もに実証圃 を設置 し，生 育
・
収量 の 検討及 び

問題 点 の 摘 III等 を 行 っ て き た．

　栽培面で は，株間 を慣行栽培 の 約 2 倍 に 広げ る た め，

収量面を考慮すれ ば慣行栽培よ り 1株当た りの 茎 数 を多

く確保す る必 要 が あ る。した が っ て ，慣行栽培 に比 較 し

て 最高分げ つ 期 が 10 日程度遅 延 し ， 特に菊池 地 域 で は

中生種 の ヒ ノ ヒ カ リが 主 に作付 け さ れ る た め ，最高分げ

つ 期 と幼穂形成期 が ほ ぼ
一

致す る こ とが 生 育の 特徴 で あ

る．こ れ ら の こ とか ら 先ず健落移植 を前提 と し ， 管理 面

で は 最高分 げつ 期 か ら出穂期 に かけ て 強 め の 窒素中断を

控え，葉色 を維持す る こ とが 栽培 の ポ イ ン ト とな る ．現

地 に お け る 収量 性 は ， 慣 行栽 培 程 度 あ る い は や や 劣 る 程

度で あ り，品質而 で の 劣悪化 は ほ とん どみ ら れ な い ．疎

植栽培 を導入す る こ と に より， 育苗費用が半減 され る ほ

か，苗運 搬等の 労働力 を 軽減 で きる た め，特 に作業受委

託等稲作生産組織活動が 活発 に 行われ て い る 菊池地域 に

は適 した栽培技術 で あ る．現在 の 導入面積 は約 60haで あ

る が ， 今後 さ ら に面積拡大が 見込まれ て い る ．

　麦類 は ， 県下作付 けの 約 35％ を菊池地域 で 占め て お

り，2000年産は大麦で 約 970ha，小麦 で 約 500haが作付

けされ た．特徴的な こ とは ， 大麦晶種で県下 唯
・
ミサ ト

ゴ ール デ ン が 作付け さ れ て い る こ とで あ る．ミサ トゴー

ル デ ン は，1990 年 に 菊池郡 の 東南 に 位置す る 大津町 に お

い て ビール 用大麦 と して導入 が 図られ ， そ の 後管内 に 波

及 したが ， 1994乍頃より焼酎用 として の 生産 に切 り替え

られた．新たな麦政策大綱 に基 づ き導人 された民間流通

で は 高品質麦 の 生 産 が
一

層求め られ る なか ， 菊池産大麦

は実需者 ニ
ーズ を的確 に とらえ ，

こ れまで ニ シ ノ チ カ ラ

の 作付 けがみ られた
一

部地域 に お い て も， 2001年産か ら

ミサ トゴ ール デ ンへ の 転換 が 図 られ る こ と と な っ た ．こ

れ は実需者側 が 「安価 ・品質」， 生産者側 が 「収 量性」

の 面 で 利点として 認識が得 られたこ とに よる もの で ある．

　ま た
， 大 豆 に つ い て も県下 作付けの 約 25％ を占め て

い る が ， 2000年度か らの 水 出 農業経営確立対策を受け ，

団地化及 び 担 い 手へ の 集積が進 ん で い る．なか で も前述

の 大津 町で は集落 ぐる み ， 集落間の 調整 に よ り団地 と し

て の 大豆作が定着 して お り， 飼料作 を含め て の 生産調整

達成率 は 112％，生産調整面積 の 45％が経営確立助成対

象 とな っ て い る 等 ， 米 に 過度 に 依存 し ない 将来性 の ある

水 田農業経営を実践 して い る．作業面で も， 集落内の 機

械利用組合等 に よ る 受委託 ， 共乾施設利用 に よ る乾燥調

整 ， 無人 ヘ リ に よ る 防除 ，
フ ェ ロ モ ン トラ ッ プ に よ る発

生予察，さらに ブ ロ ッ ク ロ
ー

テ
ー

シ ョ ン に 取 り組む等 ，

単収及 び 品質 の 向上 と併せ
， 省力 ・低 コ ス トの 大豆栽培

を実現 して い る ．

3．生産組織の 育成 ・支援

　菊池 地 域 は，上 地基盤 や カ ン トリ
ー

エ レ ベ ー
タ
ー

等 の

基 礎 的 な条件 は ほ ぼ整備 され て い る た め ，こ れ らの 生 産

基盤を核 とし て，生産組織 を土 地 利 用 型作物栽培 の 主要

な担 い 手 と し て位置づ け，計画 的 な 生産 組織 の 育成支援

を 重 点的 に 展 開 して い る ．

　今年，普及セ ン ター
で は 菊池農業協同組合 と連携 し，

生産組織の 円滑な 運 営を支援す る た め ，「2000 年度菊池

地域生産組織研修会 ガ イ ド」 を 制 作 し，管内 生 産組 織 に
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配布した．そ の 制度化 さ れ た 研修 内容 は 次の 通 りで あ る．

　リ ー ダ ー
研 修 会 各種制度や 最新技術等の 情報提

　　　　　　　　　　 供．（年 2 回実施）

　女 性 部 研 修 会 生 産組織 に お ける 女性 の 役割等

　　　　　　　　　　 に つ い て．（年 2 回 実施）

　パ ソ コ ン 簿記 研 修 会 　複 式 簿記 の 基 礎 知 識 ，決 算書 作

　　　　　　　　　　 成，経営分 析等．（年 2 回，各

　　　　　　　　　　　3 目間実施）

　 オペ レ
ーター研 修 会 　 組 合 保 有 の コ ン バ イ ン を 持 ち 込

　　　　　　　　　　 み ，専門 講師に よ る整備
・点検

　　　　　　　　　　 指導．（2 日間実施）

　先 進 優良事例 研 修 会 　組 合 の 将 来 像 が イ メ ージ で き る

　　　　　　　　　　　よ うな先進事例 の 研修．

　生産組織活性化フt 一ラム　組合 の 将来 に向けた取り組 み等

　　　　　　　　　　 の 講 演 ，パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　ン ．

　 こ の ように研 修内容 を具 体 的 に提 示 す る こ とに よ り，

希望す る 研修を計画的に受講する こ とが 口∫能とな る．研

修を受け る こ と で，組合運営にす ぐに役立 つ 知識 や 技能

を 身 に つ け る こ とが で き，生 産 組 織 の 運 営 能 力 の 向上 に

大き く寄
HJ’で き る と期待さ れ る．

　菊池地域 で は，現在 70程度の稲作生産組織が 設立 さ

れ て い る が ，組 織 形 態 別 に み る と ほ とん どの 組 織 が 集 落

を 単位と した機械の 共同利用組織 と な っ て い る．し か し

な が ら，集落段階で は 担い 手が確保 で きな い 地域 も出て

きて い る こ とか ら，こ れ ま で 進 め て きた 1 集落 1 生産組

織 を さら に 進め た 広域的な生 産組織 の 育成 も今後 の 課題

で あ る．

　管内 を代表す る 広域的 な 生 産組織 で は，菊池郡 の 南部

に 位置す る 菊陽町で 町全域 に 亘 り，水稲
・
麦

・
大豆 の 基

幹作業を請け負う 「津田 地 区機械利用組合」が あ る．11

名 の 組 合 員 で 請 け負 う面 積 は，1999 年実 績で 水 稲 91ha，

麦 38ha，大 el　73ha で あ り，委託農家は 200 戸 を越え る．

パ ソ コ ン 簿記 に よ る会計処 理 の ほ か ，パ ソ コ ンで 顧客 や

圃場 デ
ーターを管 理 す る等組 合 運 営 の 効 率化 を 図 り，ま

た 関係機関 と協力し，新 品種導入試験，省力低 コ ス ト技

術展示圃等積極的に取 り組み，地域 に お け る技術の パ イ

オ ニ ア 的存在 と な っ て い る．

4 ．今後 の課題

（1） 栽培技術

　   水稲 で は，ヒ ノ ヒ カ リ と組み合わ せ 可能な良食味

　　 品種の 早期導入 ．

　   麦 で は，品 質評 価基準 に適 合 す る た め の 技術確 立 ．

　   大豆 で は ， 団地化及び担い 手集積の 推進 ， 効率的

　　 防除技術 の確立．

（2） 生産組織

　   生産組織 未結成地域 で の 新規掘 り起 こ し，

　   既存生産組織に おい て は，運営強化 を前提 とした

　　 研 修会の 充 実．

　   農作業受託組織か ら農業生産組織 （法 人化）へ の

　　 展 開．
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