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春播きそばを活用 した 「日本一早 い新そば街道」 による新たな 地域の 魅力づ く り

　 　 　 　 　 　 中村 　 洋
一

（熊 本 県 芦 北 地 域振 興 局 農業 普 及 ・振 興課）

1　 は じめ に

　水俣 ・芦北 地域 は ，熊本 県 の 南部 に位置 し，八 代 海 の 海

岸 に 沿 っ て 北 か ら芦北 町，津奈 木 町，水 俣 市 の 1 市 2 町で

構 成 され，南部 は 鹿 児島県に 接す る温 暖 （年 平均気温．16．8

℃ ）な 地 域で あ る．

　 当地域 の 農 業 は海 岸 部 の 温 暖 な気候 を活 か して ，傾斜地

に は，不 知 火 類 （デ コ ボ ン ）や 凵
．
夏 な どの 中 晩柑，水 田

・

畑 に は，早 生 た まね ぎ （サ ラ ダた ま ね ぎ）な どが 冬か ら春

か けて は 特産農産 物 が 生 産 され て い るが，夏 の 期 問に は特

徴 ある農 産物 が ない 状 況 に あ り，また，夏期に 最も 需要 の

多い 「そ ば 」 は，前年 度産 の 秋 そ ば 等 に頼 っ て い るの が 現

状 で あ る．

　 そ こで 、6 月上 旬 頃 に収 穫 で き る 「春播 きそ ば」 に 着 目

し，JAや 生 産 者 団 体，地 元 製粉会仕，そ ば店舗等 と連携

し，当地 域の 温 暖な気象条件を活 か し て ，夏期 に 新 鮮 な新

そ ばが 提 供 で きる
「

春 播 きそ ば」 の 生 産 に 取 り組 ん だ．以

F，「日本
．一

早 い 新そ ば 街 道 」 （7 月 か ら 8 月 に か けて ，国

道 3 号沿 い の そ ば店舗 等 で，新そ ば料 理 を提 供す る ） に よ

る，新 たな地 域の 魅 力づ く りに つ い て 紹介する．

2 　 春播 きそ ばの 取 り組 み

　 平 成 ／9年度 か ら21年 度 まで 産学 官連携 経 営 早：新新 技 術普

及 強 化促 進事 業 （国 庫事 業）を 実 施 し，九 州 沖縄農業研 究

セ ン タ
ー，JAあ しき た ，地 元 製 粉 会社 と連 携 し て，春 播

きそ ば の 産 地化 に 取 り組 ん だ．事業 で は，未 利 用 農 地 や 遊

休 農 地 の 高度利 用 を 進 め る た め，集 落 営農 組織 等 が 主 体 と

な る 春 播 き そ ば 産 地 の 育成 と，「初 夏 の 新 そ ば」 を コ ン セ

プ トに 地 元 そ ば店舗や 物 産館で の ネッ トワ
ー

ク 販売 に よる

地 産 地消 を行 い ，観 光 と連 携 し なが ら 「N 本
一

早 い 新 そ ば

街 道 」 を 形 成 し，芦北 産 そ ば の ブ ラ ン ド化 を 礁 立 す る こ と

を 目標 に お い た ．ま た，海 水浴 シ …ズ ン の 夏期の 集客数増

加 に よ る 地域 （飲食 店，物 産舘，海 水 浴 場，温 泉施 設 等 ）

の 活 性 化 を 図 る こ と と した．

　 事業推進 に あた っ て E記 機 関等 との 連携等 を図 る た め，

年 聞 3 回程 度の 会議 を開催 した．主な 会議 内容 は  年度 初

め に は 事業 計 画，「目木
一．・

早 い 新 そ ば街 道 」 の 開催 や 春 播

き そ ば の 栽 培 現地 検討，  7 月 頃 は 春 播 きそ ば 栽培 の 反 省

や 秋 播 きそ ば の 推 進等，  1 刀 頃 は 当該年 度 の 事 業実績 の

検 討 や次年 度に 向け て の 口標設 定等 を行 っ た ．また，栽 培

技術 関係 而で の 連携 と管理 作 業 の 周 知徹 底 を 図 る た め，必

要 に 応 じて 生 産組 織 （4 組 織） の 出席 もあ っ た．

　 なお ，平成20年 度 は そ ば研 究会 を開 催 し，生産 者 に加 え

て 全 国 か ら行 政，大 学，試 験研 究機 関，流 通 業 界 か ら多 数

の 参加 があ り，芦北地 域 の 春 播 きそ ば の 生 産状況 の 視察や

排水 対策や適期収 穫等 の 講 演 会を行 っ た ，

　平 成 22年 度 か らは 県費 （局 推 進 費 ） を氾 用 し，「H 本
．．

1tl．い 新そ ば 街 道 」 に 関 す る チ ラ シ の 作成 ，「冖 本
一

早 い 新

そ ば街道 」 の PR の た め物 産館等 に お い て 新そ ばの 試 食会，

そ ば打ち実演やそ ば打 ち 体験 等 を 実施 し た．

3　 春播 きそ ばの 生産 安 定技 術 の 検 討

　水 田で の 栽 培 が ヒ体 で ，生 産 量 が 低 い 状 況 で あ り，各 年

度 の 宅 な減収要因 は 次の とお り で あ る．平成19年度 は播種

後 の 遅霜 （4A5 日） によ る被 害，平 成20年度 は発．芽後 の

湿 害 に よ る生 育不 良や 播種 期 の 遅 れ に よ る 収穫 期遅 延 （成

熟 期 6 月22 日頃） が 梅 雨盛 期 と合致 し 収量 が 少 な か っ た．

平成 21年度 は約 3 トン の 生産 量 が あ っ た もの の ，　 ．
部に は

湿 害に よ る生 育不 良 が あ っ た ．平成 22年度 は播 種 期 の 降雨

に よ る発芽 不 良や 登熟 期 の 多雨 に よる 湿害 が発 生 した．

　 そ こ で，以 上 の こ とな ど を 考慮 し春 擠 きそ ば 栽培 耕種 基

準 を策定 した．
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C1〕 播種 適期

　播種期の 晩霜害や収棧期 の 降雨被害 を極力避け る た め，

適 期 の 播 種期 間 は 3 月30 冖か ら4 月 5 日 とす る．Ill併 時 の

Ir免霜 宥を 避 け る に は，最低 気 温 5 ℃ 以 下 の 確 立 20％ 以 下 と

す る と，4 月 6 日か ら とな り ，出芽 まで に 7 目間要 す る の

で ，播挿 開始 冖は 3 月30臼 と な る．ま た ，梅雨 入 りの ’
ド年

値 は 6 月 5 日で あ るた め，播 挿か ら収 穫 まで 60 ［とす る と

4 月 5 目ま で が 播 種適 期 と な る．

　 なお ，播種 通期 期 間 中の 降 水確 率 は 約30％程 度 で あ り，

適 期 作業 可能 日效 は 40 程 度 と短い ．

（2） 品種 の 選 定

　春播 きそ ばは 収 穫 峙期 が 長 H 条件 とな る た め，成熟 し に

く く，さ らに 収穫 時期 の 降雨 に よ る 穂 発 芽等 に よる 岶質，

収 量 低 下に つ な が りや す い ．そ の た め、九州 沖 縄農業胡 究

セ ン ター
で 育 成 され た，難 穂 発芽性 で 多収 で ある　 春 の い

ぶ き」 を選定 し た．

　 なお，「春 の い ぶ き 」 は 遅播 き で 甜 夬 尋 が低 下 す る た め，

4 月 18 日が 播 種 限界 で あ る，

t3） 排水 対策 の 実施

　 そ ば は湿害 に極 め て 弱 く，水 1卜「を利 用 した 栽坑 が k 体 で

あ る た め，排 水対 策 の 徹底 が 最 毫 重 要で あ る．  排 水 の 良

い 圃易 の 選定，  冬易 の 蝉丸 暗R 及 び 額縁溝 切 りの 夷施 に

第 2 図 　新 そ ばの試食会

よ り圃娠 排水 を 良 くす る，  旙種 後 は 3 〜5m 間 隔 の 溝切

りの 実施 に よ り表而排水 対策等が必 要で あ る．

〔4） 播種 量 （10a当た り）

　そ ば の 収 量 を上 げ る た め に は ，初期 の 生 育 量 を 多く 碑 保

す る必 要が あ るが，その 時期 の 気 温 が やや 低 い た め，播種

量 は や や 多 く し た ほ う，
ミ良 い ．散 播 で 7 〜8kg ，条播 き

で 5 〜6kg とす る，なお，苗 立 数 の 口標 は 100〜120本 ！ 

とす る．
I！5〕　 施月巴量 　（10a 当！

．
．り）

　 平成20年度施 肥 量 に 関す る 展 示 ほ を設 置 した 結果等か ら

判 断 して，元肥量 は 窒素成 分 で 2kg 程 度 とす る．

　な お ，平成21年 度 は レ ン ゲ 跡 の 栽培で 坪 刈 り収 量杓 200

kg ／10a （慣 行 区 が 70kg 桐 ．芝） の 結 果 を彳4，て お り，±廿力 の

向 ヒや 湿 害 回避 ’h果 に よ る と／
．
え られ た，そ こ で ，安 定増

収 対 策技 術 として レ ン ケ栽 培 を推進 して お り，レ ン ゲ跡 は

無肥 料とする．

C61 収穫 時期 の 判 定

　 「春 の い ぶ き．1 の 育 成地 の 試 験成 績 で は，生 育期 間 は 出

a
〜開花 期 まで 270 ，聞 花期〜成 熟期 ま で 30 日 と な り57H

間，播種〜出芽 ま で 7N を 加 え る と64 目程 度 で あ る．た だ

し，収穫 物 の 粒 色 を 考慮 し た場 合，成 孰 期 前 に収穫 し た 方

が 品 貫面 で 良好 で あ る．

　ま た，平成2〔〕年1乏開催 した そ ば サ ミ ッ トの 報 名 で は ，そ

ばは 早刈 り した 方 が 品 亘等が 良く，黒化率 40％
〜70％ で 収

穫 を行 っ て お り，早刈 りは色調 や機 能性 成 分量 が 高い との

報 告 が あ っ た．

　 そ こ で ，収樹 」期 の 口安 は 黒化 率40％〜80％ と して い る

が，収 穫 期 の 気象条件に よ っ て は，黒化 霹 30％秤反 で の lii．

刈 りを行 っ て い る，

〔7）　栽⊥音σ）集約 イ匕

　 管 内の そ ば生 産 は，以 前か ら秋播 きそ ば 栽 培 と して 約 20

ha程 度 の 栽培 が行 わ れ て い た が，す べ て 自家 消 費 で あ っ

た．春播 きそ 1ま戒培 に つ い て は 収穫 作 業等機械化体系 に よ

る 省 力化 と集荷 体 制 を確 立す るた め，生産糾 徹 （4 組織 ）

を 中心 に 栽培 の 集約化 を 行 っ て い る．JA あ し き た が レ ン

タ ル した コ ン バ イン を利 用 し て ，各組 織 の オ ペ レ
ー

タ
ー

が

第 3 図 　 「日 本一早 い 新 そば街道 」 の PR 活 動 第 4 図　 そ ば 打ち体 験
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収 穫 作 業 を行 っ て お り，そ の 後 の 乾 燥 ・調整 作 業 はJ八が

行 っ て い る．

（8）　 種 了
．
の 生 産

　 平 成 20年 度JA あ しき た が 種 子 生産 に お け る 許 諾 契 約 を

締 結 し，「春 の い ぶ き」 の 種 子 生産 を開始 した．そ ば は交

雑 しやす い こ と と，収 穫物 の 異品 種混 入 を防 ぐた め，／生

帝 組 織 で 行 っ て い る，また，春期 の 生 産 は 不 安 定 で あ り，

早 刈 りの た め 玄 そ ばの 充 実 が や や 劣 る た め，平 成22年 度 か

ら は 秋期 に栽 培 を 行 っ て い る．

4 　 課 　題

　事 業 の 取 り組 み の 中で，課 題 も 見 え て き た の で 整理 す る．

  水 田で の 栽 培 が 1林 で あ るた め ．湿 害 の 発 生 に よ る生

　育不 良や搭種 期の 降雨等 に よ り播種作業が遅れ ，収 穫期

　 が 梅 雨 と重 な り，生産 量 （平成 23年 度 3 トン ，平成 22年

　度 1．5 トン ，平 成 21年度 3 トン ，平 成 20年 度 1 トン ） の

　 安 定 が 難 し い ．
．
  　農家負担経費が 10a当た りM 千 円程 度に 対 して ，玄 そ

　 ばの 販 売 収入 は助 成金 等 を含 めて 58千 円程度 で あ り，そ

　 ばの 所 得 は 44千 円 程度 と収 益性 が低 い ．

  製粉 業者 や 地 元そ ば店舗 か らは そ ば粉 に 対す る 評 価 は

　非 常 に 高 く需 要 も 多 い が ，生 産量 が 少 な く，需 要 に 対 し

　 て 対応 出来 て い ない 状 況 で あ る．た だ し，平成23年 産 の

　 品 質は，登 熟 期間の 長雨 の 影響に よ り外観の 劣化 やむ れ

　臭が あ り，や や 不良 で あ っ た．

  　 　「目本
一

甲．い 新 そ ば街道一1 の 開 催 は ，行 政 （県 ）の 主

　導で 行 っ て お り，今後 の 継 続 的な 開催 等 を 考 え る と 地 元

　 t 体 （JAや そ ば店 舗 等 ） で の 定着 化 が必 要 と考 え る．

　 また ，賛同 唐が 5店舗 と少 な い 状況 で あ る．

　の 向 上 （10a 当た り50kg 以上 ） 及 び キ食 用 米や 新 規需 要

　 米 と の 輪作体系 を確立す る こ と に よ り，農家所得 を 増加

　 す る．

  　そ ばの 生 産 安 定 及 び 品 質 向 上 の た め ，JA あ し き た が

　 k体 とな り，そ ば用 コ ン バ イ ン の 導 入等 を 図 り，適 期収

　穫を 徹底する．ま た，収穫時 の む れ 防止 の た めの メ ッ シ ュ

　 コ ン バ イ ン 袋 の 使 用 や 速や か な乾燥 作業 の 実施、収 穫物

　 ロ ス 低 減の た め に 細や か な コ ン バ イ ン 内収穫 物 残 渣 の 除

　 去 作業 を行 う，

  そ ばの 生産，製粉 そ ば麺製造 ・販売 （†味 大根等 と

　 セ ソ トで 販 売す る 等） を
一

体的 に 行 う生 産組 織 等 を育成

　 し，付 加 価 値 の 高 い そ ば 産 地 を 凵指 す．

〔2） 春播 きそ ば産 地化 に よ る 地域活性 化対 策

  　継続的な 「冂本
一一一

早 い 新そ ば街道 1 開催 に よ る地 域集

　客 増加 を図 るため，地 元主 体 に よる 「
．
目本

一
早い 新 そ ば

　 街 道 の 会 （仮 称）1 の 実行 委 員会 を 設置 し，地 元 観 光 と

　 連 携 して 魅 力 ・情報 発 信 力 を強 め る．

  　 ［口本
一

 
「．い 新 そ ば街 道」 賛 同 店の 増 加 は もとよ り，

　地 域 外 （熊 本 市や 福 岡 県等） で の PR 活 動 に よ り，集客

　数を 向 ヒさせ る，ま た，民 間企業等と 連携 し，バ ス ツ ア
ー

　 の 開催 （そ ばの 花 見，収穫 作業，そ ば打
．
ち体験 等） や そ

　 ば オ
ー

ナ
ー

制 度の 実 施 に よ リ リ ピ
ー

タ
ー

の 増 加 を 図 る．

  　地域の そ ば文化醸 成 の ため，　
．
般 消費者や 農業者 を 対

　象に，そばキ」
．
ち体験 やそ ば打 ち コ ン テ ス ト等 を実施 す る，

  　 平成 23年 度 か らJAあ し きた で 販 売 開始 した そ ば 半 生

　 麺 の ギ フ トセ ッ ト等 に よ る 販路 拡 大 や ，新 た な そ ば 商 品

　 の 開 発等 （そ ば ス ブ ラ ウ トキ ッ ト等 ） に よ り，収益 の 向

　上 を 図 り，付加 価値 を 農業者に フ ィ
ー

ドバ ッ ク で き る 体

　 制 の 構 築 等 を行 う必 要 が あ る と考 え る．

5　 今 後の 取 り組み

由 　生 産 者 の 収 益 向上 対 策

  　弾 丸暗渠や 額縁明 渠 を組み 合わ せ た 冬場 の 排水対 策の

　 実施や レ ン ゲの 作 付 け，適 期播 種 の 実 施 を徹 底 し、収 量

　以 上 ，「春 播 きそ ば 」 の 生 産振 興 に よ っ て ，地域 の 活性

化が高ま る よ う，地域 と一
体 と な っ て 活 動 して い き た い と

思 う．
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