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１ 地域の概要 

 愛知県西尾市は、名古屋市の南東約 35km の位置にあり、市域の西に矢作川が流れ、南に

三河湾を臨み、東部には三ヶ根山に連なる山地となっている。人口は、17 万人で自動車産

業に関連する事業所が集積している。 

 

２ 地域農業の概要 

 愛知県西尾市は、年間平均気温 16℃と温暖

で、降水量も 1,200mm あり農業生産の条件は

良い。 

県内でも農業が盛んな地域であり、農業産

出額は、168 憶円で県内市町村では第４位、

全国でも 115位に位置する。 

主な作物は、バラなどの施設花き、きゅう

り・いちごなどの施設野菜のほか、抹茶の原

料となる碾茶は、特産として全国的に知られ

ている。水田作は、矢作川左岸に広がる沖積

平野と古くから新田開発された干拓地を中心

として行われている。 

 

３．内田氏の経営概要 

経営主の内田修二氏は、愛知県西尾市寺津地区で大規

模で効率的な営農を行う水田作専作農家である。平成５

年に就農し、営農経験は 26 年になる。労働力は、家族

４名と従業員１名である。平成 30 年の作付け実績は、

水稲 45.3ha、小麦 38.2ha、大豆 34.3haであった。 

令和元年産小麦では、33.0haを作付ける日本めん用小

麦「きぬあかり」の単収が 701.7kg（県平均 549kg）、2.6ha

を作付けるパン・中華めん用小麦「ゆめあかり」648.5kg

（同 608kg）と県平均を大きく上回る単収を上げ、たん

ぱく質含量 10.7％（「きぬあかり」）、12.3％（「ゆめあか

り」）、一等比率 97％、所得率 50.1％と栽培技術・経営

力の高さを示している。  

氏は、これまでＪＡ稲作青年部の会長やＪＡ西三河農

作業受託部会（以下、受託部会）に所属して各種の研究

活動や新品種等の現地実証に携わるなど組織活動にも熱心で、これらの活動をとおして水田

作農家としての信望も厚く、地域の営農に与える影響が大きい存在である。 

 

 

 

図１ 営農を行う西尾市寺津地区の位置 

表１　西尾市の農業

　区　分　　　産出額(千万円)
米 214

麦・大豆 42

野菜 349

果実 64

花き 352

工芸作物 61

畜産 545

その他 52

農業産出額合計 1,679

平成27年市町村別農業産出額

表１ 西尾市の農業 
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４．技術上の特色 

（１）基本技術の励行 

安定した生産のた

め、土壌改良材の施

用、排水対策の徹底、

適期播種など、基本

技術を綿密な作業計

画に基づき確実に実

施している。また、

毎月開催される受託部会の全体会議には欠かさず出席し、ＪＡや普及指導センターの栽培管

理情報（病害、生育、施肥等）など最新の情報を入手するとともに同業者との情報交換を栽

培管理に役立てている。 

 

（２）省力技術の導入 

播種作業では、アップカットロータリーを使用した耕起・施肥・播種同時作業技術を導入

することで作業時間の大幅な短縮を実現している。また、無人ヘリコプターの導入も他に先

駆けて行っている。 

 

（３）低コスト生産の追求 
 過剰な機械投資を抑え、必要最低限の装備を 

心がけている（表２）。生育に合わせた追肥の実 

施や追肥に単肥を用いるなど投入資材費の低減 

にも努めている。また、氏の栽培体系では、除 

草剤を散布していない。アップカットロータリ

ーによる耕起で、表土が完全に反転し、雑草種

子が深くすきこまれることで雑草の発生を抑え

ているため、播種後の除草剤散布を省略するこ

とができている。この効果は、10ａ当たりの農

業薬剤費が全国平均の 29％に表れている。 

 

 

 

 

 

 

５．収穫の向上、品質改善 

前述のとおり令和元年産小麦の単収は、「きぬあかり」701.7kg、「ゆめあかり」648.5kg

であった。高単収・高品質を得るため、毎年 100%の種子更新を行っているが、その他の事

項として以下の取組みがある。 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

大豆 3,258a

飼料稲  445a

大豆 3,426a
小麦 3,815a 水稲 4,730a 小麦

水稲 4,526a 小麦 3,556a
飼料稲  270a

2018 2019

 

 図２ 各作物の栽培面積と作付け体系 

表２ 小麦 60kg 当たりの経営費 

内田氏 全国
種苗費 214 円 499 円
肥料費 1,028 1,388
農業薬剤費 213 732
光熱動力費 82 302
その他の諸材料費 54 82
土地改良及び水利費 19 88
賃借料・料金 981 2,022
物件税・公課諸負担 97 168
農機具費 936 1,425
建物費 118 139
自動車費 323 198
雇用労働費 492 98
支払利子 8 32
支払地代 676 561
雑費 434 0
合　　計 5,675 円 7,734 円
注：全国平均は、平成29年営農類型別経営統計個
別経営水田作経営の20ha以上の数値

 
収量
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（１）排水対策の徹底 

栽培ほ場の大部分は、干拓地区の水田で、地下水位の高い沖積土壌であり、乾きが良くな

いほ場である。そのため、ほ場周辺に明きょを設置し、ほ場内には播種３行程に１本の明 

きょを基本に、ほ場の状況に合わせて明きょの数を増やしている。また、弾丸暗きょを明 

きょに確実につながるように施工している。 

 

（２）適期播種 

 安定して高単収を得るためには、適期に播種を行うことが重要であるとし、天候を予測し

ながら綿密な作業計画を立て、アップカットロータリーを使用した耕起・施肥・播種同時作

業技術を導入している。アップカットロータリーは、細かく砕土することができ、出芽率を

高めるために必要な作業機で、耕起・施肥・播種の同時作業により作業時間を短縮すること

で適期播種を実現している。また、乾きにくいほ場は播種前に浅耕するなど、ほ場条件によ

って確実に適期播種できるよう工夫している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

（３）丁寧な追肥作業 

各ほ場を丹念に巡回し、生育状況、葉色を観察するとともに葉色計を使って追肥のタイミ

ングと施用量を決めて追肥の効果が上がるように心がけている。また、自走式のコンポキャ

スターにより、時間はかけても確実・丁寧な施用を行っている。また、全ほ場を巡回し、追

肥後のムラ直しを手作業で実施している。これは、散布ムラを無くすことで単収の向上だけ

でなく、均一な成育を促すことによる品質向上にもつながっている。 

 

（４）病害防除の徹底 

赤かび病、赤さび病対策の防除を徹底して行っている。平成 18 年には、ＪＡ西三河管内

では一番早くではないが、先行農家の状況を見て直ぐに仲間４人で無人ヘリコプターを導入

し、適期に防除を行う体制を整えた。丁寧なほ場観察と最新の栽培管理情報に基づく確実な

病害防除の実施が、安定した生産・高品質につながっている。 

 

  
写真１ 額縁明きょと播種３行程に１本のほ場内明きょ 写真２ 播種作業風景 
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（５）適期収穫の徹底 

 収穫時期が梅雨に重なることから、短い晴れ間に収穫することが必要である。大型コンバ

イン２台同時稼働とダンプトラックを使った組み作業により、短期間に適期を逃さずに収穫

することで、品質の向上を図っている。 

 

（６）高単収と高品質の実現 

 高単収と高品質を実現するために、パン用の「ゆめあかり」については、播種量と総窒素

施肥量が一般的な栽培よりも多い。これは、氏が平成 28年から 29年に受託部会の役員をし

ていた時、愛知県農業総合試験場が育成した「ゆめあかり」を導入するにあたり現地試験を

実施し、「ゆめあかり」の分げつがあまり多くない特性や収量と子実タンパク質との関係か

ら高単収と高品質を実現するための栽培基準として検討し、栽培に取り入れた基準である。

これにより高単収と高品質を実現している（図３、４）。 

 

 

 

６．労働時間の縮減 

アップカットロータリーを使った耕起と施肥・播種を実施する作業機の組み合わせで作業

時間を大幅に短縮している。播種作業は、大豆の収穫と重なるが、３作業同時に行うことで

内田氏と補助者１名で実施でき、大豆の収穫は従業員に任せることができる。 

無人ヘリコプターによる防除作業も作業時間短縮に貢献している。無人ヘリコプターによ

る防除作業は、３人で実施できる。このため、４人の組合員のうち３人が出役するローテー

ションを組んでいる。今作、氏の出役は３日間だか、１回の作業は半日程度なので実働 1.5

日であった。組合員のほ場は近接しているので一体的に作業を行うことができ、このことも

作業効率を高め、労働時間の縮減に寄与している。 

 

７．流通の改善と合理化 

乾燥調製は、全量、ＪＡのカントリーを利用しているが、自家乾燥施設を使った一次乾燥

も行っている。一次乾燥は、搬入時間の調整による作業の効率化と品質向上に効果がある。 

 

図３ 「きぬあかり」の単収の推移 図４ 「ゆめあかり」の単収の推移 
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８．今後の麦作への取組み 

（１）収量、品質の高位安定 

経営移譲を受けてから、高性能農業機械の計画的な整備や雇用労働力の導入により余裕の

ある作業を実現し、作業技術の改善により単収も高水準を実現した。今後は、高い収量と品

質を維持するとともに、肥料費等の削減等経営改善とリスク回避を目指して年次変動の少な

い安定した生産に取り組む予定である。 

 

（２）集団転作への対応 

地域の集団転作を受託しているため、毎年、

割り当て圃場の位置と面積が異なるが、受託し

た圃場は、しっかり責任を持って耕作している。 

集団転作実施圃場は、基盤整備により集団化

しているが、１枚のほ場面積は、30ａ程度で、

場所によってはさらに小区画もある。水稲作も

考えた場合、大区画圃場の割合を高めることが

作業効率を高める条件である。自らの受託地に

ついては、委託者の理解を得て畦畔除去を進め

た結果、目標とする 50a 規模の区画が７割にま

で達した。 

 

 

（３）スマート農業への取組み 

ＪＡ西三河農作業受託部会では水田作作業の一層の改善を目指し、平成 30 年度から「豊

作計画」を導入することになった。本システムはＧＰＳによる位置情報によりほ場一筆ごと

の作業を記録し、栽培技術改善や作業の効率化を目的とするシステムであり、氏も全国に先

駆けた本取組みに共感し、令和元年産大豆からこの取組みに参加し、麦作にも応用を検討し

ている。 

図４ 麦作圃場の位置と集積状況 

 

写真３ JA 西三河西部カントリーエレベーター 写真４ 内田氏の乾燥施設 
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９．その他特記事項 

（１）ＪＡ西三河農作業受託部会での活動 

愛知県農業総合試験場や愛知経済連が行う新品種や新技術の現地実証試験は、受託部会の

研究活動とも連携して実施されることが多い。これまで受託部会の役員を務めてきたことも

あり、氏は積極的に協力し取り組んでいる。これまでも県が育種した「きぬあかり」や「ゆ

めあかり」の試験栽培や葉色計を利用した施肥技術の確立などに関わってきた。氏は、受託

部会全体の栽培技術向上と自らの営農の向上につながるように新たな技術開発に取組んで

いる。 

 

（２）地域の農業生産・農地管理への貢献 

水田の受託に伴って畑地の受託依頼も増えている。畑地は、ほ場区画が小さく分散してい

るため受託によるデメリットの方が大きいが、地域の農地を守るため依頼があれば応えるこ

とにしている。これらの畑地には小麦、大豆を作付け、経営全体の効率性に影響を少なくす

るよう努めている。 

 

（３）地産地消・食育活動への取組み 

受託部会、ＪＡを上げて県産小麦の消費拡大に取り組んでおり、氏も部会員としてこれら

の活動に関わってきた。これらの活動は、消費者へ地元産小麦のＰＲだけでなく商品化にも

及んでいる。一例として、ＪＡが主体となり地元製麺業者との連携により行った西尾産そう

めん・ひやむぎの製品開発や原料供給に協力した結果、これらの製品は、ＪＡの店舗で販売

されるようになり、好評を得ている。部会員として、地元農業まつりでも西尾産そうめんの

試食や商品ＰＲに協力している。また、県内トップクラスの収量を誇る受託部会として、経

済連や関連商品を販売する大手コンビニチェーンなどとも協力して県産小麦の消費拡大や

地産地消のＰＲに率先して努めている。 

 

  

 

 

 

 

写真５ JA 西三河の「きぬあかり」を使用した 

ひやむぎとそうめん 

写真６ 受託部会として県産小麦の PR 
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（４）地域貢献 

営農を行う地元には、平坂南部新田を守る会が組織され、月２回程度、草刈りや土手直し

など農業環境の保全が図られている。氏は、水田農業の担い手として重要なメンバーとなっ

ており、農業の多面的機能を保全することで、地域貢献に努めている。 

 

（５）労働力の強化と法人化 

将来的に、家族労働だけでの営農に限界があるため、雇用労働の増強が必要である。雇用

環境の整備を進めるうえで法人化も 1つの手法となるため、今後の検討課題としている。 

 

 

 

執筆者：愛知県西三河農林水産事務所農業改良普及課西尾駐在室 専門員 田中尚子 
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除
草

剤
（
リ
ベ

レ
ー

タ
ー

）
を

１
回

散
布

）

　
播

種
量

き
ぬ

あ
か

り
：
8
～

9
kg

/
1
0
a、

ゆ
め

あ
か

り
1
1
kg

/
1
0
a

基
肥

　
肥

料
名

（
有

機
物

、
土

壌
改

良
資

材
含

む
）

き
ぬ

あ
か

り
麦

ﾈ
ｵ

ｴ
ｰ

ｽ
ｾ

ﾗ
7
0

　
化

学
肥

料
合

計
　

N
　

　
　

　
10

.9
kg

　
P
　

　
　

　
　

2.
5
kg

　
K

　
　

　
　

　
3.

4
kg

　
化

学
肥

料
合

計
　

N
　

　
　

　
　

16
.1

kg
　

P
　

　
　

　
　

　
3.

6
kg

　
K

　
　

　
　

　
　

3.
6
kg

　
施

用
量

（
1
0
a当

た
り

）
4
2
kg

耕
起

、
整

地
、

播
種

　
種

子
予

措
の

方
法

種
子

消
毒

（
ベ

ン
レ

ー
ト
T

水
和

剤
2
0
）

播
種

方
法

等

　
耕

起
整

地
及

び
う

ね
立

の
有

無
ロ

ー
タ

リ
ー

耕
の

み
、

う
ね

た
て

無
　

播
種

様
式

　
播

種
時

期
き

ぬ
あ

か
り

：
1
1
/
1
8
～

1
1
/
3
0
、

ゆ
め

あ
か

り
：
1
2
/
1
～

1
2
/
2

ロ
ー

タ
リ
ー

シ
ー

ダ
ー

播
　

　
１

　
．

　
耕

　
種

　
概

　
要

前
作

の
栽

培
状

況
等

収
量

（
1
0
ア

ー
ル

当
た

り
）

　
有

機
物

及
び

土
壌

改
良

材
の

種
類

と
施

用
量

あ
き

た
こ

ま
ち

：
4
2
0
kg

コ
シ

ヒ
カ

リ
：
4
2
0
kg

土
壌

改
良

剤
：
農

力
ア

ッ
プ

1
0
0
kg

/
1
0
a
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稼
動

面
積

稼
動

期
間

個
人

有
共

　
有

借
　

用
a　

　
月

　
　

日
～

　
日

（
共

通
作

業
機

）

ク
ボ

タ
1
2
5
、

同
7
6
、

同
5
8

（
い

ず
れ

も
ク

ロ
ー

ラ
ー

型
）

イ
セ

キ
7
8
馬

力

4
ク

ボ
タ

5
8
馬

力
は

H
2
5
年

リ
ー

ス
事

業

土
壌

改
良

剤
散

布

タ
カ

キ
タ

,ク
ボ

タ
7
6
馬

力
ク

ロ
ー

ラ
ー

1
3
,3

6
7

1
1
/
1
～

2
2

暗
き

ょ
ス

ガ
ノ

、
ク

ボ
タ

7
6
馬

力
ク

ロ
ー

ラ
ー

1
3
,3

6
7

1
1
/
4
～

5
2

明
き

ょ
ﾆ

ﾌ
ﾟﾛ

O
M

、
ク

ボ
タ

7
6

馬
力

 ク
ロ

ー
ラ

ー
、

ク
ボ

タ
5
8
馬

力
 ク

ロ
ー

2
3
,3

6
7

1
1
/
4
～

1
6

1
0

整
地

コ
バ

シ
イ

セ
キ

7
8
馬

力
2
,5

0
0

1
1
/
1
7
～

1
2
/
1

7

耕
起

基
肥

播
種

ふ
く

土

追
肥

タ
カ

キ
タ

1
3
,3

6
7

1
回

目
 1

/
2
4
～

2
/
8

2
回

目
 2

/
2
5
～

3
/
1
4

9 1
0

防
除

ヤ
マ

ハ
F
A

Z
E
R

1
/
4

3
,3

6
7

4
/
1
7
～

2
3

5
/
1
5

3
H

3
0
年

更
新

（
初

号
機

は
H

1
8
年

４
人

の
共

有
）
。

出
役

分
を

作
業

時
間

と
す

る
。

刈
取

り

脱
穀

運
搬

２
ｔ、

３
ｔ

2
3
,3

6
7

6
/
4
～

1
4

7

乾
燥

・
調

製
静

岡
　

５
５

石
×

４
4

3
,3

6
7

6
/
4
～

1
4

7
H

6
年

導
入

。
小

麦
の

乾
燥

は
農

協
カ

ン
ト
リ
ー

を
利

用
。

一
部

を
自

家
施

設
で

一
次

乾
燥

。
乾

燥
施

設

3
,3

6
7

6
/
4
～

1
4

7
ヤ

ン
マ

ー
A

G
C

は
、

市
の

補
助

（
1
/
3
）

ダ
ン

プ
ト
ラ

ッ
ク

1
1
/
1
8
～

1
2
/
2

1
3

自
走

式
コ

ン
ポ

キ
ャ

ス
タ

無
人

ヘ
リ

｝
自

脱
型

コ
ン

バ
イ

ン
ヤ

ン
マ

ー
Y

H
6
1
1
5

〃
　

A
G

C
2

ア
ッ

プ
カ

ッ
ト

ロ
ー

タ
シ

ー
ダ

ー

ﾆ
ﾌ
ﾟﾛ

S
R
A

2
4
1
　

播
幅

2
.4

ｍ
ク

ボ
タ

1
2
5
馬

力
1

3
,3

6
7

備
考

　
ト
ラ

ク
タ

ー

ブ
ロ

ー
ド

キ
ャ

ス
タ

サ
ブ

ソ
イ

ラ
ー

溝
堀

機

ロ
ー

タ
リ
ー

実
稼

働
日

数

２
．

農
業

機
械

利
用

状
況

作
業

名
使

用
機

械
名

型
式

、
規

格
、

馬
力

台
　

　
　

数


