
食 料

農 業

P.6 私たちの食生活を支える日本の農業を調べてみよう！

P.8 日本の農業は、こんなことに挑戦しているよ！

森林・
林業

P.11 日本の森林・木材と、私たちの関係を調べて

みよう！

P.13 日本の森林は、木を植えて育てて使うことが

大切なんだよ！

ちょうせん

P.1 私たちの食べものについて調べてみよう！

P.4 これからも私たちの食料を確保していけるのかな？

わたし

わたし

わたし

わたし

ジュニア農林⽔産⽩書
2023年版

水産業
P.15 豊かな日本の水産業と、魚たちを守る取組を

調べてみよう！

農山
漁村

P.21 農林水産業や農山漁村のいろいろな働きを調べて
みよう！

環境
P.19 農林水産業は地球の環境にどう関わっている

のかな？

かんきょう

ゆた



食 料
私たちの⾷べもの

について調べてみよう！

わたし

〜⾷事バランスガイドについて〜

私たちは、どのような食品を、どのくらい食べているのか調べてみましょう。
わたし

私たちは今どのようなものを食べているのだろう？私たちは今どのようなものを食べているのだろう？
わたし

この⾷⽣活で栄養のバラン
スは⼤丈夫かしら？

えいよう

＜主な⾷べ物の⾷べる量（2021年度）＞

資料：「⾷事バランスガイド」教材 ⼩学⽣・中学⽣向け⾷事バランス活⽤事例集
https://www.maff.go.jp/j/balance_guide/b_sizai/kaisetusyo.html

ごはん ⽜⾁⽜乳 植物油野菜 果実 ⿂介類

月に3.4回週に３本 年に９本
１日230g

程度
１日90g
程度

１日60g
程度１日2.4杯

Milk

Milk

Milk

（1.5kgボトル）（１⾷150gとして）

Ｏｉｌ

Ｏｉｌ

Ｏｉｌ
Ｏｉｌ

Ｏｉｌ

Ｏｉｌ

Ｏｉｌ

Ｏｉｌ

Ｏｉｌ

はい

（１杯60gとして）
ぱい

ぎゅうにゅうぎょかい

（⽜乳びん）
ぎゅうにゅう

（りんご1/2個分） （焼き魚１切分）
レタス １枚分
トマト １個分
きゅうり１本分

の合計

※⽣⽶の重さ ※１本200g

1

最近ではコンビニやスーパーで
好きなものばかりを買うことが
多いね。

⼀⽇に「何を」「どれだけ」⾷
べたらよいかをあらわしているの
が「⾷事バランスガイド」です。
「主⾷」「副菜」「主菜」「⽜
乳・乳製品」「果物」の5つのグ
ループをまんべんなく、コマの形
になるように（上の⽅にあるグ
ループほどしっかり）⾷べると、
バランスがとれる⾷事になること
がわかります。

にゅう にゅうせい

ぎゅう
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加⼯⾷品

わたし

学校給食の食材はどこで作られているかな？

⽶：〇〇産

学校給食で使われている食材がどこで作られているのか調べてみましょう。

野菜：△△産

⽜乳：◇◇産みかん：□□産

写真提供：静岡県教育委員会

〜⾷品の産地表⽰について〜⽣鮮⾷品

※加⼯⾷品の原料原産地表⽰は、令和４年４⽉から完全に義務付けられました。
ぎ む

お店で売られている⾷品には、 ⽣
鮮⾷品であれば「産地」が表⽰され
ています。加⼯⾷品にはその製品が
製造された場所や、原材料の原産地
が表⽰されています※ので、国産原材
料を使⽤したものを選択することも
できます。

せ い ひ ん

せ い ぞ う

買い物をする時に、どこの国や地域
で作られたものか⾒てみよう︕

ちいき

遠い外国から買ってきたものも、地元
でとれたものも⼤事に⾷べようね。

2

地元の⾷材が使われていれば、よ
りおいしく感じるかもしれないね。

⾷品に表⽰されている「賞味期限」は、
おいしく⾷べられる期間だよ。
その期限を過ぎたからといってすぐに⾷べ
られなくなるわけではないよ︕

し ょ う み き げ ん

ぎゅうにゅう

せいせんしょくひん

せんしょくひん

せい
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⽣産額ベース
(令和元(2019)年)

令和3(2021)年度

％

私たちが食べているものは、どこの国・地域で作られているのかな？私たちが食べているものは、どこの国・地域で作られているのかな？
ち い きわたし

資料：農林⽔産省「⾷料需給表」、「農林⽔産物輸出⼊概況」を基に作成

私たちが食べている米や牛肉などの食材を作っている国・地域の割合を見ると、国内で作

られた割合が大きいもの、小さいものがあります。

わたし ち い き わりあい

わりあい

【関連ページ】
食料・農業・農村白書

第１章第１節

資料：農林水産省「食料需給表」等

⽇本の⾷料⾃給率は諸外国
と⽐べて低いんだ。

しょがいこく

〜⾷料の⾃給率はどれくらい？ 〜

たくさんの⾷べ物を外国から買っているんだね。

3

じ き ゅ う り つ

国内で消費される⾷べものが、
どれくらい⾃分の国でまかなえて
いるかを⽰す割合を「⾷料⾃給
率」といいます。

⾷べものに含まれるエネルギー
量を基準に表したものを「カロ
リーベース⾷料⾃給率」、⾷べも
のの価値を基準に表したものを
「⽣産額ベース⾷料⾃給率」とい
います。

しょくりょうじきゅう

しょくりょうじきゅうりつ

アメリカ 1％

⽇本
98％

タイ 1％
その他 0.2%

カナダ
29％

オーストラリア
17％ ⽇本

17％

アメリカ
37％

その他
29％

⼤韓⺠国
６％

中国
9％ 台湾

19％

⽇本
37％

牛肉

⽇本
38％
このなかで、
⽜が⾷べる
飼料も国内
で作られて
いるものは
10％

その他7％カナダ
5％

アメリカ
25％

オーストラリア
25％

せ い さ ん が く

せいさんがく

しょくりょうじきゅうりつ

りつ
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食 料
これからも私たちの⾷料を

確保していけるのかな？

世界では、人口の増加（2022年の80億人が2050年には97億人※）などで必要な食料の量

が増えています。外国からの輸入に頼る日本にとって、食料を安定的に供給していくこ

とについて不安な点があります。

世界中で必要な⾷料の量が増える
 世界の⼈⼝が増加することで、⾷料の

消費量は増加

 特に、経済発展した国では⾁類や油脂
類の消費が増加

け い ざ い は っ て ん ゆ し

⾷料を安定的に供給していく上で不安な点

※国連「World Population Prospects : The 2022」

 地球温暖化による異常気象の頻発

 飼料や肥料、燃料などの価格の⾼騰

 輸⼊⾷料の価格の⾼騰

 ⿃インフルエンザなどの家畜伝染病

 輸出国による規制

ち き ゅ う お ん だ ん か

か ち く で ん せ ん び ょ う

い じ ょ う き し ょ う ひ ん ぱ つ

これからも外国から食べものを買い続けられるのかな？

<世界全体の穀物消費量>

⽶国農務省「PS&D」、「World Agricultural Supply and Demand 
Estimates」を基に農林⽔産省作成

【関連ページ】
食料・農業・
農村白書
第１章２節

わたし

豊かになると、多くの国では、⾁をたくさん
⾷べるようになるよ。
でも、⾁を作るためには、その何倍も穀
物（とうもろこしや⻨など）をエサとして⾷べさ
せるから、たくさんの穀物が必要になるんだ。

農地や⽔、肥料も使える量は限られ
ているから、このままではいずれ⾜りな
くなると⾔われているよ。

⽇本はこれまで、世界中から⾷べ物を⼤量に買ってきましたが、近年では豊
かな国が増え、他の国が買う⾷料の量も増えています。また、⽇本は⾷料や燃
料、肥料などの資材を外国からの輸⼊に頼っているため、外国での異常気象や
国際情勢などの影響を受けやすくなっています。

これからも安定して⾷べ物を確保していくためには、どんなことが必要かみ
んなで話し合ってみましょう。

輸出禁⽌

みんなで考えよう

価格⾼騰温暖化

4

こ く も つ

こく

も つ

【関連ページ】
食料・農業・
農村白書

特集

こ う と う

こ う と う

きょうきゅう

こ う と う

家畜伝染病
か ち く で ん せ ん び ょ う

い じ ょ う き し ょ う

こくさいじょうせい



国産食材を食べて、日本の農家さんを応援しよう！

ごはんを１⽇にもうひと⼝（14g）
⾷べる

国産⽶粉パンを⽉にもう約６枚
（389g）⾷べる

国産⼤⾖100％使⽤の⾖腐を⽉に
もう約２丁（563g）⾷べる

国産⼩⻨100％使⽤のうどんを
⽉にもう約２⽟（599g）⾷べる

と う ふ

〜伝統⾷の継承について〜
けいしょう

【関連ページ】
食料・農業・農村白書 第１章第６節→

はっこう

なんかんそ

⽣産者、⾷品を加⼯する⼈、⾷品を売る⼈、消費者など
多くの⼈がどのような取組をすれば良いか考えてみよう︕

5

みんなが国産の農産物を選ぶと、国内での生産が増えて食料自給率は向上します。
しょくりょうじきゅうりつ

⾷料⾃給率の
１％に相当
するもの

し ょ く り ょ う じ き ゅ う り つ

ず か ん⽇本にはそれぞれの地域の気候など特徴を活
かして、⻑い年⽉をかけて⼯夫されてきた伝統
的な⾷品や⽂化があります。しかし、ふるさと
から離れて暮らす⼈が多いこと、外国料理など
私たちの⾷べものが変わってきたこと、調理済
みの⾷べものを⾷べる機会が増えたことなどか
ら、親から⼦へ、⼦から孫へと伝統⾷を受け継
いでいくことが難しくなってきています。

こうしたことから、全国各地の伝統⾷のいわ
れや歴史、伝統⾷を使ったあたらしい料理など
について、農林⽔産省のWebサイト（「にっぽ
ん伝統⾷図鑑」）で公開しています。このデー
タベースで⽇本にはどのような伝統⾷があるの
か調べてみましょう。

ず か ん

とくちょう



農 業
私たちの⾷⽣活を⽀える

⽇本の農業を調べてみよう！

わたし

資料：農林⽔産省「⽣産農業所得統計」
(注：数値は四捨五⼊しており、合計は⼀致しない場合があります。)

＜農業の産出額の都道府県別割合（2021年）＞
わりあい

⽶が北海道、東北、新潟県で⽣産が多いのは、寒いところでもできる品種改良
や栽培技術が向上したことや、昼の気温と夜の気温の差が⼤きいことが稲の⽣育
によい条件となっているためです。

⽶が北海道、東北、新潟県で⽣産が多いのは、寒いところでもできる品種改良
や栽培技術が向上したことや、昼の気温と夜の気温の差が⼤きいことが稲の⽣育
によい条件となっているためです。

さ い ば い ぎ じ ゅ つ

ひ ん し ゅ か い り ょ う

全国各地では、どのような農畜産物が生産されているのかな？
のうちくさんぶつ

おんだん

農畜産物を多く生産している地域の特徴について調べてみよう！農畜産物を多く生産している地域の特徴について調べてみよう！
ち い き とくちょうのうちくさんぶつ

ジャガイモが北海道で⽣産が多いのは、原産地の気候⾵⼟に似ていることから、
盛んに栽培されるようになったためです。ピーマンが茨城県で⽣産が多いのは、
温暖で⽔はけのよい⼟壌に恵まれるとともに、東京をはじめとする⼤消費地に近
く輸送が便利なためです。

ジャガイモが北海道で⽣産が多いのは、原産地の気候⾵⼟に似ていることから、
盛んに栽培されるようになったためです。ピーマンが茨城県で⽣産が多いのは、
温暖で⽔はけのよい⼟壌に恵まれるとともに、東京をはじめとする⼤消費地に近
く輸送が便利なためです。

りんごが⻘森県や⻑野県で⽣産が多いのは、平均気温が低いことが栽培に適し
ているためです。みかんが和歌⼭県や愛媛県で⽣産が多いのは、⽇当たりが良く
温暖な気候に恵まれているためです。

りんごが⻘森県や⻑野県で⽣産が多いのは、平均気温が低いことが栽培に適し
ているためです。みかんが和歌⼭県や愛媛県で⽣産が多いのは、⽇当たりが良く
温暖な気候に恵まれているためです。
お ん だ ん

酪農が北海道で盛んなのは、広い⼟地で乳⽜のえさとなる牧草などを多く⽣産
できることや、北海道は暑さに弱い⽜にとって住みやすいためです。

酪農が北海道で盛んなのは、広い⼟地で乳⽜のえさとなる牧草などを多く⽣産
できることや、北海道は暑さに弱い⽜にとって住みやすいためです。

ら く の う

ゆ そ う

【関連ページ】
食料・農業・農村白書

第２章第１節→

ど じ ょ うお ん だ ん

6

新潟
9%

北海道8%

秋⽥ 6%

⼭形 5%
宮城 5%

⽶
その他
67% 北海道

70%
栃⽊6%

福岡 5%
佐賀 4%
群⾺ 2%

⻨類

その他
13%

北海道
10% 茨城 7%

千葉 6%

熊本 6%

愛知 5%

野菜その他
67%

⻘森
12%

⻑野
10%

和歌⼭ 9%

⼭梨 9%

⼭形 8%

果実その他
54%

北海道
23%

⿅児島
10%

宮崎 7%
岩⼿ 5%

熊本 4%

畜産物その他
52%

⾃分の住んでいる地域
で何が作られているか
調べてみよう。

ち い き

さ い ば い

さか にゅうぎゅう

さか さいばい

いね



日本の農業はどのように変わってきたのかな？

経営者として
⽜乳の加⼯を開始

⽗親の酪農経営を⼿伝い
らくのう

親元で農業を始める例 1

例 2 農業を営む会社に就職する
しゅうしょく

卒業後、農業を営む
会社に就職

しゅうしょく
会社で⽶・野菜

作りを担当
たんとう

例 ⾃分で農業経営を始める3

農地を借りてスタート 規模を広げて収⼊アップ
き ぼ

○
○
農
園

＜新しく農業を始めた人の数と内訳＞

農業をやめた⼈の農地が、将来
を担う若者や効率的な農家に引
き継がれていくといいね。

資料：農林⽔産省「新規就農者調査」

＜ふだんの仕事として農業をしている人の数と年齢＞

資料：農林⽔産省「農林業センサス」(組替集計)、「農業構造動態調査」

農業で働く人たちがどうやって働き始めたのかみてみよう！

【関連ページ】
食料・農業・農村白書

第２章第２節

新しく農業を始めた人のなかには、農家の出身でなくても農業を始める例もあります。
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％
＜農業の「担い手」が経営する農地の割合＞

資料：農林⽔産省作成

農業で働く人の数や年齢、経営する農地の面積の移り変わりを見てみましょう。
め ん せ き

農家の⼈数が減って、⾼齢化が進んでいるけ
ど、やめた⼈の農地はどうなるんだろう？

こ う れ い か

農家でなくても農地を借りた
り、農業を営む会社に就職した
りして農業を始めることができ
るんだね！

しゅうしょく

7
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農 業
⽇本の農業は、こんなことに
挑戦しているよ！

農業者は、農産物を作る以外にも、加工や販売などにも挑戦しているよ！

8

ちょう せん

加工・販売の取組例
はん ばい

よ

ちょうせん

農産物をそのまま売るよりも、
加⼯したり、レストランで提供す
ることで⾼い値段で売れるから、
農家の収⼊につながるんだよ。

ていきょう

日本の農林水産物・食品の輸出が増えています！日本の農林水産物・食品の輸出が増えています！
ゆしゅつ

＜農林水産物・食品の輸出額の移り変わり＞
ゆしゅつがく

お⽶やパックごはん、お⽶のお菓
⼦などの輸出にも⼒を⼊れています。
海外では、おにぎりも⼈気です。

ゆしゅつ

世界中の⼈が、⾷べ物を買ったりお店で⾷べたりす
る量は、これからどんどん増えると⾔われているよ。
⽇本⾷が好きな⼈が増えているから、⽇本の農林
⽔産物や⾷品を輸出するチャンスだね。

いちごを⽣産する農業者が
観光農園を開き、多くの外国
⼈旅⾏者を受け⼊れています。

かんこうのうえん

⽜乳を⽣産・販売している
会社が、ヨーグルトを開発し、
製造・販売しています。

はんばい

はんばいせいぞう

農業者や農業を行っている会社では、収入を上げるために、生産した農産物の加工、直売

所での販売や、観光農園、農家レストランの運営にも取り組んでいます。
はん ばい か ん こ う の う え ん

観光農園の取組例
かんこうのうえ ん

日本の農林水産物・食品の輸出額は毎年増え、2021年に初めて1兆円を超えました。海

外で日本食の人気が高まっており、日本食レストランも世界に広がっています。

ゆしゅつがく

米の輸出
ゆしゅつ

【関連ページ】
食料・農業・農村白書 第３章第４節→

【関連ページ】
食料・農業・農村白書 トピックス１→

資料：財務省「貿易統計」を基に作成

こ

1兆円を突破
とっぱ

ゆ し ゅ つ
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はんばい



他ではまねのできない農林水産物や食品をつくっているよ！

⾃分の地域にはどんな伝統的な
農林⽔産物や⾷品があるか調べて
みよう︕ 地理的表⽰のGIマーク

ジーアイ

日本には、地域の伝統に育まれ、生産地の気候・風土・土などによって生み出された味や

形、香りなどをもつ農林水産物や食品がたくさんあります。また、このような産品を偽物

から守るために、地理的表示（GI）保護制度という仕組みもあります。
ジーアイ

にせ もの

ち いき

かお

ほ ご

ちいき

【関連ページ】
食料・農業・農村白書

第１章第５節→

だ て おんなやまだいこんあ わ お ど り

無⼈で動かせるトラクター

農作業を効率よく⾏うため
のスマートグラスアプリ

こうりつ

⾃動的にピーマンを収穫するロボット
しゅうかく

と

ロボットやICT（情報通信技術）の活用が進んでいるよ！ロボットやICT（情報通信技術）の活用が進んでいるよ！
アイシーティー じ ょ う ほ う つ う し ん ぎ じ ゅ つ

ふ た ん

農業で働く人は減少し、高齢化も進んでいます。そこで、農作業にロボットやICT（情報

通信技術）を使う「スマート農業」の技術開発やその実用化が進んでいます。

こうれいか ｱｲｼｰﾃｨｰ じょうほう

つうしんぎじゅつ ぎじゅつかいはつ

【関連ページ】
食料・農業・農村白書

第２章第８節→

農薬をまくこともできるドローン

がき

9

スマート農業によって、農作業の効率が上がったり、農
業を始めたばかりの⼈でもたくさん収穫できたり、農作
業の負担が軽くなって、⼥性や⾼齢者でも働きやすく
なったりするんだ︕

こうれいしゃ

しゅうかく



少ない人数や時間でも農作業をやりやすくするために１つの畑や田んぼの面積を大き

くしたり、田んぼで野菜も作れるように整備したりしています。

めんせき

⾯積を⼤きくすると、⼤きなトラク
ターを使えるから農作業の時間を
減らせるよ。

めんせき

＜1つの田んぼの面積を大きくした例＞
めんせき

取⽔ぜき

農業⽤ダム

農業⽤⽤⽔路

しゅすい

⼩さな⽥んぼの集まり

⼩さな⽥んぼを
まとめる

整備した⼤きな⽥んぼ

⽔はけを
よくする

お⽶を作っている⽥んぼ

野菜を作れるようになった！

効率の良い農業や需要に合った作物を作るために農地を改良しているよ！

＜野菜を作れるようにした例＞

農業⽤の⽔路をつなげると⽉まで⾏ける⻑さになるなんて、びっくりだね。
でも、多くの⽔路や、せき・ポンプ場などの施設は古くなっていて、近い将来、修理が必要なんだ。

農業には⽔が⽋かせません。特に稲作には⼤量の
⽔が必要です。そのためには、⽔を貯める施設や遠
くまで⽔を運ぶ⽔路などが必要です。これらの施設
は、⼤昔から⻑い期間をかけて整備され、農業者が
中⼼となって守ってきました。

現在でも、農業⽤に⽔を貯めるダムや川をせき⽌
めて⽔をとるための取⽔ぜき（頭⾸⼯とも⾔うよ）
が多くの地域にあります。また、農業⽤の⽔路は、
⼩さなものまで含めると約40万キロメートル以上
も整備されており、これは地球と⽉の距離（約38.4
万キロメートル）を超えます。

みなさんが、川だと思っている⽔路も、もしかし
たら、⾷べ物を作るための⼤事な⽔を運ぶ農業⽤の
⽔路かもしれませんね。

農業⽤排⽔路

10

お⽶の消費量は減っているから、
新鮮な野菜や外国から輸⼊している
穀物を⽇本でたくさん作れるように
なると安⼼だね。

こくもつ

〜現代に受け継がれる農業⽔利施設〜
の う ぎ ょ う す い り し せ つ

し せ つ

し せ つ

た

じ ゅ よ う

しゅすい

た

と う し ゅ こ う



⼈⼯林（森林の約４割）
⼈の⼿で苗⽊を植え育ててきた森林

天然林（森林の約６割）
⾃然に落ちた種や切り株から出た芽が成

⻑してできた森林

森林・
林業

⽇本の森林・⽊材と、
私たちの関係を調べてみよう！

日本の森林には、どのような特徴があるのかな？

日本にはどのような森林があるのか調べてみましょう。

⽇本に５カ所ある世界⾃然遺産の⼤部分は国有林です。
国有林では、地域の住⺠や⼤学の先⽣たちと協⼒しながら、世界⾃然遺産を⼤切に管理しています。

⾥⼭林
炭や薪、肥料などを

作るために⽊を伐った
り落葉を取ったりして、
地域の⼈たちが利⽤し
てきた森林

奧地林
⾃然の⼒で⻑い期間

をかけてできた森林

海岸林
強⾵や⾶砂などから

家などを守るためにマ
ツなどを植えて育てて
きた森林

⽣産林
⽊材を⽣産するため

にスギやヒノキなどを
植えて育ててきた森林

11

⽇本の森林⾯積は約2,500万ha
で、国⼟の約３分の２が森林だよ。

世界全体では、
約３割が森林だよ。

とくちょう

かぶ な え ぎ

まき ひ さ

い さ ん

お く ち り ん

き

い さ ん

わたし

わり わり

ちいき

日本の森林は誰が管理しているのかな？日本の森林は誰が管理しているのかな？
だれ

ち い き

日本の森林は誰が管理しているのか調べてみましょう。
だれ

世界自然遺産の森林
い さ ん

※グラフは、世界遺産地域（陸域）に占める国有林の割合

⼩笠原諸島
（東京都）

国有林
81%

知床
（北海道）

国有林
94%

屋久島
（⿅児島県）

国有林
95%

⽩神⼭地
（⻘森県・秋⽥県）

国有林
100%

国有林（森林の約３割） ⺠有林（森林の約７割）
わり わり

国（林野庁など）が管理している森林で、
奥地や⽔源地に広く分布しています。

都道府県や市町村などが管理している森林
（公有林）と個⼈や会社などがそれぞれ管理
している森林（私有林）があります。

すいげんちお く ち

りんやちょう

し ゆ う り ん

しれとこ しらかみさんち おがさわらしょとう や く し ま

【関連ページ】
森林・林業白書 第１章第１節→

【関連ページ】
森林・林業白書 第１章第１節→

【関連ページ】
森林・林業白書
第４章第２節→

奄美⼤島、徳之島、沖縄島北部及び
⻄表島 （⿅児島県・沖縄県）

あまみおおしま とくのしま おきなわじまほくぶ

いりおもてじま

国有林
68%



※Cross Laminated Timberの略で、⽇本語
では直交集成板といいます。板材の向きが
交互に直⾓になるように重ねて貼り合わせた
パネルです。

ちょっこうしゅうせいばん

クロス ラミネイティッド ティンバー

こう ご は

⾃転⾞にも⽊材が⽤
いられています。職⼈
さんが⽊⽬の⽅向を
しっかり⾒定め、⽊の
特性を⽣かした⾃転⾞
です。

⾮住宅・中⾼層建築物での⽊材利⽤

木材は、どのように使われているのかな？

木材には様々な用途があります。木材が私たちの暮らしとどのように関わっているのか、

調べてみましょう。

12

家や校舎の材料として ストーブなどの燃料として きのこ原⽊として家具の材料として 紙の原料として

⽊材を使えるようにするためには使い道
に応じて加⼯する必要があるんだよ。

よう と くわたし

木材の利用まで

紙・燃料など

建物の柱や
家具など

リ
レ

⽊材の加⼯

⽊材チップ

丸太

⼯場

合板

製材品

建物の壁・
床・屋根など

かべ

ゆか

⽊質耐⽕部材やＣＬＴ※など
新たな技術が開発され、これ
まで⽊材があまり使われな
かった⾼層ビルなども⽊造で
建ち始めています。

シーエルティー

ちゅうこうそう

（写真提供：カネモク⼯業株式会社）

もくめ

強度が求められる⾃転⾞のフレームとしての利⽤

改質リグニンとして⾃動⾞の部品等に利⽤ CNFとして塗料、運動靴、化粧品、⾷品等に利⽤

ほかにはどんな使い道があるんだろう？

CNF（セルロースナノ
ファイバー）とは、⽊材
の成分の⼀つであるセル
ロースを加⼯したもので、
軽くて強い等の特性を持
つ素材です。

（写真提供：（株）ラ・ルース）（写真提供：（国研）森林研究・整備機構、（国研）産業技術総合研究所、（株）宮城化成、（株）光岡⾃動⾞）

とりょう けしょうひんうんどうぐつ

改質リグニンを⼀部利⽤した試作⾞

改質リグニンとは、⽊
材の成分の⼀つであるリ
グニンから製造したもの
で、加⼯しやすく熱に強
い等の特性を持つ素材で
す。

せいぞう

とくせい とくせい
CNFを使⽤した塗料により
美しさが⻑持ちする⽊の器

とりょう

かいしつ

そざい

そざい

かいしつ

かいしつ

【関連ページ】
森林・林業白書 第３章第２節→

み さ だ

とくせい

きょうど

もち

⽊質耐⽕部材の
耐⽕性能を調べて
いる様⼦

も く し つ た い か ぶ ざ い

ＣＬＴ

【関連ページ】
森林・林業白書 第３章第２節→

⽊造の⾼層ビル



⽊を伐って、枝を払い落とし、
決められた⻑さの丸太に切りそろえる

ことができる「ハーベスタ」

き

●住宅・一般建築物

下刈り

植林

主伐

間伐

二度目の

間伐

適材適所で使う

●木質バイオマス

●間伐材を使った
紙製品

●木製品

印刷用紙
カートカン

しゅうかく

●建設土木資材

●公共建築物

⽇本の森林は、⽊を植えて
育てて使うことが⼤切なんだよ！

木を植えて育てるってどんな仕事なんだろう？

森林・
林業

森の様⼦を空から調べ
たり、⽊を伐ったりする
のに、いろいろな機械が
使われています。

13

林業で使われている機械

⼥性の活躍も
増えているよ。

混み合った⽊
の本数を間引く
などして、⽊の
成⻑を助けます。

間伐
かん ばつ

き

下刈り

苗⽊の成⻑を
助けるために、
周りの草などを
刈り払います。

した が

な え ぎ

か はら

若い⼈も
林業で働い
ているよ。

わか

木は植えてから収穫

するまでに何十年もか

かります。林業は、

育てた森林を次の

世代に引き継いで

いく大切な

仕事です。

林業の仕事

つ

しゅうかく

植栽
しょく さい

森の⽊を伐っ
たあとに、苗⽊
を植えます。

き

な え ぎ

かつ

やく

⽊を伐って、
機械で運び出し
ます。

しゅばつ

主伐
き

しゅ ばつ

森林の調査や⾒回りに
使われている

「ドローン（無⼈航空機）」

ちょうさ み まわ

【関連ページ】
森林・林業白書
第１章第２節→

林業は、木を植えて育て、大きくなった木を収穫する仕事です。林業の仕組みを調べ

てみましょう。



炭素固定量

林齢

呼吸による排出量

光合成による吸収量

日本の森林資源は毎年約６千万㎥も増えています。

身近にある森林資源がどれぐらい使われているか調べてみましょう。

間伐をしないと⽊がもやし状になり、強い⾵が吹くといっぺんに倒れてしまう場合があります。
また、森林の中に光が差し込まず、地⾯に植物が育たなくなります。⾬が降ると、地⾯の⼟が

流され、⼭くずれも起こりやすくなります。間伐をすると、⽊が太く成⻑し、地⾯に植物が育ち、
強い⾵や⼭くずれにも強くなります。

1４

間伐ってなんだろう？

間伐は森林の働きを高めます。間伐をしないと、どうなるか調べてみましょう。

⽊材チップを発電に使うこと
で⽯油などの化⽯燃料を使わず
にすみます。

■今後、住宅を建てたり、買ったりする

場合、木造住宅を選びたいと思ってい

る人がこんなにいます。

間伐をしなかった森林 間伐をした森林

木を伐って使うのはなぜ？ 木を伐っても森林はなくならないの？

⽊材⾃給率41.1％

資料：内閣府「森林と⽣活に関する世論調査」
（令和元(2019)年10⽉）

資料：国⽴研究開発法⼈ 森林研究・整備機構 森林総合研究所の資料を基に農林⽔産省作成

■森林は木を伐らないでいると、だんだん炭素を

吸収して固定する量が減ってきます。

⽇本の⽊材消費量 8,213万㎥

国産材の量
3,372万㎥

外国からの輸⼊量
4,841万㎥

■１年間の森林資源の増加量

木材を使うと二酸化炭素の排出を減らすことができます。どのような仕組みで減るのか調べてみ

ましょう。

⽊造の建物は、建ってから何⼗年と⼆酸化炭素を
閉じ込めておくことができる「第２の森林」です。

炭素貯蔵量

木造住宅 鉄筋コンクリート住宅

６炭素トン 1.6炭素トン

地球温暖化
防⽌のために
も⽊を使って、
また植えて育
てることが必
要だね。

かん ばつ

かんばつ

かん ばつ

かん ばつ たお

かん ばつ

き

きゅうしゅう

りんれい

ち き ゅ う お ん だ ん か

はいしゅつ

きゅうしゅう

しげん

はいしゅつ

てっきん

と

ちょぞう

こ

き

こきゅう

しげん

しげん

資料：林野庁「令和３(2021)年⽊材需給表」

ふ

ふ

■⽊造住宅（昔か
ら⽇本にある在
来⼯法のもの）

■⽊造住宅（ツー
バイフォー⼯法
など在来⼯法以
外のもの）

■⾮⽊造住宅（鉄
筋、鉄⾻、コン
クリート造りの
もの）

■わからない

てつ

きん てっこつ

じゅうたく

じゅうたく

じゅうたく

じゅうたくじゅうたく

こ

年間増加量６千万㎥

60m 100m

10,000m

航空機の
⾶⾏⾼度

わり
合わせて７割以上

じゅうたく

炭素量
の変化

じゅうたく

⽇本の⽊材⾃給率は最近上昇し続
けているよ。

き

かん ばつかん ばつ

じょうしょう

じょうしょう

■2021年の日本の木材自給率

【関連ページ】
森林・林業白書 第１章第２節→

【関連ページ】
森林・林業白書 第３章第２節→

（光合成により森林の中
に取り込まれた⼤気中の
⼆酸化炭素の量）

スギの場合、炭素固定量の
ピークの林齢は20年〜50年とい
われています。

じきゅうりつ

じきゅうりつ



15

日本の海では、どんな魚がとれるのだろう？

日本にはどんな魚料理があるのだろう？

⿂ 介 類 を 使 っ た 主 な 料 理
ぎょ かい るい

日本人は昔から魚料理に親しんできました。和食に魚は欠かせない食材となっており、

魚を使ったいろいろな料理があります。

みそ汁
すし

焼き⿂
てんぷら

かまぼこ

煮⿂にざかな

最近では、誰でも簡単においしく料理ができるように
⼯夫された⿂の商品も売られているよ。

だれ かんたん

ゆた

しる

ぎょかい

←【関連ページ】
水産白書 第１章

【関連ページ】
水産白書 第３章→

寒流

暖流
稚内（スケトウダラ、ホッケ）

小樽（スケトウダラ、
ホッケ）

羅臼（サケ類）

根室（サンマ、タラ類）

（ホタテ）

（ハタハタ）

氷見（ブリ）
境（ベニズワイガニ、サバ類、

マアジ）

下関（フグ）（サワラ）

唐津（アジ類）

松浦（サバ類、アジ）

（クルマエビ）

枕崎（カツオ類）

（アサリ）
（カキ）

勝浦（マグロ類）

（マダイ）

焼津（カツオ類、マグロ類）

銚子（カタクチイワシ、マイワシ、サバ類）

波崎（カタクチイワシ）

石巻（カツオ類、スルメイカ、サバ類）

女川（サンマ）

気仙沼（カツオ類、カジキ類）

宮古（サンマ）

八戸（スルメイカ、アカイカ）

相馬原釜（ヒラメ、カレイ類）

（ワカメ）

釧路（タラ類、サンマ）

（サバ類）

（アユ）

（フナ）

⿊潮（⽇本海流）⿊潮（⽇本海流）

対⾺海流対⾺海流

親潮（千島海流）親潮（千島海流）

リマン
海流
リマン
海流

那覇（マグロ類）

（ズワイガニ）

そうま はらがま

わっかない

おたる

らうす

ねむろ

くしろ

はちのへ

みやこ

けせんぬま

おながわ

いしのまき

ひみ

はさき

ちょうし

やいづ

なは

かつうら

まくらざき

まつうら

からつ

しものせき

さかい

おやしお

だん りゅう

くろしお

つしま

南北に長い島国である日本のまわりの水域は、寒流と暖流がぶつかり合っていることか

ら、冷たい水を好む魚と温かい水を好む魚の両方が回遊・生息する恵まれた海となってい

ます。日本のまわりの海には約3,700種の魚がいて、これは、世界の海水魚の25％にあたる

とされています。

すい いき

めぐ

だんりゅうかんりゅう

水産業
豊かな⽇本の⽔産業と、
⿂たちを守る取組を調べてみよう！

ゆた
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魚はどうやってとっているのだろう？

⽇本はいろんな場所
でいろんな⿂がとれるか
ら、⿂や漁場の特性に
合わせてとる⽅法もいろ
いろあるんだ。

人が魚を育てる方法もあるよ！

よく釣りをするけど、
漁師さんもあんなふうに
１匹ずつ釣っているのか
なあ？

つ

つぴき

⽇本で⾏われている主な漁法
このほかにもたくさんの種類の漁法が使われています。

定置網漁 カツオ⼀本釣り漁 まき網漁

はえ縄漁 底びき網漁 サンマ棒受網漁

ていち あみ い っ ぽ ん づ あみ

なわ あみそこ ぼううけ あみ

⼈に育てられた
⿂たちをとる⽅法
もあるのね。

養殖をしている主な⽔産物
よう しょく

ハマチ タ イ ホタテガイ カ キ ノ リ

日本で行われているさまざまな漁法を見てみましょう。

人が魚を育ててとる方法を養殖といいます。日本では、いろいろな魚や貝、海そうの養殖

をしています。

ようしょく ようしょく

しょく

りょうし

とくせい

ぎょほう

ぎょじょう



⽇本
中国

オーストラリア

アメリカ

ブラジル

EU・イギリス

世界平均
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ほかにも、⿂にはビタミンなどが、
ワカメやノリなどの海そう類にはビ
タミンやミネラル、⾷物繊維など
たくさんの栄養が含まれているよ。

魚に含まれているさまざまな栄養が注目を集めており、世界の人々が魚を多く食べるよ

うになってきています。

魚にはどんな栄養が含まれるの？魚にはどんな栄養が含まれるの？
ふく

たんぱく質

からだのもとになる 病気を防ぐ

（DHA、IPAなど）
脂質

カルシウム

丈夫な⾻を作る

ししつ

し ょ く も つ せ ん い

じょうぶ ほね

（筋⾁、内臓など） （⼼臓病の予防など）
きんにく ないぞう しんぞうびょう よぼう

（アミノ酸）
さん

（⻭を強くする）

⿂をたくさん⾷べると
体が元気になるんだね。

しつ

魚は体によく、おいしいことから世界中で人気が出てきており、世界の１人あたりの魚

の消費量は急激に増えています。

資料：農林⽔産省「⾷料需給表」（⽇本）、
FAO「FAOSTAT(Food balances)」（⽇本以外）

世界ではどのくらいの魚が食べられているのだろう？

でも、この頃⽇本は
減っているんだね。

ごろ

ふ

へ

きゅうげき

ふく

ふく

〈世界の１⼈１年あたりの⿂介類消費量の変化〉 単位：kg/⼈年

特にアジアとオセアニアの
国で増えているよ。

【関連ページ】
水産白書 第１章→

【関連ページ】
水産白書 第４章→

ぎょかいるい

■ 1961年
■ 2020年

9.0 20.5 

13.0 
22.8 

4.8 
8.1 

12.8
24.1

50.4
41.9

14.6
22.8

4.3 
39.9 



魚は少しずつとる分には、生き残った魚が大きくなって、たくさん卵をうむため、問題

はありません。しかし、とりすぎると減ってしまうため、魚の数を確認しながらとる量を

決めるなど、工夫しながら魚を守っていく必要があります。

小さい魚、

産卵する
時期の魚は
とらない

魚の子ども
を放流する

魚をとって
よい時期・
量・大きさ
を決める

魚が育つ環

境を整える

お母さんや小さ
い子どもの魚は
とらないよ

今年とってい
い量は100トン

ですよ！

元気に
育ってね

はーい

このごろ住みやす
くなったでしょ！

魚や貝類などを守るための取組の例

かん

きょう

さん らん
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いつまでもおいしい魚介類を食べられるようにするために。

＜魚が卵からうまれて、大きくなるまで＞
たまご

たまご

じょうきょう

⽣き残り

⽣き残り

⽣き残り

⽣き残り

他の⽣物に
⾷べられる

へ

⽇本で⿂を
守っても、外国
がたくさんとっ
てしまうと⿂が
少なくなってし
まうよね。

だから、世界の
みんなで話し合っ
てとりすぎないよ
うにしなくちゃい
けないね。

⽔産資源（⿂や
⾙類等）の状況を
良くするために、いろ
いろな取組を⾏って
いくことが⼤事だよ。

〜海洋プラスチックごみについて〜

僕らも海や⼭に
⾏ったら、ごみは
持ち帰ることが⼤
事だね。

しげん

じょうきょう

へ

ぎ ょ か い る い

←【関連ページ】
水産白書 第３章

海岸に漂着したり、海に漂ったりするプラスチッ
クごみが問題となっています。動物が飲みこむなど、
⽣態系へ影響を与えるだけでなく、海産物を通じて
⼈の体内に取り込まれ⼈体に影響を与える可能性が
⼼配されています。海洋ごみを回収するために、漁
業者には、網に⼊ったごみの持ち帰りをお願いして
います。

ひょうちゃく ただよ

え い き ょ う

えいきょうせ い た い け い

あ み

かのうせい



環境
農林⽔産業は地球の環境にどう関
わっているのかな？
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農林水産業は、地球の環境にどう関わっているのかな？
かんきょう

かんきょう

農林水産業は、様々な生き物の生育・生息に重要な役割を果たしています。また、私たち

の食事の食べ残しや家畜排せつ物などは、たい肥やエネルギーなどに使うことができます。

一方で、農業のための開発や化学肥料、化学農薬の不適切な使い方による環境への影響も

懸念されています。

このように、自然と深く関わって営まれる農林水産業を持続可能なものにするために環境

にも配慮していく必要があります。

はい

⾷べ物を通じて、みなさんも外国や地域の農林⽔産業とつながっています。
普段の⾷べものが、どうやって作られているのか、どうやって運ばれているの
か、それは持続可能なのか、⽬の前の⾷材から⼀つ選んで、農家さんに聞いたり、
本やインターネットなどを使って調べてみましょう。

みんなで考えよう

作られた農作物は、形を変えて循環しているんだね。
私たちの⽣活と農林⽔産業、地球の環境はそれぞれ関係し
あっていることが分かるよね。

じゅんかん

かんきょう

つまり、農林⽔産業を守ることは、僕たちの⾷事や環境
を守ることにもつながるんだね。農林⽔産業や地球の環境
を守るために、⾃分たちで何ができるんだろう？

かんきょう

かんきょう

かんきょう

はいりょ

かんきょう

わたし

ち い き

太陽エネルギー・雨

たい肥センターなど

食事

家畜

メタンガスなど

光合成
水

栄養分など

び生物・小動物など たい肥など

農作物

分解

エサ
家畜

排せつ物

エネルギー
利用

食べ残しなど

吸収

エサ

けねん
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環境に負担をかけないよう配慮する取組

有機⼩松菜の施設栽培
写真提供：有限会社⼭⼝農園

遠い所よりも地元でとれた農産物を⾷べると、輸送のと
きに排出される温室効果ガスの量が減らせるね。
⾷べものを捨てる「⾷品ロス」を減らすことも⼤事だね。

ゆ そ う

はいしゅつ

温室効果ガスを減らす取組

有機農業だと、収量が落ちたり⼿間がかかったりして、
値段が⾼くなる場合もあるんだ。
でも、有機農業を上⼿に⾏うと、⽣き物が増えたり、捨
てていた資源を有効に使えたりして、普通の農業のやり
⽅よりも環境にやさしくすることができるんだよ。

農業でも、機械や輸送で燃料を使うよね。
⽜のゲップや⽥んぼから出るメタンも温室効
果ガスになるんだ。

さまざまな⽣き物と共存する取組

⽥んぼのように、⼈の⼿が加わることで維持され
ている⾃然環境を「⼆次的⾃然」とよぶんだ。

に じ て き し ぜ ん

有機農業は化学肥料や化学農薬などを使⽤せず、環境に負担をかけないように⾏う農業の
やり⽅です。⽇本では、環境にやさしい農業を実現するため、有機農業の取組の拡⼤がすす
められています。

有機農業の拡⼤には、技術の普及だけでなく、消費者に理解してもらうことが⼤切です。

ゆ う き の う ぎ ょ う

ゆ う き の う ぎ ょ う

ゆ う き の う ぎ ょ う

かんきょう

豊かな食生活をこれからも続けていくためには、持続可能な食料システムの実現が必要です。

日本では、「みどりの食料システム戦略」を作って、生産に使う資材・エネルギーの調達から、

生産、加工・流通、消費までの取組を、環境にやさしいものに変えていこうとしています。
かんきょう

環境にやさしい農林水産業を実現するために、どのようなことが行われて

いるのだろう？

かんきょう

地球温暖化を防ぐためには、その原因となっている⼆酸化炭素などの温室効果ガスを減らす
必要があります。農地、森林、海は温室効果ガスを吸収し、地球温暖化の影響をやわらげる働
きがあります。農林⽔産業を通じて、排出される温室効果ガスを削減するために、新しい技術
や品種の開発などが⾏われています。

ち き ゅ う お ん だ ん か に さ ん か た ん そ

さ く げ んはいしゅつ

えいきょう

お ん し つ こ う か

農林⽔産業によって維持される⽣態系も存在します。例えば、⽔⽥や⽔路は洪⽔によって
できる湿地の代わりになり、メダカやカエルなどの⽣息場所となります。

⼀⽅で、整備された農地や⽔路、不適切に使われた農薬や肥料などは、⽣き物のすみかに
悪い影響をもたらす場合もあります。

せいたいけい こ う ず い

給⾷で有機農産物を使っている学校
もあるよ。
みんなが環境にやさしい⾷べ物を選
ぶことも⼤事だね。

ゆ う き の う さ ん ぶ つ

かんきょう

お ん し つ こ う か

ゆ う き の う ぎ ょ う

ゆ う き の う ぎ ょ う

か ん き ょ う

〃１０節

【関連ページ】
食料・農業・農村白書

第２章第９節

か ん き ょ う

お ん し つ こ う か

し せ つ さ い ば い

い じ

い じ

し ぜ ん か ん き ょ う

ち き ゅ う お ん だ ん か

お ん し つ こ う か

お ん し つ こ う か

おんしつこう

か

か ん き ょ う



農山
漁村

農林⽔産業や農⼭漁村の
いろいろな働きを調べてみよう！

私たちの生活と農林水産業にはどんなつながりがあるかな？

農林水産業は、食べ物や木材を生産する以外にも、私たちの生活を支えるいろいろな働き

（多面的機能）があります。
た めん てき き のう

いろいろな⽣き物のすみかになる 洪⽔、⼟砂崩れを防ぐ

⽔をたくわえ、きれいにする 地球温暖化を防ぐ

海をきれいにする 海の安全を守る ⼈と海のふれあいの場となる

ち きゅうおんだん か

この他にも、
・祭りなどの伝統⽂化を守る
・⽣きものを育てる
・家畜のふん尿などの有機物を分解する
・⽥んぼは周辺の市街地の暑さをやわらげる等、様々な働きがあります。

か ちく にょう ぶんかい

農業の多⾯的機能
た め ん て き き の う

林業の多⾯的機能
た め ん て き き の う

⽔産業の多⾯的機能
た め ん て き き の う

←【関連ページ】
食料・農業・
農村白書
第３章第８節

←【関連ページ】
森林・林業白書

第１章第１節

←【関連ページ】
水産白書
第５章

⼭が崩れるのを防ぐ
くず

美しい⾵景をつくる
ど しゃ くずこうずい
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わたし

わたし

し が い ち

ふうけい

で んと う ぶん か

ゆ う き ぶ つ



農山漁村をおとずれ、農林水産業を体験してみよう！

農山漁村に行き、自然や文化に親しみながら農林水産業を体験してみよう！新しい発見や感動

がきっとあります。

間伐体験 漁業体験

⼿で苗を１本ずつ
植えたので、毎⽇
⾷べているご飯が
どのように作られ
るかわかりました。

⽊を間引く間伐を
体験しました。⼈
が植えた森は、そ
の後も⼿を⼊れて
育てていくことが
わかりました。

⽬の前の網にかかった⿂
をさばく体験をして、命
の⼤切さを学ぶことがで
きました。

田植え体験

（⽔産庁←情報分析
室）
写真を提供願います。

なえ

かんばつ

ま び かんばつ

（林野庁←情報分析
室）
写真を提供願います。

森林の手入れ 海のごみ拾い

多面的機能を守り、働かせるためにはどうすればいいのかな？多面的機能を守り、働かせるためにはどうすればいいのかな？
た め ん て き き の う

農⼭漁村では⼈⼝が減って
⾼齢化しているから、農地や⼭、
海を守ることが難しくなってし
まっているところもあるんだ。

こ う れ い か

みんなで協⼒して、多
⾯的機能の働きを守って
いく必要があるんだね。

め ん て き き の う

た

【関連ページ】
食料・農業・
農村白書
第３章第５節→

【関連ページ】
森林・林業白書
第２章第３節→

【関連ページ】
水産白書
第５章→

農地や山、海を守ることは、多面的機能を守るために大切です。農林漁業者や私たちが農作

業や森林の間伐、海のごみ拾いなどの手入れを行うことにより、多面的機能を守り、働かせる

ことができるようになります。自分にはどんなことができるのか、考えてみよう！

かん ばつ

た め ん て き き の う

た め ん て き き の う
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あみ

わたし

農地の手入れ



農林水産業、食べものに関する問い合わせ

農林水産省 消費者の部屋 こどもそうだんでんわ

TEL：03-5512-1115

農林水産省では、たくさんの情報をホームページでお知らせしています。

本資料の内容についてのお問い合わせ

〒100-8950 東京都千代田区霞が関１-２-１

農林水産省大臣官房 広報評価課 情報分析室 年次報告班

TEL：03 -3501-3883

はんぶんせきかんぼう

かすみ

お問い合わせ先

SDGsとは
すべての人々が豊かで平和に暮らし続けられる社会を実現するために、2030 

年までに世界全体で取り組むべき国際社会全体の目標です。
「地球上の誰一人として取り残さない」という考えのもと、環境、経済、社会そ

れぞれの課題を解決するため、17の目標が設定されています。
※SDGsはSustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略称です。

□ 農林水産省公式SNS

□ 農林水産省ホームページ □ 子どものためのコーナー

Facebook Twitter YouTube

検索 農林水産省　こども

２０２３年７月作成




