
本冊子に掲載した情報は2023年秋のものです
ふるさと信州寄付金を活用して作成しています

農業で、
未来を支える
人になる！

農業で、
未来を支える
人になる！

人の役に立てる！

地域を元
気にしよう

！

自分らしく生きよう！

食卓に笑顔を！

農業の仕事がわかる！ 中高生のためのガイドブック

就 職 す る農 業 という選択  ～～ に

相談してね！

就農に関する幅広い相談を希望する場合

就農したい地域が決まっている場合

農業法人に就職したい場合

長野県農政部農村振興課  　026-235-7243

県内の各農業農村支援センター

（公社）長野県農業担い手育成基金（直通）  　026-236-3702

佐　久　　0267-63-3168*

上　田　　0268-25-7156*

諏　訪　　0266-57-2932
上伊那　　0265-76-6842
南信州　　0265-53-0436

木　曽　　0264-25-2230
松　本　　0263-40-1948*

北アルプス　　0261-23-6543
長　野　　026-234-9515*

北　信　　0269-23-0222*

「デジタル農活信州」webサイト

長 野 県 農 業の　　　　 についてはこちら

発行：長野県農政部農村振興課

*…直通



新しいトマトの栽培方法で人を呼び込み、地域に貢献！

根羽村

小林農園

農業を仕事にするには？農業を仕事にするには？ P3-4 次のページへ！

水稲
（全域）

作　物

13位

そば
（上伊那・松本・長野） 2位

畜　産 （飼養頭数）

乳用牛
（佐久・上伊那・松本地域）

肉用牛
（松本・佐久・南信州地域）

豚
（南信州・北アルプス・ 佐久地域）

11位

30位

30位

農業は、「生きる」を支える
大事な仕事。

農業は、「生きる」を支える
大事な仕事。

「生産農業所得統計」、「生産林業所得統計」、
「長野農林水産統計年報」、農業政策課調べ

資料

米
14.5%

野菜
28.5%

果樹
21.6%花き 5.0%

畜産物
10.8%

きのこ
16.6%

その他
2.4%

雑穀・豆類
0.4%

麦類
0.1%

農林水産省「作物統計（R3）」、「地域特産野菜生産状況調査（R2）」、
「特産果樹生産動態等調査（R2）」、「特用林産物生産統計調査（R3）」、
「特用林産基礎資料（R3）」、「漁業・養殖業生産統計（R3）」、「畜産統計調査（R5）」

資料

私たちの毎日に欠かせない、米、野菜、肉、卵、牛乳―。
おいしく、安全な農畜産物は、

農家の皆さんにより手をかけ、時間をかけて育てられています。

「生きる」を支える農業ですが、
しばらく前から高齢化によって「担い手不足」に直面しています。
そんな中、少しずつ若い人たちが「農業」に興味を持ち、

農業を仕事にすること（就農といいます）で、
担い手が増えてきています。

それにより、使われていなかった田畑がよみがえったり、
生産量が増えてお客さんに喜ばれたり、新しい栽培方法が広がったり―。

自分らしく生き生きと働きながら、
その地域に新しい風を呼び込んでくれています。

北信

長野

上田

佐久

諏訪

上伊那木曽

南信州

松本

北アルプス

主な農畜産物は
右をチェック！

野　菜

ブロッコリー
（佐久・諏訪・上伊那地域）

6位

ねぎ
（松本・上伊那・佐久地域）

6位

アスパラガス
（北信・上伊那・長野地域）

8位

きゅうり
（南信州・長野・松本地域）

11位

はくさい
（佐久・松本・木曽地域）

パセリ
（諏訪・松本地域）

セルリー
（諏訪・松本地域）

ズッキーニ
（北信・佐久・松本地域） 1位

2位

2位

1位

1位

レタス
（佐久・松本・上田地域）

花　き

トルコギキョウ
（諏訪・長野・上伊那地域）

アルストロメリア
（上伊那・諏訪・佐久地域） 1位

1位

1位

カーネーション
（諏訪・佐久・上伊那地域）

果　樹

りんご
（長野・松本・北信地域） 2位
ぶどう
（長野・松本・北信地域） 2位
もも
（長野・北信・南信州地域） 3位

ブルーベリー
（北信・南信州・上伊那・長野地域）

4位

4位日本なし
（南信州・上伊那地域）

干し柿
（南信州・上伊那・北信地域） 1位
くるみ
（上田・長野・北信地域） 1位

その他

きのこ

えのきたけ
（北信・長野・松本地域）

ぶなしめじ
（北信・長野・南信州地域）

エリンギ
（北信・長野・北アルプス地域）

1位

1位

なめこ
（北信・長野・上田地域） 1位

1位

わさび
（松本・長野・北アルプス地域）

ます類（養殖）
（松本・佐久・北信地域）

1位

1位

［ 長野県の農業産出額の構成比 ］ ［ 長野県の10エリア ］
長野県の農業はすごい！長野県の農業はすごい！

　周囲を山 に々囲まれた長野県は、農家数がなんと全国1位※。
清らかな水、澄んだ空気、昼夜の気温差が質の高い農産
物を育てます。特に野菜、果物、花づくりがさかんで、
全国でもトップクラスの生産量を誇ります。
　また、長野県は日本のほぼ真ん中に位置するので、高速
道路を使って東京・名古屋・大阪など大都市をはじめ全国
においしい農畜産物を新鮮なうちに届けることができます。
 ※資料：農林水産省「農林業センサス（2020年）」

この本では、そんな若手就農者の働き方や活躍ぶりをご紹介します。
これからの未来を支える中高生の皆さんに、農業の魅力を知ってもらえたらうれしいです。

RANKING
長野県の主な農畜産物と全国順位 ※各農畜産物の横の数字は全国シェアの順位

夢は自分の畑を持つこと！ のびのび働きながら農業を勉強中。

飯田市

七久里農園
P7-8

ソバづくりからコンバインの整備もこなす、若手のリーダー！

松本市

かまくらや
P5-6

収穫時期も一目でわかる、知識・技術に社長も太鼓判！

中野市

ぶどうの沢乃園

2年目でリーダーに！ 牛一頭一頭に愛情を注ぎ命と向き合う。

伊那市

信州つつじヶ丘牧場
P11

タマネギの生産体制を立ち上げ、さらなる工夫で収穫量アップ！

佐久市

J'Pumpkin

埼玉から移住。地域のつながりを大切にする若き農業人！

喬木村

けんちゃんファーム
P13

60以上のハウスを管理しながら、目指すは新品種の開発！

伊那市

フロムシード
P10

P15 P16

P9

R3年

若いチカラが、農業を変える！未来を支える！若いチカラが、農業を変える！未来を支える！
長野県内で働く人のリアルな声

大型機械、スマート農業を活用し、おいしいお米を追求！

白馬村

白馬農場
P12

21



雇 用 就 農
こ　　　　  よう　　　  しゅう　　　  のう

家がもともと農家の人はもちろん、家族や親せきに農家がいなくても、
つぎのような方法で農業を仕事にすることができます。

農業を仕事にするには？

農業への道は、
実はとっても身近に！

普通高校

農業高校

農業大学校

大学など
中　学

自 営 就 農
じ　　　　  えい　　　  しゅう　　　  のう

会社から毎月一定の給料が支払われます（ボーナスや昇給も）
自営就農のような初期投資は必要ありません
長く働けるよう労働環境が整備されています（休日、福利厚生、社会保険など）
働きながら農業について学ぶことができます

安定性

将来性

✓
✓
✓
✓

農家として独立したり、
会社を設立したりして
自分で農業経営をするスタイルです。

就職
雇用就農

独立
自営就農

長野県農業大学校の
卒業生も活躍中です！
（P17・18で詳しく紹介！）

自由度

成長

✓
✓
✓
✓

自分の考えやアイデアを形にするやりがいがあります
働き方を自分で決められます
軌道に乗れば、雇用就農以上の所得も可能に！
後継ぎがいない農家の事業を継承する、
耕作放棄地を活用するなど地域に貢献できます

日本農業法人協会・長野県農業法人協会
農業法人が集まる団体で、セミナーや交流活動などで会員同士
の知識や技術を高めたり、農業の人材確保・育成活動をするなど、
さまざまな活動を通して農業・農村の発展を目指しています。
日本農業法人協会には、全国約1800の農業法人が所属、長野
県農業法人協会には約80の農業法人が所属しています。

日本農業法人協会
webサイト

農業の体験・求人情報を
チェックするなら
1日だけのお試しから短期・長期
アルバイト、正社員まで、条件
にあった求人を探そう！

長野県の第一線で活躍する
農業経営者の皆さんを
動画で紹介しています！

農業トップランナー
動画

自営農家さんの活躍を紹介しています！

雇
用
者

ここがポ
イント！

農業法人に就職し、

会社員として就農するスタイル。
県内には約1000の農業法人があります。

多くは農業法人や農業大学校、地域の研修制度などで学んだ後に独立や起業を
しています。田畑や農業機械、資金などを自分で用意する必要があります。雇用就農で経験を積み、独立を目指す人もいます。

ここがポ
イント！

JA長野県
農業労働力支援センター

webサイト「ながのう」

研    修

一度他の業種に就職してから農業を目指す道も！

会社として農業を営む「農業法人」に就職 農業学校などで学んだ後自分で農業を始める

5P 13～ をチェック！ 15P 16・ をチェック！

長野県が
就農を応援します！

詳しくは「デジタル農活信州」webサイト

長野県や各自治体では、農業を仕事
にするための研修制度や補助金制
度、土地のあっせん、相談窓口など
さまざまな取り組みを通して農業を
したい人を応援しています！

※農業法人ごとに条件が異なります。

働いている人の声は 働いている人の声は

就農までの流れ
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　もともと外仕事がしたくて、将来
を考えた時に農業なら自分にとって
生きる力になるし、地域にも貢献で
きると思いました。車や機械が好き
だったこともありますね。かまくらや
は、地元で、しかも会社として大規
模農業をしている点が魅力でした。
かまくらやの新卒採用第1号なので
社歴は誰よりも長いです。

農業を目指した理由は？

　農作物は毎年同じようには育たな
いので、毎年1年生の気持ちです。
難しい反面、「こんなやり方をしてみ
よう」と自分で考え、行動できること
が面白いです。かまくらやに農地を
貸したいというご依頼は年々増えて
いて、荒れていた農地をよみがえら
せ、地域の景観がよくなったり、喜
んでもらえたりするのがうれしいです。

　基本的に楽な作業はなくて、特に
種まきと収穫が大変です。やり直し
ができない一発勝負のようなところが
あり、決まった期間で作業を終わら
せなければならないのでプレッシャー
がありますね。そんな中でも「この作
業を何分で終わらせるぞ！」と目標を
立てクリアするのを楽しんだり、「ポ
ジティブに」を常に意識しています。

大変なことは？

係
長
と
し
て
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
重
視
。

地
域
の
耕
作
放
棄
地
０
が
目
標
で
す
！

ゼ
ロ

株式会社かまくらや
松本市島立454-1 TEL. 0263-87-7101

地域の遊休農地を活用し、地域で必要とされる農産物を「サラリーマン農業」で
安定供給する。安曇野市、松本市の広域に畑があり、ソバ、ジュース用トマトの
生産量は長野県最大規模。自社で栽培・加工・販売まで行い、松本城の近くで
土産物店とそば店の直営店を2店舗運営。 HP Instagram

農園DATA

機械の手入れも大事な仕事。機械が壊れたら作業ができないので、大切に使い、修理も自分でやります。農大で取得した資格が役立っています。

からメッセージ経   営   者

●社員数は32人。思いやりがあり、協力して仕事に取り組んでいます。長岩さんは
みんなを引っ張ってくれています。
●一人一人が「会社の顔」となって、地域の方 と々信頼関係を築いてくれています。
●労働環境をさらに整え、男女問わず定年まで安心して働いてもらいたいです。
そして若い力で地域を盛り上げていってほしいです！

代表取締役
藤本孝介さん

日報もオンラインで管理。
昼礼・夕礼で日々のコミュニケーションも

大切にしています。

耕作放棄地をよみがえらせながら、
大型機械やGPSと連動した

農地管理によって
大規模農業をしています。

23：00

17：00

18：00

16：50

13：00

6：00

8：00
8：30

12：00

仕事

朝礼

終礼
仕事

睡眠自由
時間

昼
休
み

帰社
SCHEDULE

農業の魅力・やりがいは？

　ソバチームの係長をしています。1年のうち8割は農業機械に乗って、一日中畑
を耕したり種をまいたり、収穫作業をしています。冬の間に年間の栽培計画を立て、
それをもとに誰がいつ、どんな作業をするか計画を立てます。
　かまくらやはチーム農業。まずは自分自身が常に笑顔でいることを心がけています。
オンラインで後輩の日報をチェックしたり、自分から話しかけて、困っていることが
ないか確認したり、アドバイスをしたりして若手の育成にも力を入れています。

こんな風に働いています！

長岩さんの
1日のスケジュール

point １年を通じて働く時間は同じです。
忙しい時期でも最低週休１日、それ以外は週休２日で、
特に１月は交代で月の半分の日数休めます。

松本市

ソバ・ジュース用トマト主な作物

かまくらや 長岩  佑弥さん
なが  いわ     ゆう  や

松本市出身

29さい

10就農 年目

かまくらや

長野県農業大学校

雇 用 就 農

経歴

高校（普通科）
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自
然
を
感
じ
な
が
ら
の
び
の
び
働
け
ま
す
。

い
つ
か
自
分
の
畑
を
持
ち
た
い
で
す
！

株式会社七久里農園
飯田市山本2551-2　TEL.0265-48-0688

遊休農地を活用し、約15ヘクタールの畑でネギ、トマト、ビーツなどの野菜を栽培。
トマトジュースなどの加工品も製造している。「地域の優良農地を守る」「農業を志
す人を応援する」「高品質な野菜を求めるお客様の要望に応える」ことで地域に貢献
する。 HP

農園DATA

片桐  鈴奈さん
かた ぎり    すず   な

七久里農園
なな く り

　農業をやっていた祖父の姿にあこ
がれました！早朝作業して朝ご飯に
帰ってきて、また畑に出かけるけれど、
昼ご飯の後は昼寝してから作業…と
いう感じで家にいる時間が長く、私
もそんな自然体な生活ができたらい
いなと思いました。会社には休憩室
があり、午後に備えて私も昼寝（仮
眠）しています。

農業を目指した理由は？

　自然の中で体を動かしながら働け
ることです。風を感じたり、ふと空を
見上げることが気分転換になるし、
季節の移ろいも身近に感じられます。
力仕事もありますが仲間が助けてく
れます。収穫や選果などものすごい
量でも、みんなで頑張ればとても速
く作業ができて、それが楽しく達成
感があります。

　雨の日はカッパを着て収穫作業を
したり、畑やハウスの様子を見た
り…。早起きや夏の暑さ、日焼け
対策が大変だなーと思うこともあり
ます。腰が痛くなったり、虫が苦手
なので畑作業中にびっくりすることも
ありますが、やはり自然の中で働く
のが気持ちいいので頑張れます！

大変なことは？農業の魅力・やりがいは？

代表取締役
伊藤貴裕さん

　4、5月は畑にマルチというシートをはったり、苗を植えたり。3年目ですがまだ
まだ毎日教えてもらいながらの作業が多いです。収穫が重なる7～12月が忙し
い時期です。ネギやトマトの収穫と選果は一人でできるようになってきました。
　学校で学んだことを生かせることもあるし、ここで初めて学ぶこともたくさんあり
ます。いずれ自分で農業をやりたいと思っているので、お金のことも含めてこれから
学んでいきたいです。

こんな風に働いています！

point 忙しい農繁期（6～1月）は週休１日、
それ以外の農閑期（2～5月）は週休２日で、
有休もとりやすいです。

片桐さんの
1日のスケジュール

23：00

17：00

13：00

15：00

5：30

7：00

10：00
12：00

仕事仕事

仕事仕事

睡眠
自由
時間

昼
休
憩

SCHEDULE

休憩
休憩

農業の魅力・やりがいは？

飯田市

ネギ、トマト、ビーツなど主な作物 下伊那郡豊丘村出身

20さい

年の近い仲間、尊敬できる先輩と
一緒に働けます。

この年で農業をやっていると、
若いのにすごいねって
言ってもらえます！

からメッセージ経   営   者

●23人の社員のうち半数が20代。片桐さんをはじめみんな笑顔でこなしてくれてい
ます。長く働いてもらえるよう、要望をとりいれながら環境整備をしています。
●農業はさまざまな才能が生かせるので、得意なことを生かして活躍してもらいた
いですね。若者は頼れる労働力であり、農家の卵。独立のサポートもしたいと思っ
ています。

3年目で後輩もできて、教える立場に。もっといろいろなことを教えられるようになりたいです。

雇 用 就 農

経歴

3就農 年目

下伊那農業高校

七久里農園
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農園DATA 株式会社 J 'Pumpk in
佐久市清川312-1　 TEL.080-6659-4368

栽培面積25ヘクタール。カボチャを中心にタマネギ・米を生産する。佐久市をカボチャの産地にすることを会社の目標に掲げ、規模を拡
大中。地域の農家が減っている中、個人ではなく法人として「人と一緒にやる農業」で農地を維持し、次の世代につなげることを見据える。

からメッセージ

経   営   者

●タマネギは知識や技術の蓄積がない状態から平塚さんが独自に調べ上げ、栽培体系を構築。今期の収穫
量は110トンと順調に成果を出してくれています。

●設立5年目の若い会社です。若い皆さんが自分の強みを生かし、一緒に会社を作り上げていってくれたら
うれしいです。

代表取締役
大塚 悠さん

農業を目指した理由は？

農業の魅力・やりがいは？

　自然の中で体を動かしながら働
け、一生懸命育てた作物はたくさん
の人に食べてもらえます。タマネギは
私が担当となり、栽培方法を調べる
ところから始めました。失敗もありま
したが、自分で考え、工夫できること
が楽しいです。

　農業高校で作物栽培の楽しさを
知り、将来は農業をやろうと大学の農
学科へ。地元・埼玉の農業法人に就
職しましたが、単純な「作業」ばかりで
イメージと異なりました。インターンで
訪れたJ'Pumpkinなら自分がやりた
いことができると思い、転職しました。

21：00　
～22：00

17：00

13：00

6：00

8：00

12：00

睡眠
自由
時間

昼
休
み

仕事
仕事

平塚さんの
1日のスケジュール

　カボチャ、タマネギの栽培管理をしています。種まきから
苗の手入れ、温度管理や水やり
など、収穫まで大切に育ててい
ます。ドローン操縦の資格を取
らせてもらい、肥料や農薬散布
に活用しています。トラクターや
フォークリフトに乗ったり、研修
に出かけることも。タマネギは
徐 に々収穫量が増えています！

タマネギは最初は全て手作業でしたが、種まきや定植など少しずつ機械を導入してもらっています！

平塚  章充さん
ひら つか　 あき  みつ

こんな風に働いています！

佐久市

カボチャ、タマネギ主な作物
埼玉県出身

27さい

知
識
と
技
術
を
身
に
つ
け
て
、

収
穫
量
も
品
質
も
良
く
し
た
い
！

忙しい時期は、早朝
から仕事をする日も
ありますがその分
早く終わり、週１回
以上は休みです。
1、２月は週３回の
出勤です。

point

雇 用 就 農

J'Pumpkin ジャパンプキン

5就農 年目

J'Pumpkin

東京農業大学卒業

県外農業法人

経歴

農業高校
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農園DATA 株式会社フロムシード
伊那市東春近8921　 TEL.0265-73-5401

夏はトルコギキョウ、冬はラナンキュラスを温室面積1.7ヘクタールで栽培。トルコギキョウのオリジナル品種が強みの上伊那で、
同社は育種や品種改良に携わり、種を採るところから収穫まで自社で行う。JA上伊那管内の生産者を代表し育苗もしている。

からメッセージ

経   営   者

●春日さんは多肉植物の育種を趣味でやるほど植物が大好き。「植物の視点」で栽培管理していてすごいと
思います。

●トルコギキョウをはじめ日本の花は世界トップクラス。日本人の繊細な感性だからこそ、世界で喜ばれる
品種が作れます。多くの人を魅了する花を一緒に作っていきたいです。

代表取締役
伊東雅之さん

農業を目指した理由は？

農業の魅力・やりがいは？

　もともと植物が好きで、その成長を
近くで見られることがやりがいです。
水やりやせん定など、こちらが行った
ことに対して植物が素直に反応して
くれるのが楽しいところであり、難し
いところ。新たな品種・色を作る
「育種」も興味深いです。

　前職を退職し、改めて自分の興味
がある分野を考え、出た答えが農業。
地元の会社で、しかもオリジナル品種
を作っているフロムシードを知り、
面白そうだと思いました。農繁期の
アルバイトを経て、正社員になりました。

21：00

17：00

13：00

5：00

7：00

12：00

睡眠
自由
時間

昼
休
み

仕事仕事

春日さんの
1日のスケジュール

　花の管理が主な仕事。ビニールハウス・ガラスハウスを
順に回り、水やりや温度管理、
薬剤散布、草取りやハウスの
補修などを行います。健康かつ
美しく育てるために、つぼみや
不要な枝を取るなど丁寧に
手で作業します。品種を交配
する育種の作業も手伝ってい
ます。

ハウスの数は約60！ スタッフの皆さんに意見を聞いたり、協力してもらいながら管理しています。

春日 大樹さん
かす  が　  だい  き

こんな風に働いています！

伊那市

トルコギキョウ、ラナンキュラス主な作物
伊那市出身

29さい

安
定
し
た
切
り
花
の
生
産
が
目
標
。

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
新
品
種
も
作
り
た
い
！

その日の作業を確認
し、早く終われば
定時前に帰宅。
休むときはしっかり
休み、メリハリを
大事にしています！

point

雇 用 就 農

フロムシード

びょう

2就農 年目

フロムシード

県外企業の
企画職に就職

経歴

東京農業大学卒業



農園DATA 白馬農場株式会社
北安曇郡白馬村神城24197-3　 TEL.0261-75-3301

白馬村の豊かな自然の中、環境に配慮しながら米や大豆、野菜などの農作物を生産している。レストランやカフェ、ジェラート店、
グランピング施設や観光農園の運営、通販での農作物や加工品の販売など、農業を中心にさまざまな事業を展開中。 HP

からメッセージ

経   営   者

●社員15人のうち、約半分が20代で、県外出身者も多いです。花岡さんをはじめ意欲的に学び、それぞれ
の得意な分野で活躍中。会社を引っ張っていってほしいですね。
●定年まで働けるよう、20年ほど前から働きやすい環境を整備してきました。結婚したり家を建てたり、ここで
働きながらいい人生を送ってもらえたらうれしいです。

代表取締役
津滝明子さん

農業を目指した理由は？

農業の魅力・やりがいは？

　私たちが作った米や野菜を食べ
た人が笑顔になってくれることがうれ
しいです。そんな姿を年に1度の感謝
祭で間近に見られます。耕作放棄地
の活用や、加工品やレストランで観
光産業にも貢献でき、私たちの仕事
が白馬村を支えていると感じます。

　子どもの頃から農業が身近にあり、
自分に合っていると感じていました。
中学生の時に親戚の農家でキュウリ
を育てたり、高校生の時に収穫のアル
バイトをしたりして楽しさを実感。地元
で「農業で」就職したいと思いました。

21：00

17：30

13：00

4：00

8：30　
（8：15頃出勤）

12：00

睡眠
自由
時間

昼
休
み

仕事仕事

花岡さんの
1日のスケジュール

　米をメインで担当。稲刈りなど大型機械を使い、自動
田植え機やドローンなどスマート
農業も導入しています。低農薬
なので雑草対策が大変ですが、
作業に飽きることはなく毎日楽
しいです。農作業から管理の
ことまで広く教えてもらってい
るので、より一層プロ意識を
もって取り組んでいきます。

農業機械の手入れや修理も自分たちで。スマホが支給され、機械の操作や農地の管理、情報の共有もできます。

花岡  恭行さん
はな  おか　 やす  ゆき

こんな風に働いています！

北安曇郡
白馬村

米、大豆、ソバ、野菜など主な作物

白馬農場
北安曇郡小谷村出身

25さい

楽
し
く
働
け
て
、頑
張
っ
た
分

評
価
も
給
料
も
上
が
り
ま
す
！

基本的に8時半～
17時半に勤務。残
業はほぼなく、自分
の時間が持てます。
冬はスキー場に出
向するスタッフも。

point

雇 用 就 農

6就農 年目

白馬農場

長野県農業大学校

経歴

高校（普通科）

農園DATA 有限会社信州つつじヶ丘牧場
伊那市ますみヶ丘6965-1　 TEL.0265-74-7141

からメッセージ

経   営   者

●社員数は約30人。「牛」を大切に育て、成長を喜びながら笑顔で元気に仕事をしてくれています。小野さん
は吸収力がすごいです！
●牛とふれあい、食を支える魅力ある仕事です。若い皆さんに誇りをもって働いてもらえるよう、働きやすい
環境づくりにも力を入れています。

代表取締役
高嶋 昇さん

農業を目指した理由は？

農業の魅力・やりがいは？

　子牛が元気に大きくなること、それ
を近くで見守れることが何よりうれし
いです。食肉用に送り出すのはつらい
気持ちもありますが、子牛の価値を
高められるかは私たち次第。評価が
高いほど環境の良い牧場に行けるこ
ともあり、力が入ります。

　大好きな動物に関わる仕事に就き
たいと考えました。高校の時にイン
ターンシップで酪農に魅了され、先生
の紹介でつつじヶ丘牧場にアルバイ
トに来てそのまま就職。牛たちはかわ
いく、毎日楽しくて、この仕事に出合え
て本当に良かったです！

22：00

18：00

15：00

4：00
4：30

8：00　

7：00　

12：00

睡眠
自由
時間

仕事

仕事

仕事 休み

休み

小野さんの
1日のスケジュール

　主に子牛の世話をしています。お産に立ち会うところ
から出荷まで、顔つきや食欲など
常に健康状態に注意しながら
大切に育てます。２年目で子牛
のリーダーになり、高卒でこん
なに早く昇給するとは思いませ
んでした。最近は人工授精に
挑戦。やる気次第でいろい
ろなことにチャレンジできます。

県内でも珍しい自動搾乳ロボット「ロータリーパーラー」。絞った牛乳は長野県内にも出荷しています。

小野  夢那さん
お   の   　ゆめ   な

こんな風に働いています！

伊那市

牛乳、肉用子牛主な作物
上伊那郡南箕輪村出身

19さい

経歴

自
分
の
ペ
ー
ス
で
働
き
な
が
ら
、

き
ち
ん
と
評
価
し
て
も
ら
え
ま
す
！

早朝から勤務する日
もあれば、夜間の搾乳
を担当する日など勤
務時間は日によりま
す。交代制なので休み
はしっかりとれます。

point

雇 用 就 農

信州つつじヶ丘牧場

「牛と共に」をモットーに、命と向き合い、900頭ほどの乳牛・肉牛を飼育する。換気や掃除、えさやりや搾乳の回数を増やすなど牛の
快適性を重視しながら、シフト制勤務や搾乳ロボットの導入で働く人の負担を軽減。外国人や引きこもりの人の雇用にも積極的。

さく

さく

2就農 年目

つつじヶ丘牧場

経歴

上伊那農業高校

1211



　農作業にロボットやAI（人工知能）を活用する“スマート農業”が
注目されています。農作業の負担軽減や、生産性向上はもちろん、
種まきや収穫に適切な時期がデータで分かれば、経験が少ない
人でも質の高い農産物を作りやすくなることも期待できます。
農作業の救世主とも言える先端技術を紹介します。 ラジコンで操作する「あぜ草刈り機」。45度まで

の傾斜で走行でき、作業の負担軽減や安全確
保につながります。長野県が主体となって開発に
携わりました。

信州大学
学術研究院工学系
小林一樹教授

スマート農業に
注目！

による農薬散布

果樹園の

GPSによってまっす
ぐに

植えることができる

田んぼの水位を記録し、水が減ってきたらスマー
トフォンにアラートが届くので、水位を確認する
手間が省けます。

　私は約15年前から、農業にテクノロジーを生かす「アグリテック」を研究しています。県内の
果樹農家や企業と協力し、農場に設置したカメラで果樹一つ一つのデータを収集するシステ
ムや、ドローンを使った鳥の追い払いシステム作りに取り組んできました。
　これからの農業にとって、画像などのデータはとても大切になります。ベテランの農家さんは、
葉や果樹の状態から作業の適期を見極められますが、そうした経験から得られた技術や知識
は、その人が農業をやめたら失われてしまいます。客観的なデータを蓄積して生かしていくこ
とができれば、より質の高い農産物を、より少ない手間でたくさん作ることが可能になります。
　農業はまだ圧倒的にアナログ作業の占める部分が多いので、デジタルを生かす伸びしろが
あると感じています。植物という生命に、人間という生命が挑む―。私はテクノロジーが専門
ですが、技術や知識を現場で試し、ベストな方法を追求していくことができるのが、農業の
面白いところだと思います。

「アグリテック」を研究しています

農 作 業 の 救 世 主

水 田 セ ン サ ー

カ ル ズ ラ ー

ド ロ ー ン

無 人 田 植 え 機

下 草 刈 り 機

　実家がリンゴ・ブドウの果樹農家
で、ブドウを育てたいと思っていまし
た。ぶどうの沢乃園には農大生の時
に一日体験で来て、女性も多く男女
関係なく働いていたこと、外での作
業が自分に向いていると思ったこと
から、ここで働きたいと思いました。

農園DATA 株式会社ぶどうの沢乃園
中野市岩船273　 TEL.0269-23-2703

「食べた人が笑顔になるようなブドウづくり」を目指し、シャインマスカットやナガノパープルだけでなく、種無し巨峰や雄宝、
天山など、多品種を栽培。ブドウの季節をできるだけ長く楽しめ、かつ従業員も1年を通して働ける体制づくりに力を入れる。 HP

品
種
ご
と
に
異
な
る

栽
培
方
法
を
学
ぶ
の
が
楽
し
い
！

からメッセージ

経   営   者

●従業員は10人。栽培方法など意見を出し合い「今年はこうやってみよう」と相談しながら進めてくれています。
●神戸さんは一番若いですがベテラン。見た目が同じでも品種が違うブドウをきちんと見分け、適切な栽培管理が
でき頼もしいです。
●独立を目指す人のサポートもしています！

代表取締役
町田仁さん

農業を目指した理由は？

農業の魅力・やりがいは？

　冬場の準備から芽かき、枝の誘
引、摘房などの栽培管理、収穫、パッ
ク詰めなど全て自分たちでできます。
収穫したブドウが贈答用や直売所・
農協出荷用に荷造りされた姿を見る
と、頑張ってよかったと感じます。

農繁期は8～17時、
それ以外は9～16
時くらいで働いて
います。週40時間
（月160時間）以上
働いたら、その分
冬に休めます。

point

23：00

17：00

18：00

13：00

6：00

8：00

12：00

睡眠自由
時間

昼
休
み

帰宅

仕事仕事

休憩15分
休憩
15分

神戸さんの
1日のスケジュール

　日替わりで違う畑に出て、い
ろいろな品種のブドウを管理し
ています。栽培方法は品種に
よって違い、一から学べました。
未経験の作業にも挑戦していき
たいのと、房の長さ（粒の大き
さ）を伸ばす作業が難しいので、
もっとうまくなりたいです。

見た目や色で収穫時期を見極められるようになりました！ パック詰めも得意。

こんな風に働いています！

中野市

ブドウ主な作物

ぶどうの沢乃園 神戸  采乃さん
長野市出身

かん   べ   　あや   の

24さい

雇 用 就 農

5就農 年目

ぶどうの沢乃園

長野県農業大学校

経歴

須坂園芸高校
（現須坂創成高校）
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農園DATA 小林農園
下伊那郡根羽村4333　 TEL.080-5144-8461

標高700㍍で育つトマトは寒暖差で味が良く、養液栽培によるきめ細かな管理でさらに高品質に。道の駅での販売がきっかけで県外
への出荷依頼が来たり、トマトジュースも人気。パートさんたちと楽しい農業を目指し、規模拡大、研修生の独立サポートを進める。

農業を目指した理由は？

農業の魅力・やりがいは？

　農業は、日々の丁寧な作業の積み
重ねが、最終的に収穫量や品質、利
益として返ってきます。100努力して
120返って来る時も、60しか返って
こない時もありますが、200で返って
くる可能性を秘めているところに夢
があり、毎年頑張れます。独立当初か
ら栽培面積は４倍になりました。どう
したらより高単価で売れるのか考え
ていくという面白さもあります。

　「生まれ育った地域に貢献できる
仕事を」と考えた結果が農業でした。
知識を深めるため県外に出て、大学
で出合ったのがトマトの養液栽培。
ハウスでシステム的に生産でき、小さ
な面積でも効率よく収穫量を上げら
れるので、山間地で夏も冷涼な根羽
村に合っていると考えました。このト
マトをきっかけに、地域の農業を盛り
上げていくのが大きな目標です。

23：00

18：00

14：00

6：00

10：00　
12：0013：00

睡眠自由
時間
（仕事）

昼
休
み

仕事

休憩（15分）

（最も忙しい時期）

仕事

小林さんの
1日のスケジュール

　トマトの栽培管理（肥料の調整、環境制御）や手入れ、
出荷や販路拡大のための営業活動など、生産から販売ま
ですべての作業を行います。天候のせいにせず、データ化や
原因究明を通してより良いトマト
作りを目指し、関わる全ての人と
の信頼関係を大切にしていま
す。従業員の皆さんがやりがい
をもって、年間を通して働ける
ようにするのも大事な仕事。時
期をずらして収穫できる作物
を試験的に作ったりもします。

独立したい人の研修・サポートもしています。地域の就農者、移住者が増えたらうれしいです。

小林  智雄さん
こ  ばやし　とも    お

こんな風に働いています！

下伊那郡
根羽村

トマト主な作物
下伊那郡根羽村出身

32さい

農
業
を
通
し
て
人
を
呼
び
込
み
、

ふ
る
さ
と
南
信
州
に
貢
献
し
た
い
！

自分で仕事の内容
や目標、方向性を決
められます。責任も
大きいですが、植え
る作物を決めたり、
休みを決めたりで
きるのは農業なら
ではです。

point

自 営 就 農

小林農園

HP

休憩（15分）

7就農 年目

独立

静岡県のトマト農家
にて研修（１年間）

静岡県の
農業法人（３年間）

経歴

静岡大学農学部卒業

（最も忙しい時期）

農園DATA けんちゃんファーム
下伊那郡喬木村5182　 TEL.080-9680-8130

高校卒業後、埼玉県から移住し南信州の市町村とJAで実施している「南信州・担い手就農プロデュース」の第1期研修生として2年間基本
技術を学んだ後、独立。夏秋キュウリと市田柿を生産している。JAみなみ信州・市田柿品質コンクールでは優秀賞「匠の頂」に認定された。

農業を目指した理由は？

農業の魅力・やりがいは？

　作物を作るのはとても楽しく、「お
いしい」と言ってもらえることが何より
うれしいです。移住して自分から積極
的に顔を見せるうちに、地元の農家
さんとどんどんつながりができました。
困ったことがあるとすぐ助けに来てく
れます。機械を譲り受けたり、おすそ
わけをもらったり―。就農には地域と
の関わり合いが大切であり、そんなつ
ながりが魅力だと日々感じます。

　中学２年生の時、祖父に「これか
らは農業だぞ」と言われたのが
きっかけ。農業高校で外作業が楽し
く農業にドはまりしましたが、学校に
農業の求人はなく、自分で探して
たどり着いたのが南信州。 ワーキン
グホリデーや研修制度を利用し、
栽培の仕方などしっかり教えてもら
いました。

23：00

16：00

17：00

21：00

14：00

5：00

12：00
10：00

睡眠

昼
休
み

仕事
（収穫）

仕事
（収穫）

仕事
（管理）

仕事
（選果）

仕事
（選果）

自由
時間

矢野さんの
1日のスケジュール

　キュウリが健康に育つには、春に苗を植えてからの管
理が大切。葉や枝のせん定や病害虫対策など気を抜
けません。出荷時期は朝夕収穫して、毎日選果・出荷
をしています。市田柿は秋に収
穫、皮むきをして乾燥し、一つ
一つ手でもむなど丁寧に作っ
ています。作物の品質は自分
を映す鏡！ キュウリも市田柿
も、自分に合ったやり方で工
夫しながら、少しずつ生産量
を増やしていきたいです。

キュウリは長さで選果します。農業に興味があればぜひ遊びに来てください！

矢野  賢太郎さん
や   の    　けん   た    ろう

こんな風に働いています！

下伊那郡
喬木村

キュウリ、市田柿主な作物
埼玉県出身

23さい

経歴

埼
玉
か
ら
南
信
州
に
移
住
！

地
域
の
皆
さ
ん
に
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

忙しい時期は早朝
から夜まで働きます
が、働く時間や働き
方を自分で自由に決
められます。
1～3月は時間に余
裕があります。

point

自 営 就 農

けんちゃんファーム

4就農 年目

独立

市田柿本舗
ぷらう研修（２年間）

経歴

埼玉県いずみ高等学校
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長野県農業大学校

年に１度のオープンキャンパスのほか、
サンデー見学会・平日の学校見学はいつでも受け付けています

長野市松代町大室3700
TEL 026-278-5211

現役学生に聞きました！農業経営コースで学ぶ

農大の
いいところは？

先生が親身に支えてくれる

県内各地で見学・実習ができる

寮から畑まで徒歩30秒！

常に追い風！
やりたいことを後押ししてくれる

先生の顔が広く、
鮮度の高い情報がもらえ、
農家さんとのつながりができる

卒業後は？
先生に紹介してもらった
ブドウ農家で修業し、

20代のうちに独立を目指します！

県内のいちご農園に就職します。
観光農園なのでお客さんなど

色々な人との出会いが楽しみです♪

農業は一人ではできません。生産者、苗や肥
料を作る人、機械を整備する人、JAや自治体
の人…。色々な角度で関われるのが農業の魅
力。自分がどんな道に進むか、農大にはそのきっ
かけがごろごろ転がっています！

僕の目標は、長野地域の農業を支え、再生し、
発展させること！地域の皆さんとつながりなが
ら、盛り上げていきたいです。長野県は農業を
したい人を支える制度が充実しています。まず
は農大から一歩踏み出しませんか？

加藤莉子さん
上伊那郡南箕輪村出身・上伊那農業高校卒

牧諒人さん
千曲市出身・更科農業高校卒

ガ  イ  ド

定員10人 2年間

松代キャンパス・小諸キャンパス

即戦力となる
農業経営者を育成

実 践 経 営 者
コース

総合農学科

就職までサポート！
県内の農業に精通した先生
たちが就職までサポートしま
す。大型特殊免許やフォーク
リフト運転技能など取得可能
な資格もたくさん！

1
「農業経営コース」は
全寮制！
寮生活や実習に係る費用は
年間100万円以内！奨学金
や補助金制度もあります。

21

平日は3食提供！
味・ボリュームも満点♪

（月曜朝・金曜夕は提供なし）
（進学・その他を除く）

卒業生の進路
（令和4年度）

就農
（自営・雇用）

54%

企業
23%

農業団体
17%

公務員
6%

同じ目標を持つ
仲間と学べる！
県内外から集まる「農業」
を志す仲間と絆を深めな
がら学べます!

3

コースは大
きく3つ

2年生 2年生

充実の環境で「農業」を学ぼう！ 

「ゼロから農業を学んでみたい！」「農業高校での学びを深めたい！」「農業経営者として独立したい！」―。
きっかけや目的は違っても、誰でも農業について広く・深く学べるのが長野県農業大学校です。　

収穫した
農産物を販売する
「のうだい屋」で
地域の皆さんと

交流！

農業機械も
たくさん。

スマート農業の
実習も！

就職について
も

手厚くサポー
ト。

たくさんの卒
業生が

「農業」で活
躍して

います！

ここがポイ
ント!

郷土野菜を研究。
農作業時もおしゃれを

楽しんでいます。
寮の学生代表を務め、
スポーツ大会に向けて
練習を頑張ったり、

友達と過ごす毎日は充実！

自身の活動を

SNSで発信していたら、

「高機能植木鉢」を扱う

会社から連絡が！

研究に使わせてもらいました。

良い根が張ります！

詳しくはこちら！

寮は個室でインターネットが完備！

定員各科50人 計2年間

県内各地試験場

農業試験場で
実践的に学ぶ

実 科 ・

研 究 科

定員40人 2年間

松代キャンパス

農業の
知識・技術を習得

農 業 経 営
コース

総合農学科

全寮制
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本冊子に掲載した情報は2023年秋のものです
ふるさと信州寄付金を活用して作成しています

農業で、
未来を支える
人になる！

農業で、
未来を支える
人になる！

人の役に立てる！

地域を元
気にしよう

！

自分らしく生きよう！

食卓に笑顔を！

農業の仕事がわかる！ 中高生のためのガイドブック

就 職 す る農 業 という選択  ～～ に

相談してね！

就農に関する幅広い相談を希望する場合

就農したい地域が決まっている場合

農業法人に就職したい場合

長野県農政部農村振興課  　026-235-7243

県内の各農業農村支援センター

（公社）長野県農業担い手育成基金（直通）  　026-236-3702

佐　久　　0267-63-3168*

上　田　　0268-25-7156*

諏　訪　　0266-57-2932
上伊那　　0265-76-6842
南信州　　0265-53-0436

木　曽　　0264-25-2230
松　本　　0263-40-1948*

北アルプス　　0261-23-6543
長　野　　026-234-9515*

北　信　　0269-23-0222*

「デジタル農活信州」webサイト

長 野 県 農 業の　　　　 についてはこちら

発行：長野県農政部農村振興課

*…直通


