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I 農業研究センターの概要 
 





 1

１  組織機構・職員数（平成11年４月１日現在、兼務職員を含む） 

 

 所  長     総 務 部   総 務 課          (5)  人事関連業務、予算・支出事務、文書事務等 

      管 理 課         (12)  財産管理、ほ場管理、委託事務、臨時職員任用等 

     

 副所長   企画経営情報部   企 画 情 報 室          (6)  研究企画・調整・管理、情報システム運用等 

     農 業 経 営 研 究 室          (7)  地域営農方式の構築など農業経営に関する研究 

   

       専門技術員室                       （12）改良普及員の指導、研究成果の普及、農業者組織の活動 

支援 

   

   農 産 部   水 田 作 研 究 室          (6)  水稲栽培技術の改善に関する研究 

    水 稲 育 種 研 究 室          (5)  高度耐冷性品種の開発に関する研究 

    応用生物工学研究室          (4)  バイオテクノロジー技術の応用化に関する研究 

    生 産 工 学 研 究 室          (5)  高性能機械化栽培技術など総合的機械化栽培技術や景観 

                            形成を考慮した農村整備方法の確立等に関する研究 

                         銘柄米開発研究室          (7)  オリジナル銘柄米の開発に関する研究 

   

   園 芸 畑 作 部   果 樹 研 究 室          (6)  高品質果樹品種開発及び栽培技術に関する研究 

    野 菜 畑 作 研 究 室          (6)  高品質野菜栽培技術及び総合的畑地利用に関する研究 

    花 き 研 究 室          (5)  オリジナル花き品種開発に関する研究 

    蚕 桑 技 術 研 究 室          (4)  低コスト繭生産技術など養蚕に関する研究 

    繭品質評価分室 (8)  繭品質評価 

    南 部 園 芸 研 究 室          (3)  園芸作物の地域適応性試験及び現地実証試験 

   

   生 産 環 境 部   環 境 保 全 研 究 室          (5)  環境保全対策及び気象情報活用に関する研究 

    土壌作物栄養研究室          (5)  土壌管理及び作物栄養に関する研究 

    病 害 虫 研 究 室          (7)  病害虫防除に関する研究 

    保鮮流通技術研究室          (4)  作物の品質、鮮度保持、流通技術に関する研究 

   

    畜 産 研 究 所      総 務 部 (29)  研究所の文書事務、財産管理、ほ場管理等 

     家 畜 育 種 研 究 室          (5)  家畜・家禽の育種改良に関する研究 

         次  長    家 畜 飼 養 研 究 室          (4)  家畜の飼養管理技術に関する研究 

    家 畜 工 学 研 究 室          (4)  受精卵移植技術などの家畜ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰに関する研究 

    飼 料 生 産 研 究 室          (4)  草地・飼料作物及び畜産環境に関する研究 

    外 山 畜 産 研 究 室         (11)  粗飼料資源活用肉用牛の低ｺｽﾄ生産技術に関する研究 

    種 山 畜 産 研 究 室         (10)  黒毛和種種雄牛の選抜と優良凍結精液の供給 

   

            県北農業研究所              総 務 課  (5)  研究所の文書事務、財産管理、ほ場管理等 

    営 農 技 術 研 究 室          (4)  県北地域に共通する営農技術の基礎的研究 

                  次  長    産 地 育 成 研 究 室          (5)  県北地域の野菜・花きなどに関する研究 

   やませ利用研究室 (4)  水稲・畑作物のやませ利用・対応技術に関する研究 

   専 門 技 術 員 (2) 改良普及員の指導、研究成果の普及 

                                                                                                             

     

    本  部 銘柄米開発 繭品質評価    南部園芸 畜産研究所  外山畜産  種山畜産  県北農業   

     研究室    分室     研究室    研究室   研究室   研究所 合  計  

  （北上市） （江刺市） （盛岡市） （陸前高田市） （滝沢村） （玉山村） （住田町） （軽米町）   

 事務       １１            ４          １         ２    １７  

 技術       ９２         ５         ２             ３       １９         ６         ５       １７  １５０  

 労務         ８         ２         ６        ２５         ５         ４         ３    ５３  

 合計     １１１         ７         ８             ３       ４８       １１       １０       ２２  ２２０  
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２ 会議、委員会、部会等の運営 

  (1) 農業試験研究推進会議等の開催 

  ア 課題編成 

      (ｱ) 研究会議 

  ① 企画経営情報部      

開催日時  平成11年６月23日 13時30分～ 

参集範囲   農業研究センター職員 

協議事項  ・要望課題に対する措置 

・平成12年度に実施を予定する新規課題 

② 農産部     

開催日時  平成11年７月１日 13時～ 

参集範囲  農業研究センター職員 

協議事項  ・要望課題に対する措置 

・平成12年度に実施を予定する新規課題 

③ 園芸畑作部 

開催日時  平成11年７月２日 10時～ 

参集範囲  農業研究センター職員 

協議事項  ・要望課題に対する措置 

・平成12年度に実施を予定する新規課題 

④ 生産環境部 

開催日時  平成11年６月30日 10時～ 

参集範囲  農業研究センター職員 

協議事項  ・要望課題に対する措置 

・平成12年度に実施を予定する新規課題 

⑤ 畜産研究所 

開催日時  平成11年７月５日 13時30分～ 

参集範囲  農業研究センター職員 

協議事項  ・要望課題に対する措置 

・平成12年度に実施を予定する新規課題 

・平成11年度試験研究成果 

 

⑥ 県北農業研究所 

開催日時  平成11年６月29日 10時30分～ 

参集範囲  農業研究センター職員 

協議事項  ・要望課題に対する措置 

・平成12年度に実施を予定する新規課題 

 

    (ｲ) 専門部会 

① 農産部会        

      開催日時  平成11年７月22日 13時～ 

      参集範囲    岩手統計情報事務所、盛岡食糧事務所、岩手県経済農業協同組合連合会、岩手県農産物改良 

種苗センター、岩手県植物防疫協会、岩手県農薬卸商業協同組合、岩手県農地管理開発公社、 

岩手県農業機械協会、岩手県酒造組合、岩手生物工学研究センター、岩手ブランド推進室、 

農政企画課、農業普及技術課、農村計画課、農村建設課、農産園芸課、工業技術センター、 

病害虫防除所、農業大学校、農業研究センター 

協議事項  ・要望課題に対する措置 

・平成12年度に実施を予定する新規課題 
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② 園芸畑作部 

開催日時  平成11年７月16日 10時～ 

参集範囲   岩手統計情報事務所、果樹試験場リンゴ支場、野菜・茶業試験場（盛岡）、岩手県経済農業 

協同組合連合会、岩手県農業共済組合連合会、岩手県農産物改良種苗センター、岩手県果樹 

協会、岩手生物工学研究センター、農業普及技術課、農産園芸課、工業技術センター、病害虫 

防除所、農業大学校、花きセンター、農業研究センター 

協議事項  ・要望課題に対する措置 

・平成12年度に実施を予定する新規課題 

③ 畜産部会   

開催日時  平成11年７月21日 13時30分～ 

参集範囲   東北農業試験場、岩手統計情報事務所、家畜改良センター岩手牧場、家畜改良事業団盛岡種 

雄牛センター、岩手県畜産会、小岩井農牧技術研究センター、指導農業士、農業普及技術課、 

農産園芸課、畜産課、農産物流通課、盛岡家畜保健衛生所、農業大学校、農業研究センター 

協議事項  ・要望課題に対する措置 

・平成12年度に実施を予定する新規課題 

・平成11年度試験研究成果 

④ 総合部会     

開催日時  平成11年７月23日 10時～ 

参集範囲   岩手統計情報事務所、岩手県農業会議、岩手県経済農業協同組合連合会、岩手県農産物改良 

種苗センター、岩手県植物防疫協会、岩手県農薬卸商業協同組合、農地管理開発公社、岩手 

生物工学研究センター、岩手ブランド推進室、農政企画課、地域農業振興課、農業普及技術課、 

農産園芸課、農産物流通課、工業技術センター、病害虫防除所、農業大学校、農業研究セン 

ター 

協議事項  ・要望課題に対する措置 

・平成12年度に実施を予定する新規課題 

 

   (ｳ) 調整会議 

開催日時  平成11年９月６日 13時30分～ 

参集範囲  農政企画課長補佐（農政企画）、地域農業振興課長補佐（地域農政、構造改善）、農業普及技術 

課長補佐（研究環境）、農村計画課長補佐（土地改良計画）、農村建設課長補佐（整備換地）、 

農業経済課長補佐（金融共済）、農産園芸課長補佐（農産、園芸）、畜産課長補佐（振興）、  

           農産物流通課長補佐（企画ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ、農産物流通）、岩手生物工学研究センター研究部長、農業 

大学校教授、盛岡農業改良普及センター次長、農業研究センター職員 

協議事項  ・平成12年度試験研究課題の選定について 

・平成11年度試験研究進捗状況等について 

 

   (ｴ) 推進会議 

開催日時  平成11年９月14日 13時30分～ 

参集範囲  農政部長、農政部次長、農政企画課長、地域農業振興課長、農業普及技術課長、農村計画課長、 

総合国営対策監、農村建設課長、農業経済課長、農産園芸課長、畜産課長、農産物流通課長、 

生物工学研究所長、農業大学校副校長、盛岡農業改良普及センター所長、農業研究センター職員 

協議事項  ・試験研究を要望された課題の措置及び平成12年度実施予定新規課題について 

・平成11年度試験研究推進状況について 

 

  イ 成果検討 

      (ｱ) 研究会議 

① 企画経営情報部       

開催日時  平成11年12月13日 10時～ 

参集範囲  農業研究センター職員 

協議事項  ・平成11年度試験研究成果 
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② 農産部     

開催日時  平成11年12月14日 10時～ 

参集範囲  農業研究センター職員 

協議事項  ・平成11年度試験研究成果 

③ 園芸畑作部 

開催日時  平成11年12月10日 ９時30分～ 

参集範囲  農業研究センター職員 

協議事項  ・平成11年度試験研究成果 

④ 生産環境部 

開催日時  平成11年12月13日 10時～ 

参集範囲  農業研究センター職員 

協議事項  ・平成11年度試験研究成果 

⑤ 畜産研究所 

開催日時  平成11年12月10日 ９時30分～ 

参集範囲  農業研究センター職員 

協議事項  ・平成11年度試験研究成果 

⑥ 県北農業研究所 

開催日時  平成11年12月７日 ９時～ 

参集範囲  農業研究センター職員 

協議事項  ・平成11年度試験研究成果 

 

    (ｲ) 専門部会 

① 農産部会        

開催日時  平成11年12月21日 10時～ 

参集範囲  岩手統計情報事務所、盛岡食糧事務所、岩手県経済農業協同組合連合会、岩手県農業共済組合 

連合会、岩手県農産物改良種苗センター、岩手県農地管理開発公社、岩手県農業機械協会、岩手 

県農業機械商業協同組合、岩手県農薬卸商業協同組合、岩手県酒造組合、岩手生物工学研究セン 

ター、農業普及技術課、農村計画課、農村建設課、農産園芸課、農産物流通課、工業技術センタ 

ー、病害虫防除所、農業大学校、農業研究センター 

協議事項  ・平成11年度試験研究成果 

 

② 園芸畑作部会 

開催日時  平成11年12月17日 ９時30分～   

参集範囲  岩手統計情報事務所、野菜・茶業試験場（盛岡）、岩手県経済農業協同組合連合会、岩手県 

農業共済組合連合会、岩手県農産物改良種苗センター、岩手県果樹協会、岩手生物工学研究 

センター、農産園芸課、農産物流通課、農業大学校、工業技術センター、病害虫防除所、花き 

センター、農業研究センター 

協議事項  ・平成11年度試験研究成果 

 

③ 畜産部会   

開催日時  平成11年12月17日 ９時30分～ 

参集範囲  東北農業試験場、岩手統計情報事務所、家畜改良センター岩手牧場、岩手県経済農業協同組合 

連合会、岩手県農業共済組合連合会、家畜改良事業団盛岡種雄牛センター、岩手県畜産会、指導 

農業士、農政企画課、農産物流通課、畜産課、盛岡家畜保健衛生所、農業大学校、農業研究セン 

ター 

協議事項  ・平成11年度試験研究成果 
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④ 総合部会     

開催日時  平成11年12月16日 10時～ 

参集範囲  東北農業試験場、岩手統計情報事務所、岩手県農業会議、岩手県経済農業協同組合連合会、   

岩手県農業共済組合連合会、岩手県農産物改良種苗センター、岩手県農地管理開発公社、岩手県 

植物防疫協会、岩手県農薬卸商業協同組合、岩手生物工学研究センター、岩手ブランド推進室、 

地域農業振興課、農産園芸課、農産物流通課、工業技術センター、病害虫防除所、農業大学校、 

農業研究センター 

協議事項  ・平成11年度試験研究成果 

 

   (ｳ) 調整会議 

開催日時  平成12年１月26日 13時30分～ 

参集範囲  農政企画課長補佐（農政企画）、地域農業振興課長補佐（地域農政、構造改善）、農業普及技術 

課長補佐（普及、研究環境）、農村計画課長補佐（土地改良計画）、農村建設課長補佐（整備 

換地）、農業経済課長補佐（金融共済）、農産園芸課長補佐（農産、園芸）、畜産課長補佐（畜政）、

農産物流通課長補佐（企画ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ、農産物流通）、岩手生物工学研究センター研究部長、農業 

大学校教授、盛岡農業改良普及センター技術普及課長、農業研究センター職員 

協議事項  ・平成11年度試験研究成果 

・平成12年度実施予定新規課題 

・本会議における重点検討事項 

 

   (ｴ) 推進会議 

開催日時  平成12年２月15日 13時30分～ 

参集範囲  農政部長、農政部次長、農政企画課長、地域農業振興課長、農業普及技術課長、農村計画課長、 

総合国営対策監、農村建設課長、農業経済課長、農産園芸課長、畜産課長、農産物流通課長、 

生物工学研究所長、農業大学校副校長、盛岡農業改良普及センター所長、農業研究センター職員 

協議事項  ・主要活動及び来年度活動計画について 

・試験研究成果と試験研究計画について 

 

  ウ 設計会議 

      (ｱ) 企画経営情報部       

開催日時  平成12年３月10日 ９時30分～                                  

参集範囲  部内職員、県庁関係課                                  

協議事項  ・平成12年度試験設計検討                                  

      (ｲ) 農産部                                        

開催日時  平成12年３月13日 9時30分～                                  

参集範囲  部内職員、県庁関係課                                  

協議事項  ・平成12年度試験設計検討                                  

      (ｳ) 園芸畑作部                                    

開催日時  平成12年３月８日 ９時30分～                                  

参集範囲  部内職員、県庁関係課                                  

協議事項  ・平成12年度試験設計検討                                  

      (ｴ) 生産環境部                                    

開催日時  平成12年３月７日 ９時30分～                                  

参集範囲  部内職員、県庁関係課                                  

協議事項  ・平成12年度試験設計検討                                  

      (ｵ) 県北農業研究所                                

開催日時  平成12年３月９日 10時30分～                                  

参集範囲  本部・研究所内職員                                  

協議事項  ・平成12年度試験設計検討                                  
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  (2) 企画運営会議､全体会議の概要 

開催月日 場   所 内          容 

11. 4. 5 特別会議室  （第１回企画運営会議） 

   (1) 全体会議について 

   (2) 平成11年度重点事項への対応について 

   (3) 県単試験研究費の配分について 

   (4) 成績書等のとりまとめについて 

   (5) 平成11年度主要行事計画について 

11. 4.26 特別会議室 （第２回企画運営会議） 

   (1) 全体会議について 

   (2) 各種委員会等の見直し、立ち上げについて 

   (3) 第２回特定課題検討会議について 

   (4) 専技年間活動計画について 

11. 4.26 大会議室  （第１回全体会議） 

   (1) 各部・研究所試験研究等推進方針について 

   (2) 普及推進について 

   (3) 総務関係業務推進について 

   (4) 報告事項 

     ・農業普及技術課研究情報班業務について（農業普及技術課長補佐） 

     ・岩手県行政システム改革について 

11. 5.24 特別会議室  （第３回企画運営会議） 

   (1) 県単研究費について 

     ・県単研究費に係る備品購入について 

     ・所長調整費対象課題の選定方法について 

   (2) 成績書等のとりまとめについて 

   (3) 農業研究センター環境改善準備検討委員会の設置について 

   (4) 報告事項 

     ・コンピューター西暦2000年問題に係る調査結果について 

     ・第５回企画運営会議について 

11. 6.28 特別会議室  （第４回企画運営会議） 

   (1) オリジナリティーの高い研究課題について 

   (2) 外部評価(研究レビュー)について 

   (3) 現地ふれあい農業研究センターについて 

   (4) 南部園芸研究室整備事業について 

   (5) 海外技術研修員について 

   (6) 報告事項 

     ・試験研究機関企画担当者連絡会について 

     ・試験研究費について 

11. 8. 2 特別会議室  （第５回企画運営会議） 

   (1) オリジナリティーの高い研究課題について 

   (2) 現地ふれあい農業研究センターの実施計画について 

   (3) 研究レビュー実施計画について 

   (4) 調整会議について 

   (5) 新規課題の課題化について 

   (6) 特定課題調査検討プロジェクトについて 

   (7) 報告事項 

     ・試験研究推進構想策定作業について 

     ・東北農業試験研究推進会議企画部会幹事会了解事項への対応について 
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開催月日 場   所 内          容 

11. 8.30 特別会議室  （第６回企画運営会議） 

   (1) 試験研究推進構想について 

   (2) 試験研究推進会議について 

   (3) 研究フォーラムについて 

   (4) 第７回企画運営会議について 

   (5) 事績顕著表彰について 

   (6) 報告事項 

     ・県試験研究所長等会議について 

11. 9.27 畜産研究所  （第７回企画運営会議） 

   (1) 現地ふれあい農業研究センターについて 

   (2) 研究レビューについて 

   (3) 特定課題調査検討プロジェクトについて 

   (4) 研究成果フォローアップ調査について 

   (5) 推進会議の集約について 

   (6) 報告事項 

     ・園芸畑作部に関係する対外的な諸行事について 

     ・依頼研究員派遣について 

11.11. 1 特別会議室  （第８回企画運営会議） 

   (1) 試験研究推進会議等について 

   (2) 現地ふれあい農業研究センターについて 

   (3) 研究レビューについて 

   (4) 農作物病害虫・雑草防除基準の作成について 

   (5) 報告事項 

     ・平成12年度予算研究費要求について 

11.11.29 特別会議室  （第９回企画運営会議） 

   (1) 試験研究推進会議について 

   (2) 所長との懇談会の実施について 

   (3) 平成12年度当初予算要求について 

   (4) いわて・つくば研究者交流フォーラム及びいわて・つくば農業研究交流に 

       ついて 

   (5) 海外技術研修員の受け入れについて 

   (6) 農業中核研究員養成研修について 

   (7) 現地ふれあい農業研究センターについて 

   (8) 研究成果等に関するマスコミ取材及び投稿の取り扱いについて 

11.12.27 特別会議室 （第10回企画運営会議） 

   (1) 研究レビューについて 

   (2) 研究報告等について 

   (3) 研究表彰について 

   (4) 東北農業推進会議について 

   (5) 現地ふれあい農業研究センターについて 

   (6) 子供一日農業研究員について 

   (7) 海外技術研修員等について 

     ・県海外技術研修員 

     ・JICA地方枠研修員 

     ・JICA地方枠専門家派遣 

     ・研究国際交流員 

   (8) 公開セミナーについて 
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開催月日 場   所 内          容 

11.12.27 特別会議室  (9) 共通備品費について 

  (10) 報告事項 

     ・試験研究推進構想について 

     ・インターネット・サーバーについて 

12. 1.24 特別会議室  （第11回企画運営会議） 

   (1) 所長と各研究室との懇談会について 

   (2) 試験研究推進会議について 

   (3) 農業科学博物館企画展示計画について 

   (4) 報告事項 

     ・試験研究推進構想について 

12. 2.28 特別会議室  （第12回企画運営会議） 

   (1) 研究レビューの今後の対応について 

   (2) 平成12年度研究予算について 

   (3) 推進会議における指摘事項等への対応について 

   (4) 新規課題、廃止・完了課題評価について 

   (5) 科学技術週間への対応について 

   (6) 報告事項 

     ・所長と各研究室との懇談結果の対応について 

12. 3.24 特別会議室  （第13回企画運営会議） 

   (1) 平成12年度職員・組織について 

   (2) 平成12年度試験研究予算について 

   (3) 平成12年度試験研究実施課題について 

   (4) 科学技術週間への対応について 

 

  (3) 委員会等の運営 

  ア ほ場管理委員会 

開催月日 場   所 内          容 

11. 4. 8 研修室  (1) 平成11年度作業委託業務の確認と変更事項について 

   (2) 平成11年度ほ場利用計画の確認 

   (3) ほ場作業及び作業機械利用計画の調整と運営体制について 

   (4) 作物残渣置き場の利用 

12. 2.18 研修室  (1) 平成11年度委託作業実施内容の確認と変更事項について 

   (2) 平成12年度ほ場利用計画について 

   (3) 平成12年度圃場管理関係予算について 

   (4) 平成12年度圃場管理委託業務内容について 

   (5) わら等資材置き場の設置について 

 

  イ 要覧等作成委員会 

開催月日 場   所 内          容 

11. 7. 1 研修室 （1）要覧改訂作業について 

  （2）作業スケジュールの検討について 

12. 3. 1 中会議室 （1）要覧改定案の変更について 

  （2）作業スケジュールの確認について 
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 ウ 研究報告等企画編集委員会 

開催月日 場   所 内          容 

11. 7.19 持ち回り  (1) 研究報告投稿要領及び執筆要領の制定について 

   (2) 研究要報投稿要領及び執筆要領の制定について 

11.11. 1 中会議室  (1) 平成11年度の発行計画について 

   (2) 今後の日程について 

12. 2.22 特別会議室  (1) 各論文の審査員・校閲者について 

   (2) 投稿要領等の見直しについて 

   (3) 11年度の発行について 

   (4) 今後の日程について 

 

 エ 参観デー等企画運営委員会 

（1）委員会及び監事合同会議 

開催月日 場   所 内          容 

11. 6.29 特別会議室  (1) 参観デー実施計画案について 

11. 8.23 特別会議室 （1）参観デーマニュアルについて 

   (2) 調整事項について 

 

 （2）幹事会 

開催月日 場   所 内          容 

11. 5.26 小会議室  (1) 本部参観デー開催要領について 

   (2) 本部参観デー場内配置について 

   (3) 本部参観デー運営マニュアル作成について 

   (4) 今後の日程について 

11. 6.24 小会議室  (1) 実施計画について 

11. 7.28 小会議室  (1) 運営マニュアルについて 

   (2) 研究成果の展示場所について 

   (3) 当日配布するチラシについて 

 

 オ 特許審査委員会 

開催月日 場   所 内          容 

11. 4.28 (書面協議) （1）スターチス・シヌアータ栄養系品種（５品種）についての勤務発明審査 

  （2）酒造好適米品種「岩南酒13号」（吟ぎんが）についての勤務発明審査 

12. 2. 8 （書面協議） （1）酒米品種「岩手酒52号」についての勤務発明審査 

 

 カ 情報ネットワーク運営委員会 

開催月日 場   所 内          容 

11.12.27 中会議室 （ワーキング部会） 

   (1) メールサーバの構築及びメールアドレスについて 

   (2) 新たなＬＡＮの接続環境について 

12. 3.10 （書面協議）  (1) インターネット接続環境の変更について 
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キ   研究表彰選考委員会 

開催月日 場   所 内          容 

12. 1.24 特別会議室  (1)研究成果賞について 

   (2)研究功労賞について 

 

 ク 家畜排泄物資源リサイクルプロジェクト 

開催月日 場   所 内          容 

11. 4.28 中会議室  (1)平成10年度プロジェクト進捗状況について 

   (2)平成11年度活動方向について 

 

 ケ 水田転作営農プロジェクト 

開催月日 場   所 内          容 

11.12. 2 小会議室  (1)平成11年度研究成果とりまとめについて 

 

 コ 農作物病害虫・雑草防除基準編成所内検討会 

開催月日 場   所 内          容 

11.10.23 第１・第２ 病害虫部会 

 小会議室、    全体会議 

 中会議室     (1)病害虫防除基準編成方針について 

      (2)病害虫防除基準に係る要望事項について 

     第１分科会 

      (1)病害虫防除基準の改訂案について 

            ①畑作物 

            ②鳥獣 

            ③飼料作物、牧草 

            ④稲 

     第２分科会 

       (1)病害虫防除基準の改訂案について 

            ①野菜 

            ②花 

            ③桑、蚕 

            ④果樹 

            ⑤土壌病害 

     全体会議 

  (1)各分科会の報告 

11.10.28 中会議室 雑草防除・成長調整剤部会 

    (1)要望事項への回答について 

    (2)雑草防除基準の改訂について 

    (3)成長調整剤使用基準の改訂について 

           ①水稲 

           ②畑作 

           ③飼料・牧草 

           ④野菜・花き 

           ⑤果樹・桑 

11.11. 1 特別会議室 農作物病害虫・雑草防除基準編成所内検討会 

   (1)農作物病害虫・雑草防除基準について 
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 サ 備品購入導入検討委員会 

開催月日 場   所 内          容 

11. 4. 2 （書面協議） 「代かき同時作業打ち込み式直播機」の購入について 

11. 8.23 （書面協議） 「熱研式自動ボンベ熱量計」「試験用果汁無菌充填ライン」の購入について 

11.11. 4 応接室 「携帯面積計」「除雪機」の購入について 

12. 1.14 応接室 「公用車」「大豆不耕起播種機」「利雪型高湿冷気循環方式簡易貯蔵庫」 

  「スチームコンベクションオーブン」の購入について 

12. 1.18 （書面協議） 「大豆不耕起播種機」の購入について 

12. 2.23 （書面協議） 「公用車」の購入について 

 

 シ 特定課題検討会 

開催月日 場   所 内          容 

11. 5. 8 （書面協議）  報告書及び中間報告書作成 

    (1)ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ第１ﾁｰﾑ「持続的農業導入の促進対策」 

    (2)ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ第２ﾁｰﾑ「中山間地域における地域資源活用対策」 

    (3)ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ第３ﾁｰﾑ「飼料用イネの生産・利用対策」 

    (4)ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ第４ﾁｰﾑ「ﾊﾞｲｵﾏｽｴﾈﾙｷﾞｰ(ﾊﾞｲｵｶﾞｽ)対策」（中間報告） 

11.10. 8 （書面協議） 新規チーム編成 

    (1)ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ第５ﾁｰﾑ「麦・豆生産技術体系の確立に関する検討」 

    (2)ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ第６ﾁｰﾑ「家畜排泄物の処理・利用技術に関する検討」 

    (3)ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ第７ﾁｰﾑ「農業における窒素等の水質汚染軽減に関する検討」 

    (4)ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ第８ﾁｰﾑ「水稲の低コスト生産技術に関する検討」 

12. 1.21  小会議室 第３回特定課題検討会 

   ・調査計画及び中間検討について 

12. 3.15  中会議室 第４回特定課題検討会 

   ・調査検討の成果と今後の取り組み方向について 

12. 3.30 （書面協議） 報告書作成 

    (1)ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ第５ﾁｰﾑ「麦・豆生産技術体系の確立に関する検討」 

    (2)ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ第６ﾁｰﾑ「家畜排泄物の処理・利用技術に関する検討」 

    (3)ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ第７ﾁｰﾑ「農業における窒素等の水質汚染軽減に関する検討」 

    (4)ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ第８ﾁｰﾑ「水稲の低コスト生産技術に関する検討」 

 

 ス 南部園芸研究室整備検討委員会 

日   時 場   所 内          容 

11. 4.23 中会議室 南部園芸研究室整備計画検討会 

(1) 南部園芸研究室整備計画について 

(2) 岩手県農業研究センター南部園芸研究室整備検討委員会設置について 

11. 6.22 中会議室 南部園芸研究室整備検討委員会 

  (1) 整備予算について 

(2) 設計について 

(3) 新エネルギー導入について 

(4) 研究課題について 
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 セ 環境改善準備検討委員会 

日   時 場   所 内          容 

11. 6.22 研修室 委員会活動計画（環境側面調査計画、環境改善勉強会計画） 

11. 7.12 研修室 環境側面調査手法の具体的検討 

  環境改善勉強会実施（案） 

12. 1.20 研修室 環境側面調査結果の検討 

  分別回収資源リサイクル実施について 

12. 3. 9 研修室 環境影響評価結果の検討 

  分別回収資源リサイクル具体案検討 

12. 3.27 研修室 委員会活動総括 

 

(4) その他会議 
 ア 全国農業関係試験研究場所長会議 

開催月日 場   所 内          容 

11. 6. 1 東京都 (1) 平成10年度事業及び決算報告 

  (2) 新規加入会員承認 

  (3) 役員選出 

  (4) 平成11年度事業及び予算計画 

  (5) 平成11年度並びに12年度の現地検討会 

   

11.10. 5 愛媛県 現地検討会 

～ 10. 6 高知県 (1) 最近の農業をめぐる情勢 

   

 
 イ 都道府県農業関係試験研究場所長会議 

開催月日 場   所 内          容 

11. 6. 2 東京都 (1) 試験研究をめぐる最近の動向について 

  (2) 新基本法に基づく農政の展開について 

  (3) 関係各局の最近の動向について 

  (4) 農林水産技術会議事務局の最近の動向について 

   

11. 6.24 宮城県 東北地域農業関係試験研究場所長会議 

～  6.25  (1) 各県における試験研究推進構想策定状況について 

  (2) 平成11年度の主要研究課題について 

 
 ウ 岩手県試験研究機関所長等会議 

開催月日 場   所 内          容 

11. 8. 6 エスポワール (1)共同研究の推進について 

 いわて (2)その他 

12. 2.29 サンセール盛岡 (1)試験研究機関における研究評価の現状と課題について 

  (2)平成12年度に開催する主な行事とその概要について 

  (3)その他 

 
 エ 東北農業試験研究推進会議 

開催月日 場   所 内          容 

12. 1.28 東北農試 (1)今後の東北地域における試験研究の連携分担のあるべき方向 



 13

 オ 県内における開催学会 

開催月日 場   所 学  会  名  ・  内  容 

11. 8.30 東北農試、南部 日本農業気象学会東北支部 

～  8.31 富士見ハイツ  

 
 カ 新しい農業試験研究推進構想策定会議 

開催月日 場   所 内          容 

11. 9. 6 県庁12階講堂 第１回農業試験研究推進委員会 

  (1)「新しい農業試験研究構想」の策定 

12. 2.10 県民会館 第２回農業試験研究推進委員会 

  (1)部門別の研究目標と推進構想 

 
 

 





 
 
 
 
 
 

II 試験研究の推進 
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１  研究活動の概要 

    本センターでは「第７次試験研究推進構想」（平成９年４月策定。以下「推進構想」と言う。）に基づき、 

    １  バイオテクノロジー等利用による商品性の高い独自品種の開発と家畜改良の推進 

    ２  国際化に対応できる超省力・低コスト生産管理技術の開発 

    ３  自動化、システム化等先端技術利用による革新的生産技術の開発 

    ４  環境保全に配慮し、生態系を活用した持続型生産管理技術の確立 

    ５  地域特性を生かした商品価値の高いオリジナル農畜産物の加工技術の開発と有利な流通展開に向けた戦略

の開発 

    ６  中山間地域の農村資源等を生かした地域活性化手法の開発 

    ７  農村地域の多面的機能の評価手法の開発とその維持向上に配慮した農業農村基盤の総合的整備管理手法の

開発 

    ８  総合農業情報システムの活用による栽培・飼養、経営、販売等各種管理システムの開発 

  など、本県の立地特性を生かしながら、新たな国際環境に対応し、持続的な展開が可能となる本県の農業を構築す

  るため、時代を先取りした試験研究を進めることとしている。 

    革新技術の開発とその早期普及を任務とする本センターは、平成９年に整備され３年目を迎え、農業者が希望を

  持って意欲的に取り組める農業の実現に資していくことが一層強く求められてきている。このことを自覚して、平

  成11年度は「試験研究の取り組みが正しく評価される環境の構築」、「オリジナリティーが発揮される雰囲気の醸

  成」、「現地を重視し、現地との関わりの一層の深化」を図ることを重点に試験研究の推進を目指した。 

 

２ 研究室の動き 

  (1) 企画経営情報部 

      企画情報室 

      研究に係る企画調整（所内組織間連絡調整、関係機関連絡調整、試験研究課題調整等）、センターに関する広

報及び情報システムの整備・充実にあたった。 

      企画調整にあっては、所内諸会議（企画運営会議、全体会議等）や委員会（研究報告等企画編集委員会等）等

の運営、関係機関（国、県及び関係団体）との連絡調整（推進会議等）を行うとともに、これらを含む所内の研

究推進体制の定着化を図った。また、本年度は研究評価制度の整備に重点的に取り組み、内部評価として課題の

事前評価及び事後評価、外部評価として研究レビュー及び成果フォローアップを新たに実施した。また、研究業

務への正しい評価を得るために研究報告等の編集作業を開始した。 

      広報関係では、広報誌「トライアングル」の発刊、参観デー（本部・畜産・県北）、現地ふれあい農業研究セ

ンター（盛岡、一関、宮古、久慈振興局管内）・科学技術週間行事としての春季一般公開・子供一日農業研究員

の開催及び「研究レポート」の発行等に取り組んだ。特に、現地ふれあい農業研究センターは平成10年度までに

県内振興局を一巡したことから、より一層、現地の声に応えることのできるように、地域課題を前面に取り上げ

るなどの改善を図った。 

      

農業経営研究室 

    地域農業構造の把握や個別及び地域の農業経営の改善、担い手の育成方策、中山間地域活性化、県産農産物の

販売戦略等に関する研究を実施している。 

    地域農業構造の把握では、過去２回の農（林）業センサスデータから最大１５年後の農業就業人口、基幹的農

業従事者の推移を予測する計算フォームを作成し提示した。農業経営の改善では、Windows対応の農業経営設計

システム「クーボー博士」の開発を行うとともに、水田農業の確立に向けての大規模大豆転作団地形成の取り組

み方策、耕種農家と畜産農家の連携による地域内での堆きゅう肥の流通促進方策などをとりまとめ提示した。ま

た、農業構造改善事業地区の事業効果調査によりそれぞれの地区の農業再編のあり方について提言した。 

    担い手の育成方策では、農業への新規参入者の実態調査からその就農動機や就農決定の条件等を明らかにした。

中山間地域活性化については、中山間地域の農産物直売所における顧客の購買行動の調査から品揃えや商品の補

充のあり方の対応方向を明らかにした。 

   農産物の販売戦略に関する研究では、実需者に合わせた草姿を作ることで「りんどう」の需要拡大の可能性が

あること、なばな「はるの輝」の消費拡大にはアスパラガスのような調理方法をＰＲする必要があること、りん

ごの販売にあたっては外観表示ばかりでなく「甘さ」「蜜入り」等の内部品質の表示によって評価が高まること

を明らかにした。また、県内外食産業・精肉店では短角牛肉が地域の特産品として認識されており、調理方法や

入手方法等の的確な情報提供により販路拡大の可能性があることを明らかにした。 
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(2) 農産部 

   水田作研究室 

   水稲の品種選定、省力・低コスト栽培技術確立、高品質・良食味米の安定生産技術確立研究、及び原種・原々

種の生産を行っている。 

   奨励品種決定調査では、奨励品種として早生の酒造好適米「岩手酒52号」を選定するとともに、うるち３系統、

もち２系統を有望と認め継続検討することとした。 

   県内に普及している米の品質判定器（RN-500）、成分分析計（RN-800）の特徴を明らかにし、その活用法を取

りまとめた。また、効果の高い水稲除草剤４剤（初期一発処理剤１剤、初・中期一発処理剤２剤、中期剤１剤）

を選定し防除基準に採用するとともに、水中拡散性に優れるジャンボ剤（パック）による水田雑草の防除法を普

及に移した。 

   安定生産技術を確立するため、平成11年の水稲生育・作柄（作況指数105）・品質（１等米比率東北第３位）

に影響した要因、特に夏期高温の影響による白色不透明粒の発生実態とその要因について解析した。 

   また、水稲原々種は２品種100kg、原種は粳７品種22,960kg（内酒造好適米２品種 2,540kg）、糯１品種2,500

kgを生産した。 

 

 水稲育種研究室 

   北上川上流、北部、沿岸地帯に適応する耐冷・良質・安定・良食味品種、超低コスト稲作をめざした直播用品

種、及び酒造好適米、糯米等特殊用途米品種などの水稲品種育成に取り組んでいる。 

奨励品種決定調査に供試した系統の中の「岩手酒52号」（秋田酒44号／東北141号，こころまち）は、醸造特

性、酒質が良く、岩手県中北部の「地域の特徴ある米づくり」を支援する、早生の酒造好適米として認められ、

奨励品種に採用された。 

各種特性検定試験や生産力検定試験の結果、次の主食用の２系統に地方番号を付し、平成１２年度の奨励品種

決定調査用の新配布系統とした。 

岩手59号：東北152号，まなむすめ／越南156号          －中生、良食味、多収、いもち耐病性－ 

岩手60号：東北152号，まなむすめ／岩手36号，ゆめさんさ    －中生、良食味、いもち耐病性、耐冷性強－ 

直播適応性のある品種育成のため、直播による生産力検定試験を実施したが、苗立ち性、耐倒状性等が不充分

であり、地方番号付与系統は選抜できなかった。 

 

応用生物工学研究室 

    生物工学研究センター（生工研）において作出された耐病性関連遺伝子導入りんごの耐病性評価を行う一環で

褐斑病に対する品種の罹病性を明らかにするとともに、遺伝子導入８系統について、斑点落葉病、褐斑病、モニ

リア病および黒星病の耐病性評価を終了した。またbar遺伝子導入りんご８系統はすべての系統が除草剤・ビア

ラホスに抵抗性を示すことを確認した。 

   いもち病真性抵抗性に関するDNAマーカーを検索し、Pik遺伝子に連鎖すると思われるマーカーを作出し、適合

性を調べたところ、36品種・系統中、30品種・系統で適合し、判別マーカーとしての実用性が認められた。 

   えぞりんどう採種用親系統の維持・増殖法を検討し、親５系統で茎頂培養による維持法の目途がたった。また

矢巾系については固形培地による増殖法を明らかにした。一方、葉片培養による増殖法は越冬芽の茎頂から得た

培養物を用いることにより高頻度に不定芽を再分化させることができた。栄養繁殖系りんどうについてはウイル

スフリー化技術を体系化するとともに、生工研で開発した診断技術を活用して品種「ポラーノホワイト」のウイ

ルスフリー株を再選抜した。また、主産地のウイルスの発生実態調査を行い、重症株の多くはCMVとBBWVが混合

感染していることを明らかにした。 

   抗体を用いたTPI法による青枯病の診断技術の実用性評価を行うためにトマトおよびピーマンの萎ちょう性病

害の診断に用いて検討した。 

 

生産工学研究室 

   水稲の省力低コスト研究として、水耕ロングマット育苗・移植技術について平成７年度より県単でとりくんで

きたが、平成１１年度より地域基幹研究として茨城、長野、埼玉の農業試験研究機関と共同でとりくむこととな

った。本年度は、水耕の育苗環境や施肥方法等にとりくみ、１区画３haの大区画圃場で試験を実施した。更に、

北上市の農家でも現地実証試験を実施した。 

   省力低コスト研究のもう一つの柱である直播研究についても本年度より地域基幹研究として採択され、打ち込

み式直播機を中心とした点播直播の試験を開始した。本年度は、打ち込み式直播機の作業速度を変えて播種量の

変動、株の大きさ等について調査した。直播の試験では、そのほかにラジコンヘリによる散播及び地下かんがい 
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施設を利用した乾田直播についても試験を実施した。 

    近年、大区画圃場整備の進展にともない、圃場の効率的な均平方法が課題となっており、レーザー光を利用し

た耕盤及び表層の均平機について平成９年度よりとりくんでおり、本年度はその能率や精度等についてとりまと

めた。また、圃場の均平測定を簡略化するため、パソコンと自動追尾型光波測距儀を用いた、自動計測システム

の開発にとりくんでいる。 

    生研機構ではＵＲ対策として自動水管理システムを開発しているが、本研究センター大区画圃場においてその

実証試験を行っており、水位計の精度検討、無線通信システムによるデータの収集と遠隔操作システム用ソフト

の検証等についてとりくんだ。 

   大区画圃場での簡易な追肥方法として流入施肥方法があるが、本年度は液肥タイプの流入施肥についてとりま

とめて指導事項とした。 

    野菜作の機械化に関しては、キャベツ等の移植機、収穫機、ダイコン収穫機などについて労働負荷等を加味し

た性能調査にとりくみ、乗用移植機及びペーパーポット移植機について指導事項とした。 

    そのほかに、水田転作に伴う排水改良方法として専技室、花巻・北上農業改良普及センターの協力のもとに、

明渠と弾丸暗渠の組み合わせによる排水効果についてとりまとめた。 

 

  銘柄米開発研究室 

    品種開発研究は、環境に負荷の少ない良質・良食味・耐病性・安定生産オリジナル水稲新品種の開発を目標と

して実施した。 

    120組合せの交配、世代養成、個体・系統選抜を行い、系統群では新規系統（予検から本検）31系統を選抜し

た。 

    特性検定調査では、いもち病真性抵抗性、葉いもち圃場抵抗性、穂いもち圃場抵抗性、穂発芽性、食味官能試

験、食味成分分析を実施し、生産力検定本試験の結果から、穂いもちに強い良質・良食味の「岩南25号」と、良

質・多収の「岩南26号」を新たに新配布系統とした。また、遮光条件での登熟歩合調査から、「ふくひびき」と

「岩南22号」が少照条件での登熟性がよいことが認められた。その他、いもち病抵抗性極強系統育成課題では「岩

南25号」が強～極強、中晩生熟期の多収系統として、「江365」「江410」「岩南20号」が有望と認められた。 

    奨励品種決定調査では、「岩南16号」が早生・良質・良食味で有望、「岩南８号」が晩生・耐倒伏性・良食味

でやや有望であった。「岩南７号」は高温条件下での品質低下により打ちきりとした。糯米系統では「岩南糯19

号」と「同14号」を有望として、加工適性を検討中である。また、奨決予備調査のなかで直播適性を検討し、苗

立ち・耐倒伏性、収量・品質等から2系統を継続検討することとした。その他、低アミロ－ス米「岩南24号」に

ついて、混米の食味官能試験を行った結果、「かけはし」と「たかねみのり」の混米評価の向上が認められた。 

    栽培試験では酒造好適米「吟ぎんが」について、収量構成要素の指標・施肥法・栽植密度・刈取り適期を普及

に移す等、育種および栽培試験の結果から、他研究室との共同を含め延べ10課題についてとりまとめ、本年の成

果とした。 

 

 (3) 園芸畑作部 

      果樹研究室 

 果樹研究室では、りんごの栽培試験および品種改良を主体とし、さらに、ぶどう、西洋なし、おうとうなど、

多岐にわたる品目に係る試験を実施している。 

   りんごでは、新わい性台木ＪＭ７を利用した省力的なわい化栽培法の確立試験を、国庫助成研究により本格的

に着手した。ＪＭ８台木及びＭ系台木の関する計画密植栽培の経営的評価を明らかにした。新品種「きおう」は

順調に生産、販売が進められているが、落花防止剤の使用法を普及に移した。また、省力的な受粉器具の実用性

を明らかにしたほか、「ふじ」に対する摘葉剤の実用化などを図った。 

   品種改良では、「きおう」に続く岩手の地域特性を活かせる、早・中生種を主体とした交配に取り組んでおり、

約14,000個体の中から選抜を進めている。 

   現地試験では、ＪＭ台木の地域適応性の把握や、有望中生種の特性把握のため、県下５ヶ所（二戸、宮古、紫

波、江刺、一関）に展示圃を設置し、栽培試験を行っている。 

   ぶどうでは、消費動向に対応した寒冷地向きの生食用新品種「安芸クイーン」を主体に、垣根仕立てによる省

力栽培試験や、長梢・雨よけ栽培による高品質栽培技術の開発を、現地試験を主体として取り組んでいる。 

   西洋なしでは、高品質生食用品種「ラ・フランス」を中心として、わい化栽培法および生産安定技術の確立に

向けて試験を進めている。 



 17

   野菜畑作研究室 

  野菜、畑作研究ともに、規模拡大及び水田高度利用に対応した作目再編、新栽培方式の確立に取り組んでいる。 

   野菜栽培研究では、大規模の野菜専作経営構築を主眼に、果菜類を中心とした省力・軽労化・低コスト生産技

術確立に関する試験に取り組んでいる。本年度は特に、トマト、ピーマンのセル苗直接定植試験及びキャベツの

５～６月穫り作型確立試験に力点を置いた。 

   畑作物栽培研究では、実需者ニーズに対応した高品質・安定生産及び超省力・低コスト生産技術体系の確立が

求められており、本年度から新規課題として、麦緊急研究「低アミロース小麦系統『東北206号』の高品質安定

栽培技術」及び地域基幹研究「不耕起・無中耕・無培土栽培を基幹とした大豆の超省力栽培技術の確立」に取り

組んでいる。 

   本年度の成果としては、「普及」及び「指導」で、えだまめ２品種、果菜セル苗直接定植、キャベツの５～６

月穫り作型２、カラーピーマン品種特性、大豆の緑肥利用技術、醸造用二条大麦の、合計８課題を取りまとめた。 

 

      花き研究室 

    花き研究室では消費動向の変化に対応できる寒冷地型省力的花き生産技術を確立するため、りんどう及び小菊、

ユリ等の重点花き品目のオリジナル品種育成と需要期に出荷できる長期出荷作型の開発試験を実施している。 

    りんどうでは栄養系鉢物りんどうの品質向上のための挿し穂調整法を確立した。また、りんどう切り花用品種

「ポラーノブルー」の組織培養による苗条を利用した良質苗の生産技術を明らかにした。 

     小ぎくではハウス小ぎくの不耕起による年２回出荷作型の確立と沖縄系秋ぎくタイプの適作型を明らかにし

た。なお、沖縄県育成の小ぎく「そよ風」ではシェードによる高品質生産技術を確立した。オリエンタル系ユリ

ではプレルーティング処理時における処理球の上根の発達と花芽の分化発達を調査し、分化した花芽や葉の正常

な発達要因を明らかにした。 

 

   蚕桑技術研究室 

   新しい繭糸素材の開発、蚕病防除、有用昆虫の人工飼育、桑新品種の栽培、菌床しいたけ栽培に関する試験を

実施している。 

   新しい繭糸素材の開発では、高級織物向け細繊度生糸の生産技術として、四眠蚕と三眠蚕（保存品種）４品種

の交雑種の製造方法、交雑種の飼育方法を明らかにし、生産された生糸を用いた製品の試作に取り組んでいる。

 また、農家が生産物の付加価値を高められる生糸製造法として、つむぎ生糸の製造方法を明らかにした。天蚕

飼育については、省力化の一環として、安価で使いやすい天蚕採卵容器を考案した。  

   蚕病防除関連では、新薬剤６剤（殺虫剤、殺菌剤、除草剤）の蚕に対する残留毒性試験、桑新品種の栽培では

桑系統適応性検定試験（５系統）を実施した。 

   有用昆虫の人工飼育では、コナガ及び寄生蜂について大量飼育が可能であることを明らかにした。菌床しいた

け栽培では、上面栽培法における発生斉一化に有効な知見が得られた。 

   これらのほか、繭品質評価分室では、岩手県繭品質評価実施要領に基づき、316件の品質評価を実施した。 

 

   南部園芸研究室 

   県南部や沿岸地域の恵まれた気象条件を活かした野菜花き園芸技術の開発研究とともに、特色ある園芸産地形

成のため地域実証試験を実施している。 

   花きに関する試験では、トルコギキョウの短日処理を利用した秋出し作型で、葉枯れ症対策について検討した。

スターチス・シヌアータでは、引き続き選抜個体の特性検定をおこなうとともに、花き研究室と共同で５品種を

登録した。デルフィニウム抑制作型では育苗期の低温処理による品質向上効果が認められ、さらに花壇苗の育苗

床土として、土に対する菌床堆肥の適正な混合割合を明らかにした。 

   野菜に関する試験では、引き続きいちごの秋出し作型の確立に向けた試験を行うとともに、本年から、省力化、

高品質栽培技術の確立を目指して少量土壌培地耕によるいちごのベンチアップ栽培や、トマト栽培に取り組んで

いる。また本年度の成果として、冬春期のハウス利用に欠かせない、なばな「はるの輝」の無電照による催芽暗

黒低温処理法を開発した。 

 

(4) 生産環境部 

環境保全研究室 

    農薬や化学肥料の環境負荷低減技術の開発、環境保全型農業の総合組立、生理活性物質や天敵、微生物等を活用し

た生態系活用型農業技術の開発、さらには、安全な農産物の生産技術の開発などに関する調査研究を行った。 

    環境負荷低減技術の開発については、施肥窒素の溶脱や農薬の水質への影響など環境動態調査に取り組んだ。また、 
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水稲の種子消毒後の廃液について、専用の処理装置で処理した場合等における農薬成分の動態について明らかにした。 

    環境保全型農業の総合組立については、雫石、玉山など県内５地域において、いもち病の発生を回避する有機質肥

料の施用条件等について、引き続き検討するとともに、ほうれんそうの有機栽培における収量性、生育阻害要因を明

らかにした。 

    生態系活用型農業技術の開発については、施設トマトのオンシツコナジラミに対し、天敵製剤（オンシツツヤコバ

チ）の導入開始時期と薬剤散布に切り替える時期の目安を明らかにし普及に移した。また、ホウレンソウ萎凋病に対

する非病原性フザリウム菌と移植栽培との併用の有効性について、引き続き現地実証を行った。 

    安全な農産物の生産技術の開発については、キュウリ、レタスなどを対象とした農薬の残留性について検討すると

ともに、平成６年から平成１１年にかけて調査を行った、県内における主要農産物の農薬残留実態について取りまと

め行政に移した。 

    なお、７月から９月にかけて、ＪＩＣＡの海外研修員としてハンガリ－から２名の研修員を受け入れ、農薬の残留

分析や環境保全型農業技術開発研究、先進地研修など多岐にわたる研修について指導した。 

 

土壌作物栄養研究室 

農耕地土壌の保全対策、生産環境情報利用技術、土壌蓄積養分の有効利用、低投入・高品質生産のための土壌・

施肥管理技術、畜産由来資源の評価・利用、作物の生育予測・栄養診断に関する研究を実施した。 

県北部主要農耕地土壌の土壌モニタリング調査を実施し、土壌生産環境の変化を解析した。生産環境情報を利

用した作物の生育適地評価をキャベツ，りんどう等で検討した。土壌蓄積養分の有効利用技術として、土壌蓄積

リン酸に対応した施肥基準を策定し，可給態リン酸30mg以上では無リン酸栽培できることを明らかにした。また、

リン酸局所施肥による初期生育促進効果と高濃度に伴い生育が抑制されることも明らかにした。 

作物の生育予測・栄養診断では、野菜・花きのリアルタイム栄養診断にできる小型反射計による硝酸態窒素の

簡易測定手法、株単位の分光反射係数とその演算値を用いた近接リモートセンシングによる水稲の生育予測手法

を明らかにした。 

省力で、環境負荷を低減する施肥技術として、肥効調節型肥料を用いたピーマンの育苗時全量施肥法を検討し、

窒素量を４割減肥できることを明らかにした。水稲では、秋施肥・基肥一回施肥に関する試験を開始し、慣行施

肥並の収量がえられる見通しが得られた。畜産由来資源の有効活用用技術では、県内産堆肥の成分分析と品質判

定手法を検討した。また、家畜ふん堆肥の地域循環利用支援システムの検討を開始した。 

 

    病害虫研究室 

    生態系活用型病害虫制御技術として、昆虫病原性糸状菌や性フェロモン剤について検討し、斑点米カメムシ類

に対してボーベリア菌、ピーマンのアブラムシ類に対してバーティシリウム菌の有効性を認めた。また、りんご

の主要害虫に対する混合性フェロモン剤の交信撹乱効果についても有効性を認め、殺虫剤の大幅な削減が見込ま

れるとともに、土着天敵の復活によって害虫相の低位安定化が期待される。 

    高品質・安定生産のための病害虫防除技術としては、病害虫発生予察精度の向上や省力調査技術、新奇病害虫

の発生生態、薬剤耐性（抵抗性）病害虫の診断と防除法、品種の耐病性検定および新農薬や新しい防除手段とし

ての無人ヘリコプターの実用化等について検討した。また、物理的病害防除法として、施設栽培での湿度コント

ロールによる灰色かび病の防除について検討した。 

    これらの中から、新農薬による各種作物の病害虫防除法、簡易湿度制御装置によるハウス内湿度制御と花き類

灰色かび病の防除効果について、普及に移す成果とした。また、夏穫りほうれんそう萎ちょう症状の産地別発生

要因、水田内ヒエ類の発生程度と斑点米カメムシの被害との関係、ミカンキイロアザミウマの発生調査法につい

て、指導者向け技術として成果公表した。 

    なお、普及現場からの多くの診断依頼は、県内の病害虫発生動向を把握する手段として位置付け、積極的に対

応している。その中から、トマト黄化えそウイルスによる野菜・花き病害の発生実態、チビクロバネキノコバエ

の発生生態、リンドウこぶ症の病原究明、ネギ病害虫の発生生態と防除などを課題として取り上げている。 

 

      保鮮流通技術研究室 

   農産物の品質評価技術、高鮮度流通技術及び地域特産加工食品開発の研究を行った。 

   品質評価技術では、果菜類の食味と理化学性の関連について検討し、きゅうりの美味しさには、味よりも歯触

りなどの物理的要因が影響していることが示唆された。養液土耕栽培トマトは、慣行栽培トマトに比べてビタミ

ンＣ、糖度、酸度、硬度が高く日持ちも良い傾向であった。また、山菜等の栄養成分及び機能性成分（抗酸化性）

について検討し、野生の小果実類の抗酸化活性が高いことを明らかにした。 

   高鮮度流通技術では、りんご「きおう」は冷蔵（0℃）＋MA包装段ボール箱により、品質を低下させずに約40 
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日間貯蔵できることを確認した。ゆり切り花では、雪室などの冷温高湿貯蔵により、品質を保持したまま７日間程度

貯蔵できる技術を開発し普及に移した。また、りんどうの水あげプールの清浄度を調査し、生産者によって微生

物的清浄度が大きく異なることを明らかにした。                           地

域特産加工食品開発では、浅漬用特産野菜の「金芭蕉」について栽植密度と辛味品質との関係について検討する

とともに、芭蕉菜浅漬けの品質を３ケ月以上保持できる貯蔵条件を明らかにした。ガマズミやナナカマドの機能

性成分や色素を活用したリンゴジュース及びジャムを開発した。また、高品質な生リンゴジュースの無菌製造基

礎技術を開発した。 

 

(5) 畜産研究所 

    家畜育種研究室 

    本県の気候・風土に適し、高品質・低コスト生産が可能となる優良種畜の作出（造成）や家畜の改良速度を飛

躍的に向上するシステム開発に取り組んでいる。 

    日本短角種の優良種雄牛の作出：直接検定の１日当たり増体量（ＤＧ）は1.23kg（選抜牛1.26kg）であり、７

頭を選抜（選抜率21％）した。間接検定は５種雄牛について実施したが、増体は優れた（DG1.20～1.25kg）もの

の肉質に優れる種雄牛は作出されなかった。 

     血統情報及び超音波利用による種畜評価技術の確立：日本短角種の改良速度の向上を図るため、枝肉情報、超

音波測定値、血統等の各種情報を収集、分析し、簡易、正確な遺伝的産肉能力を評価する手法を解析中である。 

     優良種畜作出システムの確立：遺伝的能力の高い優良種畜を早期に作出するため、高能力牛由来の分割胚移植

による一卵性双子を生産し、増体と肉質同時検定を実施中である。 

     ランドレース種の系統造成：従来の産肉性を中心とした選抜形質に加えて、肢蹄の強健性を取り入れた「飼い

やすい」豚の系統を造成中であり、本年度は第６世代の選抜、第７世代生産のための計画交配を行うとともに、

適正なＦ１母豚生産のための交配組み合わせ検定を実施した。 

     高品質肉用鶏の作出：軍鶏×（有色コーニッシュ×岩手地鶏）により改良基礎群の作出を進めており、本年度

は第３世代の生産と能力調査を実施した結果、16週令時の体重は目標とする軍鶏の体重を上回り、また改良基礎

群を使ったコマーシャル鶏の発育も「南部かしわ」を上回り、改良は順調に推移している。 

 

    家畜飼養研究室 

     経営的にも精神的にもゆとりある酪農が求められ、飼養規模の拡大、飼養牛の高泌乳化・高品質化、労働の省

力化および軽減化を図るための施設と飼養管理技術について検討した。                                  

搾乳ロボット、自動給餌機および自動堆肥化装置を組み合わせた超省力管理技術では、搾乳ロボットへの牛路

を夜間時に一方通行にすることにより、それまでの85%から94%の飼養牛を人為的補助なしに搾乳することが可能

となった。高泌乳牛の時間制限放牧技術では、適正な乳量と乳成分を確保するためには牧草と併給飼料を合わせ

た総摂取飼料のTDN/CP比が4.0以上でNDF含量が35%を著しく越える水準とする併給飼料の栄養成分調整が必要と

なることを示す結果を得た。 

    コンピューターによる省力群管理技術では、毎日測定できる乳汁中電気伝導度により乳房炎を早期に摘発でき

る結果が、運動量の増加率（昼間で当日以前の標準偏差下限の50%以上、夜間で同75%以上）から発情牛の約70%

を摘発し得る結果がそれぞれ得られた。高泌乳・高蛋白牛群造成技術では当所飼養牛から高泌乳(10,000kg以上)

かつ高乳蛋白質率(3.4%以上)の個体を選抜し、胚移植を応用して目的とする牛群造成を進めている。           

                                                           

   家畜工学研究室                                                                              

  牛の改良及び増殖に胚移植技術の利用を更に高めるためには、移植可能胚の安定的生産、性判別胚の凍結技術

の確立及び核移植技術等の開発により、生産性の向上を図る必要がある。  

   このため、胚生産技術では、供胚牛へ脂肪酸カルシウムの給与により、回収胚数及び正常胚率が向上した。ま

た過剰排卵処置法と連続経膣採卵の組合わせで14.8個と5.2個の移植可能胚が得られ、胚生産の効率化が図られ

た。性判別技術では、優良乳用牛群への改良のため、PCR法による性判別後、雌胚を簡易なガラス化凍結により

胚移植中である。核移植技術は、高い融合率及び発生率をもたらすための確実な除核方法及び活性化条件等を検

討した。ドナー由来の培養条件では、卵丘細胞を用い非培養に比べ培養、さらに培養より血清飢餓培養が高い発

生率であった。核移植成績は、除核率80％、融合率70％、発生率42％が得られた。              

  牛のDNA解析は、有用遺伝子情報を解明し、育種研究の促進、効率化に資するため、DNAマーカーとの連鎖解析では、

正福、北国７の８の大規模半兄弟家系で、枝肉重量、脂肪交雑、バラ厚と連鎖する染色体領域が明らかになった。

劣性遺伝病の遺伝子解析では、日本短角種において、筋肉肥大原因遺伝子を同定し、診断法を確立した。 
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   飼料生産研究室 

    本県の畜産を安定的に推進するため、良質粗飼料の効率的な生産と圃場還元を目的とした家畜糞尿処理技術の

開発のために試験に取り組んでいる。 

    とうもろこしの品種選定：北海道農業試験場育成の１系統、草地試験場育成の１系統、長野県中信農業試験場

育成の４系統について検討した結果、標準品種に優る系統は認められなかった。 

    飼料作物の部分耕起輪作：飼料作物 （ソルガム、ライムギ）を簡易種子追播機により連続作付けし、ロール

ベールラップサイレージに調製する体系を検討した。ソルガムのロールベール作業も問題なく、サイレージ製品

の黒毛和種繁殖牛による嗜好性も良好であることを明らかにした。 

    シバムギ：オーチャードグラス、チモシーとの比較を行った。出穂は、チモシーのホクシュウ並であった。乾

物収量は、施肥条件により、オーチャードグラス、チモシー並または多収となった。粗タンパク質はいずれの時

期でも高い特徴が認められた。 

    家畜糞尿処理：ロックウール脱臭装置による効果、また散水により生じる排水対策として排水の循環利用を検

討した結果、脱臭性能に影響を与えずに排水がほぼゼロになることが確認された。                              

                                                       

   外山畜産研究室 

   本県では、公共牧場での放牧が推奨されているものの、放牧育成した肥育素牛は舎飼い育成に比べて発育が劣

る、見栄えが悪い、肥育特性が不明との理由で子牛市場価格が不当に低く評価されており、このことが黒毛和種

の放牧利用が進まない要因の１つにもなっている。 

    そこで、舎飼育成のものと同等の発育（日増体量0.9kg）を目指した黒毛和種放牧育成技術の開発と、放牧育

成した黒毛和種の肥育特性の解明に取り組んでいる。 

    また、草地・林地の環境保全機能を損なわない畜産的土地利用技術、あるいは、省力かつ安全な放牧管理シス

テムについて産業の枠を越えた開発試験を実施している。 

    集約放牧を取り入れた黒毛和種肥育素牛の発育向上技術の開発試験：放牧による草地の維持管理と放牧育成牛

の発育向上を図るため、簡易に設置できる電気牧柵の利用、適性草地面積、牧区配置等の放牧施設を考慮した集

 約短期輪換放牧技術について検討した結果、ポリワイヤー３段張りの電気牧柵は安価でかつ有効な牧柵であっ

た。さらに、転牧と看視に要した時間も短く省力的であった。また、放牧草の栄養特性に対応した補助飼料の内

容や給与量について検討した結果、生後１～６ヶ月齢の親子区では平均日増体量が0.92±0.09kgで良好な発育成

績が得られた。 

                                                                                                       

   種山畜産研究室 

    黒毛和種牛群育種改良推進事業の一環として、本県産黒毛和種種雄牛候補23頭を選定し直接検定を実施年度内

に15頭終了、残り８頭については検定中で平成12年６月に終了する、全頭終了により検定成績、血統、体型、母

牛の育種価等総合的に検討し間接検定候補牛を選抜する。また、平成７年度の直接検定により選抜された「中安

鶴」「春村菊」「福美幸」「早池峰」「福利桜」「第７花藤」「糸美徳」の７頭について間接検定を実施し以下

の成績が得られた。 

ア．１日当たり増体量(kg) 

第７花藤(1.05)＞早池峰(0.98)＞中安鶴(0.94)＞春村菊(0.87)＞福美幸(0.85)＞福利桜、糸美徳(0.82) 

イ．ロ－ス芯断面積(cm２) 

糸美徳(54)＞福利桜(53)＞中安鶴、第７花藤(47)＞早池峰(46)＞春村菊(45)＞福利桜(40) 

ウ．脂肪交雑(ＢＭＳ) 

糸美徳(3.1)＞福利桜(3.0)＞中安鶴、春村菊(2.6)＞福美幸、早池峰(2.1)＞第７花藤（2.0） 

   平成11年度終了した間接検定実施種雄牛の内、「福利桜」及び「糸美徳」が脂肪交雑、ロース芯面積等の成績

が全国平均を大きく上まわる成績であったことから、県有種雄牛に選抜された。特に「糸美徳」の脂肪交雑成績

は、本県産種雄牛の脂肪交雑でトップの成績であった。 

 

(6) 県北農業研究所 

営農技術研究室 

    土壌管理、病害虫防除、機械化などの営農技術の開発や、自然生態系活用型の農業技術の開発を目指し、他の

研究室と連携した研究を実施している。 

     水稲関係については、土壌中に蓄積したリン酸を活用した新たな施肥基準を作成するため、生産環境部土壌作

物栄養研究室との共同で実証試験を行い成果とした。また、「岩手酒52号」の栄養診断基準を作成するための試

験や畜産由来有機物施用が水稲生育や跡地土壌に与える影響についての調査も行い、デ－タの蓄積を図った。 
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     畑作関係については、地域基幹農業技術体系促進研究課題「機械の汎用利用・複数作業同時化による特産作物

の高品質畑輪作技術」において、アマランサス等の機械化体型の確率に取り組み、小麦・大豆・ソバ等普通畑作

物とアマランサス・キビ・アワを組み合わせた播種から収穫・調整までの一貫した機械化体系を組み立てるとと

もに、機械の損益分岐点や最大稼働可能面積等を明らかにし成果とした。あわせて、アマランサスにおける害虫

の発生生態と防除対策を明らかにした。 

    野菜関係では、農産部生産工学研究室と共同で、キャベツを対象に乗用型野菜移植機の作業特性を調査し、高

能率移植作業が可能であることや、バランスウエイトを取り付けることで傾斜地適応性が高まることを明らかに

した。野菜の病害虫関係では、地域における発生状況の把握や予察法による効率防除、環境保全型防除技術の確

立を目指した研究に取り組み、デ－タの蓄積を行った。 

     なお、本年夏の記録的な猛暑と干ばつにより各種野菜に大きな被害が出たことから、実態調査を行うとともに、

畑地かんがいによって被害を軽減している事例も把握し成果とした。また、県北地域は傾斜地が多い等の理由に

より、農作業事故が発生する比率が高くなっていることから、平坦地との比較で実態を調査し防止対策について

も検討し、明らかにした。 

 

     産地育成研究室 

     県北地域における野菜、花き及び養蚕の地域適応性技術の確立と実証並びに開発技術の現地移転実証に関する

研究を実施している。 

     野菜の優良品種選定試験は、スイートコーン、レタス、キャベツ、ほうれんそう、だいこんの５品目で実施し、

平成11年度はスイ－トコ－ン１品種を「推奨品種」として普及に移した。 

     野菜の現地実証試験として、大野村で「野菜の省力機械化体系を基幹とした大規模畑輪作技術」の課題の中で

キャベツの生育の斉一化及び緑肥を導入した輪作体系の実証を行い、種子重量の違いが苗の生育に関係し、収穫

期の生育・収量にまで影響することを明らかにした。 

   ダイコンの抽苔回避技術の解明では品種別の抽台回避温度を推定し、地帯別の播種早限を明らかにし研究成果

とした。 

   調理用トマトの安定性産技術として、播種時期別・品種別の生育特性を明らかにし、研究成果とした。 

   花きでは、デルフィニウムの品種選定と摘心処理法、秋出しパンジー安定栽培技術、花壇苗周年生産技術の検

討を行った。 

   法面保護及び景観形成のための有望品目の選定試験では、のべ56品種を収集し栽培特性調査を行い、12品目（品

種）を選定し成果とした。 

   地域特産品目として、切り枝花木のツルウメモドキ、ノイバラの畑地圃場での栽培技術を明らかにし、研究成

果とした。 

養蚕については、県北地域に適応する桑６品種を植栽し、生育量調査等を行った。 

 

   やませ利用研究室 

    県北地域を対象とした水稲、普通作物（小麦、大豆等）、雑穀類の栽培法や品種の選定及び葉たばこの省力化

に関する研究を実施している。 

    水稲では、良食味・耐冷性に優れた「かけはし」の腹白粒発生軽減対策を継続検討している他、県北地域に最

も適する系統として酒造好適米「岩手酒52号」を奨励品種として選定するとともに、栽培法もあわせて検討して

いる。 

    小麦、大豆等の普通畑作物では、県北地域に適応する多収・良食味品種の選抜・育成を目標に、国や北海道立

農試で育成した系統を導入しての試験を実施し、小麦では「東北206号」が有望であることを確認している。雑

穀類のうち、アマランサスでは、優良品種・系統として「関東２号」を推奨品種に選定した。 

   一方、葉たばこに関連する調査研究では、緊急な課題となっている廃プラ処理について、生分解性マルチ新資

材の検討を継続した。また、省力機械、施設導入による省力生産体系の実証展示を行い、経営的な評価検討を継

続した。 
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３ 平成11年度試験研究課題 

  (1) 細目課題分類 

 情 農 農 基 応 家 水 生 畑 果 野 花 蚕 生 畜 保 乳 肉 中 草 合 

     研究項目 報 業 業 礎 用 畜 田 産 地 樹 菜 き 糸 産 産 鮮 用 用 小 地 計 

 シ 構 農 バ バ バ 利 シ 利    昆 環 環 流 牛 牛 家 飼  

 ス 造 村 イ イ イ 用 ス 用    虫 境 境 通   畜 料  

   担当部署 テ  整 テ テ テ  テ              

 ム  備 ク ク ク  ム              

企画経営情報部                     33 

農業経営研究室  27  5     1             33 

農産部                     135 

水田作研究室       29 1             30 

水稲育種研究室       29              29 

応用生物工学研究室     12                12 

生産工学研究室    3    10  7    1    1       22 

銘柄米開発研究室       42              42 

園芸畑作部                     126 

果樹研究室          36           36 

野菜畑作研究室         22  15          37 

花き研究室            25         25 

蚕桑技術研究室             9        9 

南部園芸研究室           13  6         19 

生産環境部                     104 

環境保全研究室              21       21 

土壌作物栄養研究室        1      32       33 

病害虫研究室        1      34       35 

保鮮流通技術研究室                15     15 

畜産研究所                     46 

家畜育種研究室                   7  2  9 

家畜飼養研究室               1   6     7 

家畜工学研究室       5                5 

飼料生産研究室                2     11 13 

外山畜産研究室       1             5   2 8 

種山畜産研究室                   4    4 

県北農業研究所                     90 

営農技術研究室        3  7  2   15       27 

産地育成研究室           18 10 1        29 

やませ利用研究室       13  20     1       34 

   合   計 0 27 8 0 12 6 123 14 49 36 49 41 10 104  3 15  6 16  2 13 534 

※ 基礎バイテク：基礎的バイオテクノロジー、応用バイテク：応用的バイオテクノロジー、 

家畜バイテク：家畜バイオテクノロジー 
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  (2) 試験研究課題一覧 

主 要 研 究 課 題 小課題・細目課題 研究期間 担当研究室 
 

〔農業構造 １〕     

１ 技術開発方式の確立     

  (1) 新技術の導入効果予測 イ 岩手県北上川上流地帯における水稲湛水    

  点播直播栽培技術の確立    

  (ｱ) 直播栽培技術の導入条件の設定    

   （現地支援研究）    

   a 直播導入による経済構造の将来予測 11～12 農業経営  

 ウ  岩手県北部山麓地帯における露地野菜を    

  中心とした機械化畑輪作体系の確立    

  (ｱ) 機械化畑輪作体系の成立条件と導入対策    

   a 輪作作物の高収益条件の解明  9～11 農業経営  

   (ｲ) 機械化輪作体系の実証と評価    

   a 経営及び地域に対する経済性の評価  9～13 農業経営  

 エ 北上山地における公共草地の高度利用の    

  ための貯蔵粗飼料生産・供給システムの確立    

   (ｱ) 北上山地における良質粗飼料生産・調製    

   ・供給システムの現地実証    

   a 良質粗飼料生産・調製・供給システム 10～13 農業経営  

    の経営経済評価    

 カ 北上山地における公共放牧地の高度利用に    

  よる黒毛和種肥育素牛の放牧管理技術の確立    

  (ｱ) 黒毛和種肥育素牛生産における放牧利用    

   の展開方向の解明    

   ａ 肥育素牛生産における放牧利用実態 11～12 農業経営  

    及び経営実態調査    

   ｂ 遠野地域の公共牧場における総合的 11～13 農業経営  

    放牧利用の展開方向の解明    

 キ 北上川流域における大豆の高品質・超省力    

  栽培技術の実証    

  (ｱ) 大豆不耕起栽培体系の導入条件と展開    

   方策    

   ａ 水田利用の実態調査 11～12 農業経営  

 ク 寒冷地におけるロングマット水耕育苗技術    

 の導入条件の設定    

  (ｱ) ロングマット水耕育苗技術の経済評価 11～12 農業経営  

     

  (2)  技術の体系化方策 イ 北上山系地域における新規導入作物を組み    

  入れた高品質機械化輪作体系技術の実証    

  (ｱ) 高収益作物と小麦・そば・新規導入作物    

     の高品質機械化輪作体系の実証    

   a 実証技術の経営評価と定着方策   7～11 農業経営  

 ウ  岩手県北部山麓地帯における露地野菜を    

  中心とした機械化畑輪作体系の確立    

  (ｱ) 機械化畑輪作体系の成立条件と導入対策    

     a 露地野菜の省力機械化技術の適用条件の   9～12 農業経営  

   解明    
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主 要 研 究 課 題 小課題・細目課題 研究期間 担当研究室 
 

２ 効率的な農業生産方式の確立     

 (1) 新技術の定着化方策 イ 北上山地における公共草地の高度利用の    

  ための貯蔵粗飼料生産・供給システムの確立    

     

   (ｱ) 北上山地における貯蔵粗飼料生産・調    

     製・供給システムの構築    

 ａ 玉山地域における粗飼料生産・利用の  9～11 農業経営  

    実態調査と今後の展開方向の解明    

   ｂ 採草地を組み込んだ公共草地の高度 11～13 農業経営  

    利用方法の解明    

     

  (2) 効率的生産システムの確立方策 イ 大規模水田地帯における転作営農の確立    

   (ｲ) 地域に適合した転換畑の持続的作付け    

   体系の組立実証    

     a  有機物投入による転換畑の持続的作 10～11 農業経営  

    付け体系の実証    

      ・小麦－そば－大豆２年３作体系の実証    

 ウ 北上山地における公共草地の高度利用の    

  ための貯蔵素飼料生産・供給システムの確立    

  (ｱ) 北上山地における貯蔵素飼料生産・    

   調製・供給システムの構築    

   ａ 採草地を組み込んだ公共草地の高度 11～13 農業経営  

    利用方法の解明    

 エ 大規模水田営農モデルの策定    

   （21世紀型農業経営モデル実証試験地） 10～12 農業経営  

 オ 畑地かんがい地帯における野菜・花きを組み    

  入れた高収益モデル実証    

  (ｱ) 地域ぐるみ農業展開方策の検証 11～12 農業経営  

     

〔農業構造 ２〕     

１ 農業構造の分析と予測方式の確立 ア 地域農業計画診断システムの開発に関する  9～11 農業経営  

  研究    

２ 地域農業マネジメントの手法の確立     

 (2) 地域農業計画手法 ア 大区画ほ場整備地区における園芸（サト 10～12 農業経営  

  イモ）・水稲複合型集落営農モデルの実証    

 (21世紀型農業経営モデル実証試験地：北上市)    

     

 (3) 地域農業を支援する組織機能の整備 イ 家畜排泄物のリサイクル技術の開発    

  手法  (ｱ) 良質堆きゅう肥の流通システムの開発  9～11 農業経営  

     

〔農業構造 ３〕     

１ 経営管理方式の確立     

 (3) 経営形態別の経営管理方式 ア 花き専作経営成立条件と経営管理方式    

  (ｱ) 花き専作経営実態の把握  9～11 農業経営  

   (ｳ) 施設化による花き専作経営の方向  9～11 農業経営  
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主 要 研 究 課 題 小課題・細目課題 研究期間 担当研究室 
 

[農業構造４]     

１ 農産物需給の分析と予測方式の確立     

 (1) 農畜産物市場、流通動向の実態分析 ア 農畜産物の市場動向分析    

  (ｱ) 米  9～12 農業経営  

   (ｳ) 花き  9～12 農業経営  

   (ｴ) 畜産  9～12 農業経営  

  (ｵ) 果実  9～12 農業経営  

２ いわてブランドの確立方策と産地対応     

 方策の解明     

 (1) 消費者ニーズの把握手法 ア カジュアルフラワーの消費動向と流通・ 11～13 農業経営  

  販売方策    

３ オリジナル商品の開発方式     

 (1) 新商材の開発方式 ア 中山間地域における産地マーケティングに    

  基づく特産的高付加価値農産物の生産技術    

 （地域資源を活用した高付加価値農産物の    

  生産・流通システムの確立）    

  (ｱ) 地域農業資源の探索・評価と新商材の需要    

   把握（現地支援研究）    

   ａ 地域資源の評価と高付加価値化 11～14 農業経営  

     

〔農業農村整備 １〕     

２ 農村生産基盤の総合的な整備方式の     

 確立     

 (3) 大区画・農地集積に伴う水収支計画、 ア 超低圧パイプラインシステムの実証 10～12 生産工学  

  排水操作制御・自動化手法の解明     

 (4) 大区画圃場における地表排水・ ア 泥炭土層における地耐力向上技術の確立 10～12 生産工学  

  均平・土層改良技術の確立     

 イ 重機の走行が圃場整備後の土壌均一性に 11～15 生産工学  

  与える影響の解明    

     

〔農業農村整備 ２〕     

１ 農村資源、機能の評価法の確立     

 (1) 農業・農村の多面的な価値の評価と ア ほ場整備地区における多面的効果測定法の  10～12 農業経営  

  活用方策  開発    

     

〔農業農村整備 ３〕     

２  農村活性化方策の確立     

 (3) 中山間地域の類型化と展開方向の ア  中山間地域活性化戦略の確立に関する研究    

  解明  (ｱ) 地域資源を高度活用した農産物供給シス    

     テムの確立    

    ａ 地域特産物の生産実態把握と農産物 11～13 農業経営  

     供給システムの確立    

     ｃ 農産物供給システムに対するニーズの 11 農業経営  

     解明    

 (4) グリーンツーリズムの成立条件の解明 ア  都市との交流による地域活性化方策の解明    

   (ｱ) 都市・農村ネットワークの効果と評価  9～12 農業経営  

   (ｲ) グリーン・ツーリズムの成立条件と推進  9～12 農業経営  

     方策の解明     
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〔応用バイオテクノロジー１〕     

１ 生工研等で開発された高度・先端的な     

 基礎バイオテクノロジー研究成果の作物     

 育種栽培、微生物利用への応用技術の     

 開発     

 (1) 各種抵抗性等優良形質の導入系統の ア 耐病性関連遺伝子導入稲の特性評価  9～13 応用生物  

  有用性、諸特性の評価 イ  キチナーゼ遺伝子導入リンゴの耐病性評価  9～13 応用生物  

 ウ  bar遺伝子導入りんごの薬剤耐性評価  9～13 応用生物  

 エ ピーマン病原ウィルスの検出・診断技術の 10～13 応用生物  

  利用    

 オ なす科作物青枯病菌の検出・診断技術の 10～13 応用生物  

  利用    

２  生物工学的育種法の効率的研究技術の     

  確立     

 (1) 生物工学的手法による効率的な育種  ア  ＤＮＡマーカー利用による稲優良形質の   9～13 応用生物  

    法開発    探索及び選抜法の確立    

  イ  稲の葯培養を利用した育苗技術の効率化   9～13 応用生物  

     

〔応用バイオテクノロジー２〕     

１ 生物工学的手法を駆使した遺伝子資源     

  等利用活用技術の確立     

 (4) 優良原々種等の効率的な維持、増殖 ア りんどう採種用親系統の維持・増殖技術の    

  保存技術の開発    確立    

  (ｱ) えぞりんどうの葉片培養による大量増殖  9～13 応用生物  

    法の確立    

   (ｲ) えぞりんどうの茎頂培養による大量増殖  9～13 応用生物  

    法の確立    

  (ｳ) りんどうのウイルスフリー化技術の確立  9～13 応用生物  

 イ スターチス・シヌアータの低コスト培養 10～12 応用生物  

   システムの確立      

 ウ りんごのウイルスフリー樹の作出及び検定  9～13 応用生物  

   法の確立    

     

〔家畜バイオテクノロジ－１〕     

１ 胚移植技術実用化の確立     

 (1) 良質胚大量確保技術の開発 イ  受精卵移植技術実用化確立試験  9～13 家畜工学  

  (2) 受胎率向上技術の開発 ア  胚移植技術を取り入れた効率的な繁殖経営  9～13 外山畜産  

   の実証    

  (4) 分割２胚移植による双子生産技術の ア  連続経膣排卵後の過剰排卵処置法の検討 11～13 家畜工学  

    確立   作出システムの確立    

３ クローン牛の生産技術の開発     

  (1) ドナー核及びレシーピエント卵作出 ア  核移植技術による優良種畜の大量生産技術 10～15 家畜工学  

    技術の確立   の開発    

４ 畜産物生産の効率化のための性判別     

 技術の開発     

  (2) ウシ胚性判別のためのＰＣＲ技術の イ  乳用牛における雌雄判別技術を利用した 11～15 家畜工学  

    確立  乳用牛群改良技術の確立    
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〔家畜バイオテクノロジ－２〕     

１ ＤＮＡマ-カ-利用による新しい育種     

 手法の開発     

  (1) 牛の経済形質とＤＮＡマーカーとの ア  肉用牛における経済形質とＤＮＡマーカー   7～12 家畜工学  

    連鎖解析  との連鎖解析    

     

〔水田利用１〕     

１ 環境に負荷の少ない良質・良食味・耐     

 病性・安定生産オリジナル水稲新品種の     

 開発     

 (1) 耐冷性、耐病性に優れる良質、極良 ア 品種特性調査   2～12 銘柄米  

  食味品種の育成・開発 イ 交配   2～12 銘柄米  

  （北上川中・下流域に適応する耐病性・ ウ 初期世代養成   2～12 銘柄米  

  耐冷性に優れる極良食味品種の開発） エ 世代促進   2～12 銘柄米  

 オ 個体選抜   2～12 銘柄米  

 カ 系統選抜    

  (ｱ) 単独系統   2～12 銘柄米  

  (ｲ) 系統群系統   2～12 銘柄米  

 キ 特性検定調査    

  (ｱ) いもち病真性抵抗性検定   2～12 銘柄米  

  (ｲ) 葉いもち圃場抵抗性検定   2～12 銘柄米  

  (ｳ) 穂いもち圃場抵抗性検定   2～12 銘柄米  

   (ｴ) 穂発芽性検定   2～12 銘柄米  

   (ｵ) 食味官能試験   2～12 銘柄米  

   (ｶ) 食味成分分析   2～12 銘柄米  

 ク  生産力検定調査    

   (ｱ) 生産力検定予備試験   2～12 銘柄米  

   (ｲ) 生産力検定本試験（粳・酒）   2～12 銘柄米  

   (ｳ) 生産力検定本試験（糯）   2～12 銘柄米  

 ケ 系統適応性検定試験  S39～13 銘柄米  

     

 (2) 少照条件下で登熟性に優れる品種・ ア 登熟性に優れる品種・系統の探索   2～12 銘柄米  

  系統の育成・開発 イ 少照条件下で登熟性に優れる新系統・品種   2～12 銘柄米  

  の育成    

     

 (3) 耐病性に優れる品種・系統の育成・ ア  いもち病抵抗性極強系統の育成   2～12 銘柄米  

    開発     

     

 (4) 超多収品種・系統の育成・開発 ア 中晩成熟期の超多収系統の育成    

  (ｱ) 育成系統の施肥反応試験   2～12 銘柄米  

     

 (5) 奨励品種決定調査（予備、本調査、 ア 奨励品種決定予備調査    

現地調査  (ｱ) 予備調査 S29～13 銘柄米  

  (ｲ) 予備調査（直播） S29～13 銘柄米  

    イ 奨励品種決定本調査    

  (ｱ) 本調査（粳）  S29～13 銘柄米  

  (ｲ) 本調査（糯）  S29～13 銘柄米  

 ウ 奨励品種決定現地調査  S29～13 銘柄米  
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２ 気象変動に耐えうる良質・良食味・     

  耐冷性・安定生産オリジナル水稲新品種     

 の開発     

 (1) 耐冷性・低温登熟性に優れる良質・ ア 品種特性調査    

    良食味早生品種の育成・開発   (ｱ) 東北地域の奨励品種比較試験   7～12 水稲育種  

  (ｲ) 品種保存用品種・系統の展示及び交配 S59～12 水稲育種  

     母本の養成    

 イ  交配 S59～12 水稲育種  

 ウ  初期世代養成 S59～12 水稲育種  

 エ  世代促進 S59～12 水稲育種  

 オ  個体選抜 S62～12 水稲育種  

 カ  単独系統 S62～12 水稲育種  

 キ  特性検定調査    

  (ｱ) いもち病真性抵抗性遺伝子型の推定  1～12 水稲育種  

   (ｲ) 葉いもち圃場抵抗性検定 S48～12 水稲育種  

   (ｳ) 穂いもち圃場抵抗性検定 S62～12 水稲育種  

   (ｴ) 障害型耐冷性検定 S59～12 水稲育種  

  (ｵ) 食味官能試験 S60～12 水稲育種  

  (ｶ) 食味成分分析  3～12 水稲育種  

  (ｷ) 穂発芽性検定 S62～12 水稲育種  

   (ｸ) 玄米の貯蔵条件と品質・食味保持限界    

   ａ 乾燥方法と貯蔵方法が品質と食味に 10～12 水稲育種  

    及ぼす影響    

   ｂ 貯蔵関連形質の遺伝様式の解明 10～12 水稲育種  

  (ｹ) 岩手県産米のブレンド適性 11 水稲育種  

 ク 生産力検定調査    

  (ｱ) 生産力検定予備調査 S58～12 水稲育種  

   (ｲ) 生産力検定予備試験系統群 S58～12 水稲育種  

  (ｳ) 生産力検定本試験 S58～12 水稲育種  

   やませ利用  

  (ｴ) 生産力検定本試験系統群 S58～12 水稲育種  

 ケ 水稲系統適応性検定試験 S52～12 水稲育種  

   9～13 やませ利用  

 コ 不良環境地帯向け品種の育成 S59～12 水稲育種  

 (2) 高度耐冷性を有する品種系統の育成 ア 高度耐冷性を有する系統の検索  2～12 水稲育種  

    ・開発 イ 高度耐冷性集積系統の育成  2～12 水稲育種  

  (3) 奨励品種決定調査（予備、本調査、 ア 奨励品種決定予備調査 S29～13 水田作  

    現地調査）   やませ利用  

 イ 奨励品種決定本調査 S29～13 水田作  

   やませ利用  

 ウ 奨励品種決定現地調査 S29～13 水田作  

   やませ利用  

３  新栽培技術、新規需要・用途に対応し     

 たオリジナル水稲新品種の開発     

 (1) 新栽培技術（直播、不耕起等）適応 ア 直播適応性品種の育成開発    

  品種の育成・開発  (ｲ) 超低コスト適応品種の育成    

    a 直播生産力検定試験  3～12 水稲育種  

   銘柄米  
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３  新栽培技術、新規需要・用途に対応 ア 新規需要対応品種の育成    

 したオリジナル水稲新品種の開発  (ｱ) 新規需要対応品種組合せ親の特性調査    

 (2) 新規需要等対応品種の育成・開発    ａ 変異源処理による有用変異の探索  2～12 水稲育種  

   銘柄米  

  (ｲ) 新規需要対応品種の育成  2～12 水稲育種  

   銘柄米  

  (ｳ) 酒造好適米品種開発に係わる加工適性  8～12 水稲育種  

     試験  2～12 銘柄米  

  (ｴ) オリジナル水稲糯品種開発に係る用途別 11～12 銘柄米  

   特性の把握    

［水田利用２］     

１ 大区画圃場における超低コスト・効率     

 生産技術の開発     

  (1) 育苗・移植作業の超省力化技術の開発 ア 水稲ロングマット水耕苗の育苗・移植技術 11～14 水田作  

      の確立    

  (2) 規模拡大に対応した超省力・低コスト ア 北上川流域地帯における水稲湛水点播直播    

    栽培技術の開発（直播等）  栽培技術の確立    

  (ｱ) 品種・作期を組み合わせた直播導入可能 11～13 水田作  

   地域の設定  生産工学  

  (ｲ) 湛水点播直播安定栽培技術の確立    

   ａ 出芽・苗立ちの安定化と初期生育の 11～14 水田作  

    斉一化技術の確立    

   ｂ 点播栽培の生育安定化技術の確立 11～14 水田作  

   ｃ 点播栽培における効率的作業技術の 11～14 生産工学  

    確立    

  (ｳ) 点播栽培技術の組立実証 11～14 水田作  

   生産工学  

２ 環境に負荷の少ない低コスト・省力生産     

 技術の開発     

  (1) 環境に負荷の少ない省力・省資材 ア 新資材の効果の解明  1～13 水田作  

   生産技術の開発     

 (2) 水田雑草の発生生態の解明と効率的 ア 新除草剤の効果の解明    

  防除技術の確立  (ｱ) 水稲作用除草剤第２次適用性試験 S34～13 水田作  

   銘柄米  

   (ｲ) 無人ヘリ散布による水田除草剤の実用性 S34～13 水田作  

３ 水稲の生理・生態に即応した耐冷・多収・     

 品質・食味向上安定生産技術の確立     

  (1) 新品種・系統の良質・良食味安定生産 ア 有望品種・系統の栽培特性    

  技術の確立  (ｱ) 「岩南酒13号」の栽培法 11～12 銘柄米  

   水田作  

 (ｲ) 「岩手酒52号」の栽培特性 10～11 水田作  

   やませ利用  

  (ｳ) 「岩南７号」の栽培特性  10～13 銘柄米  

   水田作  

  (2) 産米品質の評価と良質・良食味米生産 ア 岩手県産米の品質・食味向上要因の評価    

   技術の確立   技術の開発に関する研究    

   (ｱ) 玄米白度決定要因調査   9～13 水田作  

   銘柄米  
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  (2) 産米品質の評価と良質・良食味米生産  (ｲ) 品質および食味関連成分の地域別・年次別  9～13 水田作  

   技術の確立    変動要因調査  銘柄米  

  (ｳ) 主要な品質判定機および食味分析機器の特徴  9～13 水田作  

    調査  銘柄米  

 (3) 気象変動下における安定生産のため イ 低温年における障害不稔発生のモデル化    

  の水稲生理・生態の解明   (ｱ) 危険期判定手法の開発  1～11 水田作  

   (ｲ) 不稔発生のモデル化  8～11 水田作  

 (4) 気象変動に対応した良質・良食味安 ア やませ利用型稲作、畑作農業技術の確立    

  定栽培技術の確立   (ｲ) 県北型高品質米生産技術の確立  4～13 やませ利用  

     ａ 「かけはし」の栽培法    

      (a) 苗質・移植時期と品質 10～12 やませ利用  

      (b) 栽培密度と品質 10～12 やませ利用  

      (c) 追肥時期・量と品質 10～12 やませ利用  

 イ 良質・良食味米生産技術の実証 S58～13 水田作  

４ 水稲生育及び環境情報の活用による生育     

  診断・制御技術の開発     

  (1) 気象・土壌と水稲生育の解析 ア 水稲作況調査と水稲作柄成立要因の解析 S34～13 水田作  

   銘柄米  

   やませ利用  

 イ 優良品種の気象反応試験 S34～13 水田作  

   銘柄米  

   やませ利用  

 ウ 土壌・施肥管理と水稲の生育反応 S34～13 水田作  

  (ｱ) 要素反応試験  銘柄米  

   (ｲ) 土壌リン酸の有効活用  銘柄米  

  (4) リモートセンシング等手法を用いた ア  広域水温のモニタリング  8～11 水田作  

    水稲生育の広域診断技術の確立   銘柄米  

 イ 登熟診断技術の確立 10～13 水田作  

［水田利用３］     

１ 大区画ほ場基盤整備技術の確立     

  (1)ほ場条件に対応した水管理システム ア 地下かんがい、地下排水方式の確立  9～13 生産工学  

   の確立 イ 用排水の自動化と水循環方式による水利用  9～13 生産工学  

  方式の確立    

 ウ 暗渠排水の最適被覆材の選定  9～13 生産工学  

２ 高生産性水田整備・管理技術の確立     

 (1) 大規模・大区画ほ場における生産 ア 農道ターン方式の確立  9～13 生産工学  

    管理のシステム化 イ  畦畔被覆資材・方法の確立  9～13 生産工学  

３ 水田高度利用技術の確立     

  (1) 大区画圃場整備に対応した低コスト ア 大区画圃場営農に対応した低コスト・省力    

   ・省力技術体系の確立  技術体系の確立    

   (ｱ) 高度な診断技術・栽培管理知識を集約  9～13 生産工学  

   した「担い手農家技術支援エキスパート    

   システム」の開発    

 イ 新省力技術    

   (ｱ) 新育苗資材の実用化と新機械の利用性能    

      の解明    

   ａ 新資材、新薬剤の効果の解明    

    (a) 新生育調節剤の効果解析  9～13 やませ利用  
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主 要 研 究 課 題 小課題・細目課題 研究期間 担当研究室 
 

３ 水田高度利用技術の確立     

 (4) 水田機能の多面的利用技術の確立 ア 水田転作のための資料用米生産技術の確立 10～12 水田作  

     

［水田利用４］     

１ 革新技術導入や農地利用集積等多様な     

 担い手の組織化による効率の高い地域営     

  農方式の確立     

  (3) 革新的農業技術の組立実証 ア 革新的技術の実証と評価    

  (ｱ) 大区画水田における米の低コスト生産 10～12 水田作  

   技術の実証  生産工学  

研究的業務     

 水稲の優良種子生産技術 ア 水稲原々種生産 S29～13 水田作  

 イ 水稲原種生産 S29～13 水田作  

［生産システム１］     

１ 大区画ほ場に対応した高性能機械化技     

 術の開発     

  (1) 大区画水田ほ場に適応した利用技術 ア 大区画ほ場における知識集約型機械の開発    

  の開発   と利用技術の開発    

  (ｱ) ほ場均平度自動測定システムの開発・  9～13 生産工学  

   改良    

  (ｲ) レーザーブル利用高精度・高能率均平技術  8～12 生産工学  

   の開発    

  (ｳ) ラジコンヘリ利用による水稲栽培技術の    

   開発    

   ｂ ラジコンヘリ利用による水稲直播栽培 10～13 生産工学  

２ 省力・大規模生産に対応した高性能機     

 械化技術の開発     

 (1)水田農業の総合的な機械化栽培技術の ア 寒冷地・大区画圃場でのロングマット水耕  生産工学  

  確立   育苗技術と移植・栽培技術の開発    

  (ｱ) ロングマット苗の移植精度向上技術と 11～14 水田作  

   初期栽培管理技術の開発  土壌作物  

  (ｲ) 大区画圃場におけるロングマット苗移植 11～14 病害虫  

   技術の総合実証  農業経営  

 ウ 無代かき移植栽培における機械適応性と 10～11 生産工学  

  土壌の特性    

 エ 新側条施肥体系の確立 11 生産工学  

     

 (3) 野菜・花き等機械化技術の開発 ア 未利用資源の活用技術開発    

  (ｲ) 傾斜地で利用可能な農業機械の開発    

   ａ 歩行型全自動野菜移植機の傾斜地適応  7～12 営農技術  

    性の確立    

  (ｳ) 作業機械、新資材の利用技術の確立    

   ａ ホウレンソウの収穫機の開発改良 10～12 営農技術  

   ｂ ホウレンソウの調製機の開発改良 10～12 営農技術  

３  低コスト生産に対応した高度農業機械     

 化技術の開発     

  (4) 作業環境改善及び労働強化低減技術 ア  労働強度・機械作業安全性の解析と改善  9～13 生産工学  

  の確立  技術の確立    



 32

主 要 研 究 課 題 小課題・細目課題 研究期間 担当研究室 
 

〔畑地利用１〕     

１ 高収益作物を組み入れた作目の再編に     

 よる輪作技術・機械化栽培体系の確立     

 (2) 革新的農業技術・経営実証（大規模 ア 革新的農業技術・経営実証    

  営農における作付方式の合理化）  (ｲ) 大豆無培土栽培現地実証 11～13 やませ利用  

     

 (4) 新規導入作物を組み入れた高品質機 ア 高収益作物・新規導入作物・普通畑作物等    

  械化輪作技術の実証  による機械化輪作栽培と高品質、安定生産    

  技術    

  (ｱ) 高品質途大豆を組み入れた作付け体系の    

     安定生産技術    

   ａ 大豆高品質生産及びコスト低減技術 10～11 野菜畑作  

 イ 地域に対応した作目再編方策の確立    

   (ｱ) 新規導入作物の定着条件の把握と展開    

     方策    

   ａ 土地利用の実態と展開方向  7～11 やませ利用  

        

   (ｲ) 機械化輪作栽培体系と高品質、安定生産    

     技術の確立    

     ａ 高品質機械化栽培体系の確立  7～11 やませ利用  

   営農技術  

     ｂ アマランサス、そばを組み入れた作付  7～11 やませ利用  

      体系の安定生産技術の実証    

     ｃ 新規導入作物の利活用技術拡大と評価  7～11 やませ利用  

     ｄ 機械化輪作体系の現地実証  7～11 営農技術  

 ウ 新規導入作物の定着条件の把握と展開方策    

  （現地支援研究）    

  (ｱ) 新規導入作物等の作付体系と連作障害の  7～11 営農技術  

   被害軽減実態調査    

     

(5) 北部沿岸農地開発地域における大規 ア 農地開発地における持続型高収益野菜モデ    

  模野菜作経営の実証  ル経営の実証    

   (ｱ) 継続実施可能な有機物施用方法の検索    

   ａ 畜産由来有機物利用低コスト土壌改良 10～12 営農技術  

    効果実証    

   (ｲ) 高収益土地利用型野菜等を組み入れた    

   畑輪作体系の確立    

   ａ 緑肥を組み入れた普代型モデル畑輪作 10～12 営農技術  

    体系の実証    

  (ｳ) 畑地かんがいを活用した普代農業の組立    

   ａ 溝底播種法による生食用にんじんの 10～13 やませ利用  

    春播き早出し作型の検討    

［畑地利用２］     

２  普通作物等の高品質・安定多収生産     

 技術の開発     

 (1) 新作物・新品種の省力機械化・高 ア 地域資源を活用した高付加価値農産物の    

  品質栽培技術の確立  生産・流通システムの確立    
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主 要 研 究 課 題 小課題・細目課題 研究期間 担当研究室 
 

 (1) 新作物・新品種の省力機械化・高  (ｱ) 高付加価値農産物の生産・流通技術の    

  品質栽培技術の確立   開発    

   ａ 雑穀類の高付加価値化技術    

    (a) ヒエ・アワを中心とした無農薬機械化 11～15 営農技術  

    栽培    

    (b) アワの除草法の検討 11～15 やませ利用  

    (c) ヒエの無農薬水田移植栽培技術の 11～15 やませ利用  

     検討    

   ｂ ヒエ・アワの乾燥・調製法 11～15 やませ利用  

  (ｲ) 消費ニーズを踏まえた生産・流通システ    

   ムの実証    

   ａ 高付加価値新需要穀類の生産技術の    

    現地実証    

    (a) ヒエ・アワの無農薬機械化栽培現地 11～15 やませ利用  

     実証    

    (b) ヒエ・アワの乾燥・調製現地実証 11～15 やませ利用  

 イ 不耕起・無中耕・無培土栽培を基幹とした    

  大豆の超省力安定栽培技術    

  (ｱ) 大豆不耕起栽培体系の導入条件と展開    

   方策    

   ａ 大豆作における導入機械の好適使用 11～12 野菜畑作  

    条件検討    

   ｂ 不耕起土壌の理化学性等の把握 11～15 野菜畑作  

  (ｲ) 不耕起播種による大豆の高品質・安定    

   生産技術    

   ａ 不耕起播種機の能率・精度の向上検討 11～15 野菜畑作  

   ｂ 不耕起、無中耕、無培土栽培に適応 11～14 野菜畑作  

    した品種、栽培法の検討    

   ｃ 大豆作を中心とした水田利用作付体系 11～15 野菜畑作  

    の実証    

     

 (2) 露地野菜等の機械化輪作栽培技術の ア  輪作作物の機械化栽培技術の確立  9～12 野菜畑作  

   確立     

 (5) 工芸作物の省力低コスト栽培技術体 ア たばこ作低コスト超省力機械化体系現地 10～13 やませ利用  

  実証    

 イ 新資材の実用化    

  (ｱ) 子床用ポット 10～ やませ利用  

  (ｲ) 微生物資材 10～ やませ利用  

３ 畑生産基盤の改善と生産力増強技術の     

 確立     

 (1) 畑地かんがいの利用による新たな ア 畑地かんがい地帯における野菜・花き等を 10～12 営農技術  

  複合型生産・営農技術の開発  組み入れた高収益モデル実証    

４  畑作物（園芸作物及び普通畑作物）の     

 生育情報及び生育環境情報の活用による     

 生育診断・制御技術の開発     

 (1) 生育環境条件と生育情報の解析 ア  畑作物の生育相及び気象反応の解明 S49～13 野菜畑作  

  (ｱ) 小麦作況調査  やませ利用  

   (ｲ) 大豆作況調査    
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主 要 研 究 課 題 小課題・細目課題 研究期間 担当研究室 
 

  (4) 植物生育調節剤等の実用化 ア  新資材の実用化    

  (ｱ) 除草剤、生育調節剤、被覆素材の実用化  9～13 やませ利用  

［畑地利用３］     

１ 中山間地域等地域適応性の優れた特産     

 作物の新品種育成と選定     

 (1) 中山間地域の多様な気象条件に ア 普通作物等の多収良質品種の育成    

    適した安定品目の探索と品種選定   (ｱ) 小麦奨励品種決定調査 S56～ やませ利用  

   (ｲ) 大豆奨励品種決定調査  やませ利用  

   ａ 基本調査 S29～ 野菜畑作  

   ｂ 現地調査 S29～   

   (ｳ) 大豆系統適応性検定試験 S45～ やませ利用  

  (2) 環境負荷の少ない低投入型農法に ア  麦類の奨励品種決定調査 S29～13 野菜畑作  

    適した耐病害虫、耐環境特性の改良 イ  豆類の奨励品種決定調査 S29～13 野菜畑作  

  (3) オリジナリティの高い地域特産作物 ア 畑作物の革新的作型の確立  7～12   

    の品質検定と改良・育成  (ｱ) 本県における春まき麦類の適応性 10～12 野菜畑作  

 イ 新形質品種の特性を活かした高位安定栽培    

  技術の確立    

  (ｱ) 低アミロース小麦系統「東北206号」の 11～13 野菜畑作  

   高品質安定栽培技術    

 ウ ハトムギ優良品種の選定 11～13 野菜畑作  

 (5) 各種作物の検定調査 ア  麦類耐寒雪性特性検定試験 S29～13 野菜畑作  

 イ  大豆立枯性病害抵抗性特性検定試験 S62～13 野菜畑作  

 ウ  ばれいしょウイルス病抵抗性特性検定試験 S28～13 野菜畑作  

３  輪作・機械化に適した新品種の育成と     

 選定     

  (1) 品種・系統の地域輪作への適応性 ア  ばれいしょ系統適応性検定試験 S47～13 野菜畑作  

    検定試験 イ  あずき系統適応性検定試験 S40～13 野菜畑作  

  (2) 機械化適応性の実証評価 ア  大規模機械化栽培に適したダイズ新品種の  7～14 野菜畑作  

  選定及び栽培実証    

 イ 地域に適合した転換畑の持続的作付け体系 10～12 野菜畑作  

  の組立実証    

 (3)機械化輪作に適した新品種の選定 ア  主産国に負けない高い製パン・製めん特性  7～13 野菜畑作  

  を持った小麦品種の選定と評価    

 ［研究的業務］     

   一般畑作物の原種・原々種生産  S29～13 野菜畑作  

〔果樹１〕     

１ 革新的技術開発による超省力・多収・     

 高品質果実生産技術の確立     

 (1) りんごの新わい性台木利用による ア 新わい性台木利用によるショートサイクル    

  ショートサイクル栽培技術の確立  技術の確立    

  (ｱ) 密植による低コスト栽培  6～11 果樹  

 ウ ２１世紀のリンゴわい化栽培を担うＪＭ    

  台木の利用技術の開発    

  (ｱ) ＪＭ台木と主要品種・県奨励品種との    

   親和性の解明    

   ａ ＪＭ台木と「ふじ」、「きおう」等の 11～15 果樹  

    親和性    
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主 要 研 究 課 題 小課題・細目課題 研究期間 担当研究室 
 

 (1) りんごの新わい性台木利用による  (ｲ) ＪＭ台木の現地適応性の解明    

  ショートサイクル栽培技術の確立   ａ ＪＭ７台木利用樹の現地適応性 11～15 果樹  

  (ｳ) ＪＭ台木の簡易・安定・短期生産法の    

   確立    

   ａ 台木の簡易増殖法 11～15 果樹  

   ｂ 苗木の短期生産法 11～15 果樹  

  (ｴ) 優良ポット苗の短期育成技術の確立    

   ａ ＪＭ台木を用いたポット養成苗木の 12～15 果樹  

    短期生産法    

  (ｵ) ＪＭ台木利用・栽植様式による低樹高    

   栽培技術の確立    

   ａ 台木の利用法    

     (a) 地上部台木長の検討 11～15 果樹  

    (b) ＪＭ５台木の中間台利用法の検討 11～15 果樹  

   ｂ ＪＭ７台木の栽植様式の検討 11～15 果樹  

     

 エ 果樹類の低樹高品種の育成等による省力・    

  軽作業栽培技術の開発    

  (ｱ) りんごのカラムナータイプ等に適合する    

   新栽培方式・防除法の開発    

   ａ カラムナータイプなどに適合した省力   9～12 果樹  

    機械化体系の確立    

   ｂ 省力機械化体系に適合した省力形質   9～12 果樹  

    樹型品種の栽培法の確立    

  (ｲ) りんごスパータイプ等特殊形質樹利用に    

   よる低コスト、超省力、高品質生産技術の    

   解明    

   ａ スパータイプ等特殊形質を有する品種   9～12 果樹  

    の栽培特性の把握    

  (ｳ) 葉とらずりんご等を主体とした省力・    

   低コスト・高品質生産技術の確立    

   ａ 葉とらずりんご等を主体とした果実    

    品質重視型栽培法の開発    

    a) 葉とらずりんごに適合した着色系統  10～14 果樹  

     の選抜    

    b) 台木別最適樹相の検討  10～14 果樹  

   ｂ 葉とらずりんご等の果実品質評価法の  10～14 果樹  

    検討    

     

 (2) 大規模果樹園に対応した機械化体系 ア 果樹園管理の省力機械化栽培法の確立    

  等栽培技術の確立  (ｱ) 果樹園用局所施肥機による施肥量の削減 11～15 果樹  

   と果実品質の向上    

     

 (3) ぶどう大粒種等の省力・低コスト栽 ア 転作田を活用した、ぶどう新品種導入に    

  培技術の確立  よる高品質・安定生産・省力栽培法の確立    

  実証    
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主 要 研 究 課 題 小課題・細目課題 研究期間 担当研究室 
 

 (3) ぶどう大粒種等の省力・低コスト栽  (ｱ) ぶどう新品種導入による、高品質、生産    

  培技術の確立   安定、省力栽培法の確立実証    

   ａ 新品種の栽培実証試験  10～12 果樹  

   ｂ 新仕立て法による省力栽培技術の開発  10～12 果樹  

    と実証展示    

     ｃ 高品質安定生産実証試験  10～12 果樹  

 (4) 西洋なし、おうとう等のわい化栽培 ア 西洋なしのわい化栽培による省力・低コスト    

  による省力、低コスト栽培  栽培技術の確立    

  (ｱ) ラ・フランスの生産安定    

   ａ ラ・フランスの単為結果性を利用した 11～13 果樹  

    安定生産技術の検討    

〔果樹２〕     

１ 岩手オリジナル高品質果樹品種の開発     

 (1) ジョナゴールド、ふじ等に優る ア ジョナゴールド、ふじ等に優るりんご中・    

  りんご中・晩生種の開発  晩生種の開発    

  (ｱ) 国育成系統適応性（盛岡58～59号）  1～13 果樹  

  (ｲ) 国内外導入品種の選抜  1～13 果樹  

  (ｳ) いわて特産中～晩生種の交配育成  1～13 果樹  

 (2) キャンベル、紅伊豆等に優る耐寒性 ア キャンベル、紅伊豆にかわる耐寒性大衆    

  中・大粒早熟性ぶどう品種の開発  し好品種の育成及び選抜    

  (ｱ) 寒冷地向きぶどうの系統適応性試験  4～13 果樹  

   （第７～９回ぶどう系統適応性試験）    

  (ｲ) 国内外育成の寒冷地向き品種の選抜  1～13 果樹  

   （生食用、醸造、兼用種等品種の選抜）    

  (ｳ) 耐寒性中・大粒種ぶどうの交配育成  1～13 果樹  

 (3) ラ・フランスに優る西洋なし品種の ア ラ・フランスに優る西洋なし品種の開発    

  開発  (ｱ) 国内外導入品種の選抜  1～13 果樹  

 (4) 特産果樹類の育成選抜 ア おうとう、もも等の優良品種の選抜  1～13 果樹  

     

２ 生物工学的手法等先端技術を応用した     

 新品種の開発     

 (3) 高糖度、多収を目指したウイルス ア 先端技術応用による優良品種の開発育成 S57～13 果樹  

  フリー樹の開発  (ｱ) 良品質・高生産を目的としたウイルス    

   フリー樹の作出    

〔果樹３〕     

１ 樹体生理に即応した安定生産技術の     

 確立     

 (2) 高品質、多収のための生育調節技術 ア りんごの植調剤    

    の開発  (ｱ) りんごの摘花（果）剤の選抜と実用化  1～13 果樹  

  (ｲ) 除草剤の効果的使用法  1～13 果樹  

  (ｳ) 摘葉剤の選抜  1～13 果樹  

 イ ぶどうその他果樹に対する植調剤    

  (ｱ) ぶどうの結実促進   1～13 果樹  

  (ｲ) ぶどう園等除草剤の効果的使用法   1～13 果樹  

 (3) 結実及び着色管理技術の向上による ア 新品種等の安定生産技術の確立    

  品質向上技術の開発  (ｱ) きおうの裂果・落果防止技術の確立  5～13 果樹  

 (4) 樹体生理と施肥反応の解明 ア 新資材、肥料等の実用化試験    

  (ｱ) 有機入り肥料の施肥効果  1～13 果樹  
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［野菜１］     

１ 省力生産システムの開発     

  (1) 省力・低コスト大量苗生産システム ア 園芸作物におけるセル成型苗等の機械化    

  の確立  生産技術の開発    

   (ｱ) 新接ぎ木法に対応した養生・順化技術   9～13 野菜畑作  

    の確立    

  (2) 作業技術と栽培法の改善による省力 ア 園芸作物の経営基盤を強固にする省力・低    

  化   コスト生産技術の開発    

   (ｱ) セル成型苗等省力・低コスト生産技術の    

     開発    

    ａ 雨よけトマトにおけるセル成型苗直接   9～13 野菜畑作  

    定植技術の確立    

    ｂ 雨よけトマト低段密植による不耕起   9～13 南部園芸  

    連続栽培法の確立    

     ｃ ハウスピーマンにおけるセル成型苗   9～13 野菜畑作  

      直接定植技術の確立    

   (ｲ) 大規模野菜生産技術の確立    

     ａ 夏秋キュウリ大規模生産技術の確立   9～13 野菜畑作  

    ｂ 雨よけトマトの大規模生産技術の確立   9～13 野菜畑作  

    ｃ ピーマンの省力型品種の選抜   9～13 野菜畑作  

 イ 稲作地帯における園芸省力安定生産モデル    

  経営の実証    

  (ｱ) きゅうりの少量土耕栽培技術の開発実証  10～12 野菜畑作  

 ウ 沿岸中山間地における園芸省力安定生産    

  モデル経営の実証    

  (ｱ) いちご栽培の省力低コスト栽培の確立  10～12 南部園芸  

 エ 加工部門との連携によるだいこん産地の    

  経営改善実証    

  (ｱ) だいこんの輪作体系の改善実証  10～12 南部園芸  

 (3) 機械化生産システム確立とそのため イ 野菜の省力機械化技術を基幹とした大規模    

  の栽培管理の改善  畑輪作技術    

   (ｱ) 機械化輪作体系の成立条件と導入対策    

     ａ 露地野菜の省力機械化技術の適用条件   9～13 生産工学  

      の解明  営農技術  

   (ｲ) 省力機械化体系に適した栽培技術の開発    

     ａ 定植機、収穫機等に対応したキャベツ    

      の栽培法の確立    

 (a) 定植苗の斉一化  9～13 産地育成  

    (b) 本畑での生育の斉一化  9～13 産地育成  

   ｂ 機械化に対応した施肥技術の改良  10～13 営農技術  

   (ｳ) 機械化畑輪作体系の作物生産に対する    

     評価    

    a 機械化輪作体系の作物生産に対する評価  9～13 産地育成  

 (4) 新資材等活用による低コスト・安定 ア 新資材、新肥料、除草剤の実用化    

  生産技術の開発   (ｱ) 新肥料の肥効試験    

   ａ ネギの発酵鶏糞配合肥料の肥効 11～ 産地育成  

   ｂ スイートコーンの新品種専用肥料の 11～ 産地育成  

    肥効    
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 (4) 新資材等活用による低コスト・安定 ア 新資材、新肥料、除草剤の実用化    

  生産技術の開発  (ｲ) レタス土なし培土 S59～ 産地育成  

  (ｳ) キャベツ土なし培土 S59～ 産地育成  

 イ 新肥料の肥効検定他    

  (ｱ) 果菜類に対する肥効確認  9～13 南部園芸  

  (ｲ) 果菜類に対する育苗培土の効果確認  9～13 南部園芸  

２ 大規模野菜生産技術の確立     

 (3) 大規模野菜生産技術の確立 ア ホウレンソウの省力低コスト技術の体系化    

   (ｱ) 生育の斉一化  9～13 産地育成  

［野菜２］     

１ 市場競争力のある特徴的品種・品目の     

 育成     

  (1) バイテク技術対応によるオリジナル ア 野菜の優良栄養繁殖系品種の育成    

    品種の育成  (ｱ) サトイモの優良系統の選抜 10～15 野菜畑作  

 イ 市場性の高い岩手銘柄えだまめ品種の育成 S58～13 野菜畑作  

 ウ えだまめ等オリジナル品種優良種苗の維持 8～ 野菜畑作  

   ・増殖    

 エ ニューなばな「春の輝」の前進作型の開発    

  (ｱ) ワックスレス中生優良系統の選抜  7～13 野菜畑作  

  (3) 主要品目の地域適応性の高い優良 ア 地域適応性に優れた品種の選定    

  品種の選定   (ｱ) スイートコーン S62～ 産地育成  

   (ｲ) レタス 1～ 産地育成  

   (ｳ) キャベツ S63～ 産地育成  

   (ｴ) ホウレンソウ S63～ 産地育成  

   (ｵ) ダイコン S62～ 産地育成  

２ 長期的な高位安定生産と持続的な産地     

形成技術の確立     

 (2) 持続的産地維持のための好適作付体 ア 稲作地帯における土地利用型水田営農    

  系の確立  システムの開発    

  (ｱ) 土地利用型作物の高品質安定生産技術の 10～12 野菜畑作  

   実証（水沢）    

 イ 転作田への高収益作目の導入促進のための 10～12 野菜畑作  

  野菜の栽培実証    

 (4) 耕種的方法による長期安定生産技術 ア 大区画圃場整備地区における園芸・水稲    

  の確立  複合型集落営農モデルの実証    

   (ｱ) 転作田の高度活用によるサトイモの安定 10～12 野菜畑作  

   生産技術    

     

［野菜３］     

１  周年生産技術の確立     

  (1) 新作型、栽培法確立による出荷期間 ア  園芸作物におけるセル成型苗等の機械化    

    延長技術   生産技術の確立    

   (ｱ) 低温処理等による付加価値型苗生産技術    

     の開発    

   ａ 短日処理によるいちご促成作型の開発  9～13 南部園芸  

     ｂ なばなの春化処理苗の低コスト生産 7～ 南部園芸  

      技術の開発    
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  (1) 新作型、栽培法確立による出荷期間 イ 地帯別気象特性を活かした野菜生産の長期    

    延長技術  化技術    

 (ｱ) キャベツの５～６月穫り作型の確立 10～12 野菜畑作  

 ウ 藤崎地区における灌漑による野菜や花きを 10～12 南部園芸  

  取り入れたモデル経営の実証    

 (3) 施設の高度利用技術 ア 園芸作物における溶液土耕等の施設に対応    

  した生産技術    

  (ｱ) いちごのベンチアップ栽培の確立    

   ａ 栽培ベッドの大きさと栽植密度の検討 11～12 南部園芸  

   ｂ 培養液濃度の検討 11～13 南部園芸  

  (ｲ) トマトの少量土壌培地耕栽培技術の確立    

   ａ 培養液濃度の検討 11～12 南部園芸  

   ｂ 適品種の検討 11～14 南部園芸  

   ｃ 培地の種類 11～12 南部園芸  

２ 地域環境資源を活用した栽培技術の     

  確立     

 (4) 中山間地帯資源活用、新品目の導入、 ア 高付加価値農産物の生産・流通技術の開発    

  栽培技術の開発  (ｱ) コマツナ等の冬春期安定生産技術の開発 11～13 産地育成  

   (ｲ) 山菜の安定生産技術    

   ａ  ウルイの母株養成技術の確立 11～15 産地育成  

     ｂ  促成栽培に有望な山菜類の収集 11～15 産地育成  

  (ｳ) 調理用トマトの安定生産技術 11～13 産地育成  

 (5) 気象変動に対応した栽培技術、生育 ア 野菜における生育ステージ別気象要因と    

   予測技術の確立   生育特性の解明    

   (ｱ) ダイコン抽苔回避温度調査  9～13 産地育成  

     

［花き１］     

１ 花きオリジナル品種の育成     

  (1) バイテク等先端技術を応用した育種 ア  園芸作物優良形質遺伝子導入系統の有用性    

  法の開発  及び特性の評価・調査    

   (ｱ) スタ－チス･シヌア－タの優良培養系統  8～13 花き  

   の特性検定    

  (2) 交雑育種法等による新品種育成 ア  重点品目の品種開発    

   (ｱ) りんどうの品種育成 S49～15 花き  

   (ｲ) ニュ－タイプ小ぎくの品種育成  1～15 花き  

   (ｳ) ゆりの品種育成  5～15 花き  

  (ｴ) スターチス類の品種育成 11～15 花き  

     

２ 寒冷地適応新商材の開発と主要切花品     

 の銘柄化技術     

 (2) 新規需要鉢物等高需要新商材の開発 ア 寒冷地型鉢花・花壇苗物生産技術    

  (ｱ) 宿根草等の鉢物化技術の確立 10～14 花き  

  (ｲ) 秋出荷花壇苗の生産体系の確立 10～14 南部園芸  

  (3) 新花き品目の寒冷地適応生産技術の ア  県北中山間地域における園芸品目の省力    

   確立  高品質生産技術の開発（九戸村）    

   (ｱ) スプレーギクの省力高品質生産技術の 11～13 産地育成  

     実証    
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  (3) 新花き品目の寒冷地適応生産技術の イ 高付加価値農産物の生産技術の実証    

   確立  (ｱ) 特産的花きの商品化技術    

   ａ 有望品目・有望品種の収集及び選定 11～15 産地育成  

 ウ 消費者ニーズを踏まえた生産・流通シス    

  テム    

  (ｱ) 高付加価値花きの生産技術の現地実証    

   ａ 有望宿根草・花木の現地適応性 11～15 産地育成  

 (4) 切花主要品目の寒冷地適応優良品種 ア  新規地域特産作物等の大量増殖、農地に    

  の選抜  おける斜面の整備・多目的利用技術の開発    

   (ｱ) 有望品目の選定及び優良系統の収集  7～11 産地育成  

   (ｲ) 地域特産品目の省力、低コスト、高品質  7～11 産地育成  

     生産技術の確立    

     

 ［花き３］     

１ 需要期に供給できる開花調節技術の確     

 立と新作型開発     

 (1) 生理、生態特性解明による主要切り ア  生理、生態特性による主要品種、切り花    

    花品目の開花調節技術の確立  品目の開花調節機能の解明    

  (ｱ) りんどうの生育､開花制御要因の解明  9～13 花き  

  (ｲ) りんどうのセル成型育苗の管理指標策定  7～13 花き  

  (ｳ) りんどうの作況調査 S58～ 花き  

  (ｴ) トルコギキョウの生育､開花制御要因の  9～13 花き  

   解明    

 イ 地域資源の高度活用技術の開発    

  (ｱ) りんどうの効率的増殖育苗技術の開発  9～11 花き  

 ウ  花き銘柄産地構築のための長期継続出荷    

   技術の開発研究    

  (ｱ) りんどうの高品質安定生産技術の開発    

     ｂ りんどうの栄養系品種の高品質安定  6～13 花き  

    生産及び不時出荷の技術の開発    

  (ｲ) りんどうの高品質促成栽培技術の確立 10～14 花き  

  (ｳ) きく類の長期出荷技術の開発    

   ａ 小ギク、スプレーギクの作期拡大技術の  9～13 花き  

    確立    

  (ｴ) 地帯別気象特性を生かした花き生産の  9～13 花き  

     長期化技術    

     ａ トルコギキョウの冷涼気象要因と地帯  9～13 花き  

    別生育特性の解明及び秋出し高品質生産    

    技術の確立    

２ 周年生産技術の確立     

 (1) 地帯別気象特性を活用した周年生産 ア  寒冷地施設利用花き生産のスリーシーズン    

    技術の開発  化に向けた、高品質安定生産技術の確立    

  (ｱ) 気象条件を利用した作期拡大技術    

   ａ スタ－チスの秋冬切り栽培法の確立  9～11 花き  

   南部園芸  

    ｂ トルコギキョウの春切り作型の確立  9～11 花き  

   南部園芸  
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 (1) 地帯別気象特性を活用した周年生産  (ｲ) 不良環境下における品質向上技術    

    技術の開発     ｃ 秋冬切りストックの品質向上技術  9～11 花き  

   ｄ プレルーティングによる抑制ユリの  9～11 花き  

    品質向上技術の開発    

 ウ  岩手、沖縄両県の気象条件を活用した花き    

   類の連携長期出荷技術    

  (ｱ) 沖縄育成小ぎくの長期安定出荷技術 11～13 花き  

  (ｲ) 洋ラン（鉢花）の栽培技術の確立 11～13 花き  

 エ  花き銘柄産地構築のための長期継続出荷  9～13 南部園芸  

   技術の開発研究    

   (ｱ) 施設の高度利用技術による花き周年生産    

     化技術    

２ 周年生産技術の確立   ａ ラ－クスパ－等の越冬、抑制作型におけ  9～13 南部園芸  

 (1) 地帯別気象特性を活用した周年生産    る良品生産技術の確立    

    技術の開発   (ｲ) 地帯別気象特性を生かした花き生産の    

     長期化技術    

   ａ トルコギキョウの秋冬出し高品質生産  9～13 南部園芸  

    技術の確立    

   ｂ デルフィニウムの品種選定と栽培技術  9～13 産地育成  

    の確立    

 (2) 新資材等を活用した周年生産技術の ア  新資材、新肥料、除草剤の実用化    

  開発   (ｱ) 新肥料の肥効試験    

   ａ 有機石灰肥料のトルコギキョウへの  9～ 産地育成  

    施用    

   ｂ ロング肥料のりんどうへの施用 10～ 産地育成  

   ｃ りんどうの苗に対するジベレリン処理 10～11 花き  

    効果    

  (ｲ) 有機入り花肥料及び有機石灰入り土づく 10～11 花き  

    り肥料のゆりに対する肥効確認    

  (ｳ) トルコギキョウ肥料の肥効確認 11～ 花き  

  (4) 露地と施設の組合せによる周年生産 ア 県北中山間地域における花き品目導入に    

  技術の確立   よる農業経営の確立実証    

  (ｱ) 秋出しパンジー栽培技術の確立  9～14 産地育成  

  (ｲ) 花壇苗周年生産技術の確立  9～14 産地育成  

〔蚕糸昆虫１〕     

１ 地場産業向け加工用素材生産技術と     

 利用法確立     

 (1) 新用途素材加工利用法開発 イ 座繰り糸・つむぎ糸等の生産・加工技術 10～12 蚕桑技術  

 (3) 新素材繭の効率的生産技術 ア  需要動向を見極めた繭・糸・桑の生産技術  9～10 蚕桑技術  

   開発    

  （ｱ）高価格絹糸の需要動向調査、特徴ある蚕  9～12 蚕桑技術  

    品種の収集及び特殊用途繭糸の試作    

〔蚕糸昆虫２〕     

１ 食品、バイオマス素材等への利用技術     

 開発     

 (3) 養蚕資源の他用途利用技術開発 ア 養蚕施設・資源を高度に利用した作目導入    

  のための調査研究    

  (ｱ) 菌床きのこ栽培 10～12 蚕桑技術  
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２ 昆虫機能活用研究     

 (3) 蚕を活用した環境評価法 ア  蚕による農薬・生理活性物質のモニタリン    

   グ手法の開発    

   （ｱ）新薬剤の蚕への残留毒性 S57～13 蚕桑技術  

 イ  カイコ及び人工飼料を利用した各種昆虫の  9～11 蚕桑技術  

  飼育    

〔蚕糸・昆虫３〕     

１  多回育養蚕技術の開発     

  (1) 無菌人工飼料育技術 ア 稚蚕期の無菌人工飼料育実証 10～13 蚕桑技術  

２  桑の省力安定生産技術確立     

 (3) 地域適応性品種選定と用途別桑の ア  系統適応性検定試験 S44～13 蚕桑技術  

  栽培法確立 ウ  地域適応性桑品種の育成と短期選抜  9～13 産地育成  

 エ 桑の生育診断 S55～ 蚕桑技術  

     

〔生産環境１〕     

１  生産環境の保全、安全管理技術の開発     

  (1) 肥料の動態の把握と環境負荷を低減 ア 施肥窒素溶脱抑制技術の確立    

  する施肥技術の開発   (ｱ) ライシメータ試験  3～11 環境保全  

   (ｲ) 場内圃場試験  8～11 環境保全  

 イ 肥効調節型肥料の導入技術の確立    

   (ｱ) 野菜類の全量育苗箱施肥技術の確立 10～12 土壌作物栄養  

  (2) 農薬の環境動態の把握と環境汚染 ア 農薬水質影響調査    

   防止対策技術の開発   (ｱ) 水質影響低減技術の開発    

   ａ いもち病防除粒剤の施用法と水系での 10～14 環境保全  

    残留    

   ｂ 種子消毒廃液処理対策技術の確立 10～14 環境保全  

 (3) 健全食品生産技術の開発（農薬残留 ア 農薬残留対策調査（作物残留） S46～ 環境保全  

    対策） イ 農薬残留安全追跡調査  10～ 環境保全  

 ウ 農薬安全使用等啓発事業    

   (ｱ) 防除農薬散布暦の安全性確認調査  6～11 環境保全  

 エ 土壌汚染防止対策技術の確立 S62～ 環境保全  

  (5) 環境保全型農業の総合組立 ア 水稲における環境保全型農業の総合組立    

  (ｱ) 水稲有機栽培等の地域別可能性と収量    

   水準の策定    

   ａ 立地条件の異なる地域における有機物    

    施用法の組立、実証    

    (a) 有機物施用量といもち病発生量、収量 10～12 環境保全  

     性の解析    

    (b) 地域別の侵入環境の把握と発生量の 10～12 環境保全  

     評価    

 イ 野菜における環境保全型農業の総合組立    

   (ｱ) ほうれんそうにおける有機栽培技術 10～11 環境保全  

 ウ 作型を利用したレタスの無農薬栽培技術   9～13 営農技術  

 エ 環境にやさしいマルチ資材等利用技術    

  (ｱ) 生分解性マルチフィルムの分解性及び 11～13 環境保全  

   作物への影響    

  (ｲ) 鋤込み可能マルチの葉たばこ栽培への 10～ やませ利用  

   適応性    
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主 要 研 究 課 題 小課題・細目課題 研究期間 担当研究室 
 

２  農業のもつ多面的機能の維持・向上技     

  術の開発     

  (1) 土壌環境評価利用技術の開発（土壌 ア 環境保全型有機質資源施肥基準設定調査    

  環境負荷軽減対策推進）  (ｱ) 土壌モニタリング調査 10～14 土壌作物栄養  

  (ｲ) 有機物連用試験    

   ａ  水稲の有機物施用基準設定調査 10～14 土壌作物栄養  

   ｂ  畑地の有機物施用基準設定調査 10～14 土壌作物栄養  

   ｃ  有機質資源連用試験圃場（畑） 10～14 土壌作物栄養  

     

  (2) 生産環境情報システムの開発と実用 ア メッシュ土壌情報の高度化と稲作環境評価    

  化  技術の開発    

   (ｱ) リモセン技術等によるメッシュ生産環  8～11 土壌作物栄養  

   境情報の高度化    

  (ｲ) 安定生産阻害要因の予測と対応技術の    

   現地実証    

   ａ 水温推定式と施肥対応技術の確立 11～12 土壌作物栄養  

 イ 生産環境情報利用技術の開発    

  (ｱ) 作物生育適地評価法の確立 11～13 土壌作物栄養  

３  気象資源の評価・利用技術および気象     

   災害回避技術の開発     

  (1) 農業気象情報の管理と活用技術の ア 農業気象観測とメッシュ気象図の活用方策    

    開発  の確立    

   (ｱ) 農業気象観測と気象情報データベースの  9～13 環境保全  

   作成・管理    

   (ｲ) アメダスによる地域別気象特性評価  9～13 環境保全  

     

〔生産環境２〕     

１  土壌生態系を活用した土壌管理技術の     

  開発     

  (2) 土壌生態を指標とする土壌診断技術 ア 土壌生態系を指標とする土壌診断技術の    

    の確立   確立    

   (ｱ) グルコース吸収速度を中心とした土壌  8～11 環境保全  

   診断技術の確立    

 (3) 連作障害を回避する新栽培技術の ア 連作障害発生要因の解明    

    開発   (ｱ) 作付け体系及び土壌管理と土壌生態系の  8～11 環境保全  

   関係の解明    

 イ 東北北部中間中山間畑作地帯におけるキャ    

  ベツの環境保全型栽培技術の開発    

  (ｱ) キャベツの環境保全型防除技術の現地    

   普及・定着要因の策定    

   ａ キャベツ根こぶ病菌密度の推移と発病 10～14 営農技術  

    度の推移と発病度の実態解析    

   ｂ 土壌評価に基づく対抗性植物を利用 10～14 営農技術  

    したキャベツ根こぶ病発病抑止効果の    

    評価    

   ｃ キャベツへのコナガ寄生蜂導入条件の 10～12 営農技術  

    策定    
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 (3) 連作障害を回避する新栽培技術の  (ｲ) 検定作物による根こぶ病菌密度推定技術    

    開発 の開発    

   ａ 検定作物を用いた根こぶ病の簡易菌 10～12 営農技術  

    密度推定法の確立    

  (ｳ) 短期輪作による環境保全型根こぶ病発生 10～14 営農技術  

   抑止技術の実証（体系化実証）    

 ウ フザリウム病の発生実態の解明  8～11 病害虫  

 エ 土地利用型輪作体系における生産性向上  9～13 病害虫  

  制限要因の解明    

     

２  生物間相互作用を利用した生物防除技     

  術の開発     

  (1) 天敵昆虫を利用した害虫の生物防除 ア 天敵による施設果菜類の多犯性害虫防除    

    法の開発  技術の確立    

   (ｱ) 寄生性天敵(オンシツツヤコバチ)による  9～12 環境保全  

     コナジラミ類の防除法（トマト）    

 (2) 微生物を利用した害虫の防除技術の ア 昆虫寄生糸状菌を利用した害虫防除技術の    

    開発   確立    

   (ｱ) 斑点米カメムシに対する有効糸状菌の  8～12 病害虫  

   探索と効率的施用技術の開発    

   (ｲ) ピ－マンのアブラムシ類に対する有効  5～12 病害虫  

   糸状菌の探索と施用技術の開発    

３  作物の防御機能を利用した病害虫の     

  制御技術の開発     

  (1) 交差抵抗性誘導菌による主要病害 ア 交差抵抗性誘導菌の利用技術    

  防除技術の開発   (ｱ) 非病原性フザリウムを利用したホウレン    

   ソウ萎ちょう病の制御技術組み立てと現地    

   実証    

   ａ 移植栽培技術の検討  8～12 環境保全  

  (2) フェロモン等生理活性物質を利用 ア フェロモンを利用した害虫防除技術の確立    

    した害虫防除技術の開発   (ｱ) 性フェロモンおよび天敵利用を基軸と    

   したリンゴとモモの減農薬防除の確立    

   ａ 主要害虫に対する省力的更新攪乱技術  8～12 病害虫  

    の確立    

   ｂ 減農薬防除体系下における天敵群の  8～12 病害虫  

    利用技術の確立    

   ｃ 農薬による効率的補完防除技術の確立  8～12 病害虫  

   ｄ 減農薬防除体系におけるマイナー害虫  8～12 病害虫  

    の顕在化の可能性調査    

   ｅ 主要害虫に対する減農薬防除体系の  8～12 病害虫  

    実証・検証    

   (ｲ) 性フェロモンを利用したアブラナ科野菜  8～12 環境保全  

   のコナガの総合防除技術の確立    

  (3) 植物が生成する生理活性物質等を ア 対抗植物及び作物固有の線虫増殖特性を    

    利用した作物抵抗力向上技術の開発  利用したネグサレセンチュウの制御技術    

   (ｱ) 密度低下に有効な輪作作物の探索と有用  7～11 環境保全  

   性の評価    
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主 要 研 究 課 題 小課題・細目課題 研究期間 担当研究室 
 

［生産環境３］     

１  未利用資源等を活用した低コスト土壌     

 基盤改善技術の開発     

 (1) 土壌蓄積養分有効利用技術の開発 ア 水田土壌における蓄積養分効率的利用法    

   (ｱ) 水田土壌における土壌中可給態窒素の  9～13 土壌作物栄養  

   簡易評価法の確立    

   (ｲ) 水田土壌における土壌中可給態窒素・  9～13 土壌作物栄養  

   交換性カリ含量と作物生育との関係解明    

   (ｳ) 土壌蓄積リン酸利用による施肥リン酸  8～11 土壌作物栄養  

   減肥技術    

  (ｴ) 土壌蓄積リン酸、カリ利用による減肥  8～12 営農技術  

   技術    

 イ 畑土壌における蓄積養分有効利用法    

   (ｱ) 畑土壌における土壌中可給態窒素の簡易  9～13 土壌作物栄養  

   評価法の確立    

   (ｲ) 畑土壌における土壌中可給態窒素含量と  9～13 土壌作物栄養  

   作物生育との関係解明    

  (3) 畜産由来資源の有効活用技術の開発 ア 良質堆厩肥の有効利用技術の確立    

   (ｱ) 畜産由来資源の特性解明と有効活用技術  9～13 土壌作物栄養  

   の確立    

   (ｲ) 家畜糞尿施用による地下水汚染防止技術 10～14 土壌作物栄養  

   の確立    

 イ 有機質資材等の施用管理技術の確立    

   (ｱ) 有機質資材の水田での窒素発現特性  9～13 営農技術  

   (ｲ) 有機質資材中窒素の水稲による利用率  9～13 営農技術  

   把握    

  (ｳ) 有機質資材の水田施用と水質  9～13 営農技術  

  (4) 土壌基盤改善技術の開発 ア 不良土壌基盤の簡易改良技術の開発    

   (ｳ) 下層土改良による畑土壌の生産力の向上  9～ 土壌作物栄養  

  (ｴ) 開発農地の土壌管理技術の確立    

   ａ 新規造成畑の早期熟畑化実証（場内）  9～13 営農技術  

     ｂ 石礫破砕機による土層改良効果 10～11 生産工学  

     

２  高位安定生産土壌の維持管理システム     

 の開発     

  (1) 簡易土壌診断・栄養診断法の開発と ア リモートセンシング技術等による生育栄養    

    要素欠乏・過剰対策の確立  診断技術の開発    

  (ｱ) 近接リモセンによる生育栄養診断技術の  8～12 土壌作物栄養  

   確立    

 イ 農作物の要素欠乏及び過剰対策の確立    

   (ｱ)要素反応と施肥改善（施肥反応と気象） S38～ 土壌作物栄養  

  10～12 営農技術  

   (ｲ)微量要素欠乏対策    

   ａ りんどうの栄養・吸収モデルの作成 S54～ 土壌作物栄養  

  (2) 水田土壌の生産力維持管理技術の ア 水田地力富化の実態と適正施肥量指針策定  7～14 環境保全  

  確立       

  (3) 畑土壌、樹園地、桑園の生産力維持 ア 露地野菜・花き等の土壌管理技術の確立    

  管理技術の確立   (ｱ) レタス高生産性土壌管理実証  9～12 土壌作物栄養  
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  (3) 畑土壌、樹園地、桑園の生産力維持   (ｲ) りんどうの土壌管理指針作成    

  管理技術の確立   ａ りんどう生産環境実態調査 10～14 土壌作物栄養  

   ｂ りんどう土壌管理指針作成 10～14 土壌作物栄養  

 イ 果樹桑等の永年作物の土壌管理技術の確立    

  (ｱ) りんご園の土壌管理・有機物施用指針 10～14 土壌作物栄養  

   策定    

  (4) 施設園芸における土壌管理技術の確 ア 施設野菜栽培土壌の塩類集積予防対策と    

  立  土壌管理技術の確立    

   (ｱ) 施設栽培における有機物施用基準の策定  5～14 土壌作物栄養  

     

３  高品質安定生産のための生産環境管理     

 技術の開発     

  (1) 作物栄養の気象・土壌反応の解明 ア 水稲の生育予測、栄養診断に基づく対応    

  技術の確立    

   (ｱ) 水稲栄養の気象・土壌反応（作況） S47～ 土壌作物栄養  

   (ｲ) 水稲作物栄養モデルの作成    

   ｂ 晩生品種  8～12 土壌作物栄養  

 イ 野菜、花きの生育予測、栄養診断技術の    

  確立    

  (ｳ) 野菜・花き・畑作物の栄養診断手法の 11～15 土壌作物栄養  

   確立    

 ウ りんご、桑等永年作物の生育予測、栄養    

   診断技術の確立    

   (ｱ) りんごわい性樹の栄養診断法  9～14 土壌作物栄養  

 エ 作物栄養生育予測技術の開発と対応技術    

  (ｱ) 生育診断予測と対応技術    

    a 生育栄養診断指標の作成 S51～ 営農技術  

     

 (3) 環境制御による好適栽培技術の確立 ア 規模拡大に対応した超省力栽培技術の開発    

  （直播等）    

  (ｴ) 湛水点播直播栽培の施肥管理技術 11～14 土壌作物栄養  

  (ｵ) 水稲水耕育苗(ロングマット)における 11～14 土壌作物栄養  

   最適環境制御技術の開発    

 イ 野菜の省力機械化技術を基幹とした大規模    

   畑輪作技術    

   (ｱ) 機械化畑輪作導入技術の環境的評価  9～13 土壌作物栄養  

     

 (4) 合理的施肥のための新肥料の開発 ア 合理的施肥のための新肥料の開発    

   (ｱ) 新肥料の実用化 S59～ 土壌作物栄養  

〔生産環境４〕     

１ 農作物の品質低下や生産阻害要因と     

 なる各種病害虫の防除法の確立     

  (1) 重要病害虫の発生生態と防除技術の ア 病害虫発生予察    

    確立   (ｱ) 普通作物病害虫発生予察 S16～ 病害虫  

   (ｲ) 園芸作物病害虫発生予察 S35～ 病害虫  

 エ 果樹類の重要病害虫の発生生態と防除技術    

  確立    

   (ｴ) リンゴのカメムシ類の発生生態と防除法  9～13 病害虫  
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 (2) 難防除病害虫の発生生態と防除技術 エ トマト黄化えそ病防除技術の開発 10～12 病害虫  

  の確立     

 (3) 新奇病害虫の防除対策確立 ア 中山間地域特産物及び花き類の新奇病害虫    

   の発生生態把握及び防除技術の開発    

   (ｱ) ネギにおける病害虫の発生生態及び防除 9～ 営農技術  

   技術開発    

   (ｲ) リンドウこぶ症の原因究明  9～13 病害虫  

   (ｳ) リンドウチビクロバネキノコバエの防除技術  9～13 病害虫  

   (ｴ) ネギ小菌核病の発生実態  9～13 病害虫  

 イ 新奇侵入病害虫の診断法と発生生態解明 9～ 病害虫  

２  主要病害虫の発生予察法の確立と病害     

  虫防除管理システムの開発     

  (1) 主要病害虫の発生予察法の開発 ア 水稲病害虫発生予察支援システムの確立    

   (ｱ) 高度情報処理によるイネいもち病の発生    

   予察法の改善    

   ａ いもち病葉位別感受性の検討  8～11 病害虫  

   ｂ 追肥による穂いもち病への影響  8～11 病害虫  

   (ｲ) 画像処理手法による病害虫の広域的診断  9～11 病害虫  

   評価技術の開発    

 イ 野菜花卉病害虫の発生・防除時期予測シス    

   テムの開発と実証    

  (ｱ) リンドウ病害虫総合防除体系の確立と 10～14 病害虫  

   実証    

 ウ りんご病害虫の発生・防除時期予測シス    

   テムの開発と実証    

   (ｱ) 斑点落葉病発生予察システムの開発  3～12 病害虫  

(3) 高品質安定生産に向けた省力防除 ア りんご病害虫の省農薬防除体系の確立    

  技術の開発  (ｱ) 主要病害の防除回数削減実証 10～12 病害虫  

 イ 野菜病害虫の体系防除技術の確立と実証    

   (ｱ) 野菜病害防除体系の改善    

   ａ きゅうり病害  5～13 病害虫  

 エ 無人防除機等の新技術開発と実用化    

   (ｲ) ＲＣヘリを利用した野菜病害虫防除技術 8～ 病害虫  

 (4) 農薬抵抗性発現病害虫の実態と対策 ア 薬剤耐性菌検定    

    の確立   (ｱ) イネばか苗病菌 S53～ 病害虫  

   (ｲ) リンゴ斑点落葉病菌 5～ 病害虫  

 イ 薬剤抵抗性発現害虫の実態と対策    

   (ｱ) リンゴのハダニ類  9～13 病害虫  

  (5) 農薬の作用性・機能の解明と実用化 ア 新農薬の効果検定と防除基準作成 S49～ 病害虫  

   営農技術  

３  効率的な低投入型主要病害虫総合防除     

  技術の開発     

  (1) 病原菌のレ－ス変動実態と予測技術 ア レ－ス分布及び病害抵抗性を利用した低  8～11 病害虫  

    の開発   投入型いもち病防除技術の確立(レース検定)    

      

  (2) 主要作物品種の病害虫抵抗性評価と ア あずきウイルス病抵抗性検定試験 S53～ 病害虫  

    利用技術の開発 イ とうもろこし煤紋病抵抗性検定試験 S33～ 病害虫  

 ウ ソルガム煤紋病抵抗性検定試験 S37～ 病害虫  
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  (3) 環境管理による施設野菜等の病害虫 ア 灰色かび病、葉かび病等の温湿度コントロ  9～11 病害虫  

  防除技術の確立   ールによる制御技術    

（指導事業）     

１ 革新的農業技術・経営実証モデル事業     

（指導事業）     

２ 肥料費低減対策推進事業（農蚕課）     

〔畜産環境１〕     

１  寒冷地に対応した低コスト糞尿処理技     

 術の確立     

  (1) 低コストな良質堆肥生産技術の確立 ア 副資材を活用した良質堆肥生産技術の確立  9～11 飼料生産  

  (2) 低コストな汚水処理技術の確立 ア 酪農汚水簡易処理施設の開発  9～11 家畜飼養  

２  畜舎施設の衛生環境改善技術の確立     

  (1) 畜舎及び糞尿処理施設の臭気低減 ア 家畜排泄物脱臭装置による臭気低減技術の  8～11 飼料生産  

    技術の確立  確立    

〔保鮮流通１〕      

１ 農畜産物の品質評価技術および高品質     

 農畜産物生産技術の確立     

  (1) 農産物の品質評価指標の解明と評価 ア 各種農産物の品質評価指標の解明 11～13 保鮮流通  

  法の確立 イ 農産物品質評価手法の開発    

  (ｱ) 葉とらずりんごの品質評価手法の開発 10～14 保鮮流通  

  (3) 栽培条件と収穫後品質変化との関係 ア 栽培条件が収穫後農産物の品質保持性に    

  の解明  及ぼす影響の解明    

  (ｱ) トマトの高品質生産のための少量土耕    

    栽培技術の確立    

   ｂ 施肥法等による高品質生産技術 11～15 保鮮流通  

  (4) 農産物の栄養成分向上に寄与する ア 農産物の各種栄養成分含量と土壌環境条件    

  栽培条件の解明   との関係の解明    

  (ｱ) ほうれんそうの内部品質向上のための 10～13 保鮮流通  

   有機物施用等土壌管理技術の確立    

 イ 岩手特産物の作型・栽培環境の違いによる  9～12 保鮮流通  

   栄養成分含量の変動    

２ 農産物の流通技術の確立     

 (2) 農産物の鮮度保持技術の開発 ア ＭＡ包装資材等の利用による農産物の低    

   コスト貯蔵・流通技術の開発    

  (ｱ) りんご早生品種の保鮮技術の開発  6～11 保鮮流通  

  (ｲ) りんどうの需要期対応のための短期貯蔵  9～12 保鮮流通  

   技術の開発    

 (3) 農産物の低コスト貯蔵技術の開発 ア 農産物の低温代謝生理の把握と好適予冷    

   貯蔵条件の解明    

  (ｱ) 前処理剤利用によるゆり切り花の短期  7～11 保鮮流通  

   氷蔵技術の開発    

 (4) 農産物の高鮮度輸送技術の開発 ア 真空予冷施設等を高度に活用した高鮮度 11～13 保鮮流通  

  流通技術の開発    

     

［保鮮流通２］     

１ 農産物高度利用のための加工技術の     

 確立     

  (1) 農産物加工適性の評価技術の確立 ア 栽培条件と農産物加工適性との関係の解明  9～12 保鮮流通  
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  (1) 農産物加工適性の評価技術の確立 イ 農産物加工品の品質評価法の確立    

  (ｱ) 地域推奨品流通適性化調査分析 11～12 保鮮流通  

 (3) 地場農産物の特性を高度に利用した ア 地域特産物を利用した加工食品の開発  9～12 保鮮流通  

  加工食品の開発 イ 浅漬等農産物加工品の低コスト・高品質    

  貯蔵技術の開発    

   (ｱ) 芭蕉菜浅漬の高品質氷温貯蔵法の開発  9～12 保鮮流通  

 ウ 生リンゴジュースの製造基礎技術の開発    

 エ 加工部門との連携によるだいこん産地の 10～12 保鮮流通  

  経営改善実証（２１世紀農業経営モデル実証    

  試験地）    

（指導事業関係）     

１ 地域特産物発掘導入事業（畑振）   6～12 保鮮流通  

     

〔乳用牛１〕     

１．胚移植及び情報解析技術を活用した     

 高能力牛の生産技術の確立     

  (1) 胚移植技術を応用した高能力牛の ア 胚移植技術を応用した高能力牛の造成    

    造成  (ｲ) 高泌乳・高蛋白牛群に適応した飼養管理 10～16 家畜飼養  

   技術の確立    

  (4) 牛群検定等情報の解析 ア  乳用牛群検定情報利用技術 5～ 家畜飼養  

２．高能力牛群管理技術の確立     

  (1) 牛群構成に適応した群分け技術の ア  高能力牛群管理システムの確立    

    確立   (ｱ) 高能力牛群に適応した飼養管理技術の  4～12 家畜飼養  

    確立    

  (2) 放牧飼養を組み合わせた群管理技術 ア  制限放牧を組み入れた高能力牛群飼養 10～12 家畜飼養  

  の確立  管理技術の確立    

     

〔乳用牛２〕     

１ 簡易・低コスト・省力管理施設の開発     

  (2) 簡易乾乳・分娩施設の開発 ア  高能力牛群管理システムの確立    

   (ｱ) 低コスト施設における牛群省力管理技術  4～12 家畜飼養  

   の確立    

２ 省力群管理施設の利用技術の確立     

  (2) 完全自動(ロボット)搾乳機等を応用 ア  完全自動（ロボット）搾乳機等を応用した  9～13 家畜飼養  

    した超省力管理技術の開発    超省力管理技術の確立    

     

〔肉用牛１〕     

１ 産肉能力検定方法の確立による優良種     

 雄牛の作出とその効率利用技術の確立     

  (1) 黒毛和種産肉能力検定 ア  黒毛和種産肉能力検定（直接法） S62～ 種山畜産  

 イ  黒毛和種産肉能力検定（間接法） S62～ 種山畜産  

  8～ 家畜育種  

 ウ  県有種雄牛の能力調査  9～13 種山畜産  

  (3) 日本短角種産肉能力検定 ア  日本短角種産肉能力検定（直接法） S45～ 家畜育種  

 イ  日本短角種産肉能力検定（間接法） S48～ 家畜育種  

  (5) 効率的な精液生産技術の開発 ア  精液の希釈方法を中心とした高位凍結処  9～11 種山畜産  

    理技術の確立    
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〔肉用牛２〕     

１ 育種価推定システムの確立と分割胚     

 移植技術の活用による優良種畜の大量     

 確保技術の開発     

  (1) 個体別生涯生産情報を利用した種畜 ア  血統情報及び超音波利用による種畜評価  9～13 家畜育種  

   評価技術の確立  技術の確立    

  (3) 分割胚移植双子による優良種雄牛作 ア  分割胚由来一卵性双子を用いた優良種畜  9～13 家畜育種  

   出技術の確立  作出システムの確立    

〔肉用牛３〕     

１ 粗飼料多給による低コスト、高品質     

 肥育技術の開発     

 (1) 微量成分等の添加及び制御による高 ア ビタミンＡ制限による肥育技術の確立 10～12 家畜育種  

  品質牛肉生産技術の開発     

３ 肥育素牛の能力に合致した肥育技術の     

 開発     

  (1) 肥育素牛の早期能力判定技術の開発 ア  黒毛和種肥育素牛の早期能力判定技術の  8～13 家畜育種  

   開発    

〔肉用牛４〕     

１ 夏山冬里飼養方式の確立や子牛の生産  （北上山地における大規模草地の高度利用に    

 性向上等による優良子牛の低コスト生産  よる放牧牛の集団繁殖・育成管理技術の確立）    

 技術の開発       

  (1) 放牧を組み入れた低コスト黒毛和種 ウ 川井村青松牧野における褐毛和種親子放牧 10～12 外山畜産  

    生産技術の確立  の放牧子牛育成技術の開発    

 エ 北上山地における公共放牧地の高度利用    

  による黒毛和種肥育素牛の放牧管理技術の    

  確立    

  (ｱ) 集約放牧を取り入れた黒毛和種肥育素牛    

   の発育向上技術の開発    

   ａ 草種構成と緩効性肥料の組み合わせ 11～15 外山畜産  

    による草地生産平準化技術    

   ｂ 適正輪換放牧方式による発育向上 11～15 外山畜産  

    技術    

  (ｲ) 放牧草の栄養特性に対応した補助飼料の 11～15 外山畜産  

   給与技術    

  (4) 山間高冷地における省力的衛生管理 ア  放牧牛の位置センシング等による省力  7～11 外山畜産  

    法の開発    安全放牧システムの開発    

〔中小家畜１〕     

１ 新たな選抜形質・選抜手法確立による     

 寒冷地向き優良交雑豚生産のための純粋     

 種豚の系統造成     

  (2) 繁殖性に及ぼす遺伝・飼養環境要因 ア 高能力、高品質、斉一性の高いランドレー  5～12 家畜育種  

    の解明と評価法の確立  ス種の系統造成    

〔中小家畜２〕     

１．先端技術の活用による寒冷地向き高品     

 質肉用鶏の開発と飼養技術の確立     

  (2) 在来の日本鶏を活用した高品質肉用  ア  岩手地鶏、軍鶏の効率的利用による高品  8～12 家畜育種  

    鶏の作出    質鶏の作出    
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〔草地飼料１〕     

１ 地域適応性に優れた粗飼料の草種・     

 品種の選定     

  (1) とうもろこし系統適応性検定試験 ア  とうもろこし系統適応性検定試験  9～13 飼料生産  

  (2) とうもろこし市販品種特性比較試験 ア  とうもろこし市販品種特性比較試験 S54～ 飼料生産  

     

２ 地域適応性に優れた草種・品種の安定  （新品種導入等を基幹とした公共草地の高度）    

 生産技術の確立  利用技術）    

  (1) 利用目的に適合した草種・品種の ア  採草用牧草の品種選定試験    

    組合せ技術の確立    (ｱ) オ－チャ－ドグラス 11～13 飼料生産  

    (ｲ) チモシ－ 11～13 飼料生産  

 イ  採草地の機能強化のための良質粗飼料生産    

  技術の開発    

  (ｱ) 新品種導入による標高別採草地の草種・  9～13 飼料生産  

     品種の新組み合わせ選定    

  (3) 牧草・飼料作物の低コスト肥培管理 ア 糞尿施用トウモロコシ畑の簡易診断基準 10～14 飼料生産  

    技術の確立  の確立    

 イ 飼料作物簡易播種技術の確立 10～12 飼料生産  

     

〔草地飼料２〕     

１ 牧草・飼料作物の低コスト生産・調製     

 技術の確立     

 (3) 北上山地における公共草地の高度 ア 採草地の機能強化のための良質粗飼料生産    

  利用のための貯蔵粗飼料生産・供給  技術の開発    

  システムの確立  (ｲ) 公共草地における低位利用草地の簡易 10～13 飼料生産  

   牧草種子追播機による草生改良技術の確立    

 イ 北上山地における良質粗飼料生産・調製・    

 供給システムの確立    

 (ｱ) 開発技術導入による良質粗飼料生産・ 10～13 飼料生産  

   調製・供給システムの現地実証    

２ 飼料作物の生育及び生産環境情報の活     

 用による生育診断・制御技術の開発     

  (1) 牧草・飼料作物の気象感応試験 ア  牧草の気象感応試験 S41～ 飼料生産  

３ 低・未利用資源の高度利用技術の開発     

  (3) 粗飼料資源である野草の有効利用 ア  シバムギの生態特性の解明  8～12 飼料生産  

    技術の開発     

     

〔草地飼料３〕     

３  粗飼料安定生産技術の確定     

  (2) 急傾斜地草地の維持管理技術の確立 イ  堆肥・液肥等の特性の解明と有効活用技術    

  の確立    

   (ｱ) 鶏糞の有効利用技術の確立  9～11 外山畜産  

  (4) 日本短角種の放牧条件による山林 イ  広葉樹林帯を活用した肉用牛放牧における 11～15 外山畜産  

    原野の有効活用と水土保全技術の確立  水土保全機能の解明    
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  (3) 要望課題の実施 

        凡例  平成10年度： A1=平成11年度実施予定、A2=平成12年度以降実施予定 

                            B1=現在実施中、B2=県以外の研究機関 

                            Ｃ=既知見あり、Ｄ=実施できない 

 

          平成11年度： A1=平成12年度実施予定、A2=平成13年度以降実施予定 

                            B1=現在実施中、B2=県以外の研究機関（a=年度内とりまとめ、b=１～２年後 

                とりまとめ、c=しばらくかかる）     （B1-ａ、B2-c等と表記する） 

                            Ｃ=既知見あり、Ｄ=実施できない 
 

区  分 
整

理 
措置状況 備 考 

部 会 名 No No 

要 望 課 題 名 要 望 機 関 回答研究室 

H10 H11 （方針変更理由） 

Ｂ１ 総合 

(経営) 

１ 39 ソフトウェアのWindows化 盛岡農業改良 

普及センター 

岩手地域普及所 

農業経営 

土壌作物栄養 Ｄ 

Ｃ 行政対応(農業普

及技術課) 

Ｂ１ 総合 

(経営) 

２ 51 個別経営体の法人化条件に関

する研究 

一関農業改良 

普及センター 

農業経営 

Ｃ 

B1-a 課題統合 

総合 

(経営) 

３ 67 大区画圃場における作業の効

率化の実態について 

岩手県農業会議 農業経営 Ｃ   

総合 

(経営) 

４ 68 農業担い手の育成・確保に関す

る総合対策 

農業大学校 農業経営 Ａ１ B1-b  

総合 

(経営) 

５ 82 所得補償制度の導入に関する

事前検討 

(1)本県における中山間地域の

将来予測 

地域農業振興課 農業経営 Ｂ１ B1-a  

Ａ１ B1-b 総合 

(経営) 

６ 83 所得補償制度の導入に関する

事前検討 

(2)中山間地域に対する補償必

要額の算定と効果予測 

地域農業振興課 農業経営 

Ｂ１ Ｃ 

 

稲作生産コスト

については資料

提供で完了 

総合 

(経営) 

７ 84 所得補償制度の導入に関する

事前検討 

(3)県内農村が持つ多面的・公

益的機能の評価 

地域農業振興課 農業経営 Ｂ１ Ｃ 10年度に県内農

業・農村がもつ公

益的機能の計測

を実施し報告 

総合 

(経営) 

８ 85 第３セクターによる農地の有

効利用モデルの策定 

地域農業振興課 農業経営 Ｃ   

総合 

(経営) 

９ ７ 花き専作経営成立条件の解明

と経営モデルの策定 

農産園芸課 農業経営 Ｂ１ B1-a  

Ａ１ B1-b 総合 

(経営) 

10 ９ カジュアルタイプのリンドウ

生産技術と差別化流通の手法 

農産園芸課 農業経営 

花き Ｂ１ Ｃ 

 

スプレータイプ

の品種を10年度

成果として提出 

総合 

(経営) 

11 36 りんご価格低迷要因の解明 盛岡農業改良 

普及センター 

農業経営 Ｂ１ B1-a  

総合 

(経営) 

12 53 有機性廃棄物のコンポスト化

による地域還元システムの構

築 

大船渡農業改良

普及センター 

農業経営 

土壌作物栄養 

Ｃ   

農産 １ 48 「ひとめぼれ」の栄養診断基準

の策定 

水沢農業改良 

普及センター 

銘柄米開発 

土壌作物栄養 

Ｂ１ Ｃ 

 

平成10年度試験

研究成果(普及) 

農産 ２ 16 「かけはし」の立毛穂発芽の防

止法について 

盛岡農業改良 

普及センター 

岩手地域普及所 

やませ利用 

水田作 

Ｃ   

農産 ３ ３ 種子の発芽勢の判定基準につ

いて 

農産園芸課 水田作 Ｂ１ B1-b 研究的業務 

Ｂ１ B1-c 農産 ４ 61 県北沿岸部に適した良品質低

コスト稲作技術の確立 

久慈農業改良 

普及センター 

やませ利用 

Ｃ  
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区  分 
整

理 
措置状況 備 考 

部 会 名 No No 

要 望 課 題 名 要 望 機 関 回答研究室 

H10 H11 （方針変更理由） 

農産 ５ 50 食味値を活用した栽培指導対

策 

一関農業改良 

普及センター 

水田作 Ｂ１ B1-c  

農産 ６ 65 水稲栽培における波動農法の

生産性 

二戸農業改良 

普及センター 

水田作 Ｄ 

 

  

B1-a 農産 ７ 41 水稲育苗用資材の評価 北上農業改良 

普及センター 

湯田地域普及所 

水田作 

環境保全 

Ｂ１ 

B1-b 

 

Ｂ１ B1-a 農産 ８ 30 キャベツの移植機及び作業管

理機における傾斜地適応性の

向上 

盛岡農業改良 

普及センター 

岩手地域普及所 

営農技術 

生産工学 Ｃ  

 

Ａ１ B1-b 農産 ９ 43 転作作物高位安定生産のため

の実用的な排水対策技術のマ

ニュアル作成 

北上農業改良 

普及センター 

生産工学 

農業経営 Ｃ  

 

農産 10 15 泥炭土層を含む水田の改良工

法の確立 

水沢農村整備 

事務所 

生産工学 Ｂ１ B1-a  

Ｂ１ B1-c 園芸畑作 １ ８ りんご収穫適期予測支援シス

テムの確立 

農産園芸課 果樹 

Ｄ  

 

園芸畑作 ２ 35 スイカルの摘花効果について 盛岡農業改良 

普及センター 

果樹 Ａ１ B1-b  

Ａ１ B1-c 

Ｂ１ Ｃ 

園芸畑作 ３ 45 ラ・フランスの受粉樹の必要性

の確認と有望品種の検索 

北上農業改良 

普及センター 

果樹 

Ｃ  

 

平成10年度試験

研究成果(指導) 

Ａ１ B1-b 

Ｂ１ B1-b 

園芸畑作 ４ 28 キャベツの無追肥、無培土栽培

法の確立 

盛岡農業改良 

普及センター 

野菜畑作 

産地育成 

Ｃ  

 

園芸畑作 ５ 40 キャベツの奨励品種の検討 花巻農業改良 

普及センター 

野菜畑作 

産地育成 

Ｂ１ B1-a  

Ｂ１ B1-b 

Ｃ  

園芸畑作 ６ 10 春系キャベツの８～９月穫り

作型の安定多収技術の確立 

農産園芸課 産地育成 

営農技術 

Ｄ  

 

園芸畑作 ７ 31 キャベツ苗の奇形程度による

収穫不可能予測技術の確立 

盛岡農業改良 

普及センター 

岩手地域普及所 

産地育成 Ａ１ B1-b  

園芸畑作 ８ 75 トマトの接木苗における第２

花房の着生位置異常の原因と

対策 

岩手県経済連 野菜畑作 Ａ１ B1-b  

Ｂ１ B1-a 園芸畑作 ９ 11 規模拡大に対応した野菜栽培

技術の確立 

(1)50a規模の果菜栽培に適し

た技術導入と組立 

農産園芸課 野菜畑作 

農業経営 Ｃ  

 

Ａ２ B1-b 

Ｂ１ Ｃ 

Ｃ  

園芸畑作 10 52 イチゴ苗大量増殖システムの

確立 

大船渡農業改良

普及センター 

南部園芸 

野菜畑作 

応用生物 

Ｄ  

 

平成10年度試験

研究成果(普及) 

Ｃ  園芸畑作 11 58 雨よけほうれんそう機械移植

栽培体系の確立 

久慈農業改良 

普及センター 

営農技術 

産地育成 Ｄ  

 

Ｂ２ Ｂ２ 園芸畑作 

 
 

12 59 雨よけほうれんそう高位生産

灌水技術の確立 

久慈農業改良 

普及センター 

営農技術 

土壌作物栄養 Ｃ  

東北農試 
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区  分 
整

理 
措置状況 備 考 

部 会 名 No No 

要 望 課 題 名 要 望 機 関 回答研究室 

H10 H11 （方針変更理由） 

Ａ１ B1-c 

Ａ２ Ａ２ 

B1-b 

園芸畑作 13 12 規模拡大に対応した野菜栽培

技術の確立 

(2)１ha規模のほうれんそう栽

培に適した技術導入と組立 

農産園芸課 産地育成 

営農技術 

農業経営 

Ｂ１ 

B1-b 

 

園芸畑作 14 26 ほうれんそう根腐病に耐病性

のある品種の選定 

盛岡農業改良 

普及センター 

産地育成 

営農技術 

病害虫 

Ｄ   

園芸畑作 15 60 ほうれんそうべと病抵抗性品

種の育成 

久慈農業改良 

普及センター 

産地育成 

営農技術 

病害虫 

Ｄ   

Ｂ１ B1-b 園芸畑作 16 27 ほうれんそう越冬作型に適し

た品種の選定 

盛岡農業改良 

普及センター 

産地育成 

Ｄ  

 

Ａ１  

Ｂ２ Ｂ２ 

園芸畑作 17 62 秋冬寒じめ軟弱野菜類（ほうれ

んそう、こまつな）の体内成分

高栄養価栽培法 

久慈農業改良 

普及センター 

産地育成 

Ｃ  

 

東北農試 

園芸畑作 18 32 りんどうの半促成栽培技術の

確立 

盛岡農業改良 

普及センター 

花き Ｂ１ B1-c  

園芸畑作 19 34 トルコギキョウ越冬作型技術

の確立 

盛岡農業改良 

普及センター 

花き Ａ１ B1-b  

Ｂ１ B1-c 園芸畑作 20 56 主要花きの本県における品種

別栽培特性について 

遠野農業改良 

普及センター 

花き 

南部園芸 

産地育成 Ｄ  

 

Ｃ Ｂ１ 

 B1-b 

Ｃ  

園芸畑作 21 63 県北沿岸部における球根花き

類の周年生産技術の確立 

久慈農業改良 

普及センター 

産地育成 

花き 

Ｄ  

平成10年度試験

研究成果(普及) 

園芸畑作 22 ４ 岩手県ならではの美味しく健

康に良い豆腐ができる大豆品

種の選定 

農産園芸課 野菜畑作 

保鮮流通技術 

Ｂ１ B1-c  

園芸畑作 23 78 ハトムギの品種改良 水沢農業改良 

普及センター 

野菜畑作 

生産工学 

Ｂ２ B1-c 東北農試が有望

系統を育成した

ので現地試験を

実施 

園芸畑作 24 54 ヤブガラシの除草方法 大船渡農業改良

普及センター 

野菜畑作 Ｃ   

園芸畑作 25 ６ ヒエ・アワ・キビ等新需要穀類

の機械作業に対応した栽培法

の確立 

農産園芸課 やませ利用 

営農技術 

Ｂ１ B1-c  

Ａ１ B1-b 園芸畑作 26 ５ 菌床しいたけの省力・高品質安

定生産に向けた管理技術の確

立 

農産園芸課 蚕桑技術 

Ｂ１ Ｃ 

 

平成10年度試験

研究成果（指導、

研究） 

B1-b 

B1-a 

総合 

(生産環境) 

１ 74 国の「有機農産物等の表示ガイ

ドライン」に準拠した農産物生

産の実証とその解析 

岩手県経済連 環境保全 Ｂ１ 

B1-c 

 

総合 

(生産環境) 

２ 47 「有機農産物及び特別栽培農

産物に係る表示ガイドライン」

に対応した水稲防除体系の確

立 

水沢農業改良 

普及センター 

環境保全 Ｂ１ B1-b  
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区  分 
整

理 
措置状況 備 考 

部 会 名 No No 

要 望 課 題 名 要 望 機 関 回答研究室 

H10 H11 （方針変更理由） 

総合 

(生産環境) 

３ 42 低地力重粘質土壌水田におけ

る総合土壌管理対策の確立 

北上農業改良 

普及センター 

湯田地域普及所 

環境保全 

土壌作物栄養 

Ｃ   

B1-b Ｂ１ 

 B1-b 

総合 

(生産環境) 

４ 49 環境にやさしいマルチ資材の

開発 

水沢農業改良 

普及センター 

環境保全 

やませ利用 

産地育成 Ｃ  

 

総合 

(生産環境) 

５ 19 作物栄養診断による野菜の追

肥基準策定 

盛岡農業改良 

普及センター 

土壌作物栄養 Ｂ１ B1-c  

Ａ１ B1-c 総合 

(生産環境) 

６ 24 トマト、ピーマンに対する応急

的な尻腐病防止対策の確立 

盛岡農業改良 

普及センター 

土壌作物栄養 

野菜畑作 Ｃ  

 

総合 

(生産環境) 

７ 66 おうとうにおける施肥コント

ロール技術 

二戸農業改良 

普及センター 

土壌作物栄養 

果樹 

Ｃ   

総合 

(生産環境) 

８ 77 ハトムギの施肥 水沢地方振興局 土壌作物栄養 Ｃ   

総合 

(生産環境) 

９ 17 種子生産圃場の細菌病防除に

ついて 

盛岡農業改良 

普及センター 

岩手地域普及所 

病害虫 

生産工学 

Ｃ   

総合 

(生産環境) 

10 18 種子消毒による苗立枯細菌病

の防除効果の検証・確立 

盛岡農業改良 

普及センター 

病害虫 Ｃ   

総合 

(生産環境) 

11 21 野菜病害の診断法における選

択培地またはコロニーの発生

形態を使った診断方法の開発 

盛岡農業改良 

普及センター 

岩手地域普及所 

病害虫 Ｃ   

総合 

(生産環境) 

12 22 連作障害発生圃場の再利用マ

ニュアルの確立 

盛岡農業改良 

普及センター 

岩手地域普及所 

病害虫 

野菜畑作 

Ｂ１ B1-c  

総合 

(生産環境) 

13 25 トマト、ピーマンに対する黄色

粘着テープなどによるアザミ

ウマ類の防除効果の確認 

盛岡農業改良 

普及センター 

病害虫 Ｂ１ B1-b  

Ｂ１ B1-b 総合 

(生産環境) 

14 29 リゾクトニア菌によるキャベ

ツ苗立枯病及び株腐病の生態

解明と防除対策の確立 

盛岡農業改良 

普及センター 

病害虫 

Ｃ  

 

総合 

(生産環境) 

15 33 りんどうにおける難防除病害

の原因と対策 

盛岡農業改良 

普及センター 

病害虫 Ｂ１ B1-c  

総合 

(生産環境) 

16 57 殺菌剤「フロンサイド水和剤」

の適用拡大 

遠野農業改良 

普及センター 

病害虫 Ｄ   

Ａ１ B1-c 総合 

(生産環境) 

17 13 野菜の美味しさの評価方法と

美味しい野菜栽培技術の確立 

農産園芸課 保鮮流通技術 

Ｂ１ B1-c 

 

Ａ１ B1-c 

Ｂ１ Ｃ 

総合 

(生産環境) 

18 14 野菜の高鮮度輸送技術の確立 農産園芸課 保鮮流通技術 

Ｃ  

 

総合 

(生産環境) 

19 ２ 農地開発事業普代地区におけ

る有機質資材投入の必要性及

び投入効果の発現状況につい

て 

農村建設課 

久慈農村整備 

事務所 

営農技術 

やませ利用 

土壌作物栄養 

Ｂ１ B1-c  

Ｂ１ B1-c 総合 

(生産環境) 

20 55 野菜の収穫残渣処理技術の確

立 

遠野農業改良 

普及センター 

営農技術 

土壌作物栄養 

病害虫 

野菜畑作 

Ｃ  

 

畜産 １ 79 日本短角種における経済効果

（枝肉単価）向上のための選抜

基準の作成 

畜産課 家畜育種 Ａ１ Ｄ 情勢の変化によ

り不要となった 

畜産 ２ 81 体脂肪酸組成が高品質牛肉生

産に及ぼす影響について 

畜産課 家畜育種 Ｂ１ 

Ｃ 

B1-a 課題10年度終了 

11年度成果発表 
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区  分 
整

理 
措置状況 備 考 

部 会 名 No No 

要 望 課 題 名 要 望 機 関 回答研究室 

H10 H11 （方針変更理由） 

畜産 ３ 69 生乳におけるPD法試験・TTC反

応法で陽性・陰性を繰り返す原

因 

(社) 

岩手県畜産会 

家畜飼養 Ｃ   

畜産 ４ 72 HACCPに対応するための生産現

場における対応項目の検討と

対応策の確立 

岩手県経済連 家畜飼養 Ｄ   

畜産 ５ 73 生乳のSNF向上に向けた飼養管

理技術 

岩手県経済連 家畜飼養 Ｂ１ B1-c  

畜産 ６ 80 生乳中尿素窒素を用いた乳牛

の栄養バランスの指標化につ

いて 

畜産課 家畜飼養 Ｃ   

畜産 ７ 38 古紙の利用による乳牛糞尿水

分調整・堆厩肥生産システムの

確立 

盛岡農業改良 

普及センター 

飼料生産 Ｃ   

Ｂ１ B1-c 畜産 ８ 46 草地及び飼料作物における堆

厩肥投入による肥料効果の研

究 

北上農業改良 

普及センター 

湯田地域普及所 

飼料生産 

Ｃ  

 

畜産 ９ 70 完熟堆肥の使用目的別作出法

の検討 

(社) 

岩手県畜産会 

飼料生産 Ｃ   

畜産 10 71 飼料畑における家畜糞尿成分

の収支に関する調査マニュア

ル 

(社) 

岩手県畜産会 

飼料生産 Ｂ１ B1-c  
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４ 共同研究の推進 
  (1) 地域基幹農業技術体系化促進研究 

   研 究   

 課  題  名 相手方  研   究   の   内   容 担当研究室 

   期 間   

 ア  寒冷地大規模水稲作にお 宮城農セ ８～12   メッシュ土壌情報の高度化および稲作生産環境評価 土壌作物 

   ける省力・安定生産技術 福島農試  技術の開発 栄養 

  山形農試    

 イ  機械の汎用利用・複数作 山形農試 ７～11   北上山系地域における新規導入作物を組み入れた高 野菜畑作 

   業同時化による特用作物の 福島農試  品質機械化輪作栽培技術の実証  

   高品質畑輪作技術 長野中信農試    

 ウ  野菜の省力機械化技術を 北海道北見農試 ９～13   岩手県北部山麓地帯における露地野菜を中心とした 産地育成 

   基幹とした大規模畑輪作技 北海道上川農試  機械化畑輪作体系の確立  

   術 福島農試    

 エ  新品種の導入等を基幹と 北海道根釧農試 ９～13   北上山地における公共草地の高度利用のための貯蔵 飼料生産 

   した公共草地の高度利用技 北海道新得畜試  粗飼料生産・供給システムの確立  

   術 青森畜試    

 オ  東北地域における環境保 福島農試 10～14   キャベツ根こぶ病を対象とした耕種的対策を含めた 営農技術 

   全型農業を基幹とした重要   総合防除による栽培管理技術の確立  

   野菜の安定生産技術     

 カ 寒冷地北部地域における 青森農試 11～14   寒冷地北部地域の気象条件下での水稲の直播栽培技 水田作 

  超省力水稲生産技術と地域 秋田農試  技術及び同技術を導入した地域営農システムの確立  

  営農システム 宮城農セ    

 キ ロングマット苗移植・不 長野農総試 11～14  水稲のロングマット苗移植・不耕起乾田直播技術を 生産工学 

  耕起乾田直播を導入した省 埼玉農試  導入した低コスト高生産性水田営農体系を確立  

  力・低コスト生産技術 茨城農総セ    

 ク 不耕起・無中耕・無培土 栃木農試 11～15  不耕起・無中耕・無培土技術を中心とした超省力栽 野菜畑作 

  栽培を基幹とした大豆の超 愛知農総試  培体系の確立による転換畑大豆作の規模拡大  

  省力安定栽培技術     

 ケ 中山間地域における産地 青森畑園試 11～15  地域資源を活用した高付加価値農産物の生産・流通 農業経営 

  マーケティングに基づく特   システムの確立  

  産的高付加価値農産物生産     

  技術     

 コ 市場評価向上を目指した 北海道新得畜試 11～15  放牧肥育素牛の発育改善、肥育成績向上のための技 外山畜産 

  黒毛和種肥育素牛の集約放 青森畜試  技術対策  

  牧技術 福島畜試    

 

  (2) 実用化促進研究 

   研 究   

 課  題  名 相手方  研   究   の   内   容 担当研究室 

   期 間   

 ア  牛の省力的安全放牧管理 熊本農セ ７～11   放牧牛の位置センシング等による省力安全放牧シス 外山畜産 

   に関する研究開発   テムの開発  

 イ  新規地域特産作物等の大 三重農セ ７～11   地域特産作物の活用等による新商材開発と法面に適 産地育成 

   量増殖、農地における斜面 山口農試  した植物の選定  

   の整備等に関する研究開発 徳島果樹試    

  高知農セ    
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  (3) 地域先端技術共同研究開発促進事業 

   研 究   

 課  題  名 相手方  研   究   の   内   容 担当研究室 

   期 間   

 ア  優良種畜の安定的大量生 北海道新得畜試 10～15   高能力牛胚の大量生産や家畜改良における世代間隔 家畜工学 

   産技術の開発 山梨酪農試  短縮のための核移植技術の開発  

  兵庫中央農セ    

  広島畜技セ    

  島根畜試    

  徳島畜試    

  熊本農研セ    

  

 (4) 新技術地域実用化研究促進事業 

   研 究   

 課  題  名 相手方  研   究   の   内   容 担当研究室 

   期 間   

 ア  性フェロモンおよび天敵 福島園試 ８～12   りんごの主要なリン翅目害虫（キンモンホソガ等） 病害虫 

   利用を基軸としたりんごと 秋田果樹試  を対象に性フェロモンによる交信攪乱技術や減農薬  

   もも害虫の減農薬防除技術 長野果樹試  防除体系化での天敵の利用技術を開発する。  

   の開発     

 イ  寒冷地施設利用花き生産 フラワーセンター ９～11   トルコギキョウ・スターチスの作期拡大技術の確立 花き 

   のスリーシーズン化に向け 21あおもり  とストック・ゆり類の高品質化技術の確立を行う。  

   た高品質安定生産技術の確 山形園試    

   立     

 ウ リンゴわい化栽培におけ 秋田果樹試 11～15  挿し木繁殖性に優れ、高品質果実生産が期待できる 果樹 

  る省力・安定生産のための 宮城園試  ＪＭ系わい性台木を利用した低樹高栽培法の確立  

  ＪＭ台木利用・早期成園化 福島果樹試    

  技術の開発 長野果樹試    

 

 (5) 21世紀型農業経営モデル実証試験 

  振興局 研 究   

 課  題  名   実  証  研   究   課  題 担当研究室 

  （地 区） 期 間   

 ア 畑地かんがい地帯における 盛岡 10～12 (1) 畑地かんがいを活用した高生産営農の実証 営農技術 

 野菜、花き等を組み入れた高 (一方井)  (2) 有機質資源の活用指針の作成と実証  農業経営 

  収益モデル実証   (3) 地域ぐるみ農業展開方策の検証  

 イ 転作田を活用した、ぶどう 花巻 10～12 (1) ブドウ新品種導入による高品質、生産安定、 果樹 

  新品種導入による高品質、生 (矢沢)   省力栽培法の確立実証  

  産安定、省力栽培法の確立実     

  証     

 ウ 大区画ほ場整備地区におけ 北上 10～12 (1) ほ場整備地区における「地域ビジョン」の 農業経営 

  る園芸・水稲複合型集落営農 (二子)   策定支援 生産工学 

  モデルの実証   (2) 大規模低コスト稲作生産システムの形成実証 野菜畑作 

    (3) 転作田の高度活用による「さといも」の安定  

     生産技術の実証  

 エ 稲作地帯における土地利用 水沢 10～12 (1) 大区画水田における米の低コスト生産新技術 水田作 

  型水田営農システムの確立 (胆沢町)   の実証（100ａ） 生産工学 

    (2) 土地利用型作物の高品質安定生産技術の実証 野菜畑作 

    (3) 土地利用型水田営農モデルの作成 農業経営 
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  振興局 研 究   

 課  題  名   実  証  研   究   課  題 担当研究室 

  （地 区） 期 間   

 オ 稲作地帯における園芸省力 一関 10～12 (1) 園芸省力安定生産モデル経営の実証 野菜畑作 

 安定生産モデル経営の実証 (花泉町)    

 カ 藤崎地区における灌漑によ 千厩 10～12 (1) 野菜、花き等のかんがいによる栽培実証試験 南部園芸 

  る野菜や花きを取り入れたモ (藤沢町・  （藤沢町、川崎村 各２カ所）  

  デル経営の実証  川崎村)    

 キ 沿岸中山間地における園芸 大船渡 10～12 (1) 施設型野菜の省力安定生産システムの開発実 南部園芸 

  省力安定生産モデル経営の実 (住田町)   証  

  証     

 ク 転作田への高収益作目の導 遠野 10～12 (1) キャベツ安定生産技術の実証 野菜畑作 

  入促進のための野菜（キャベ (松崎町)  (2) キャベツ生産拡大のための省力栽培実証 農業経営 

  ツ等）の栽培実証   (3) キャベツ導入経営モデルの確立  

 ケ 加工部門との連携によるだ 釜石 10～12 (1) 加工部門との連携によるだいこん産地の経営 保鮮流通 

  いこん産地の経営改善実証 (和山高原)   改善実証 南部園芸 

 コ 川井村青松牧場における褐 宮古 10～12 (1) 褐色和種子牛生産に係る基礎調査 外山畜産 

  毛和種親子放牧の放牧子牛育 (川井村)  (2) 放牧期間中の子牛の増体確保技術の確立 家畜育種 

  成技術の開発   (3) 離乳・退牧後の舎飼期の子牛の飼養方法の検  

     討  

 サ 農地開発地における持続型 久慈 10～12 (1) 農地開発地における持続型高収益野菜モデル やませ利用 

  高収益野菜モデル経営の実証 (普代村)   経営の実証 農業経営 

     営農技術 

 シ 県北中山間地域における花 二戸 10～12 (1) 中山間地域における花き品目導入による農業 産地育成 

  き品目導入による農業経営の (一戸町   経営の確立  

  確立実証  小友)    

 

 (6) 岩手県生物工学研究所との共同研究 

 
課          題          名 担当研究室 

 

 いもち病抵抗性関連遺伝子を導入した水稲系統のいもち病抵抗性評価 応用生物工学  

 りんどう病原ウイルス（ＣＭＶ等）の検出・診断技術の利用 応用生物工学  

 トマト黄化えそウイルス（ＴＳＷＶ）の検出・診断技術の確立及び利用 病害虫  

 ｂａｒ遺伝子を導入したりんごの薬剤耐性評価 応用生物工学  

 耐病性遺伝子を導入したりんごの糸状菌病抵抗性評価 応用生物工学  

 ピーマン病原ウイルス（ＰＭＭＶ）の検出・診断技術の利用 応用生物工学  

 なす科作物青枯病菌の検出・診断技術の利用 応用生物工学  

  

 (7) 大学との共同研究 

 研 究 

 
課  題  名 相手方 

期 間 
研   究   の   内   容 担当研究室 

 ア  リモセン技術等によるメ 岩手大学 ８～12   土壌腐食マップ作成のため、土壌タイプと腐植 土壌作物栄養 

   ッシュ生産環境情報の高度 知能情報工学  含量の異なる土壌を採種し、水分を段階的に変え  

   化 講座  た場合の分光反射特性を検討する。  

 イ  ほ場整備地区における多 岩手大学 10～12   ほ場整備事業の経済効果及び社会環境における 農業経営 

   面的効果測定法の開発 農林経済学講座  効果を測定するとともに事業実施地域の営農再編  

    のあり方を解明する。  
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 研 究 

 
課  題  名 相手方 

期 間 
研   究   の   内   容 担当研究室 

 ウ  雑穀の食品機能及び遺伝 岩手大学 11～13   雑穀(キビ、アワ、ヒエ等)の脂質代謝改善機能 やませ利用 

   子解析研究と地域連携食品   成分等の探索、遺伝子解析による品種識別法の解  

   開発   明、省力栽培技術の確立並びに地元食品企業と連  

    携した新加工食品の開発研究について調査検討す  

    る。  

 

 (8) ＡＦＲ研究会 

   研 究  

 名   称 構             成  担当研究室 

   期 間  

 花卉育種研究会   ◎岩手大学農学部、農業研究センター 10～ 花き 

 土地改良研究会   岩手大学農学部、◎農業研究センター 10～ 農業経営 

 昆虫機能利用研究会   ◎岩手大学農学部、農業研究センター 1O～ 蚕桑技術 

 植物育種研究会   ◎岩手大学農学部、教育学部、生物工学研究所、東北農業試験場、 10～ 水稲育種 

  農業研究センター  銘柄米開発 

 機能性食品研究会Ａ   ◎岩手大学農学部、工業技術センター、農業研究センター 10～ やませ利用 

 機能性食品研究会Ｂ   ◎岩手大学農学部、工業技術センター、農業研究センター 10～ 野菜畑作 

 農作業システム自動化研究会   ◎岩手大学農学部、農業研究センター 10～ 生産工学 

 農作物ウイルス病診断防除   岩手大学農学部、◎農業研究センター 10～ 病害虫 

 研究会    

 乳牛の周産期疾患研究会   ◎岩手大学農学部、農業研究センター 10～ 家畜飼養 

 乳質向上対策研究会   岩手大学農学部、◎農業研究センター 10～ 家畜飼養 

 畜産汚水処理実用化研究会   岩手大学農学部、農業研究センター、金ヶ崎町、高度技術振興 10～ 家畜飼養 

  協会、◎アクアマックスセンター中部、佐賀建設、システム・  飼料生産 

  クリエイト、大町モータース   

 水稲栽培研究会  ◎岩手大学農学部、農業研究センター 11～ 水田作 

 果樹栽培研究会   岩手大学農学部、◎農業研究センター 11～ 果樹 

 リンドウ研究会   ◎岩手大学農学部、東北農業試験場、農業研究センター、 11～ 応用生物工学 

  安代町花き開発センター   

     

 

５ 研究レビュー 

 開催月日 場  所 内          容 

 11.11.17  本部 中会議室  テーマ:作物品種育成(オリジナル品種開発に取り組んでいる水稲、果樹、花き 

 ～ 11.18          関連課題) 

    外部委員:農林水産省東北農業試験場 水田利用部長 堀末 登 

             岩手大学農学部 教授 青葉幸二 

             岩手大学農学部 教授 遠藤元庸 

    

 11.11.29 本部 中会議室 テーマ:環境保全型農業技術(環境保全に視点をあてて取り組んでいる課題、 

 ～ 11.30         環境保全、畜産環境) 

   外部委員:東北大学農学部教授 羽柴輝良 

            農林水産省農業環境技術研究所 環境生物部長 河部暹 

            東北大学農学部付属農場 教授 三枝正彦 

            農林水産省畜産試験場飼養環境部 

                    汚染物質浄化研究室長 羽賀清典 
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６ 現地試験の実施 

内 容 （ 試験研究課題名 ） 市町村名 地 区 名 担 当 研 究 室 
 

良質・良食味米生産技術の実証 花巻市 西宮野目 農産部      水田作研究室  

良質・良食味米生産技術の実証 江刺市 稲瀬 水田作研究室  

良質・良食味米生産技術の実証 紫波町 犬吹森 水田作研究室  

良質・良食味米生産技術の実証 紫波町 水分 水田作研究室  

良質・良食味米生産技術の実証 雫石町 御所 水田作研究室  

良質・良食味米生産技術の実証 前沢町 古城 水田作研究室  

良質・良食味米生産技術の実証 北上市 飯豊 水田作研究室  

良質・良食味米生産技術の実証 胆沢町 北大畑平 水田作研究室  

良質・良食味米生産技術の実証 東和町 前田 水田作研究室  

良質・良食味米生産技術の実証 一関市 中里 水田作研究室  

良質・良食味米生産技術の実証 水沢市 北常磐 水田作研究室  

良質・良食味米生産技術の実証 石鳥谷町 中寺林 水田作研究室  

良質・良食味米生産技術の実証 西根町 田頭 水田作研究室  

良質・良食味米生産技術の実証 九戸村 荒谷 水田作研究室  

奨励品種決定現地調査（水稲） 遠野市 青笹 水田作研究室  

奨励品種決定現地調査（水稲） 花巻市 矢沢 水田作研究室  

奨励品種決定現地調査（水稲） 西根町 大更 水田作研究室  

奨励品種決定現地調査（水稲） 山田町 荒川 水田作研究室  

奨励品種決定現地調査（水稲） 紫波町 大巻 水田作研究室  

奨励品種決定現地調査（水稲） 紫波町 南日詰 水田作研究室  

奨励品種決定現地調査（水稲） 雫石町 上野 水田作研究室  

奨励品種決定現地調査（水稲） 松尾村 野駄 水田作研究室  

奨励品種決定現地調査（水稲） 沢内村 前郷 水田作研究室  

稲作地帯における土地利用型水田営農システム確立 胆沢町 鞍骨 水田作研究室  

大規模稲作経営肥培管理自動制御システムの実用化 遠野市 綾織 水田作研究室  

大区画湛水直播による低コスト稲作技術の確立 花巻市 宮野目 水田作研究室  

不良環境地帯向け品種の開発 沢内村 高下 水稲育種研究室  

無代かき移植栽培における機械適応性と土壌の特性 水沢市 羽田 生産工学研究室  

無代かき移植栽培における機械適応性と土壌の特性 花巻市 西宮野目 生産工学研究室  

泥炭層における地耐力向上技術の確立 水沢市 玉の木 生産工学研究室  

超低圧パイプラインシステムの実証 千厩町 奥玉 生産工学研究室  

重機の走行がほ場整備後の土壌均一性に与える影響の解明 宮守村  生産工学研究室  

石礫破砕機による土層改良効果 藤沢町 藤沢 生産工学研究室  

奨励品種決定現地調査（水稲） 一関市 厳美町 銘柄米開発研究室  

奨励品種決定現地調査（水稲） 花泉町 花泉 銘柄米開発研究室  

奨励品種決定現地調査（水稲） 胆沢町 小山 銘柄米開発研究室  

奨励品種決定現地調査（水稲） 藤沢町 新沼 銘柄米開発研究室  

奨励品種決定現地調査（水稲） 陸前高田市 竹駒 銘柄米開発研究室  

穂いもちほ場抵抗性特性検定 金ヶ崎町 六原 銘柄米開発研究室  

オリジナル水稲糯品種開発に係る用途別特性の把握 紫波町 日詰 銘柄米開発研究室  

転作田を活用したぶどう新品種導入による高品質、生産 花巻市 矢沢 園芸畑作部     果樹研究室  

安定、省力栽培法の確立実証     

大規模りんご園の改植法 石鳥谷町 八重畑 果樹研究室  

りんごの低樹高栽培体系の実証 江刺市 米里 果樹研究室  

りんごの低樹高栽培体系の実証 江刺市 小倉沢 果樹研究室  

りんご新台木の現地適応性試験 二戸市 湯田 果樹研究室  

りんご新台木の現地適応性試験 紫波町 矢巾 果樹研究室  
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内 容 （ 試験研究課題名 ） 市町村名 地 区 名 担 当 研 究 室 
 

りんご新台木の現地適応性試験 宮古市 内の沢 園芸畑作部     果樹研究室  

りんご新台木の現地適応性試験 江刺市 小倉沢 果樹研究室  

りんご新台木の現地適応性試験 一関市 花泉中央 果樹研究室  

麦・豆奨励品種決定現地調査 紫波町 水分 野菜畑作研究室  

麦・豆奨励品種決定現地調査 前沢町 古城 野菜畑作研究室  

麦・豆奨励品種決定現地調査 東山町 長坂 野菜畑作研究室  

麦・豆奨励品種決定現地調査 藤沢町 要害 野菜畑作研究室  

大区画ほ場整備地区における園芸・水稲複合型集落営農 北上市 二子 野菜畑作研究室  

モデル実証     

稲作地帯における園芸省力安定生産モデル経営の実証 花泉町 永井 野菜畑作研究室  

転作田への高収益作目の導入促進のための野菜栽培実証 遠野市 松崎町 野菜畑作研究室  

高品質機械化輪作栽培技術の実証 玉山村 下田 野菜畑作研究室  

不耕起大豆の超省力安定栽培技術の確立 玉山村 下田 野菜畑作研究室  

不耕起大豆の超省力安定栽培技術の確立 北上市 相去 野菜畑作研究室  

いわて型養蚕の実証 花泉町 油島 蚕桑技術研究室  

藤崎地区における灌漑による野菜を取り入れたモデル経営 川崎村 藤崎 南部園芸研究室  

の実証     

沿岸中山間地における園芸省力安定生産ﾓﾃﾞﾙ経営の実証 住田町 世田米 南部園芸研究室  

水稲における環境保全型農業の総合組立 一関市 萩荘 生産環境部   環境保全研究室  

水稲における環境保全型農業の総合組立 雫石町 御明神 環境保全研究室  

水稲における環境保全型農業の総合組立 玉山村 下田 環境保全研究室  

水稲における環境保全型農業の総合組立 軽米町 山内 環境保全研究室  

水稲における環境保全型農業の総合組立 平泉町 北沖 環境保全研究室  

水田地力富化の実態と適正施肥量指針策定 平泉町 北沖 環境保全研究室  

野菜における環境保全型農業の総合組立 西根町 田頭 環境保全研究室  

交差抵抗性誘導菌の利用技術 西根町  環境保全研究室  

交差抵抗性誘導菌の利用技術 遠野市  環境保全研究室  

天敵による施設果菜類の多犯性害虫防除技術の確立 江刺市 愛宕 環境保全研究室  

性フェロモンを利用したアブラナ科野菜のコナガの総合 水沢市 佐倉河 環境保全研究室  

防除技術の確立     

有機入り側条肥料の肥効確認 花巻市 宮野目 土壌作物栄養研究室  

わい化りんごの有機物施用量基準設定 江刺市 西部地域       土壌作物栄養研究室  

雨よけほうれんそうの有機物施用基準設定 西根町        土壌作物栄養研究室  

りんどうの土壌・施肥管理指針策定 九戸村        土壌作物栄養研究室  

りんどうの土壌・施肥管理指針策定 安代町        土壌作物栄養研究室  

レタス高生産性土壌管理実証 一戸町 奥中山       土壌作物栄養研究室  

性フェロモン及び天敵利用を機軸としたリンゴとモモの 花巻市 外台 病害虫研究室  

減農薬防除の確立     

側条施用剤によるいもち病防除試験 北上市 後藤野 病害虫研究室  

りんご病害虫の省農薬防除体系の確立 花巻市 外台 病害虫研究室  

新農薬の肥効検定と防除基準作成 遠野市 青笹町 病害虫研究室  

新農薬の肥効検定と防除基準作成 金ヶ崎町  病害虫研究室  

新農薬の肥効検定と防除基準作成 江刺市 稲瀬 病害虫研究室  

新農薬の肥効検定と防除基準作成 北上市 相去 病害虫研究室  

新農薬の肥効検定と防除基準作成 胆沢町 二台 病害虫研究室  

トマト黄化えそウィルス病の総合防除法の確立 水沢市 佐倉河 病害虫研究室  

葉とらずりんごの品質評価法の開発 盛岡市  保鮮流通技術研究室  

葉とらずりんごの品質評価法の開発 江刺市  保鮮流通技術研究室  
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          内 容 （ 試験研究課題名 ）  市町村名 地 区 名 担 当 研 究 室 
 

加工部門との連携によるだいこん産地の経営改善実証 釜石市 和山 生産環境部 保鮮流通技術研究室  

雨よけトマトの各種栄養成分含量と土壌環境条件との関係 一関市  保鮮流通技術研究室  

の解明     

ほうれんそうの内部品質向上のための有機物施用等土壌 西根町  保鮮流通技術研究室  

管理技術     

ほうれんそうの内部品質向上のための有機物施用等土壌 軽米町  保鮮流通技術研究室  

管理技術     

砕氷封入によるブロッコリー栄養成分保持技術の確立 一戸町  保鮮流通技術研究室  

砕氷封入によるブロッコリー栄養成分保持技術の確立 松尾村  保鮮流通技術研究室  

胚移植技術を活用した乳成分改良牛群の調査 千厩町 奥玉 畜産研究所   家畜飼養研究室  

胚移植技術を活用した乳成分改良牛群の調査 千厩町 小梨         家畜飼養研究室  

簡易牧草種子追播機による草生改良技術 玉山村  飼料生産研究室  

川井村青松牧野における褐毛和種親子放牧の放牧子牛育成 川井村 青松牧野 外山畜産研究室  

技術開発     

北上山地における黒毛和種繁殖経営の体系化現地実証 遠野市 貞任 外山畜産研究室  

畜産由来資源の有効活用技術の開発 軽米町 山内 県北農業研究所 営農技術研究室  

畜産由来資源の有効活用技術の開発 軽米町 米田 営農技術研究室  

土壌蓄積リン酸･カリ利用による施肥リン酸･カリ減肥 軽米町 高家 営農技術研究室  

土壌蓄積リン酸･カリ利用による施肥リン酸･カリ減肥 久慈市 大川目 営農技術研究室  

土壌蓄積リン酸･カリ利用による施肥リン酸･カリ減肥 九戸村 山根 営農技術研究室  

全量育苗箱施肥法における土づくり肥料の肥効と食味の 軽米町 山内 営農技術研究室  

確認     

畑地かんがい地帯における野菜・花き等の高収益モデルの 岩手町 一方井 営農技術研究室  

実証     

ネギ防除体系実証試験 軽米町 山内 営農技術研究室  

作型を利用したレタスの無農薬栽培技術 一戸町 奥中山 営農技術研究室  

有機質肥料の肥効確認 軽米町 山内 営農技術研究室  

ほうれんそう収穫・調整機械の開発・改良 西根町 田頭 営農技術研究室  

短期輪作による環境保全型根こぶ病発病抑止技術の実証 西根町 焼走 営農技術研究室  

岩手酒５２号の栽培特性調査 二戸市 金田一 営農技術研究室  

岩手酒５２号の栽培特性調査 西根町 大更 営農技術研究室  

岩手酒５２号の栽培特性調査 玉山村 元好摩 営農技術研究室  

高付加価値花きの生産技術の現地実証 二戸市 上斗米 産地育成研究室  

レタス優良品種の選定 一戸町 中山 産地育成研究室  

野菜の省力機械化技術を基幹とした大規模畑輪作技術の 大野村 帯島 産地育成研究室  

実証     

県北中山間地域における花き品目導入による農業経営の 一戸町 小友 産地育成研究室  

確立     

だいこんの優良品種の選定（萎黄病抵抗性） 岩手町 北山形 産地育成研究室  

りんどう新肥料の肥効調査 軽米町 山内 産地育成研究室  

かけはしの栽培法 大野村 阿子木 やませ利用研究室  

水稲奨励品種決定現地調査 種市町 宿戸 やませ利用研究室  

水稲奨励品種決定現地調査 浄法寺町 浄法寺 やませ利用研究室  

雑穀類の高付加価値技術 軽米町  やませ利用研究室  

麦・豆奨励品種決定現地調査 玉山村 下田 やませ利用研究室  

新規導入作物を組み入れた高品質機械化輪作栽培技術の 軽米町 野場 やませ利用研究室  

実証     

大規模野菜専作経営の実証と持続型産地育成 普代村 和野山 やませ利用研究室  



 

 

 

 

 

 

III 試験研究の成果 
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１ 試験研究成果 

区 分 農産部門 園芸畑作部門 総合部門 畜産部門 計 

普 及  ５ １１  ６  ７  ２９ 

指 導  ８ １７ １１ １０  ４６ 

行 政  ４  ２ １０  １  １７ 

研 究  ５ １０ １０  ４  ２９ 

計 ２２ ４０ ３７ ２２ １２１ 

 

試験研究成果の区分    

     １ 普及（普及に移しうる成果） 

          農家等へ普及することによって、経済効果や経営改善等が見込ま 

         れる成果。 

 

     ２ 指導（技術指導に参考となる成果） 

          普及員等指導者の技術指導上の参考として適当と認められる成果。 

 

     ３ 行政（行政施策等に反映すべき成果） 

          行政からのニーズに対応した研究成果等で、行政施策の企画等に 

         参考になると認められるもの。 

 

     ４ 研究（技術開発に有効な成果） 

          新しい技術の試みで、今後の試験研究により技術に仕上げられる 

     可能性のあるもの及び技術の基礎的知見、研究手法等に関するもの。 

 

【 普及（普及に移しうる成果）】 

部門 No. 成   果   名 提案研究室 備 考 

  やませ利用  

1 品種 酒米「岩手酒52号」 水田作  

  水稲育種  

銘柄米開発  
2 酒造好適米品種「吟ぎんが」の栽培法 

水田作  

水田作  
3 平成12年度雑草防除基準に採用した水稲除草剤 

銘柄米開発  

水田作  
4 水田除草剤ジャンボ剤（パック）による水田雑草の防除法 

銘柄米開発  

生産工学  

農 

 

 

産 

 

 

部 

 

 

門 

5 キャベツ栽培における乗用型野菜移植機の作業特性 
営農技術  

6 平成12年度雑草防除基準に採用した果樹除草剤 果樹  

7 りんご「きおう」に対するジクロルクロップ液剤の落果防止効果 果樹  

8 簡易な受粉機械によるりんご人工受粉の効率化 果樹  

9 品種 えだまめ「滝系Ｃ８」 野菜畑作  

10 品種 えだまめ「滝系Ｃ11」 野菜畑作  

11 品種 スイートコーン「味来390」 産地育成  

12 キャベツの早春まき６月どり栽培技術 野菜畑作  

やませ利用  
13 品種 アマランサス「関東２号」 

営農技術  

14 栄養系鉢物りんどうの品質向上のための挿し穂調整法 花き  

15 安価で使いやすい天蚕採卵容器 蚕桑技術  

園 

 

芸 

 

畑 

 

作 

 

部 

 

門 

 16 家蚕繭層を利用したつむぎ生糸の製造方法 蚕桑技術  
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部門 No. 成   果   名 提案研究室 備 考 

 17 農業経営設計システム「ク－ボ－博士」 農業経営  

土壌作物栄養  
18 土壌蓄積リン酸を活用した水稲のリン酸施肥基準 

営農技術  

 19 平成１２年度病害虫防除基準に採用した主な殺虫剤、殺菌剤 病害虫  

 20 簡易湿度コントロール装置によるハウスの湿度制御と灰色かび病防除効果 病害虫  

 21 天敵（オンシツツヤコバチ）を利用した施設トマトのオンシツコナジラミ防除 環境保全  

総 

 

合 

 

部 

 

門 
 22 ゆり切り花の貯蔵技術 保鮮流通技術  

平成12年度雑草防除基準に採用した飼料用とうもろこし用除草剤 「ハロスルフロン 飼料生産  
23 

メチル水和剤」   

 24 品種 飼料用とうもろこし極早生品種「ニューデント90日（LG2290）」 飼料生産  

 25 品種 飼料用とうもろこし極早生品種「ニューデント95日（DK405）｣ 飼料生産  

 26 品種 飼料用とうもろこし早生品種「ゴールドデント DK474｣ 飼料生産  

 27 品種 飼料用とうもろこし晩生品種「32K61（パイオニア122日)｣ 飼料生産  

 28 県有優良種雄牛「福利桜」「糸美徳」の作出 種山畜産  

畜 

 

産 

 

部 

 

門 

 29 ロ－ルベ－ルラップサイレ－ジの簡易品質評価法 飼料生産  

 

【 指導（技術指導に参考となる成果）】                                       

部門 No. 成   果   名 提案研究室 備 考 

  水田作  

  銘柄米開発  

1 平成11年における水稲生育の特徴と作柄・品質に影響した要因の解析 土壌作物栄養  

  病害虫  

  やませ利用  

水田作  
2 岩手県の農業用水の水温実態 

銘柄米開発  

水田作  
3 米の品質判定器(RN-500)の特徴と活用法 

銘柄米開発  

水田作  
4 米の成分分析計(AN-800)の特徴と活用法 

銘柄米開発  

生産工学  
5 大区画圃場における流入専用肥料施用法－液肥－（追補） 

土壌作物栄養  

水田作  
6 新しい水稲育種培土（中・成苗用）の実用性 

やませ利用  

7 転作田での弾丸暗渠と明渠の組合せによる営農排水効果 生産工学  

農 

 

 

産 

 

 

部 

 

 

門 

 

8 キャベツ及びはくさい栽培におけるチェーンポット苗全自動移植機の作業特性 生産工学  

9 りんご「ふじ」に対する摘葉剤の効果 果樹  

10 近赤外線利用によるりんご「ふじ」の蜜入りの非破壊判定法 果樹  

11 りんごわい化栽培における計画密植栽培の評価 果樹  

12 キャベツの５～６月どり越冬栽培技術 野菜畑作  

13 雨よけトマトのセル苗直接定植における仕立法 野菜畑作  

14 カラーピーマンの品種別特性 野菜畑作  

15 野菜畑における地力維持のための大豆の緑肥利用 野菜畑作  

16 なばな「はるの輝」の簡易低温処理法 南部園芸  

17 春まきダイコン品種の播種早限の推定 産地育成  

18 キャベツの種子重量が生育に与える影響 産地育成  

  営農技術  

19 アマランサス、キビ、アワを組み入れた普通畑作物の大型機械化体系 やませ利用  

園 

 

芸 

 

畑 

 

作 

 

部 

 

門 

  農業経営  
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部門 No. 成   果   名 提案研究室 備 考 

20 醸造用二条大麦の春まき栽培における品種適応性 野菜畑作  

21 ハウス小ぎくの不耕起による年２回出し作型 花き  

22 沖縄系秋ぎくタイプ小ぎくの作型 花き  

23 県北地域におけるグラウンドカバープランツの有望品目とその特性 産地育成  

24 土地利用型花木（ツルウメモドキ、ノイバラ）の栽培方法と出荷時期 産地育成  

園 

芸 

畑 

作 

部 

門 
25 桑の発芽・開葉予測プログラム 蚕桑技術  

26 水田における大規模大豆団地形成のための取り組み 農業経営  

27 堆きゅう肥利用に関する耕種農家の意向と流通促進方策 農業経営  

28 農産物直売所に対する利用客の購買行動と意識 農業経営  

水田作  
29 平成11年の夏期高温が農作物に及ぼした影響 

果樹  他  

30 小型反射式光度計による硝酸態窒素の簡易測定 土壌作物栄養  

31 夏穫りほうれんそうにおける萎ちょう症状の産地別発生要因 病害虫  

32 褐斑病に対するりんご品種の罹病性 応用生物工学  

33 アカスジメクラガメによる斑点米被害と水田内ヒエ類との関係 病害虫  

34 ミカンキイロアザミウマの発生調査法 病害虫  

営農技術  
35 アマランサスに発生する害虫と防除対策 

やませ利用  

総 

 

 

合 

 

 

部 

 

 

門 

36 販売用農産物加工品のラベル作成方法 保鮮流通技術  

 37 日本短角種産肉能力検定（直接法）成績 家畜育種  

 38 日本短角種産肉能力検定（間接法）成績 家畜育種  

 39 黒毛和種県有種雄牛「恒菊」産子の産肉能力 家畜育種  

 畜 40 バイパス油脂給与が黒毛和種去勢牛の産肉性に及ぼす影響 家畜育種  

 産 41 新ランドレ－ス種系統豚Ｆ１母豚の繁殖能力 家畜育種  

 部 42 搾乳ロボットの運用実績 家畜飼養  

 門 43 飼料用とうもろこし推奨品種の改廃と早晩性配置 飼料生産  

 44 ロックウ－ル脱臭装置における排水対策（排水循環法） 飼料生産  

 45 牧草地における炭化鶏糞の利用性 外山畜産  

 46 県有種雄牛産子の市場上場時成績 種山畜産  

 
【 行政（行政施策等に反映すべき成果）】 

部門 No. 成   果   名 提案研究室 備 考 

  水田作  

1 平成11年度水稲奨励品種決定本調査・現地調査結果 銘柄米開発  

  やませ利用  

2 泥炭水田への客土による作業性向上効果 生産工学  

3 レーザー均平機を用いた均平作業能力 生産工学  

営農技術  

 

農 

 

産 

 

部 

 

門 4 農作業事故の発生実態と防止対策 
生産工学  

園芸 野菜畑作  

畑作 
5 小麦有望系統「東北２０６号」の生育特性 

やませ利用  

部門 6 平成11年度繭品質評価成績 蚕桑技術  

7 農産物直売所を対象とした有機農産物等の取り組み実態と消費者の意識 農業経営  

8 需要拡大に向けたスプレータイプ切り花りんどうの草姿と販売戦略 農業経営  

9 首都圏と盛岡市におけるリンゴの選好度について 農業経営  

10 日本短角牛肉に関する県内外食産業・精肉店の意向 農業経営  

11 農業労働力推計フォーム 農業経営  

総 

 

合 

 

部 

 

門 12 なばな「はるの輝」の購買決定要素 農業経営  
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部門 No. 成   果   名 提案研究室 備 考 

13 新規参入就農者の就農動機 農業経営  

14 栄養繁殖系りんどうのウイルスフリー化及び選抜 応用生物工学  

15 県内主要農産物の農薬残留実態 環境保全  

営農技術  

総 

合 

部 

門 
16 県北地域における異常高温による露地野菜への影響と畑地かんがいの効果 

産地育成  

畜産  

部門 
17 黒毛和種産肉能力検定（間接法）成績 種山畜産 

 

 

【 研究（研究開発に有効な成果）】 

部門 No. 成   果   名 提案研究室 備 考 

  1 平成12年度水稲新配布系統（候補系統） 水稲育種  

  2 平成12年度水稲新配布系統（候補系統） 銘柄米開発  

  水田作  

  3 平成12年度水稲奨励品種決定本調査・現地調査新規供試系統候補 銘柄米  

  やませ利用  

  4 株周による「ひとめぼれ」の乾物重推定 銘柄米開発  

農 

 

産 

 

部 

 

門 
  5 稲いもち病真性抵抗性遺伝子Pik に連鎖するDNAマーカーの作出 応用生物工学  

  6 雨よけピーマンのセル苗直接定植における生育特性 野菜畑作  

  7 調理用トマトの品種と作型における収量の特徴 産地育成  

  8 小麦の春播き栽培における品種特性 野菜畑作  

  9 県南部における大規模水田輪作の技術的課題 野菜畑作  

 10 りんどう切り花用品種「ポラーノブルー」の組織培養による苗条を利用した良質苗 花き  

 の生産技術   

 11 沖縄育成小ぎく「そよ風」の栽培特性 花き  

 12 プレルーティングによるオリエンタル系ゆりの品質向上技術 花き  

  －処理球における上根の発達と花芽の分化発達－   

 13 組織培養によるりんどう採種用親系統「矢巾系」の維持・増殖法 応用生物工学  

 14 数種昆虫における人工飼育の可能性 蚕桑技術  

園 

 

芸 

 

畑 

 

作 

 

部 

 

門 

 15 数種三眠蚕品種と四眠蚕品種「日２０２号」の交雑種製造と交雑種の飼育技術 蚕桑技術  

 16 ピンク系切り花りんどうの需要動向分析 農業経営  

 17 水田作経営体の経営展開の実態 農業経営  

 18 水稲初期生育に対するリン酸施肥の効果 土壌作物栄養  

 19 近接リモートセンシングによる水稲の生育予測 土壌作物栄養  

 20 水稲種子消毒廃液処理における農薬成分の動態 環境保全  

 21 水稲有機栽培等の地域別可能性 環境保全  

 22 ほうれんそうの無農薬・無化学肥料栽培における生育等への影響 環境保全  

 23 りんご品種「王林」の斑点落葉病に対する罹病性 応用生物工学  

 24 耐病性関連遺伝子（キチナーゼ、グルカナーゼ）導入りんごの特性評価 応用生物工学  

総 

 

合 

 

部 

 

門 

 25 キタネグサレセンチュウのりんご苗木に及ぼす影響 環境保全  

 26 過剰排卵処置法と経膣採卵を組み合わせた胚生産 家畜工学  

 27 ＤＮＡマ－カ－によるウシ筋肉肥大（Double-muscling）原因遺伝子の判定 家畜工学  

 28 飼料用とうもろこし市販品種の特性比較 飼料生産  

畜 

産 

部 

門  29 精液の希釈濃度が凍結融解後精子の運動性に及ぼす影響 種山畜産  
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２ フォローアップ 
＜平成９年度研究成果＞ 
回答数 県庁・出先機関 １２７ 
(延べ数) 農業改良普及センター ３１５ 
 農業団体  ２３ 

                                 （単位：％） 
この成果を知っているか 活用したいか 

No. 研  究  成  果  名 知って

い る 
他の成果

として 
初めて 
知った 

は い いいえ 

１ 
農業用無人ヘリコプター利用による水稲用フロアブル除草 

剤の散布技術 
 ７９ １１ １１  ５６ ４４ 

２ 岩手県における水稲プール育苗  ６０ ３２  ８  ９７  ３ 
３ 平成 10 年度雑草防除基準に採用した水稲除草剤  ８０ ２０  ０  ９３  ７ 
４ 平成10年度成長調整剤使用基準に採用した水稲倒伏軽減剤  ７５ １４ １１  ５４ ４６ 

５ 
水稲オリジナル品種「かけはし」を用いた県北地域におけ

る稚苗移植栽培 
 ５８  ０ ４２  ６３ ３７ 

６ 水稲「ユメコガネ」の生育・栄養診断基準と栽培法  ７７  ０ ２３  ６２ ３８ 
７ 品種 ぶどう「ハニーブラック」  ７９ １１ １１  ７８ ２２ 

８ 
植物生育調節剤パクロブトラゾール水和剤によるおうとう

の新梢伸長抑制効果 
 ５５  ９ ３６  ８２ １８ 

９ 
りんご園の早期成園化のためのポット養成苗利用による大

苗移植栽培法 
 ８５ １２  ３  ９４  ６ 

10 ハウスきゅうりの遅出し作型における不耕起栽培法  ６１ ３３  ６  ８９ １１ 
11 ハウスピーマンの規模拡大に対応した半放任２本仕立て法  ７２ ２２  ６  ７５ ２５ 
12 品種 切り花用りんどう「ポラーノブルー」  ９５  ０  ５ １００  ０  
13 品種 鉢物用りんどう「あおこりん」 １００  ０  ０  ９３  ７ 
14 品種 鉢物用りんどう「ももこりん」  ９３  ０  ７  ９３  ７ 

15 
プレルーディング処理によるオリエンタル系ゆりの品質向

上技術（追補）－処理温度、処理期間－ 
 ７１ ２９  ０ １００  ０ 

16 短日処理による促成いちごの前進作型  ９２  ０  ８  ７３ ２７ 
17 短日処理による 10 月出しトルコギキョウの品質向上技術  ８６ １４  ０ １００  ０ 
18 品種 スイートコーン「キャンベラ 90」  ５７ ４３  ０  ９０ １０ 
19 品種 レタス「サマーランド」 １００  ０  ０ １００  ０ 
20 アワ、ヒエ、キビの優良系統の選定  ９２  ０  ８  ８７ １３ 
21 平成 10 年度病害虫防除基準に採用した主な殺虫剤、殺菌剤  ９１  ４  ４  ９５  ５ 
22 アブラムシ忌避資材によるりんどうモザイク病の防除技術  ７９  ５ １６  ７９ ２１ 
23 りんどうの出荷調整のための短期貯蔵法  ７５  ６ １９ １００  ０ 
24 ＭＡ包装段ボール箱によるサヤエンドウの鮮度保持法 １００  ０  ０  ８９ １１ 
25 豚の投薬早期隔離離乳による清浄化技術  ４０ ２０ ４０  ５０ ５０ 
26 仕上げ飼料（抗生剤無添加）による南部かしわの肥育  ６７  ０ ３３ １００  ０ 
27 ロックウール脱臭装置による家畜糞尿悪臭防除技術  ７２ １２ １６  ４９ ５１ 
28 おがくず脱臭装置による家畜糞尿悪臭防除技術  ６７ １２ ２１  ５４ ４６ 
29 品種 アカクローバ「マキミドリ」  ５７ １１ ３２  ９３  ７ 
30 品種 リードカナリーグラス「ベンチャー」「パラトン」  ６２ １７ ２１  ８２ １８ 
31 品種 飼料用とうもろこし「ナスホマレ」  ５２ １７ ３１  ６４ ３６ 

32 
平成10年度雑草防除基準に採用した飼料用とうもろこし用

除草剤「ジメテナミド乳剤」 
 ５６  ４ ４１  ７５ ２５ 

※小数点以下ラウンドのため、合計が１００％にならない場合がある。 
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３ 東北農業試験研究成果 
＜研究成果情報＞ 
 ア 醸造特性及び醸造酒の酒質が良好な早生の水稲新品種候補系統「岩手酒 52 号」（水稲育種研究室） 
 イ 岩手県における酒米水稲品種候補「岩手酒 52 号」の採用（やませ利用研究室、水田作研究室） 
 ウ 酒造好適米品種「吟ぎんが」の収量構成要素の指標と栽培法（銘柄米開発研究室） 
 エ 登熟期の高温が水稲品種「ひとめぼれ」の玄米品質に及ぼす影響（水田作研究室、銘柄米開発研究室） 
 オ 春播き栽培における醸造用二条大麦の品種特性（野菜畑作研究室） 
 カ 良食味・中生えだまめ品種「滝系Ｃ８」（野菜畑作研究室） 
 キ 子実用アマランサス品種「関東２号」の採用（やませ利用研究室） 
 ク 土壌蓄積リン酸に対応した寒冷地水田のリン酸低投入施肥管理（土壌作物栄養研究室） 
 ケ アカスジメクラガメによる斑点米被害と水田内ヒエ類との関係（病害虫研究室） 
 コ キャベツ栽培における乗用型野菜移植機の作業特性（生産工学研究室） 
 サ アマランサス、キビ、ヒエを組入れた普通畑作物の大型機械化作業体系（営農技術研究室） 
 シ 農業経営設計システム「クーボー博士」（農業経営研究室） 
 ス 水田における大規模大豆団地経営のための取り組み（農業経営研究室） 
 セ ＤＮＡマーカーによるウシ筋肉肥大（Double-muscling）原因遺伝子の判定（家畜工学研究室） 
 ソ りんごわい化栽培における計画密植栽培の評価（果樹研究室） 
 タ 褐斑病分生胞子に対するりんご葉の罹病性とその品種間差異（応用生物工学研究室） 
 チ キタネグサレセンチュウのりんご苗木の生育に及ぼす影響（環境保全研究室） 
 ツ なばな「はるの輝」の簡易低温処理法（南部園芸研究室） 
 テ 春播きだいこん品種の播種早限の推定（産地育成研究室） 
 ト 栄養系鉢物りんどうの品質向上のための挿し穂調整法（花き研究室） 
 ナ スターチス・シヌアータ栄養系品種「アイスター」の育成とその特性（花き研究室） 
 ニ ゆり切り花の貯蔵技術（保鮮流通技術研究室） 
 ヌ 桑の発芽・開葉予測プログラム（蚕桑技術研究室） 
 ネ 家蚕繭層を利用したつむぎ生糸の製造方法（蚕桑技術研究室） 
 ノ 安価で使いやすい天蚕採卵容器（蚕桑技術研究室） 

 
※アンダーラインは「東北地域新しい技術シリーズ」となったものである。 

 



 
 
 
 
 
 

IV 試験研究成果の発表 
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１ 試験成績書等刊行物 

資 料 番 号 表           題           名 発行年月 ページ数 

企画経営11－No.１ 農業経営設計システム｢クーボー博士｣利用の手引き 12. 3  37 

企画経営11－No.２ 平成11年度21世紀型農業経営モデル実証試験地事業現地支援実証 12. 3  90 

 試験成績   

企画経営11－No.３ 平成11年度試験研究成果 12. 3 247 

企画経営11－No.４ マーケティング研究室研究報告書 11. 4 101 

農産11－No.１ 平成11年度水稲作用除草剤第2次適用性試験成績書 11.10  59 

農産11－No.２ 平成11年度水稲新配布系統成績書（農産部銘柄米開発研究室） 12. 3  14 

農産11－No.３ 平成10年度試験成績書（農産部銘柄米開発研究室） 12. 3 107 

農産11－No.４ 平成10年度試験成績書（農産部応用生物工学研究室） 12. 3  98 

農産11－No.５ 平成9年度試験成績書（農産部水田作研究室） 11. 4 258 

農産11－No.６ 平成10年度試験成績書（農産部水田作研究室） 11. 4 215 

東北地域基幹産業技術体系化 早期多収技術を基幹とした高品質リンゴの低コスト生産技術 11.10 215 

促進研究 研究成果No.３    

園芸11－No.１ 平成10年度試験成績書(果樹研究室) 12. 3 212 

園芸11－No.２ 平成10年度南部園芸研究室試験成績書 11. 4  71 

環境10－No.１ 平成10年度試験成績書(保鮮流通技術研究室) 11. 4  86 

環境11－No.１ 平成11年度試験成績書(環境保全研究室) 12. 3 196 

畜産11－No.1 平成11年度試験成績書（畜産研究所） 12. 3 106 

 

２ 学会等研究報告 

 発 表 者 学     会 開 催   

部所・研究室名    発  表  課  題  名 備考・刊行誌等 

 氏   名 研 究 会 名 年月日   

企画経営情報部 村上 和史 日本農業経営 12. 3.31 農産物直売所利用客の購買行動に関する考察  

農業経営研究室  学会大会・個  －岩手県内の事例によるPOSデ－タ分析－  

  別報告    

      

 及川 浩一 第35回東北農 11. 8.26 黒毛和種放牧子牛価格の個体間格差形成要因 東北農業経済 

  業経済学会福  分析 研究 

  島大会個別報    

  告    

      

 及川 浩一 第42回東北農 11. 7.14 黒毛和種放牧子牛の市場価格形成要因 東北農業研究 

  業試験研究発   52号 

  表会    

      

 菅原 豊司 第42回東北農 11. 7.14 盛岡市内店頭におけるりんご購買動向 東北農業研究 

 星野 圭樹 業試験研究発   52号 

  表会    

農産部      

  水田作研究室 工藤 佳徳 日本雑草学会 11. 8.27 カフェンストロール・ピラゾスルフロンエチル 日本雑草学会 

  第38回大会講 ～  8.28 顆粒水和剤の異なる水深での拡散性と除草効果 誌第44号別号 

  演会    

      

 吉田 宏 日本農業気象 11. 8.30 水稲の登熟中期における冠水が収量・品質に 東北の農業 

  学会東北支部 ～  8.31 及ぼす影響 気象第43号 

  会    
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 発 表 者 学     会 開 催   

部所・研究室名    発  表  課  題  名 備考・刊行誌等 

 氏   名 研 究 会 名 年月日   

農産部      

  水稲育種研究室 畠山 均 第１回CRCシ 11. 7. 2 耐冷性イネ育種研究の現状と展望  

    ンポジウム    

      

  応用生物工学 星 伸枝 第53回北日本 12. 2. 8 リンゴ褐斑病に対する品種の罹病性 北日本病害虫 

  研究室 仲谷 房治 病害虫研究発 ～  2. 9  研究会報第51号 

  表会    

      

 仲谷 房治 北日本病害虫 11.11 リンゴ褐斑病に対するリンゴ葉の罹病性 北日本病害虫 

 星 伸枝 研究会   研究会報第50号 

      

 仲谷 房治 北日本病害虫 11.11 リンゴ褐斑病の発病に及ぼす温度の影響 北日本病害虫 

 星 伸枝 研究会   研究会報第50号 

      

 多田 徹 日本育種学会 11. 4. 3 クモノスカビ由来キチナーゼ遺伝子導入イネの 育種学研究 

 仲谷房治ら 第95回講演会 ～  4. 4 いもち病に対する抵抗性 第１巻別冊1号 

      

生産工学研究室 伊藤 勝浩 東北農業試験 11. 7.14 ロングマット水耕苗の育苗移植技術の確立 東北農業研究 

 鶴田 正明 研究協議会   第１報 寒冷地における水耕苗の育苗方法 第52号 

    第２報 寒冷地における水耕苗の移植機械  

    及び圃場適応性  

      

 鶴田 正明 農業機械学会 11. 8.18 農業機械関連文献データベースの構築 農業機械学会 

  東北支部会   東北支部報46 

 伊藤 勝浩 農業機械学会 11. 8.18 水稲芽出し籾流体直播機の開発 農業機械学会 

 ほか４名 東北支部会   東北支部報46 

      

 小野寺忠夫 農業土木学会 11.10.26 造成直後の大区画水田にみられる水稲の収量 農業土木学会 

  東北支部  ムラについて 東北支部第44 

     回研究発表会 

     要旨 

      

 丹内 利彦 農業土木学会 11.10.26 自動かんがいシステムについて 農業土木学会 

 鶴田 正明 東北支部   東北支部第44 

     回研究発表会 

     要旨 

      

 長利 洋     － 11.12 水田圃場整備整地工事におけるブルドーザの 農業土木学会 

 小野寺忠夫   走行状態 論文集№.204 

      

銘柄米開発研究室 小田中浩哉 第42回東北農 11. 7.14 水稲新品種「吟ぎんが」の特性  東北農業研究 

 ら 業試験研究発    第52号 

  表会    

      

 荻内謙吾ら 第42回東北農 11. 7.14 酒造好適米新品種「吟ぎんが」の玄米品質特性 東北農業研究 

   業研究発表会   第52号 
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 発 表 者 学     会 開 催   

部所・研究室名    発  表  課  題  名 備考・刊行誌等 

 氏   名 研 究 会 名 年月日   

農産部      

銘柄米開発研究室 扇 良明ら 第42回東北農 11. 7.14 幼穂形成期における水稲「ひとめぼれ」の倒伏 東北農業研究 

  業研究発表会  診断指標 第52号 

      

園芸畑作部 鈴木 哲 日本農業気象 11. 8.31 平成10年度の気象がリンゴの生育および果実 日本農業気象 

果樹研究室 小原 繁 学会東北支部  品質等に及ぼした影響 学会東北支部 

 佐藤 秀継 50周年記念大   平成11年度 

 小野田和夫 会   発表要旨 

      

 石川 勝規 平成11年度日 11. 8.20 わい性台木を使用した‘ふじ’の樹齢増が 園芸学会東北 

 小野田和夫 本園芸学会東  樹冠内光環境に及ぼす影響 支部平成11年 

  北支部発表会   度研究発表要旨 

      

 鈴木 哲 第42回東北農 11. 7.14 平成10年の異常気象がリンゴの果実品質等に 東北農業研究 

 小原 繁 業研究発表会  及ぼした影響 第52号 

 佐藤 秀継     

 小野田和夫     

      

 佐藤 秀継 第42回東北農 11. 7.14 除草剤の付着がリンゴ幼木の主幹に与える影響 東北農業研究 

 小原 繁 業研究発表会   第52号 

 小野田和夫     

      

野菜畑作研究室 作山 一夫 第42回東北農 11. 7.13 夏秋キュウリにおける接ぎ木苗の連続供給と 東北農業研究 

  業研究成果発  短期リレー栽培法 別号第12号 

  表会    

      

 高橋 昭喜 第42回東北農 11. 7.14 輪作及び耐病性品種の利用によるダイコン 東北農業研究 

  業研究発表会  萎黄病の発生軽減 第52号 

      

 高橋 昭喜 第42回東北農 11. 7.14 岩手県における春まき２条大麦の生育特性 東北農業研究 

  業研究発表会   第52号 

      

花き研究室 高橋 寿一 平成11年度日 11. 8.20 スターチス・シヌアータ新栄養系品種の育成 園芸学会東北 

 内藤 善美 本園芸学会東   支部平成11年 

 吉田 達夫 北支部発表会   度研究発表要旨 

 佐藤 弘     

      

 高橋 寿一 第42回東北農 11. 7.14 秋ギクタイプスプレーギクの再電照による品質 東北農業研究 

 中野 俊成 業研究発表会  向上技術 第52号 

      

 阿部 潤 第42回東北農 11. 7.14 プレルーティングによるユリの品質向上技術 東北農業研究 

 輪達 公重 業研究発表会  －主要品種の好適処理条件と簡易処理技術－ 第52号 

 高橋 寿一     

      

蚕桑技術研究室 阿部 信治 日本蚕糸学会 11.11. 5 天蚕卵の非膠着生系統の育成(予報) 東北蚕糸研究 

 佐藤 正昭 東北支部第53   報告第24号 

 他 回研究発表会    
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 発 表 者 学     会 開 催   

部所・研究室名    発  表  課  題  名 備考・刊行誌等 

 氏   名 研 究 会 名 年月日   

園芸畑作部 橋元 進 日本蚕糸学会 11.11. 5 数種三眠蚕と四眠蚕の交雑種の三眠化率 東北蚕糸研究 

蚕桑技術研究室 土佐 明夫 東北支部第53   報告第24号 

 境田謙一郎 回研究発表会    

 阿部 信治     

      

生産環境部      

 環境保全研究室 築地 邦晃 第53回北日本 12. 2. 8 オンシツツヤコバチによる施設トマトのオンシツ  

  他 病害虫研究発 ～  2. 9 コナジラミ防除  

  表会    

      

 高城 保志 第53回北日本 12. 2. 8 キタネグサレセンチュウのリンゴの生育に及ぼす  

 他 病害虫研究発 ～  2. 9 影響  

  表会    

      

      

  土壌作物栄養 島 輝夫 平成11年度土 12. 3.15 岩手県におけるメッシュ生産環境情報システムの  

  研究室  壌肥料研究会  開発と利用  

      

病害虫研究室 福士 敬子 第53回北日本 12. 2. 8 岩手県におけるイネもみ枯細菌病オキソリニック  

 勝部 和則 病害虫研究発 ～  2. 9 耐性菌の発生確認  

 宍戸 貢 表会    

      

 後藤 純子 第53回北日本 12. 2. 8 水田内におけるヒエ類の発生密度とアカスジ  

 宍戸 貢他 病害虫研究発 ～  2. 9 メクラガメによる斑点米の発生との関係  

  表会    

      

 勝部 和則 第53回北日本 12. 2. 8 ホウレンソウ萎ちょう病菌の簡易病原性検定法  

  病害虫研究発 ～  2. 9   

  表会    

      

 勝部 和則 北日本病害虫 12. 2. 8 ホウレンソウ萎ちょう病菌に対する品種の抵抗性 北日本病害虫研 

  研究発表会  評価 究会報第50巻 

      

  保鮮流通技術 八重樫誠次 国際食品学会 11.12.12 RELATIVE ESTIMATION OF THE RADICAL  

 研究室 他 京都大会 ～ 12.17 SCAVENGING ACTIVITY OF THE PRODUCTS IN  

    TOHOKU AREA  

      

畜産研究所      

  家畜育種研究室 太田原健二 東北農業試験 11. 7.14 南部かしわ雄の長期（５ヶ月）肥育の経済性 東北農試発表 

    研究発表会   講演要旨集 

      

  家畜飼養研究室 小梨 茂 東北農業試験 11. 7.14 低コスト酪農汚水浄化処理施設の開発 東北農試発表 

    研究発表会   講演要旨集 

      

 川村 輝雄 日本畜産学会 12. 3.28 Ｌ社製搾乳ロボット19ヶ月間の稼動成績に 大会講演要旨 

  97回大会  ついて 集 
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 発 表 者 学     会 開 催   

部所・研究室名    発  表  課  題  名 備考・刊行誌等 

 氏   名 研 究 会 名 年月日   

畜産研究所      

  飼料生産研究室 齋藤 節男 東北農業試験 11. 7.14 除草剤の播種同日処理による草地更新新技術 東北農試発表 

    研究発表会   講演要旨集 

      

  外山畜産研究室 村上 勝郎 東北農業試験 11. 7.14 黒毛和種繁殖雌牛の食餌性反応の学習による 東北農試発表 

    研究発表会  放牧管理－第Ⅱ報－現地試験 講演要旨集 

      

県北農業研究所      

  営農技術研究室 高橋 好範 日本土壌肥料 11. 7.30 水田における有機質資材の管理技術と施用限界 大会講演要旨 

   学会北海道大  （シンポジウム発表） 集 

  会    

      

 大友 令史 第53回北日本 12. 2. 8 アマランサスに発生する害虫 北日本病害虫 

  病害虫研究会 ～  2. 9  研究会報第50号 

      

  産地育成研究室 佐藤 正昭 日本農業気象 11. 8.30 変動気象との共存を目指して「やませと生きる」 学会シンポ 

   学会東北支部   ジウム要旨集 

  創立50周年記    

  念大会    

      

 佐藤 正昭 日本蚕糸学会 11.11. 6 天蚕の採卵網容器の改良 東北蚕糸研究 

  東北支部第53   報告第24号 

  回研究発表会    

      

  やませ利用研究室 和野 重美 第42回東北農 11. 7.14 各種マルチ資材の葉たばこ栽培への適応性 東北農業研究 

   業研究発表会   第52号 

      

 

３ 論文投稿 

 発 表 者 学     会   

部所・研究室名   発  表  課  題  名 備考・刊行誌等 

 氏   名 研 究 会 名   

企画経営情報部     

農業経営研究室 村上 和史 日本農業経営 農業法人の経営成長過程における労働構造の変化 農業経営研究 

  学会  第38巻第１号 

生産環境部     

病害虫研究室 勝部 和則 日本植物病理 岩手県のホウレンソウ主要産地における萎ちょう病菌のＶＣ 日本植物病理学 

 他 学会 Ｇとその季節変動 会報65巻 

     

 勝部 和則 日本植物病理 日本産 Fusarium oxysporum f.sp. spinaciae 菌糸和合性の 日本植物病理学 

  学会 地理的分布および圃場内個体群構造 会報65巻（原著） 

     

 勝部 和則 日本植物病理 日本産 Fusarium oxysporum f.sp. spinaciae のＶＣＧおよび 日本植物病理学 

  学会 その国内分布 会報65巻 

     

 勝部 和則 日本植物病理 トマト黄化えそウイルス（ＴＳＷＶ）によるトルコギキョウ 日本植物病理学 

 他 学会 （Eustoma grandiflorum(Raf.) Shinn.） 会報65巻 
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４ 雑誌等投稿 

    掲 載 

  部 所 名 投稿者氏名           タ   イ   ト   ル        掲 載 誌 名  

    年 月 

 菊池 宏司 酒造好適米｢吟ぎんが｣の育成 公立農試場所長会ニュース  

     

企画経営情報部 中森 忠義 耕種農家の意向と流通促進と流通促進方策 岩手の畜産 12. 2 

     

農産部 荻原 武雄 巻頭言｢スケールメリット｣ 統計いわて 11. 8 

     

 荻原 武雄 農業研究施設における有機物資材の確保と生物系 農業技術 11.11 

  廃棄物処理   

     

 仲谷 房治 事績顕著表彰 ザ・シグナル 11.11 

     

 神山 芳典 吟ぎんが 現代農業 12. 2 

     

 仲谷 房治 西洋なし：黒星病､胴枯病 ｢農業総覧病害虫診断防除 12. 3 

   編｣追録30号第７巻西洋なし  

   病気  

     

園芸畑作部 小野田和夫 わい性台木の現状と課題 果実日本 11. 6 

     

 阿部 潤 オリエンタル系ユリのプレルーティング技術 農耕と園芸 11. 6 

     

 作山 一夫 えだまめ「星めぐり」 蔬菜の新品種(第14巻) 11. 7 

     

 阿部 信治 季節の農作業(養蚕) 農業普及 11. 7 

        〃    〃 11. 8 

        〃    〃 11. 9 

        〃    〃 11.10 

     

 阿部 潤 オリエンタル系ユリのプレルーティング技術 施設と園芸 11. 8 

     

 深澤 明子 ハウスキュウリの遅出し作型における不耕起栽培法 野菜園芸技術 11. 9 

     

 藤根 勝栄 インタビュールーム「平成11年全国農業関係試験研 農耕と園芸 11.11 

  究場所長会研究功労賞受賞」   

     

 鈴木 哲 リンゴわい性樹の省力低樹高栽培法 農耕と園芸 11.11 

     

 石川 勝規 「話題の品種」リンゴ「きおう」 果実日本 11.12 

     

 作山 一夫 寒冷地での作型と栽培方法・経営戦略（ピーマン） 農業技術大系「野菜編」第 11.12 

   ５巻（追録24号）  

     

 深沢 明子 台木と接ぎ木（ピーマン） 農業技術大系「野菜編」第 11.12 

   ５巻（追録24号）  

     

 高橋 寿一 スターチス・シヌアータの栄養系新品種の特性と栽培法 農業普及 12. 1 
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    掲載 

  部 所 名 投稿者氏名           タ   イ   ト   ル        掲 載 誌 名  

    年月 

園芸畑作部 石川 勝規 話題の新品種を知る「きおう」 信州の果実 12. 2 

     

 佐々木 仁 セイヨウナシのわい化栽培 西洋ナシの作業便利帳 12. 3 

   （単行本）  

     

 作山 一夫 トマト２．岩手県産の栽培・品質の特徴 地域農産物の品質・機能性 12. 3 

   成分総覧（単行本）  

     

 作山 一夫 キュウリ２．岩手県産の栽培・品質の特徴 地域農産物の品質・機能性 12. 3 

   成分総覧（単行本）  

     

 沼田 聡 小豆２．岩手県産の栽培・品質の特徴 地域農産物の品質・機能性 12. 3 

   成分総覧（単行本）  

     

 佐々木 仁 リンゴ３．岩手県産の栽培・品質の特徴 地域農産物の品質・機能性 12. 3 

   成分総覧(単行本)  

     

 菅原 和仁 なばな「はるの輝」前進作型の栽培 施設園芸 12. 3 

     

生産環境部 勝部 和則 生物農薬：バイオキーパー水和剤 農業総覧病害虫防除・資材  

   編追録５号第10巻殺菌剤（生  

   物農薬）  

     

 勝部 和則 イネをプール育苗すると苗腐敗症と苗立枯細菌病の 現代農業 11. 4 

  発生を抑制できる   

     

 藤沢 巧 りんご病害虫防除暦の問題点と防除の要点「平成11 農林技術新報 11. 4 

  年度の防除暦の改正点」   

     

 藤沢 巧 主要な果樹４種にみる栽培管理のポイント（りんご 全国農業新聞 11. 4 

  編）   

     

 藤沢 巧 性フェロモン剤の利用法 果樹だより 11. 5 

     

 藤沢 巧 効果的なダニ剤の利用法 果樹だより 11. 6 

     

 藤沢 巧 ダニ剤使用体系の改変 りんごタイムス 11. 6 

     

 猫塚 修一 斑点落葉病と褐斑病の防除対策 りんごタイムス 11. 6 

     

 猫塚 修一 りんご褐斑病の防除法 果樹だより 11. 7 

     

 猫塚 修一 果実病害（炭そ病・輪紋病）の防除対策 りんごタイムス 11. 7 

     

 小川 勝美 栽培技術の変遷と病害の発生動向 農業技術 11. 8 

  －岩手県を例として－   
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    掲載 

  部 所 名 投稿者氏名           タ   イ   ト   ル        掲 載 誌 名  

    年月 

生産環境部 平渕 英利 ＭＡ包装段ボール箱によるさやえんどうの鮮度保持 農産物流通技術研究会会報 11. 9 

   ｢フレッシュフードシステム｣  

     

 藤沢 巧 今年のカメムシ類の飛来状況と防除対策 果樹だより 11.10 

     

 猫塚 修一 果実病害（炭そ病・輪紋病）の発生について 果樹だより 11.12 

     

 藤沢 巧 平成12年度の病害虫防除対策 果樹だより 12. 1 

     

 藤沢 巧 平成12年度防除基準の改正点 りんごタイムス 12. 1 

     

畜産研究所 小野寺 勉 生産獣医システム 肉牛編 共著 農山漁村文化協会  

     

 杉若 輝夫 ミルキングパーラー汚水の性状およびその処理 畜産の研究 11. 7 

     

 太田原健二 ｢南部かしわ｣の作出と生産概要 養鶏の友 11. 8 

     

 村上 勝郎 黒毛和種繁殖雌牛の食餌性条件反応の学習による 農業普及 11.12 

  放牧管理   

     

 谷地 仁 新種雄牛の紹介 岩手の畜産 12. 1 

     

 小梨 茂 ミルキングパーラー排水をどうしますか？ デーリージャパン 12. 1 

     

 三浦賢一郎 季節の農作業(飼料作物) 農業普及 12. 2 

     

 藤原 哲夫 季節の農作業(養豚) 農業普及 12. 1 

          〃 〃 12. 2 

     

県北農業研究所     

 大友 令史 岩手県県北地域におけるネギコガの防除 農耕と園芸 11. 9 

     

     

 児玉 勝雄 クッキングトマトをもっと多くの消費者へ クッキングトマトの作り方 12. 2 

   食べ方  

     

 菊地 淑子 「アワ・ヒエ・キビ」 地域特産物の品質・機能性 12. 3 

    岩手県における栽培・品質の特徴 成分総覧  

     

 

 



 78

５ 新聞等掲載 

部 所 名 記 事 見 出 し （ 内 容 ） 掲 載 紙 名 掲載年月日 

総務部 農業研究センター（北上）視察 岩手日報  11. 8. 1 

 本県入りの皇太子ご夫妻   

    

 皇太子ご夫妻、本県入り 岩手日報  11. 8. 1 

 市民ら 出迎え   

    

 皇太子ご夫妻が来県 岩手日日  11. 8. 1 

 県農業研究センターをご視察   

    

 皇太子ご夫妻岩手に 朝日新聞  11. 8. 1 

    

 皇太子ご夫妻本県入り 読売新聞  11. 8. 1 

    

企画経営情報部 県農業研究センター ４月16・17日 「春季一般公開」開催 岩日リビング  11. 4.10 

    

 16・17日に一般公開 北上の県農業研究センター・県生物工学研 岩手日報  11. 4.11 

    

 あすから春季一般公開 県農研センター 岩手日日  11. 4.12 

    

 北上の県農業研究センター 18日まで春季一般公開 岩手日日  11. 4.15 

    

 研究の成果発表 家庭園芸相談も 農研センター一般公開 岩手日報  11. 4.18 

    

 北上・県農業研究センター 春季一般公開 岩手日日  11. 4.18 

    

 今年度の海外研修員受け入れ 読売新聞  11. 5.22 

 「地方枠」三分の一本県に 県とＪＩＣＡ東北支部発表   

    

 ＪＩＣＡ研修生 本県受け入れ数 岩手日日  11. 5.23 

 前年比８倍の16人に 県「国際協力拠点に弾みを」   

    

 「農ハウ」学びたい アジアから研修生３人 岩手日報  11. 6.16 

 北上の県農研センター   

    

 ＪＩＣＡ研修生が訪問 県庁３ヶ月間農業を学習 岩手日日  11. 7. 4 

    

 日本の農業をじっくり 岩手日日  11. 7. 4 

 北上の県農業研究センター 異国の地から研修員   

    

 日本の農業技術吸収に意欲 岩手日報  11. 7. 6 

 北上・県の研究センター 外国人４人が研修   

    

 一日子供農業研究員 岩手日日  11. 7.15 

 体験希望者を募集 北上の県農研センター   

    

 県農業研究センター 来月９日公開セミナー 北上市 岩手日日  11. 7.19 

    

 



 79

 

部 所 名 記 事 見 出 し （ 内 容 ） 掲 載 紙 名 掲載年月日 

企画経営情報部 母国の農業事情や抱負 海外研修員が語る 岩手日日  11. 7.27 

 北上の県農業研究センターで発表会   

    

 海外研修生ら農業事情語る 県農業研究センター 朝日新聞  11. 7.28 

    

 環境保全型農業を学ぶ 岩手日日  11. 8. 8 

 県農研センター あす 公開セミナー   

    

 水稲の生育調査など体験 岩手日日  11. 8. 9 

 農研センター「１日子供研究員」を実施   

    

 小学５年生16人一日農業研究員に 日本農業新聞  11. 8.13 

    

 環境保全型農業の推進を 岩手日日  11. 8.13 

 県農業研究センター 北上市で公開セミナー   

    

 最新技術を紹介 参観デー開幕 岩手日日  11. 9. 4 

 '99いわて花メッセも 北上の県農業研究センター   

    

 県農研センター好天で大勢の来場者繰り出す 岩手日日  11. 9. 5 

 参観デー２日目「花の展覧会」も開幕   

    

 イベント多彩 家族連れ満喫 「花メッセ」きょうまで 岩手日報  11. 9. 5 

    

 最優秀賞に工藤光子さん（新いわて農協） 岩手日日  11. 9. 6 

 北上市・いわて花メッセフラワーコンテスト  300点余りが美競う   

    

 フラワーアレンジメント 岩手日日  11. 9. 6 

 県農業研究センター「参観デー」最終日飾る   

    

 県国際交流協会から感謝状 岩手日日  11.10.22 

 北上の小原さんと県農研センター   

    

 農業課題の解決を支援 宮古で「研究センター」 岩手日報  11.12. 4 

    

 効率的な水田営農を 岩手日日  12. 1.19 

 「ふれあい農業研究センター」一関会場に100人   

    

 技術指導など国際協力学ぶ 岩手日報  12. 1.22 

 北上でセミナー   

    

 楽しい実験で農業を学ぼう 河北新報  12. 1.23 

    

 技術開発での国際協力・支援 岩手日日  12. 1.24 

 北上の県農業研究センター 公開セミナーで学ぶ   

    

 研究員も大忙し 北上 毎日新聞  12. 1.27 

 



 80

部 所 名 記 事 見 出 し （ 内 容 ） 掲 載 紙 名 掲載年月日 

企画経営情報部 北上で17日地域農業交流セミナー 岩手日日  12. 3. 2 

    

 情報化技術で農業の発展を 読売新聞  12. 3.17 

 北上できょうセミナー   

    

農産部 初のオリジナル酒造米「岩南酒13号」 日本農業新聞  11. 4. 9 

 ８ヘクタールすべて石鳥谷町で栽培   

    

 酒米新品種「岩南酒13号」 日本農業新聞  11. 5.14 

 早期普及へ田植え   

    

 県産初の酒造米「岩南酒13号」 河北新報  11. 5.14 

 南部杜氏の里で田植え   

    

 小学生が田植え体験 岩手日日  11. 5.26 

 農業ふれあい公園の棚田   

    

 おいしいお米に 読売新聞  11. 5.26 

 北上の「農業ふれあい公園」小学生180人が田植え   

    

 ミニ棚田で田植え体験 朝日新聞  11. 5.26 

 北上の公園で小学生   

    

 田植え体験 足元確かめ        北上の２小学校 岩手日報  11. 5.28 

    

 泥んこまみれ コメ作り体験 河北新報  11. 5.29 

    

 全国に羽ばたけ 県産酒米 岩手日報  11. 5.30 

 「岩南酒13号」作付１年目   

    

 酒造好適米「岩南酒13号」 日本農業新聞  11. 8. 4 

 名称「吟ぎんが」   

    

 全国に輝け！「吟ぎんが」 独自酒米の名称決定 岩手日報  11. 8. 4 

    

 オリジナル酒造好適米「岩南酒13号」 毎日新聞 11. 8.10 

 名称は「吟ぎんが」 南部杜氏熊谷さんの作品   

    

 県オリジナル酒造好適米の名称決定 農政経済情報 11. 8.15 

 「岩南酒13号」が「吟ぎんが」に   

    

 岩手県の農業と機械化の方向 農村ニュース  11. 8.23 

    

 酒米吟ぎんが普及へ 作りやすく高品質 「美山錦」から転換 日本農業新聞  11. 8.30 

    

 「吟ぎんが」に手ごたえ 酒米新品種を初収穫 日本農業新聞  11. 9.21 
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部 所 名 記 事 見 出 し （ 内 容 ） 掲 載 紙 名 掲載年月日 

農産部 春の新酒が待ち遠しい！ 岩手日報  11. 9.21 

 県の酒米「吟ぎんが」 石鳥谷で初の稲刈り   

    

 収穫の喜び、苦労体験 読売新聞  11. 9.23 

 北上・飯豊小の97人が稲刈り 県立農業ふれあい公園で   

    

 収穫の秋 汗して実感 岩手日報  11. 9.24 

 北上 飯豊小 稲刈り作業に挑戦   

    

 南部杜氏の里で酒造好適米 「吟ぎんが」 農業共済新聞  11.10. 6 

 県初のオリジナル品種 来年は50ヘクタールで作付け   

    

 農外からみた県産農産物 酒米 農業共済新聞  11.10. 6 

 「吟ぎんが」振興に夢と責任   

    

 酒米「吟ぎんが」出荷 日本農業新聞  11.10.28 

    

 良質酒米、県内各地へ 石鳥谷「吟ぎんが」初出荷 岩手日報  11.10.29 

    

 芳純いける！うける!! 県産酒造米「吟ぎんが」 岩手日報  12. 2.11 

 盛岡で吟醸酒発表会   

    

 県産の吟醸酒発表 毎日新聞  12. 2.15 

 オリジナル米「吟ぎんが」使い初年度5万本生産   

    

 「岩手酒52号」県の奨励品種に 岩手日報  12. 2.23 

 早生で耐冷性 県北の酒造り原料に期待   

    

 奨励品種に酒米「岩手酒52号」 吟ぎんがの“姉妹米”に 岩手日日  12. 2.23 

 県が作物審査会 エダマメ２種も決定   

    

 酒米「岩手酒52号」など４品種 奨励・推奨品種に 県審査委 日本農業新聞  12. 2.25 

    

 甘口辛口評価いろいろ 岩手日報  12. 2.29 

 「吟ぎんが」使用吟醸酒 花巻で18種類飲み比べ   

    

 県産酒米「吟ぎんが」による新酒がデビュー 農政経済情報  12. 3. 1 

 県オリジナル吟醸酒発表会開く   

    

 県独自の酒造好適米使用 岩手日報  12. 3. 6 

 地場産新酒を飲み比べ 石鳥谷   

    

 地場産新酒の吟ぎんが試飲    岩手 石鳥谷町 日本農業新聞  12. 3.10 

    

 芳純な味わい 新吟醸酒試飲 県酒造組合 宮古支部 岩手日報  12. 3.24 
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部 所 名 記 事 見 出 し （ 内 容 ） 掲 載 紙 名 掲載年月日 

園芸畑作部 リンゴわい化栽培技術評価 岩手日報  11. 6.20 

 藤根・県農業研究センター部長   

 研究功労者表彰（全国農業試験場所長会）に輝く   

    

 人 全国農業関係試験研究場所長会の研究功労者表彰を受賞した 岩手日報  11. 8.19 

 藤根勝栄さん   

    

 絹のダイアモンド 天蚕量産化へ第一歩 岩手日報  11.11. 5 

 非粘着性卵を遺伝子固定 採卵、飼育容易に 県農業研究ｾﾝﾀｰ   

    

 リンゴ狩り上手にできた 花巻湯口小 品種など学ぶ 岩手日報  11.11. 6 

    

 日報アンテナ 天蚕の豊かな将来性強調 岩手日報  11.11. 9 

    

 ＪＭ台木の利用法 ﾘﾝｺﾞﾀｲﾑｽ  11.11.20 

    

 輝けいわての里 スターチス新品種 名前はアイスター 岩手日報  11.12.17 

    

 「アイスター」よろしくね 岩手県オリジナルスターチス 日本農業新聞  11.12.17 

    

 「一日農業研究員」小学生リンゴ学ぶ 朝日新聞  12. 1.15 

    

  農業の一端に触れる 子供たちが「一日研究員」 岩手日日  12. 1.15 

    

 リンゴのなぜ 子供ら研究 岩手日報  12. 1.16 

    

 新しい果樹栽培への提言 農業共済新聞  12. 2. 2 

    

 安定所得確保へ進む研究 農業共済新聞  12. 2. 2 

    

 果樹栽培の先端技術 農林技術新報  12. 2. 5 

    

 ビターピットの発生要因と対策 りんごタイムス  12. 3. 1 

    

畜産研究所 受精卵クローン牛 県内でも食用に出荷 岩手日報  11. 4.16 

    

 クローン牛の食用出荷 県・表示に慎重姿勢 岩手日報  11. 4.17 

    

 農業研究センター畜産研究所 農村ニュース  11. 8.23 

 公開セミナー内容   

    

 来月から「福利桜」精液供給脂肪交雑3.0の新血統和牛生産に弾み 日本農業新聞  11.11.21 

    

 新たな優良種雄牛開発 黒毛和種「福利桜」「サシ」県下最高ランク 読売新聞  11.11.25 

    

 「糸美徳」が誕生 黒毛和種の優良種雄牛 読売新聞  11.11.26 
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部 所 名 記 事 見 出 し （ 内 容 ） 掲 載 紙 名 掲載年月日 

畜産研究所 脂肪交雑3.1を記録 岩手の種雄牛 日本農業新聞  11.11.30 

    

 黒毛和種の優良県有種雄牛 能力最高の２頭登場 岩手日報  11.12. 6 

県北農業研究所 葉たばこ用マルチ資材 日本農業新聞  11.10. 8 

    

 “環境立国”を目指せ 北東北３県盛岡でワークショップ 岩手日日  12. 2.15 

 研究機関から約100人が参加   

    

 環境テーマに意見を交換 岩手日報  12. 2.15 

 北東北３県ワークショップ共同研究の道探る   

 

６ ラジオ放送等 

部所名 出演者氏名 番組名（内容） 放送局名 放送年月日 

企画経営情報部  「おはよう今日も元気で」 ＩＢＣラジオ  

 村上 和史 農業農村の多面的機能について  11. 4.30 

 菅原 豊司 盛岡市民のりんごを購入する視点  11. 7. 9 

 稲田 聖児 参観デーの開催について  11. 8.27 

 細田 耕平 大区画ほ場整備に対する農業者の期待  11.10.29 

 稲田 聖児 現地ふれあい農業研究センターについて  11.11.12 

  「農業最前線」 ＩＢＣラジオ  

 及川 浩一 黒毛和種における放牧利用農家の意向について①  11. 5. 5 

 及川 浩一 黒毛和種における放牧利用農家の意向について②  11. 5. 6 

 菅原 豊司 リンドウの需要動向について  11. 7. 8 

 菅原 豊司 なばなの消費拡大について  11. 8. 2 

 細田 耕平 基盤整備地区における意向調査結果について①  11. 8.23 

 細田 耕平 基盤整備地区における意向調査結果について②  11. 8.24 

 菅原 豊司 りんごの消費動向について  11. 8.25 

 稲田 聖児 参観デーの開催について  11. 8.26 

 村上 和史 ほ場整備事業の効果について①  11. 9. 6 

 村上 和史 ほ場整備事業の効果について②  11. 9. 7 

 佐藤 嘉彦 県産米の業務需要調査結果について①  11.12. 1 

 佐藤 嘉彦 県産米の業務需要調査結果について②  11.12. 2 

 中森 忠義 県産品の業務需要調査結果について①  11.12.30 

 中森 忠義 県産品の業務需要調査結果について②  12. 2. 3 

農産部  「おはよう今日も元気で」 ＩＢＣラジオ  

 吉田 宏 水稲育苗のポイント  11. 4. 9 

 工藤 佳徳 水田初期管理と除草防除法  11. 5.21 

 丹内 利彦 新しい水管理方式について  11. 6.18 

 佐々木 力 岩手県の水稲品種開発について  11. 7.30 

 吉田 宏 水稲の刈り取り適期について  11. 9. 3 

 多田 徹 遺伝子組換え作物について  11.10. 4 

 鶴田 正明 水田転作ほ場の問題点について  11.11.19 

 多田 徹 農業における遺伝子診断  11.12.24 

 菅原 浩視 世界の稲について  12. 1.28 

 神山 芳典 酒造好適米「吟ぎんが」について  12. 2.25 

 吉田 宏 水稲育苗のポイントについて  12. 3.24 
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部所名 出演者氏名 番組名（内容） 放送局名 放送年月日 

農産部  「農業最前線」 ＩＢＣラジオ  

 吉田 宏 水稲育苗のポイント①  11. 4.26 

 吉田 宏 水稲育苗のポイント②  11. 4.27 

 伊藤 勝浩 新しい育苗法について①  11. 4.28 

 伊藤 勝浩 新しい育苗法について②  11. 4.29 

 工藤 佳徳 本田雑草防除について①  11. 5.31 

 工藤 佳徳 本田雑草防除について②  11. 6. 1 

 星 伸枝 花の組織培養について①  11. 6. 2 

 星 伸枝 花の組織培養について②  11. 6. 3 

 日影 勝幸 水田の中干しについて①  11. 6.28 

 日影 勝幸 水田の中干しについて②  11. 6.29 

 仲條 眞介 寒さに強い品種の育成について①  11. 6.30 

 仲條 眞介 寒さに強い品種の育成について②  11. 7. 1 

 高橋 眞博 米の食味とは①  11. 8. 9 

 高橋 眞博 米の食味とは②  11. 8.10 

 漆原 昌二 リンドウのウイルス病について①  11. 8.11 

 漆原 昌二 リンドウのウイルス病について②  11. 8.12 

 小野寺 郁夫 水稲の適期刈り取りについて①  11. 9.20 

 小野寺 郁夫 水稲の適期刈り取りについて②  11. 9.21 

 鶴田 正明 新しい収穫・乾燥について①  11. 9.22 

 鶴田 正明 新しい収穫・乾燥について②  11. 9.23 

 八重樫 耕一 野菜の新しい機械について①  11.10.12 

 八重樫 耕一 野菜の新しい機械について②  11.10.13 

 八重樫 耕一 野菜の新しい機械について③  11.10.14 

 星 伸枝 花きのバイテクについて①  11.11.29 

 星 伸枝 花きのバイテクについて②  11.11.30 

 小野寺 忠夫 21 世紀に向けたほ場基盤整備  12. 1. 3 

 丹内 利彦 21 世紀型のほ場管理  12. 1. 4 

 伊藤 勝浩 21 世紀の農業機械(水田編)  12. 1. 5 

 八重樫 耕一 21 世紀の農業機械(野菜編)  12. 1. 6 

 仲條 眞介 水稲品種の特色と栽培適地①  12. 2.14 

 仲條 眞介 水稲品種の特色と栽培適地②  12. 2.15 

 高橋 真博 品種特性を生かすつくり方  12. 2.16 

 高橋 真博 直播向け品種の動向  12. 2.17 

 工藤 佳徳 水稲の種子予借と育苗管理①  12. 3.20 

 工藤 佳徳 水稲の種子予借と育苗管理②  12. 3.21 

 工藤 佳徳 水稲の種子予借と育苗管理③  12. 3.22 

 工藤 佳徳 水稲の種子予借と育苗管理④  12. 3.23 

園芸畑作部  「おはよう今日も元気で」 ＩＢＣラジオ  

 高橋 昭喜 ビール麦の安定栽培技術  11. 4.16 

 高橋 寿一 スターチス新品種の栽培について  11. 5.28 

 阿部 弘 養蚕施設を利用した菌床しいたけ栽培  11. 6.25 

 佐藤 秀継 りんご早生品種の収穫前管理  11. 8. 6 

 高橋 昭喜 畑輪作を考える  11. 9.10 

 阿部 潤 ゆりの球根情勢と品種選択  11.10.15 

 阿部 信治 蚕からこんなものが作られている  11.11.26 

 河田 道子 本年のりんごの生育と果実品質をふりかえって  11.12.31 

 深澤 明子 ５～６月穫りキャベツの栽培法  12. 2.11 

 輪達 公重 秋穫りトルコギキョウの栽培について  12. 3.10 
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部所名 出演者氏名 番組名（内容） 放送局名 放送年月日 

園芸畑作部  「農業最前線」 ＩＢＣラジオ  

 有馬 宏 ハウスピーマンの半放任型２本仕立て法  11. 4.19 

 渡辺 愛美 リンドウの株仕立てと小菊のエスレル処理  11. 4.20 

 橋元 進 春蚕期の飼育の要点  11. 4.21 

 佐藤 秀継 りんごの結実対策  11. 4.22 

 沼田 聡 県南部における大豆の作期策定  11. 6. 9 

 輪達 公重 トルコギキョウの栽培管理  11. 6.10 

 鈴木 哲 りんご等果樹の夏期管理  11. 7.12 

 深澤 明子 ハウスキュウリ不耕起連続栽培のポイント  11. 7.13 

 渡辺 愛美 リンドウ小菊の収穫と病害虫防除  11. 7.14 

 阿部 信治 初・晩秋期の防疫対策  11. 7.15 

 高橋 拓也 なばな前進作型のポイント  11. 8.16 

 石川 勝規 りんご早生種の収穫前管理  11. 8.17 

 阿部 潤 抑制ゆりの管理について  11. 8.18 

 深沢 明子 促成いちご前進作型の省力化  11. 8.19 

 渡辺 愛美 リンドウの収穫管理と小菊の母株管理  11. 9.27 

 佐々木 仁 りんご中晩生種の収穫前管理  11. 9.28 

 高橋 昭喜 転作田における小麦の安定生産  11. 9.29 

 阿部 弘 菌床しいたけ発生初期の注意点  11. 9.30 

 鈴木 哲 りんご中生種及び西洋なしの適期収穫  11.10. 7 

 佐藤 秀継 りんご晩生種の適期収穫と除草剤の使い方  11.10.25 

 有馬 宏 秋冬期のパイプハウスの有効活用  11.10.26 

 高橋 寿一 春切りスターチスの栽培管理  11.10.27 

 土佐 明夫 今年の繭品質概況  11.10.28 

 石川 勝規 りんご園改植の注意点  11.12.13 

 高橋 拓也 今年の果菜の栽培を振り返る  11.12.14 

 渡辺 愛美 小菊の母株管理技術～平成 11 年の小菊の生育と課題  12. 1.17 

 境田謙一郎 副蚕糸の利用法  12. 1.18 

 佐々木 仁 本年のりんごの発芽の状況とせん定について  12. 1.19 

 有馬 宏 果菜類の育苗管理について  12. 1.20 

 輪達 公重 リンドウ、トルコギキョウの育苗管理  12. 3. 6 

 土佐 明夫 桑園の野鼠対策  12. 3. 7 

 河田 道子 春に向けてのりんごの栽培管理  12. 3. 8 

 高橋 昭喜 小麦の越冬後の栽培管理について  12. 3. 9 

生産環境部  「おはよう今日も元気で」 ＩＢＣラジオ  

 高城 保志 微生物を利用した病害防除  11. 4. 2 

 築地 邦晃 野菜における環境保全型農業技術  11. 5.14 

 勝部 和則 きゅうりの病害防除  11. 6.11 

 後藤 純子 斑点米カメムシ防除  11. 7.23 

 佐藤 喬 酸性土壌における作物育成  11. 8.20 

 佐藤 美佳子 オリジナル農産物加工品の開発  11.10. 1 

 築地 邦晃 フェロモンを利用した害虫防除  11.11. 5 

 高橋 良学 土壌診断に基づく土づくり  11.12.17 

 勝部 和則 果菜類の病害  12. 1.21 

 平渕 英利 農産物加工の留意点  12. 3.17 
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部所名 出演者氏名 番組名（内容） 放送局名 放送年月日 

生産環境部  「農業最前線」 ＩＢＣラジオ  

 池田 昌晃 農業と水環境  11. 5.17 

 伊藤 美穂 環境保全型農業における土づくり  11. 5.18 

 高城 保志 微生物を利用した病害防除  11. 5.19 

 築地 邦晃 フェロモンを利用したコナガ防除  11. 5.20 

 川村 亮二 葉いもち防除について  11. 6.14 

 藤沢 巧 キャベツ害虫防除について  11. 6.15 

 猫塚 修一 りんご斑点落葉病対策について  11. 6.16 

 福士 敬子 穂いもち防除について  11. 6.17 

 島 輝夫 本年の水稲に対する追肥方法  11. 7.19 

 高橋 正樹 野菜・花き類の栄養診断による施肥管理  11. 7.20 

 高橋 良学 りんごの秋全量一発施肥法  11. 7.21 

 高橋 良学 水稲と野菜類における要素反応  11. 7.22 

 平渕 英利 西洋なし「ラ・フランス」果実の貯蔵  11.10. 4 

 平渕 英利 りんご果実の鮮度保持①  11.10. 5 

 平渕 英利 りんご果実の鮮度保持②  11.10. 6 

 勝部 和則 ＴＳＷＶについて  11.10.11 

 佐藤 美佳子 青果物の保存について①  11.11.15 

 佐藤 美佳子 青果物の保存について②  11.11.16 

 高城 保志 センチュウによる農作物の被害  11.11.17 

 池田 昌晃 稲わら利用による窒素肥料分の溶脱抑制  11.11.18 

 伊藤 美穂 水稲の有機栽培の可能性  12. 1.24 

 佐藤 喬 有機物資源の活用①  12. 1.25 

 島 輝夫 有機物資源の活用②  12. 1.26 

 高橋 正樹 土壌診断による土づくり  12. 1.27 

 福士 敬子 水稲の育苗期病害  12. 3.27 

 藤沢 巧 りんごのハダニ類の生態  12. 3.28 

 川村 亮二 水稲の箱施用剤(いもち)  12. 3.29 

 後藤 純子 水稲の箱施用剤(初期害虫)  12. 3.30 

     

畜産研究所  「おはよう今日も元気で」 ＩＢＣラジオ  

 増田 隆晴 繁殖雌毛の放牧馴致  11. 4.23 

 鈴木 暁之 ＤＮＡを用いた牛の改良法  11. 6. 4 

 斎藤 節男 除草剤活用による草地更新  11. 7. 4 

 村上 勝郎 省力的放牧管理  11. 8.13 

 大宮 元 育種価を活用した黒毛和種の牛群改良  11. 9.17 

 太田原 健二 「南部かしわ」雌の長期肥育  11.10.22 

 川村 輝雄 搾乳ロボットの普及について  11.12.10 

 鈴木 暁之 ＤＮＡによる豚の改良技術  12. 1. 7 

 三浦 賢一郎 牧草の草種・品種利用法  12. 2. 4 

 木村 和博 鶏糞の有効利用について  12. 3. 3 

 大宮 元 新規検定種雄牛の紹介  12. 3.31 
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部所名 出演者氏名 番組名（内容） 放送局名 放送年月日 

畜産研究所  「農業最前線」 ＩＢＣラジオ  

 三浦 賢一郎 黒毛和種子牛の放牧育成①  11. 5.10 

 三浦 賢一郎 黒毛和種子牛の放牧育成②  11. 5.11 

 三浦 賢一郎 黒毛和種子牛の放牧育成③  11. 5.12 

 三浦 賢一郎 黒毛和種子牛の放牧育成④  11. 5.13 

 菊池 雄 平成１０年度間接検定成績書について①  11. 6.21 

 菊池 雄 平成１０年度間接検定成績書について②  11. 6.22 

 菊池 雄 平成１０年度間接検定成績書について③  11. 6.23 

 菊池 雄 平成１０年度間接検定成績書について④  11. 6.24 

 太田原 健二 分割技術利用による新しい種雄牛作出①  11. 7.26 

 太田原 健二 分割技術利用による新しい種雄牛作出②  11. 7.27 

 太田原 健二 分割技術利用による新しい種雄牛作出③  11. 7.28 

 太田原 健二 分割技術利用による新しい種雄牛作出④  11. 7.29 

 清宮 幸男 乳牛の放牧飼養について①  11. 8.30 

 清宮 幸男 乳牛の放牧飼養について②  11. 8.31 

 清宮 幸男 乳牛の放牧飼養について③  11. 9. 1 

 清宮 幸男 乳牛の放牧飼養について④  11. 9. 2 

 千葉 伸 牛の雌雄産み分け技術①  11.10.18 

 千葉 伸 牛の雌雄産み分け技術②  11.10.19 

 千葉 伸 牛の雌雄産み分け技術③  11.10.20 

 千葉 伸 牛の雌雄産み分け技術④  11.10.21 

 斎藤 節男 トウモロコシの品種決定  11.11.10 

 佐藤 直人 たい肥化施設の冬期管理  11.11.11 

 清宮 幸男 高泌乳牛の飼養管理①  11.11.22 

 清宮 幸男 高泌乳牛の飼養管理②  11.11.23 

 清宮 幸男 高泌乳牛の飼養管理③  11.11.24 

 清宮 幸男 高泌乳牛の飼養管理④  11.11.25 

 大和 貢 育種価の活用について①  11.12.15 

 大和 貢 育種価の活用について②  11.12.16 

 西田 清 肉用牛の肥育技術①  12. 1.10 

 西田 清 肉用牛の肥育技術②  12. 1.11 

 西田 清 肉用牛の肥育技術③  12. 1.12 

 西田 清 肉用牛の肥育技術④  12. 1.13 

 村上 勝郎 中山間地域の林畜利用①  12. 2. 7 

 村上 勝郎 中山間地域の林畜利用②  12. 2. 8 

 村上 勝郎 中山関知域の林畜利用③  12. 2. 9 

 村上 勝郎 中山関知域の林畜利用④  12. 2.10 

 野口 龍生 クローン牛生産技術の現状①  12. 3.13 

 野口 龍生 クローン牛生産技術の現状②  12. 3.14 

 野口 龍生 クローン牛生産技術の現状③  12. 3.15 

 野口 龍生 クローン牛生産技術の現状④  12. 3.16 
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部所名 出演者氏名 番組名（内容） 放送局名 放送年月日 

県北農業研究所  「おはよう今日も元気で」 ＩＢＣラジオ  

 高橋 好範 環境に配慮した水稲生産  11. 5. 7 

 和野 重美 稲作の水管理について  11. 7.16 

 菅野 史拓 冬場の菜っぱ栽培  11. 9.24 

 富田 典子 春花壇苗の栽培について  11.12. 3 

 大里 達朗 キャベツの機械化一貫体系について  12. 1.14 

 和野 重美 県北地域における平成 11 年産米の品質状況について  12. 2.18 

  「農業最前線」 ＩＢＣラジオ  

 大友 令史 効率的な害虫防除について  11. 5.24 

 菅原 英範 ほうれん草の栽培について  11. 5.25 

 菊池 淑子 麦の防除について  11. 5.26 

 大里 達朗 キャベツの機械化栽培について  11. 5.27 

 佐藤 正昭 花きの冬期間ハウス栽培  11. 9.13 

 和野 重美 大豆の収穫  11. 9.14 

 大里 達朗 野菜作における機械化の現状と未来  11. 9.15 

 菅原 英範 春の花壇苗の栽培  11. 9.16 

 菊池 淑子 雑穀の栄養について  11.11. 1 

 高橋 好範 土壌診断について  11.11. 2 

 菅野 史拓 雨よけハウスを利用した冬場の菜っぱ栽培  11.11. 3 

 和野 重美 大豆の新しい活用法  11.11. 4 

 佐藤 正昭 宿根花きの栽培について  11.12.20 

 菊地 淑子 雑穀の栽培について  11.12.21 

 大友 令史 害虫防除における天敵の利用について  11.12.22 

 大里 達朗 キャベツ全自動収穫機について  11.12.23 

 菅原 英範 スイートコーンの有望品種について  12. 2.21 

 菅野 史拓 キャベツの育苗管理について  12. 2.22 

 寺田 道一 稲作の事前準備について  12. 2.23 

 高橋 好範 生分解性マルチについて  12. 2.24 

 

７ 指導資料等掲載 

 執 筆 者    

部所・研究室名  タ   イ   ト   ル 掲載資料名 発行年月 

 氏  名    

企画経営情報部 斉藤 恭 平成11年度地域課題分析事業 同左 12. 3 

農業経営研究室 細田 耕平 ｢基盤整備地区における農家の営農意向と地域農業の   

  再編方向｣   

     

農産部 鶴田 正明 大区画圃場における流入専用肥料施用法－液肥－ 稲作指導指針－平成 12. 2 

 生産工学研究室   12年度追補版－  

     

園芸畑作部 有馬 宏 品目別栽培技術指針 ピーマン 平成12年度野菜・花き 12. 3 

野菜畑作研究室   栽培技術指針  

     

 深澤 明子 品目別栽培技術指針 トマト 平成12年度野菜・花き 12. 3 

   栽培技術指針  

     

 高橋 拓也 品目別栽培技術指針 えだまめ 平成12年度野菜・花き 12. 3 

   栽培技術指針  
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 執 筆 者    

部所・研究室名  タ   イ   ト   ル 掲載資料名 発行年月 

 氏  名    

園芸畑作部     

花き研究室 阿部 潤 品目別栽培技術指針 りんどう 平成12年度野菜・花き 12. 3 

   栽培技術指針  

     

 渡辺 愛美 品目別栽培技術指針 小ぎく 平成12年度野菜・花き 12. 3 

   栽培技術指針  

     

蚕桑技術研究室 阿部 弘 品目別栽培技術指針 菌床しいたけ 平成12年度野菜・花き 12. 3 

   栽培技術指針  

     

 南部園芸研究室 菅原 和仁 品目別栽培技術指針 きゅうり 平成12年度野菜・花き 12. 3 

   栽培技術指針  

     

 土田 泰輔 品目別栽培技術指針 パンジー 平成12年度野菜・花き 12. 3 

   栽培技術指針  

     

生産環境部 佐藤 喬 野菜・花き畑の土づくり 平成12年度野菜・花 12. 3 

土壌作物栄養研究室  野菜・花きの施肥管理 き栽培技術指針  

  転作田における排水対策   

     

 島 輝夫 土壌蓄積リン酸を活用した水稲のリン酸施肥基準 稲作指導指針－平成 12. 3 

   12年度追補版－  

     

病害虫研究室 宍戸 貢 落葉果樹・花木の病害虫 いわての農作物病害 11. 5 

 藤沢 巧  虫図鑑（Ⅳ）  

 後藤 純子    

 (石川佳子)    

     

 福士 敬子 平成12年度の重点技術対策（大量種子消毒剤の変更に 稲作指導指針－平成 12. 2 

  伴う育苗技術・平成12年度防除基準採用の種子消毒 12年度追補版－  

  剤について）   

     

 後藤 純子 平成12年度の重点技術対策（カメムシ防除の徹底） 稲作指導指針－平成 12. 2 

   12年度追補版－  

     

 藤沢 巧 果樹病害虫の発生生態と防除（害虫） 果樹指導指針2000 12. 2 

     

 (石川佳子) 果樹病害虫の発生生態と防除（病害） 果樹指導指針2000 12. 2 

     

 藤沢 巧 近年問題となっている病害虫（害虫） 平成12年度野菜・花 12. 3 

   き栽培技術指針  

     

 勝部 和則 近年問題となっている病害虫（病害） 平成12年度野菜・花 12. 3 

   き栽培技術指針  

     

 保鮮流通技術研究室 平渕  英利 野菜・花きの鮮度保持対策 平成12年度野菜・花 12. 1 

    き栽培技術指針  
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 執 筆 者    

部所・研究室名  タ   イ   ト   ル 掲載資料名 発行年月 

 氏  名    

県北農業研究所     

  産地育成研究室 菅野 史拓 品目別栽培技術指針 キャベツ 平成12年度野菜・花 12. 3 

   き栽培技術指針  

     

 菅原 英範 品目別栽培技術指針 スイートコーン 平成12年度野菜・花 12. 3 

   き栽培技術指針  

     

 富田 典子 品目別栽培技術指針 花壇苗 平成12年度野菜・花 12. 3 

   き栽培技術指針  

     

  やませ利用研究室  稲作指導指針 －平成１２年度追補版－  同 左 12. 2 

     

 

８ トライアングル 
発行年月日 主    な    内    容 

11. 5.10 １ 巻頭言「研究の生産性向上」所長 菊池 宏司 

２ トピックス 

 ・春期一般公開多くの人で賑わう 

 ・海外技術研修員、国際協力事業団（JICA）地方枠研修員を迎えて 

３ 研究広報 

 ・平成10年度の主要成果及び平成11年度の重点取組 

４ 研究の視点 

・「研究の物差しは古くなっていないか」農産部長 荻原 武雄 

・「視野の拡大と共同の力」園芸畑作部長 藤根 勝栄 

５ 専門技術員室コーナー 「もみがら暗きょによる転作田の排水対策」 

11. 8.10 １ 巻頭言「一人ひとりから考える環境改善」副所長 高橋 安夫 

２ トピックス 

 ・小学生田植え体験行われる 

 ・皇太子ご夫妻、農業研究センターをご視察 

・平成11年度海外研修員の研修が始まる 

・藤根園芸畑作部長 研究功労者表彰を受賞 

・本県初のオリジナル酒造好適米の名称「吟ぎんが」に決まる 

３ 研究広報 

 ・「県オリジナル品種『スターチス・シヌアータ』の品種特性」園芸畑作部 

４ 研究の視点 

・「現地とともに課題解決」生産環境部長 小川 勝美 

・「試験研究はキャッチボール」畜産研究所次長 杉若 輝夫 

５ 専門技術員室コーナー 「農業士・農村生活アドバイザーと知事との懇談会」 

11.11.10 １ 巻頭言「活力ある県北農業研究所」県北農業研究所長 高橋 康利 

２ トピックス 

 ・小学生稲刈り体験行われる 

 ・農業研究センター参観デー開催される 

 ・夏休み一日子供農業研究員開催される 

・現地ふれあい農業研究センター始まる 

３ 研究広報 オリジナリティの高い研究課題等 

 ・「農畜産物の市場動向分析（花き及び畜産）」企画経営情報部 

 ・「需要動向を見極めた繭・糸の生産技術対策」園芸畑作部 

 ・「シバムギの生態特性の解明」畜産研究所 

 ・「高付加価値農産物の生産流通技術の開発」県北農業研究所 

４ 研究の視点 

・「工夫」企画経営情報部長 駒米 勉 

・「大雨被害から考えること」県北農業研究所首席専門研究員兼次長 遠藤 征彦 

５ 専門技術員室コーナー 「担い手を中心とする水田地帯の大豆生産」 
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発行年月日 主    な    内    容 

12. 3.10 １ 巻頭言「情報過剰化の時代を迎えて」畜産研究所長 下 弘明 

２ トピックス 

 ・仲谷応用生物工学研究室長 事績顕著者表彰を受賞 

 ・つくば産学官研究者と交流を深める 

・一日子供農業研究員（冬休み）開催 

・公開セミナー「技術分野における国際協力・支援」開催 

３ 研究広報 ～平成11年度の主な研究成果～ 

 ・「農業経営設計システム『クーボー博士』」企画経営情報部 

 ・「水田における大規模団地形成のための取り組み」企画経営情報部 

 ・「キャベツ栽培における乗用型野菜移植機の作業特性」農産部 

 ・「えだまめ奨励品種『滝系Ｃ８』及び『滝系Ｃ11』」園芸畑作部 

 ・「土壌蓄積リン酸を利用した水稲施肥基準」生産環境部 

 ・「簡易装置を用いたハウス内湿度制御による灰色かび病の防除」生産環境部 

 ・「新しい雄種牛の紹介」畜産研究所 

 ・「早生の酒造好適米『岩手酒52号』」県北農業研究所 

４ 研究の視点「農業士・農村生活アドバイザーとの連携を！」首席専門研究員 佐々木忠勝 

５ 専門技術員室コーナー 「県内における「養液土耕栽培」の情報交換会」 

 

９ 図書資料収集・提供 

項  目 冊数・人数  

総蔵書数 １７８，２５４ 冊 ※総蔵書数には、畜産研究所及び県北農業研究所分を含む。 

平成11年度収集図書数 １，４７７ 冊  

図書館利用者数（延べ）     ５３５ 名  

同貸し出し冊数     ６８９ 冊  

 

10 農業情報システム（ホームページ） 

項    目 件 数  

入力件数 研究レポート    ３９  

 トライアングル     ４  

 行事予定    １３  

アクセス件数  ４，７２６ ※トップページへの来訪者数 

 

11  フラッシュ情報 
発行日 標     題 

11. 4. 7 JICA 研修員(地方枠コース)無事帰国！ 

  

11. 4 17 平成 11 年度春季一般公開盛大に開催 

  

11. 4.17 農林系産学官連携組織ＡＦＲ（岩手農林研究協議会）運営委員会及び第 1回成果報告会開催 

  

11. 5.17 藤根 勝栄 園芸畑作部長 全国農業関係試験研究場所長会 平成 11 年度研究功労者表彰を受賞 

  

11. 6.11 海外研修員の受け入れ６月 15 日から始まる！！ 

  

11. 9.22 小学生による農業ふれあい公園棚田稲刈り 

  

11. 9.29 現地ふれあい農業研究センター（大野会場）、10 月 13 日開催 

  

11.10. 1 JICA 研修員（地方枠コース）：ハンガリー､ボリビア 3ヶ月の研修終了・無事帰国！！ 

  

11.10.14 現地ふれあい農業研究センター（大野会場）開催される 
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発行日 標     題 

11.10.15 JICA 研修員（地方枠コース）：コート･ジボアール 3ヶ月の研修終了・無事帰国！！ 

  

11.10.19 財団法人岩手県国際交流協会設立 10 周年記念 国際交流推進功労者表彰の受賞について 

  

11.10.26 阿部上席専門研究員（花き研究室）オランダへ 

  

11.10.27 仲谷 房治 農蚕部応用生物工学研究室長「りんご黒星病の発生生態の解明と効率的防除法の確立」で平成 

 11 年度岩手県職員表彰（事績顕著者表彰）を受賞！！ 

  

11.11. 5 県北農業研究所職員、ボランティアとして災害復旧に協力 

  

11.11.15 現地ふれあい農業センター（西根会場）、11 月 25 日開催 （宮古会場）、12 月２日開催 

  

11.11.19 農業研究センター“研究レビュー”を開始！！ 

  

11.11.26 現地ふれあい農業研究センター（西根会場）開催される 

  

11.12. 1 「環境保全型農業技術」をテーマとした“研究レビュー”実施 

  

11.12. 1 JICA 研修員（地方枠コース）：フィリピン 3ヶ月の研修終了・無事帰国！！ 

  

11.12. 3 県北集中豪雨災害復興 義援金を 軽米町へ！ 

  

11.12. 3 現地ふれあい農業研究センター（宮古会場）開催される 

  

11.12.13 いわて・つくば研究者交流フォーラムに参加し課題発表！ 

  

11.12.13 いわて・つくば農業研究交流！ 食品総合研究所を訪問！ 「機能性成分」及び「非破壊食品成分分析技術」
について意見交換！ 

  

12. 1.14 一日子供農業研究員（冬休み）実施 ～ “おいしさ日本一”いわてのりんごのなぜ？ ～ 

  

12. 1.18 現地ふれあい農業研究センター(一関会場)開催される 

  

12. 1.25 公開セミナー「技術開発分野における国際協力･支援」開催される 

  

12. 2.24 県北農業研究所 生産者との意見交換会開催 

  

12. 3.10 佐藤 彰芳 外山畜産研究室長、橋元 進 蚕桑技術研究室長の２名に研究功労者表彰の受賞が決まる。 

  

12. 3.27 平成 11 年度研究表彰「表彰式」及び「成果発表会」開催 

  

12. 3.27 所長講話「菊池 宏司 所長 37 年間を振り返る」 

  

 





 

 

 

 

 

 

V 指導・啓発活動 
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１  技術伝達研修等の実施 

 
担 当 部 所 開催期日 開 催 場 所 内                 容 参集人員 

 

 農産部 12. 1.20 県庁 農薬管理指導士研修  50名  

    防除機について   

       

 園芸畑作部 11. 7.21 農林水産省農業者 果樹総論講義  20名  

   大学校    

       

  11.10.19 農研センター 岩手県農業士会研修会  30名  

       

  11.11.26 岩谷堂農業高校 社会人講師招聘（りんごの試験研究）  50名  

       

  12. 1.12 農研センター 平成11年度新技術普及指導検討会 100名  

  12. 1.19     

       

  12. 1.19 農林水産省農業者 果樹総論講義  20名  

   大学校    

       

  12. 2.25 農研センター りんごセミナー 150名  

       

 生産環境部 11. 6.22 加工工房 学校給食担当者研修  13名  

    豆腐の製造原理   

    改良普及員加工専門研修   

       

  11. 8. 5 県北農業研究所 味噌・乾燥野菜加工 １名  

       

  11.11.22 加工工房 小学校生活科教員研修 11名  

    豆腐の作り方   

 

２ 現地指導等への派遣 

 
担 当 部 所 開催期日 開 催 場 所 主 催 者 内                 容 

 企画経営情報部 11. 6.29 盛岡市 いわてむらづくり塾 平成11年度いわてセミナー第1会講座 

  ～  6.30   （ＴＮ法による塾生ニーズの把握） 

      

  11. 7.27 滝沢村 ＪＡ岩手学園 ＪＡ職員資格認証試験委員会 

      8. 3   （1級：日本経済、2級：農業経済Ⅱ） 

      9. 8    

      

  11.11.11 滝沢村 ＪＡ中央会 ＪＡ岩手県営農指導士養成講習会 

      11.25   （複式簿記、農業経営診断、稲作コスト低減論、 

      11.30   農業経済論） 

  12. 1.26    

      

  11.11.17 久慈市 ＪＡ中央会 広域合併ＪＡ営農指導員研修会 

      11.18 紫波町  （農業経営診断） 

      12. 1 胆沢町   

      12. 8 北上市   
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担 当 部 所 開催期日 開 催 場 所 主 催 者 内                 容 

 企画経営情報部 11. 6.28 一戸町 畑地農業振興会 馬渕川沿岸地区畑地灌漑検討会 

     10.18 二戸市  （畑地灌漑導入による営農再編） 

  12. 2.14 一戸町   

      

  11.11.11 北上市 全国認定農業者協会 全国認定農業者サミット 

     （パネルディスカッション助言者） 

      

  11.12. 7 盛岡市 盛岡地方振興局 盛岡地方野菜農家セミナー 

     （パネルディスカッションコーディネーター） 

      

  12. 1.27 花巻市 農業会議 平成11年度経営者セミナー分科会 

     （堆きゅう肥の流通に関する報告並びにコメント） 

      

  12. 2.19 花巻市 ＪＡいわて花巻 ＪＡいわて花巻農業躍進大会 

     （パネルディスカッションコーディネーター） 

      

  12. 3. 6 秋田県鹿角市 東北農試 地域総合現地検討会 

   ～ 3. 7   成果公表（短角肉牛の県内消費の可能性について） 

      

  12. 3. 9 盛岡市 県畜産課 平成11年度獣医畜産業績発表会 

     （堆きゅう肥利用に関する耕種農家の意向と流通 

     促進方策） 

      

  12. 3.17 西根町 ＪＡ新いわて ＪＡ新いわて園芸農家後継者研修会 

     （パソコン利用による経営管理） 

      

      

 農 産 部 11. 4.30 石鳥谷町 花巻農業改良普及 「吟ぎんが」栽培研修会 

    センタ－  

      

  11. 5.27 北上市立 北上市立飯豊小学校 飯豊小学校3年生、苗の育て方とポット苗の移植 

   飯豊小学校  指導 

      

  11. 7.27 石鳥谷町 花巻農業改良普及 「吟ぎんが」栽培研修会 

    センタ－  

      

  11. 9. 6 石鳥谷町 花巻農業改良普及 「吟ぎんが」栽培研修会 

    センタ－  

      

  11.11.18 北上市立 北上市立飯豊小学校 飯豊小学校5年生、米の収穫から流通まで 

   飯豊小学校   

      

  12. 1.25 玉山村 農業大学校 農業機械導入計画について他 

      

  12. 2.15 東和町 農業大学校 農業機械導入計画について他 

      

  12. 3.16 紫波地区普及情報 盛岡農業改良普及 「吟ぎんが」栽培、団地化に係わる打ち合わせ、 

   センタ－ センタ－ 栽培法の説明 
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担 当 部 所 開催期日 開 催 場 所 主 催 者 内                 容 

 園芸畑作部 11. 5.28 陸前高田市 陸前高田市教育委員会 花壇のデザイン、苗の植え方講習 

      

  11. 6.16 大迫町 経済連 ぶどう栽培講習会 

      

  11. 6.17 農研センター 経済連 りんご防除員研修会 

      

  11. 7.27 花巻市 経済連 りんご防除員研修会 

      

  11. 8.25 矢巾町 農業共済連 りんご雹害に係る共済損害評価研修会 

      

  11. 8.26 盛岡市 農業共済連 りんご栽培技術講習会 

      

  11. 9. 7 農研センター 経済連 りんご早生種情報交換会 

      

  11. 9.29 農研センター 農業共済連 畑作物（大豆）共済損害評価研修会 

      

  11.10.14 農研センター 経済連 りんご中生種情報交換会 

      

  11.10.19 大東町、衣川村 農産園芸課 県オリジナルスターチス試作に係る現地検討会 

      

  11.10.20 住田町 ＪＡ住田町 いちごの新技術、新品種講習 

      

  11.11. 8 農研センター 経済連 りんご晩生種情報交換会 

      

  11.11.25 紫波町 経済連 小ぎく生産拡大検討会 

      

  11.12.15 盛岡市 農産園芸課 花き生産者ネットワークづくり拡大研修会 

  ～ 12.16    

      

  12. 1.19 盛岡市繋 岩手県果樹協会 岩手県果樹協会冬期研修会 

     （りんごの品種構成） 

      

  12. 1.21 大東町 ＪＡいわい東 果樹生産者大会 

      

  12. 1.24 盛岡市 岩手県青果物販売農協 りんご新技術研修会 

      

  12. 2. 7 江刺市 ＪＡ江刺市 りんご栽培講習 

      

  12. 2. 9 一戸町 一戸町花き園芸生産 花き栽培普及指導 

    部会  

      

  12. 2.17 大東町 千厩農業改良普及 天蚕飼養技術と病害虫防除対策及び天蚕副蚕糸の 

    センター 加工技術 

      

 生産環境部 11. 6.17 農研センター 県農産園芸課・経済連 ダニ剤使用体系の改変と褐斑病の防除について 

      

  11. 7. 7 農研センター 専技室 野菜・花き普及員専門技術研修「病害虫診断」 
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担 当 部 所 開催期日 開 催 場 所 主 催 者 内                 容 

 生産環境部 11. 7.27 くみあい肥料 県農産園芸課･経済連 カメムシ類と斑点落葉病・果実病害の防除に 

     ついて 

      

  11. 8. 3 ＪＡわが中央 ＪＡわが中央 ピーマン疫病の防除対策 

      

  11.10. 5 県民生活センター 岩手県 岩手県ふるさと食品コンクール審査 

    岩手県食品産業協議会  

      

  11.12. 2 農研センター 専技室 果樹普及員専門技術研修「ダニ剤混用特性」 

      

  11.12. 9 気仙沼「プラザ 千厩農業改良普及 平成12年度県防除基準（りんご）の改正点 

  ～ 12.10 ホテル」 センター  

      

  11.12.14 花巻「千秋閣」 病害虫防除所・経済連 平成12年度防除暦改正点のポイント 

  ～ 12.15    

      

  12. 1.17 農大実験棟 花きセンター 花き病害虫の診断手法 

      

  12. 1.19 県庁12階 農業普及技術課 病害虫概論 

      

  12. 1.24 農研センター 病害虫防除所 野菜・花き病害虫防除対策 

      

  12. 1.25 繋「愛真館」 岩手県ホップ農協 平成12年度ホップ栽培暦検討会 

      

  12. 1.28 水沢農業改良普及 水沢農業改良普及 性フェロモン剤によるりんご害虫防除法 

   センター センター  

      

  12. 2.15 東和町おためし 東和町 おためし工房設備運転技術指導 

   工房   

      

  12. 2.17 農研センター 住田町有機野菜研究会 野菜の有機栽培等に関する試験研究の取組み状況 

      

  12. 2.23 ＪＡ新いわて 盛岡農業改良普及 性フェロモン剤によるりんご害虫防除法 

   滝沢中央支所 センター  

      

  12. 2.24 県北農業研究所 軽米農業改良普及 近年目立つ花き・野菜の病害虫発生状況と防除 

    センター 対策 

      

  12. 2.25 ＪＡ岩手ふるさと 岩手ふるさと農協 ｢減農薬栽培｣の栽培技術について 

   水沢会館   

      

  12. 2.25 花泉町 一関農業改良普及 天敵利用による施設トマトのオンシツコナジラミ 

    センター 防除 

      

  12. 3.10 農研センター 病害虫防除所 きゅうり防除実績検討会 

      

  12. 3.15 ＪＡいわて久慈 久慈農業改良普及 性フェロモン剤によるりんご害虫防除法 

  ～  3.16  センター  
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担 当 部 所 開催期日 開 催 場 所 主 催 者 内                 容 

 生産環境部 12. 3.15 湯田地域普及所 湯田地域普及所 山菜保存・加工品開発新技術について（講義） 

      

  12. 3.23 大東町みなかわ 千厩農業改良普及 性フェロモン剤によるりんご害虫防除法 

   スーパー センター  

      

  12. 3.25 県公会堂 岩手県ホップ農協 殺虫剤・殺菌剤の使用法 

      

  12. 3.25 玉山村中央公民館 新岩手農協東部地域 玉山村における｢いもち病｣の研究成果について 

    営農センター  

      

 畜産研究所 12. 2. 3 水沢市 県南家畜衛生指導協 早期離乳法及び岩手県におけるランドレース種の 

    議会 系統造成 

      

  12. 2. 8 金ヶ崎町 水沢農業改良普及 ＴＭＲ設計指導 

    センター  

      

 県北農業研究所 11. 4. 7 軽米町 軽米町農村青年 クッキングトマトの有望性について 

    クラブ  

      

  11. 8.23 県北農業研究所 盛岡農業高校地域分 二戸地域の新しい野菜の品目、クッキングトマト 

    会 について 

      

  11. 8.27 産業文化センター 岩手県農業機械化協会 第54回全国農業機械実演展示会 

      

  11.11.21 松尾村 松尾村農業機械利用 水稲良食味低コスト生産技術 

    実行組合  

      

  12. 1.30 県北農業研究所 軽米町農業委員会 かけはしの特性と栽培法 

      

  12. 1.31 県北農業研究所 軽米町観音林小学校 プランターによる花壇用花栽培と土づくり 

    農業体験学習会  

      

  12. 2.16 農研センター 岩手県経済連 灌水施肥土耕栽培研修会 

      

  12. 2.23 大迫町 ＪＡ花巻 雑穀の機械化栽培技術 

      

  12. 3. 1 久慈市 久慈地方かけはし 「かけはし」栽培講習会 

    研究会  

      

  12. 3.21 盛岡市 (社)岩手県農業機械 農作業事故の発生実態と防止対策 

  12. 3.22 二戸市 化協会  

  12. 3.24 水沢市   
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３ 視察者､見学者の受入状況(平成 11 年４月～平成 12 年３月) 
 

区   分 公式来所者数 非公式来所者数 合   計 備    考 

 本      部 

 畜産研究所 

 県北農業研究所 

     3,303  人 

     2,122 

       883 

    23,451  人 

     1,672 

       971 

     26,754 人 

      3,794 

      1,854 

※非公式来所者数には､春期一般 

  公開及び参観デー来所者を含む。 

   

   計      6,308     26,094      32,402 
 

 

 

４ 春期一般公開及び参観デー 

 
名    称 開 催 期 日 開  催  場  所 参集人員 

 農業研究センター 春季一般公開 11. 4.16 

～  4.17 

農業研究センター    397名 

 〃 11. 4.16 

～  4.17 

畜産研究所     70名 

 〃 11. 4.16 

～  4.17 

県北農業研究所     25名 

 〃 11. 4.13 

～  4.18 

農業ふれあい公園「農業科学博物館」    264名 

 農業研究センター 参観デー 11. 9. 3 

～  9. 5 

農業研究センター 23,054名 

 〃 11. 8.27 

～  8.29 

畜産研究所   1,472名 

 〃 11. 9.10 

～  9.11 

県北農業研究所 743名 

 

５ 現地ふれあい農業研究センター 

 開催期日 開催場所 主な内容 参集人員 

 11.10.13 大野村 

農村環境改善センター 

(1) 久慈地方におけるほうれんそうの複合及び専作経営の展

開方向 

(2) 県北沿岸部気象を生かした花き専作経営の成立条件 

(3) 家畜排せつ物の資源リサイクル技術 

188名 

 11.11.25 西根町 

西根町民センター 

(1) 環境保全型農業の展開 121名 

 11.12. 1 宮古市 

岩手宮古農業協同組合

本店 

(1) ピーマンの長期安定多収栽培とパイプハウスの周年利用 

(2) りんどうの作期拡大と病害虫防除対策 

(3) 良質堆肥の生産並びに利活用の方法 

140名 

 12. 1.18 一関市 

Ｉ－ＤＯＭＥ 

(1) 一関地方における高品質・良食味米生産と水田を活用し

た土地利用型作物生産の展開方向について 

(2) 優良基幹種雄牛の早期造成について 

134名 

 

６ 一日子供農業研究員 

 
名    称 開 催 期 日 内                 容 参集人員 

 一日子供農業研究員（第１回） 11. 8. 6 小学生（５年生）親子を対象とした水稲の観察実習   34名 

 一日子供農業研究員（第２回） 12. 1.14 小学５年生を対象としたりんごの観察・調査実習 33名 
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７ 加工体験 

(1) 見学・技術相談者数 

 項   目 人  数 

 施設等の見学 3,500人 

 加工実習 224人(29件) 

 特産品試作 109人(24件) 

 加工施設設置等相談 109人(10件) 

       合    計 3,942人 

 

(2) 加工体験 

       名    称  開 催 期 日              内                 容 参集人員 

夏休み親子加工体験 11.7.24 小中学生親子を対象としたポン菓子加工の体験実習   39名 

 

８ 研修生の受入れ 

(1) 海外研修員 

受 入 れ 部 所 氏  名 所    属 研  修  目  的 期 間 

<県海外技術研修員>    

農産部     

  水田作研究室 こう  振平 中国 東北農業大学 水稲多収栽培技術 11. 8. 2～12. 3.17 

     

園芸畑作部     

  果樹研究室 馬 小河 中国 山西省農業科学院 ぶどう等の栽培管理技術 11. 7.26～12. 3.17 

     

  花き研究室 劉 煥新 中国 天津市農林局花き 花きの組織培養技術 11. 8. 2～12. 3.17 

  生産業開発ｾﾝﾀｰ   

畜産研究所     

  家畜育種研究室 ザフマン ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ  トリプルDY養 養鶏飼育技術､経営管理 11. 7.26～11. 9. 6 

    鶏生産研究社   

     

<JICA地方枠>     

農産部     

  応用生物工学 Venecio U. Ultra, フィリピン大学ロス･バノス校 農作物や園芸作物のバイオ 11. 9. 7～11.11.30 

  研究室  Jr. 国立分子生物工学研究所 テクノロジー技術の修得  

     

生産環境部     

  環境保全研究 Benyhe Janos ハンガリー 環境保全生産技術 11. 7. 1～11. 9.30 

  室    チョングラッド植物   

 Hatalane Zseller   衛生･土壌保全局   

 Ibolya    

     

  保鮮流通技術 Koulou Nazarette 象牙海岸 農産物鮮度保持･貯蔵技術 11. 7.19～11.10.15 

  研究室     

 Zako Yodet Jean   村落開発事業団   

畜産研究所     

  家畜飼養研究室 Guzman Cabrera ボリビア・サンタクルス州 乳牛の飼養管理技術 11. 7. 1～11. 8.14 

   Carlos  北部畜産協会   

     

 Canedo Arias Luis ワーネス州畜産･酪農協会  11. 7. 1～11. 9.30 

 Fernando    
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受 入 れ 部 所 氏  名 所    属 研  修  目  的 期 間 

<海外その他>     

県北農業研究所     

  産地育成研究室 尹   秀花 中国 山西省 花きの栽培研修 11. 4. 5～11. 9.24 

    (軽米町受入研修生)   (１週３日) 

  

 (2) 短期研修生 

受 入 れ 部 所 氏  名 所    属 研  修  目  的 期 間 

農産部     

  水田作研究室 照井  裕明 ＮＯＳＡＩ花巻 水稲栽培技術研修   ① 11. 5.11～11. 5.13 

 小田島  航 ＮＯＳＡＩ岩手 ② 11. 7.13～11. 7.15 

   ③ 11. 9.21～11. 9.23 

   ④ 11.10.12～11.10.14 

   ⑤ 11.11.16～11.11.18 

園芸畑作部     

  果樹研究室 半田  隆久 ＮＯＳＡＩ盛岡 りんごの栽培管理     ① 11. 5.25～11. 5.27 

 横田   忍 ＮＯＳＡＩ花巻                       ② 11. 9. 7～11. 9. 9 

 岩淵  清文 ＮＯＳＡＩ磐井                       ③ 11.11. 9～11.11.11 

                         ④ 12. 1.18～12. 1.20 

 

９ 協議会、委員会等委員 

協議会、委員会等の名称 役   職 職   名 担  当  機  関 

岩手農林統計協会役員会 理事 所長 岩手統計情報事務所 

    

出願品種現地調査員 調査員 園芸畑作部長 農産園芸局種苗課 

    

東北地域直播推進会議 幹事 農産部長 東北農政局農産普及課 

    

東北地域水稲安定生産推進連絡協議会 委員 農産部長 東北農政局農産普及課 

    

東北地域水稲安定生産推進協議会ワーキング グループ員 水田作研究室長 東北農政局農産普及課 

グループ    

    

農林統計協会二戸支部 会員 県北農業研究所次長 岩手農林統計情報事務所 

   二戸出張所 

    

岩手農林研究協議会（ＡＦＲ） 副会長 所長 岩手大学農学部 

 委員 企画経営情報部長  

 委員 農産部長  

 委員 園芸畑作部長  

 委員 生産環境部長  

 委員 畜産研究所長  

 委員 県北農業研究所長  

    

岩手農林研究協議会（ＡＦＲ）幹事会 幹事 企画経営情報部長 岩手大学農学部 

 幹事 農産部長  
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協議会、委員会等の名称 役   職 職   名 担  当  機  関 

東北草地研究会 運営委員 畜産研究所長 東北大学農学部 

 副会長 飼料生産研究室長  

    

東北農業経済学会 理事 農業経営研究室長 東北大学農学部 

    

東北農村生活研究会 理事 農業経営研究室長 東北農業試験場 

    

東北地域総合研究推進委員会 委員 所長 東北農業試験場 

    

東日本受精卵移植技術研究会 理事 家畜工学研究室長 農水省畜産試験場 

    

岩手県研究開発推進連絡会議 委員 所長 情報科学課 

    

岩手県国際協力拠点構想委員会 委員 所長 文化国際課 

    

｢県産オリジナル清酒｣振興アクションプラン 事務局 水稲育種研究室長 商工労働観光部 

検討委員会    

    

岩手県特定分野選定委員会 委員 企画経営情報部長 工業振興課 

    

岩手県新事業支援機関等連絡協議会 構成員 所長 工業振興課 

    

新しい農業計画策定委員会 委員 所長 農政企画課 

 幹事 企画情報室長  

    

活力ある我がむらづくりコンクール審査 委員 所長 農政企画課 

委員会    

    

岩手県バイオテクノロジー研究調整会議 委員 所長 農政企画課 

    

農業振興地域整備促進連絡会議 構成員 所長 地域農業振興課 

    

岩手県特定農山村地域活性化対策連絡協議会 委員 企画経営情報部長 地域農業振興課 

 幹事 農業経営研究室長  

    

岩手県農業構造改善事業等推進連絡協議会 委員 企画経営情報部長 地域農業振興課 

 中央指導班員 農業経営研究室長  

    

岩手県農業技術調整連絡会議 委員 農産部長 農業普及技術課 

 部会員 水田作研究室長  

    

岩手県農業気象協議会 委員 企画経営情報部長 農業普及技術課 

 幹事 水田作研究室長  

 幹事 果樹研究室長  

 幹事 環境保全研究室長  

 幹事 飼料生産研究室長  

 幹事 やませ利用研究室長  
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協議会、委員会等の名称 役   職 職   名 担  当  機  関 

岩手県農業気象協議会冷害防止緊急技術会議 構成員 水田作研究室長 農業普及技術課 

    

岩手県農業士選考委員会 委員 所長 農業普及技術課 

    

岩手県農業賞審査委員会 審査委員 所長 農業普及技術課 

    

岩手県農業担い手懇談会調査検討部会 委員 農業経営研究室長 農業普及技術課 

    

高度土づくり技術確立推進協議会 構成員 土壌作物栄養研究室長 農業普及技術課 

 構成員 営農技術研究室長  

    

農村女性起業評価指標作成委員会 委員 農業経営研究室長 農業普及技術課 

    

土地改良事業営農推進対策委員会 副委員長 所長 農村計画課 

 中央幹事 生産工学研究室長  

  土壌作物栄養研究室長  

  飼料生産研究室長  

  産地育成研究室長  

    

岩手県農業共済保険審査会 委員 農産部長 農業経済課 

    

岩手県園芸産地づくりコンクール 審査員長 園芸畑作部長 農産園芸課 

    

岩手県花き産地づくりコンクール 審査委員長 園芸畑作部長 農産園芸課 

 審査委員 農業経営研究室長  

 審査委員 花き研究室長  

    

岩手県主要農作物奨励品種審査委員会 委員 所長 農産園芸課 

 幹事 水田作研究室長  

 幹事 水稲育種研究室長  

 幹事 野菜畑作研究室長  

    

岩手県特産農産物生産振興共進会 審査委員長 園芸畑作部長 農産園芸課 

 審査委員 農業経営研究室長  

 審査委員 野菜畑作研究室長  

 審査委員 やませ利用研究室長  

    

岩手県園芸作物奨励品種審査委員会 委員 所長 農産園芸課 

 幹事 園芸畑作部長  

 幹事 県北農業研究所次長  

    

岩手県水田農業推進協議会米麦・大豆等生産 部会員 水田作研究室長 農産園芸課 

流通部会    

    

岩手県農業機械士認定委員会 委員 農産部長 農産園芸課 

    

岩手県農作業安全対策協議会 委員 副所長 農産園芸課 

 委員 畜産研究所長  
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協議会、委員会等の名称 役   職 職   名 担  当  機  関 

岩手県農作業安全対策協議会 幹事 生産工学研究室長  

 幹事 飼料生産研究室長  

    

岩手県農薬管理士認定委員会 委員 環境保全研究室長 農産園芸課 

    

岩手県ふるさと食品コンクール 審査員 生産環境部長 農産園芸課 

    

岩手県りんご産地づくりコンクール 審査員長 園芸畑作部長 農産園芸課 

 審査委員 農業経営研究室長  

 審査委員 果樹研究室長  

    

いわて純情米推進協議会 幹事 農産部長 農産園芸課 

    

いわて麦・豆・そば等高度生産対策協議会 豆部会長 野菜畑作研究室長 農産園芸課 

    

きおう研究会 副委員長 園芸畑作部長 農産園芸課 

 幹事 果樹研究室長  

    

花の国づくり推進協議会 委員 園芸畑作部長 農産園芸課 

    

黒毛和種牛群育種改良推進事業県協議会 委員 家畜育種研究室長 畜産課 

  種山畜産研究室長  

    

畜産環境整備事業農機具導入委員会 委員 飼料生産研究室長 畜産課 

    

畜産技術連盟 世話人 畜産研究所長 畜産課 

    

家畜改良増殖推進協議会 委員 畜産研究所長 畜産課 

    

家畜導入事業資金供給事業県協議会 委員 家畜育種研究室長 畜産課 

    

地ビール推進懇話会 構成委員 所長 農産物流通課 

    

限定純情米販売対策委員会 委員 農産部長 農産物流通課 

    

農産物加工指導センター運営委員会 委員 生産環境部長 農産物流通課 

    

花の国づくり岩手県協議会 会員 園芸畑作部長 農産物流通課 

 幹事 花き研究室長  

    

盛岡地域公共牧場再編協議会 理事 外山畜産研究室長 盛岡地方振興局農政部 

 幹事 外山畜産研究室長補佐  

    

久慈地方農業振興協議会 構成員 県北農業研究所長 久慈地方振興局農政部 

 幹事 県北農業研究所次長  

    

馬淵川沿岸土地改良事業検討委員会 委員 県北農業研究所長 二戸地方振興局農政部 

 幹事 県北農業研究所次長  
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協議会、委員会等の名称 役   職 職   名 担  当  機  関 

二戸地方農業振興協議会 構成員 県北農業研究所長 二戸地方振興局農政部 

 幹事 県北農業研究所次長  

 園芸ﾘﾝｸ部会幹事 産地育成研究室長  

    

土地改良事業営農対策推進委員会久慈地方 幹事 県北農業研究所次長 久慈農業改良普及センター 

幹事会 幹事 営農技術研究室長  

    

国営馬淵川沿岸地区畑地かんがい実証展示圃 幹事 営農技術研究室長 二戸農業改良普及センター 

運営委員会    

    

馬淵川沿岸営農推進技術実証調査委員会 委員 県北農業研究所長 二戸農業改良普及センター 

    

土地改良事業営農対策推進委員会二戸地方 幹事 県北農業研究所次長 二戸農業改良普及センター 

幹事会 幹事 営農技術研究室長  

    

国営八戸平原、軽米地区畑地かんがい実証 幹事 県北農業研究所長 軽米町 

    

展示圃運営委員会 幹事 営農技術研究室長  

    

岩手県わさび品評会 審査員 野菜畑作研究室長 宮守村 

    

江刺市新稲作運動推進協議会 理事 銘柄米開発研究室長 江刺市 

    

江刺市農業賞審査委員会 委員 銘柄米開発研究室長 江刺市 

    

江刺市農業振興協議会 理事 銘柄米開発研究室長 江刺市 

    

大船渡地方農業振興協議会 構成員 南部園芸研究室長 大船渡市 

    

北上市みどりのまちづくり審査会 審査員 園芸畑作部長 北上市 

    

玉山村村営牧野運営委員会 委員 外山畜産研究室長 玉山村 

    

玉山村畜産振興協議会 委員 外山畜産研究室長 玉山村 

    

水沢市農政審議会 委員 銘柄米開発研究室長 水沢市 

    

軽米町総合開発審議会 委員 県北農業研究所長 軽米町 

    

軽米町新需要穀類種子生産協議会 幹事 やませ利用研究室長 軽米町 

    

陸前高田市総合農政推進協議会 構成員 南部園芸研究室長 陸前高田市 

    

平成11年度全国高等学校総合体育大会実行 常任委員 所長 北上市教育委員会 

委員会    

    

岩手県施肥合理化協議会 参与 副所長 ＪＡ経済連 

 参与 畜産研究所長  
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協議会、委員会等の名称 役   職 職   名 担  当  機  関 

岩手県施肥合理化協議会 幹事 水田作研究室長 ＪＡ経済連 

 幹事 果樹研究室長  

 幹事 野菜畑作研究室長  

 幹事 土壌作物栄養研究室長  

 幹事 飼料生産研究室長  

    

岩手県施肥合理化協議会 幹事 営農技術研究室長 ＪＡ経済連 

    

岩手県乳質改善協議会 酪農経営指導団員 家畜飼養研究室長 ＪＡ経済連 

    

いわて純情園芸産地拡大研究会 会員 園芸畑作部長 ＪＡ経済連 

    

いわて純情米体質強化推進協議会 幹事 農産部長 ＪＡ経済連 

    

いわて純情米良質・良食味生産コンクール 審査委員長 農産部長 ＪＡ経済連 

    

酪農経営研究会 審査委員 畜産研究所長 ＪＡ経済連 

    

和牛改良専門委員会 委員 家畜育種研究室長 ＪＡ経済連 

  種山畜産研究室長  

    

ＪＡ岩手県教育審議会 委員 所長 岩手県農業協同組合中央会 

    

    

日本農業賞岩手県代表審査委員 委員長 所長 岩手県農業協同組合中央会 

    

    

ＪＡ岩手県教育審議会 委員 所長 岩手県農業協同組合中央会 

    

岩手県農業共済組合連合会損害評価会   ＮＯＳＡＩ岩手 

                       (農作物） 委員 水田作研究室長  

 委員 病害虫研究室長  

                            （畑作物） 委員 野菜畑作研究室長  

 委員 環境保全研究室長  

                            （蚕 繭） 委員 蚕桑技術研究室長  

                            （果 樹） 部会長 果樹研究室長  

                          （園芸施設） 委員 南部園芸研究室長  

                            （任 意） 委員 生産工学研究室長  

    

農業共済地域対応強化対策協議会地域集団 委員 水田作研究室長 ＮＯＳＡＩ岩手 

引受推進専門部会 委員 果樹研究室長  

  病害虫研究室長  

    

北上市小ギク生産振興協議会 役員会構成員 花き研究室長 ＪＡ北上市、ＪＡ和賀中央、 

 推進専門班構成員 専門研究員 北上農業改良普及センター 

    

岩手県牛乳普及協会 行事開催実行委員 家畜飼養研究室長 牛乳普及協会 

    

岩手県グリーン・ツーリズム推進協議会 幹事 農業経営研究室長 農業会議 
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協議会、委員会等の名称 役   職 職   名 担  当  機  関 

岩手県植物防疫協会 運営幹事 生産環境部長 植物防疫協会 

 事業幹事 水田作研究室長  

 事業幹事 果樹研究室長  

 事業幹事 野菜畑作研究室長  

 事業幹事 病害虫研究室長  

 事業幹事 飼料生産研究室長  

    

岩手県畜産会 理事幹事 畜産研究所長 畜産会 

 非常勤コンサルタント 家畜飼養研究室長  

  家畜工学研究室長  

    

岩手県農産物改良種苗センター種子価格設定 委員 水田作研究室長 農産物改良種苗センター 

委員会 委員 野菜畑作研究室長  

    

「果実流通改善事業」に関する委員会 委員 果樹研究室長 日本園芸農協連 

    

技術研究会 委員 園芸畑作部長 生物系特定産業技術研究 

   推進機構 

    

高性能畜産機械等普及促進協議会 委員 飼料生産研究室長 新農業機械実用促進㈱ 

    

全国和牛登録協会産肉能力検定委員会 参与 畜産研究所長 全国和牛登録協会 

 参与 種山畜産研究室長 全国和牛登録協会 

    

東北畜産学会 評議員 畜産研究所長 東北畜産学会 

 評議員 畜産研究所次長  

    

東北畜産学会学会賞候補者選考委員会 選考委員 畜産研究所長 東北畜産学会 

    

日本植物調節剤研究協会東北支部 委員 水田作研究室長 日本植物調節剤研究協会 

   東北支部 

    

馬淵川沿岸地区畑地かんがい水質検討委員会 委員 生産環境部長 (社)畑地農業振興会 

    

(財)岩手生物工学研究センター評議員会 評議員 所長 (財)岩手生物工学研究 

   センター 

    

産学官連携技術開発中央支援事業 委員 保鮮流通技術研究室長 (財)食品産業センター 

｢食品の安全な保蔵と流通技術｣部会    

    

産学官連携技術開発中央支援事業 委員 保鮮流通技術研究室長 (財)食品産業センター 

｢専門技術コーディネーター検討委員会｣    

 



10 外部講師等 

派  遣  先 所 属 職 名・氏 名 科 目 ・ 内 容 期  日 

岩手大学 農産部 水稲育種研究室長 耐寒冷性作物育種研究 11. 5. 1 

   畠山 均 （農学部付属寒冷バイオシステ ～12. 3.31 

   ム研究センター 客員教授）  

     

岩手県立農業大学校 農産部 主任専門研究員 植物工学実験 11. 7. 9 

   多田 徹 （研究科植物コース） ～ 10. 8 

  主任専門研究員  11. 8.20 

   漆原 昌二  ～ 11.16 

  専門研究員  11. 4.23 

   星 伸枝  ～  9.10 

     

 生産環境部 専門研究員 作物保護Ⅱ 11. 5.26 

   勝部 和則 （本科農産・園芸２年） ～ 11.17 

     

  専門研究員 生化学実験 11. 8.27 

   平渕 英利 （研究科植物コース） ～ 12.10 

     

 畜産研究所 次 長 家畜飼養管理Ⅰ 11.11.30 

   杉若 輝夫 （酪農専攻） ～ 12.21 

     

  上席専門研究員 家畜飼養管理Ⅰ 11. 7.16 

   菊池 雄 （本科肉畜１年）     8.20 

  主任専門研究員  11. 6.18 

   大宮 元      7. 2 

     

  主任専門研究員 家畜飼養管理Ⅰ・Ⅱ 11. 9.20 

   藤原 哲雄 （本科肉畜１・２年） ～ 12.14 

     

  専門研究員 家畜飼養管理Ⅱ 11. 9.20 

   西田 清 （本科肉畜２年）     9.30 

     

岩谷堂農林高校 園芸畑作部 専門研究員 果樹、生物工学及び総合実習 11.11.26 

   佐藤 秀継 （農林生産科学科２・３年）  

     

 





 
 
 
 
 
 

VI 職員研修 
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１ 大学院派遣研修 

区    分 所属部所 職・氏名 研  修  内  容 派 遣 期 間 

岩手大学大学院連合農学 
研究科 
 
岩手大学大学院連合農学 
研究科 
 
岩手大学大学院連合農学 
研究科 
 
岩手大学大学院連合農学 
研究科 

農産部 
 
 
生産環境部 
 
 
農産部 
 
 
企画経営情報部 

主任専門研究員 
  小田中 浩哉 
 
主任専門研究員 
  勝部 和則 
 
主任専門研究員 
  佐々木 力 
 
専門研究員 
  村上 和史 

水稲オリジナル新品種開発のための種子貯

蔵タンパク質の質的・量的改良に関する研究

 
ホウレンソウ萎ちょう病の疫学的研究 
 
 
水稲品種の品質･食味の保持限界の解明及び

簡易･迅速判定に関する研究 
 
ほ場整備地区における多面的効果測定法の

開発 
 

Ｈ８～Ｈ12 

 

 

Ｈ９～Ｈ11 

 

 

Ｈ10～Ｈ12 

 

 

Ｈ11～Ｈ13 

 
２ 海外研修 

区    分 所属部所 職・氏名 研  修  内  容 派 遣 期 間 

環境保全型農業推進事業 
 
 
 
 
欧州の有機農産物認証制度と

生産現場の実態調査 
 
海外派遣研修 
 
 
タイ国稲作の現状と技術指導

体制に関する調査 
 
海外派遣研修 

生産環境部 
 
県北農業研究所 
 
 
専技企画情報室 
 
 
園芸畑作部 
 
 
農産部 
 
 
園芸畑作部 

環境保全研究室長 
 諏訪 正義 
主任専門研究員 
 高橋 好範 
 
専門技術員 
  鈴木 良則 
 
上席専門研究員 
  阿部 潤 
 
水田作研究室長 
  伊五沢 正光 
 
花き研究室長 
 高橋 寿一 

環境保全型農業に関する機関･団体及び有

機農業実践農家調査 
 
 
 
有機農業への取組みが盛んなドイツにお

ける認証基準､制度について調査 
 
ユリの品種開発及び球根生産技術調査 
 
 
タイ国の稲作の現状と技術指導体制に関

する調査 
 
ヨーロッパにおけるりんどう育種素材の

収集 

11.10. 2 

～ 10.12 

 

 

 

11.10.16 

～ 10.30 

 

11.11. 1 

～ 11.15 

 

11.11.21 

～ 11.27 

 

12. 1.22 

～  2. 4 

 
３ 国内研修への派遣 

区    分 所属部所 職・氏名 研  修  内  容 派 遣 期 間 

農林水産省依頼研究員 畜産研究所 専門研究員 核移植による優良育種の大量生産技術の 11. 5.10 

研修   野口 龍生 習得 ～ 11. 9 

     

 農産部 専門研究員 水稲の登熟診断技術の開発 11. 7.21 

   吉田 宏  ～  9.30 

     

 園芸畑作部 主任専門研究員 リンドウの開花期と気象との関係解析及び 11.10. 1 

   輪達 公重 気象解析手法の修得 ～ 12.28 

     

 園芸畑作部 主任専門研究員 畑作物土壌病害の診断法に関する研究 11.10. 1 

   高橋 昭喜  ～ 12.28 
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区    分 所属部所 職・氏名 研  修  内  容 派 遣 期 間 

農林水産省依頼研究員 県北農業研究所 主任専門研究員 光環環境節による生育制御技術の開発 11.11. 1 

研修   菅原 英範  ～   1.31 

     

 県北農業研究所 専門研究員 食品機能の発現機構 12. 1. 1 

   菊池 淑子  ～  3.31 

     

短期集合研修 企画経営情報部 主任専門研究員 農業技術の経営評価の方法 11.10.25 

   中森 忠義  ～ 10.29 

     

 畜産研究所 専門研究員 農林水産試験研究のための統計的手法 11.11. 8 

   遠藤 明人  ～ 11.12 

     

農業中核研究員養成研究 企画経営情報部 上席専門研究員 水田農業経営確立に資する試験研究の推進 12. 3. 6 

   吉田 力 並びに研究精化の普及への伝達 ～  3. 8 

 農産部 主任専門研究員   

   扇 良明   

 園芸畑作部 主任専門研究員   

   沼田 聡   

     

農業機械化研修 畜産研究所 専門研究員 農作業安全研修 11. 6.29 

   遠藤 明人  ～  7. 2 

     

自主研修 生産環境部 専門研究員   りんご褐斑病・炭そ病の試験手法 12. 3.13 

  猫塚 修一 （秋田果樹試験場） ～  3.14 

     

その他の研修 農産部 専門研究員 第１種放射線取扱主任者講習会 11. 6.21 

   中條 眞介 （社団法人日本原子力産業会議） ～  6.25 

 生産環境部 専門研究員   

   池田 昌晃   

     

 農産部 主任専門研究員 農作業に関わる人間工学的手法及び 11. 7. 1 

   八重樫 耕一 農作業事故解析手法の専門的知識の修得 ～  9.30 

   （生物系特定産業技術研究推進機構）  

     

 総務部 技能員 産業用無人ヘリコプター研修 11. 9. 1 

   西野 哲仁 （農業大学校） ～  9.24 

     

 県北農業研究所 上席専門技術員 専門技術研修（持続型農業技術） 11. 6.29 

  菊池 利行 （中国農試） ～  7. 3 

     

 県北農業研究所 専門技術員 新任者研修 11. 6. 7 

   本田 純悦 （茨城県内原町） ～  6.11 

     

 県北農業研究所 専門技術員 高度流通戦略研修 11.11. 9 

   本田 純悦 （茨城県内原町） ～ 11.12 
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４ 所内セミナー等の開催 
名   称 開催期日 内      容 参集人員 

〔本 部〕    

第８回公開セミナー 11. 4.17 「花の形や色はどうして決まるのか」  

  山村 三郎（岩手県生物工学研究センター遺伝子工学第２研究  

  部長） 130 名 

  「春花壇の上手な管理」  

  高橋 寿一（園芸畑作部花き研究室長）  

    

第９回公開セミナー 11. 8. 9 「最近の『環境保全型農業の動向』」 139 名 

  熊澤 喜久雄（全国環境保全型農業推進会議会長）  

    

第 10 回公開セミナー 12. 1.21 「技術開発分野における国際協力・支援」  92 名 

  桂井 宏一郎（敬愛大学国際学部教授）  

    

所内実践セミナー(広報) 12. 2.25 「放送原稿の書き方、相手にわかりやすく話すコツ」  18 名 

  前田 正二（ＩＢＣカルチャーセンター取締役）  

    

地域農業交流セミナー 12. 3.17 「農業の飛躍をめざす情報化技術」 153 名 

(岩手)  星 岳彦（東海大学開発工学部助教授）他  

    

〔畜産研究所〕    

公開セミナー 11. 8.27 「畜産資材における各種微生物資材の利用」  70 名 

  羽賀 清典（農林水産省畜産試験場汚染物質浄化研究室長）  

    

〔県北農業研究所〕    

第１回職員セミナー 11. 8.10 現地試験等巡回研修  11 名 

 ～  8.11   

    

第２回職員セミナー 11.11.10 環境保全型農業海外研修報告  15 名 

  「環境改善（ISO14001 取得に向けて）  

    

所内特別ゼミナール 12. 3.30 転出者の研究所感を聞く  17 名 

    

 





Ⅶ　人事、予算、財産





 111

１ 岩手県農業研究センター予算 (2月補正現計) 

                                                                                      （単位:千円） 

区 分 予 算 額

（農業振興費） 

    人件費（本部・県北） 

    庁舎管理費（本部） 

    ほ場管理費（本部） 

  繭品質評価業務費 

    庁舎管理費（県北） 

    ほ場管理費（県北） 

    南部園芸研究室施設整備費 

  試験研究費 

     (1)特定研究開発等促進事業 

   (2)地域先端技術等研究開発促進事業 

   (3)植物防疫研究費 

     (4)土壌対策研究費 

     (5)農業関係試験研究委託事業 

     (6)民間委託試験研究費 

  高生産性農業新技術開発促進事業 

     (1)基盤的・先導的農業技術開発研究事業 

     (2)バイオテクノロジー実用化事業 

     (3)先端的農業技術実用化研究事業 

     (4)中山間地域活性化戦略研究事業 

     (5)農業新技術緊急開発実用化推進研究事業 

     (6)農業新技術現地実用化開発・実証研究事業 

  令達事業（本部) 

    令達事業（県北） 

    合 計 

 

（畜産業費） 

    人件費（畜産） 

    庁舎管理費 

    飼育管理費 

    種山畜産研究室管理費 

    外山畜産研究室隔障物整備事業 

    試験研究費 

     (1)特定研究開発促進事業 

     (2)地域先端技術共同研究開発促進事業 

     (3)農業関係試験研究委託事業 

    高生産性畜産新技術開発促進研究費 

     (1)基盤的・先導的畜産技術開発研究事業 

     (2)バイオテクノロジー実用化研究事業 

     (3)先進的畜産技術実用化研究事業 

     (4)畜産新技術現地実用化･実証研究事業 

    令達事業 

    合 計 

 

    全 体 計 

      1,129,954 

        138,977 

         67,863 

         11,969 

         32,343 

          6,169 

          6,279 

        141,023 

         61,300 

          9,850 

         26,802 

          9,562 

         10,722 

         22,787 

         82,181 

         21,663 

         15,921 

         26,215 

          4,278 

          8,872 

          5,232 

        210,743 

         26,316 

      1,853,817 

 

 

        543,106 

         56,153 

         90,677 

        103,623 

         13,499 

         26,412 

         22,700 

          3,000 

            712 

         26,522 

         16,976 

          3,776 

          4,769 

          1,001 

        151,071 

      1,011,063 

 

      2,864,880 
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２ 建物、用地 

用          地  （ hａ） 建 物（㎡） 

耕        地 

     

 

 
水 
 
田 

 
 
畑 

 
樹 
園 
地 

採 
草 
放 
牧 
地 

 
小 
 
計 

 
林 
 
野 
 
等 

施 
 
設 
 
用 
 
地 

 
総 
 
面 
 
積 

 
棟 
 
 
 
数 

 
延 
 
面 
 
積 

本   部 
 
 北  上 
  主な施設面積（内数） 
   管理棟 
   実験研究棟 
   作物調査実験棟 
   育苗ガラス温室 
   穀物乾燥原種調整調査棟 
   園芸作物調査棟 
   生産環境調査棟 
 銘柄米開発研究室 
 南部園芸研究室 

30.2 

 

25.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.4 

 20.3 

 

 18.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0.7 

  1.6 

21.3 

 

21.3 

 
   71.8 

 

   65.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

    5.1 

    1.6 

 
39.5 

 

36.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

1.1 

 111.3 

 

 101.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

    7.3 

    2.7 

 69 

 

 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26 

 12 

24,546 

 

18,809 

 

 2,911 

 5,057 

   716 

   992 

   860 

   716 

   608 

 4,805 

   932 

県北農業研究所  1.0  10.7 0.3 
 

   12.0 
 

8.2    20.2  16  6,746 

畜産研究所 
 
 滝  沢 
 外山畜産研究室 
 種山畜産研究室 

 
159.2 

 

 67.7 

  5.8 

 85.7 

 
1,670.8 

 

   23.1 

1,470.7 

  177.0 

1,830.0 

 

   90.8 

1,476.5 

  262.7 

526.2 

 

 41.2 

241.3 

243.7 

37.8 

 

32.9 

4.5 

0.4 

2,394.0 

 

  164.9 

1,722.3 

  506.8 

156 

 

 98 

 35 

 23 

39,227 

 

24,963 

 5,972 

 8,292 

 
    合    計 31.2 190.2 21.6 1,670.8 1,913.8 526.2 85.5 2,525.5 241 70,519 
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３  種苗登録、特許等 
  (1) 種苗登録 

種    類 登録(出願)品種の名称 登 録 番 号 登 録 年 月 日 

りんどう 
りんどう 
りんどう 
大豆 
大豆 
りんどう 
りんどう 
りんどう 
ぶどう 
りんご 
りんどう 
稲 
稲 
りんどう 
りんどう 
りんどう 
りんどう 
大豆 
稲 
スターチス 
スターチス 
スターチス 
スターチス 
スターチス 

いわて乙女 
ジョバンニ 
イーハトーヴォ 
緑良 
緑翠 
アルビレオ 
マシリィ 
ホモイ 
エーデルアーリー 
きおう 
アルタ 
かけはし 
ゆめさんさ 
ポラーノ ホワイト 
あおこりん 
ももこりん 
ポラーノ ブルー 
星めぐり 
吟ぎんが 
アイスター モーブ 
アイスター ラベンダー 
アイスター ライラックブルー 
アイスター ロージーピンク 
アイスター ライラック 
 
 

第  544号 

第 1,101号 

第 1,100号 

第 2,517号 

第 2,516号 

第 2,553号 

第 3,073号 

第 3,074号 

第 3,404号 

第 3,947号 

第 4,085号 

第 4,410号 

第 4,411号 

第 4,999号 

第 7,713号 

第 7,714号 

第 7,715号 

第 7,756号 

出願番号第11,863号 

出願番号第11,900号 

出願番号第11,901号 

出願番号第11,902号 

出願番号第11,903号 

出願番号第11,904号 

S59. 3.19 

S61. 8. 8 

S61. 8. 8 

H 2.12. 5 

H 2.12. 5 

H 2.12. 5 

H 4. 2.29 

H 4. 2.29 

H 5. 3.10 

H 6. 3.14 

H 6. 8.22 

H 7. 3.23 

H 7. 3.23 

H 8. 3.18 

H12. 2.22 

H12. 2.22 

H12. 2.22 

H12. 2.22 

出願（H11. 6.30） 

出願（H11. 7.23） 

出願（H11. 7.23） 

出願（H11. 7.23） 

出願（H11. 7.23） 

出願（H11. 7.23） 

 
  (2) 特許、実用新案 

名           称 出願番号･年月日 登録番号･年月日 

米を原料とした飲料の製造方法 
 
牧草種子の播種方法及び牧草種子の散布用の複合肥料ペレット 
 
マクロシードペレットの散布装置 
 
遺伝子組み替えりんご及びその作出法 

 2- 71571(H 2. 3.19) 

 

 9-344679(H 9. 4. 9) 

 

 9-106758(H 9. 4. 9) 

 

11- 83985(H11. 3.26) 

1990534(H7.11.8) 

 

（出願中） 

 

（出願中） 

 

(出願中) 
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４ 表彰 

表彰内容（表彰団体） 表彰の対象者（組織） 表彰の対象となった研究成果等 年 月 日  

研究功労者表彰(全国 園芸畑作部    

農業関係試験研究場  部  長         藤根  勝栄 りんごのわい化栽培による安定生産技術の確立 11. 6. 1  

所長会)     

     

事績顕著表彰（岩手県） 農産部    

  応用生物工学研究室長 りんご黒星病の新たな発生生態の解明と効果的な 11.11. 2  

           仲谷  房治 防除体系の確立   

     

県部局長表彰(岩手県) 県北農業研究所    

  主任専門研究員 大友  令史 ネギコガ発生生態と防除法 12. 2. 9  

(内部表彰)     

最優秀研究成果賞 農産部 稲いもち病真性抵抗性遺伝子Ｐｉ－ｋに連鎖する 12. 3.24  

  主任専門研究員 多田  徹 ＤＮＡマーカーの作出   

     

優秀研究成果賞 企画経営情報部 農業経営設計システム「クーボー博士」 12. 3.24  

  主任専門研究員 及川  浩一    

     

 園芸畑作部 りんごわい化栽培における樹容積及び収量性を指標 12. 3.24  

  主任専門研究員 鈴木  哲 とした計画密植栽培法   

     

 生産環境部    

  首席専研兼室長 宍戸  貢 花き類灰色かび病防除のための簡易湿度制御装置の 12. 3.24  

  専門研究員     猫塚  修一 開発   

     

 畜産研究所 ロールベール・ラップサイレージの簡易品質評価法 12. 3.24  

  専門研究員    遠藤  明人    

     

研究成果賞 農産部 酒造好適米品種「吟ぎんが」の栽培法 12. 3.24  

  専門研究員     吉田  宏    

  主任専門研究員 小田中浩哉    

  専門研究員     荻内  謙吾    

     

 農産部 岩手県の農業用水の水温実態 12. 3.24  

  専門研究員     日影  勝幸    

  専門研究員     尾形  茂    

     

 園芸畑作部 県中・南部におけるキャベツの５～６月どり栽培 12. 3.24  

  専門研究員     深澤  明子 技術   

     

 園芸畑作部 天蚕繭層を利用したつむぎ生糸の製造方法 12. 3.24  

  上席専門研究員 境田謙一郎    

     

 生産環境部 土壌蓄積リン酸を活用した水稲のリン酸施肥基準 12. 3.24  

  専門研究員     島    輝夫    

 県北農業研究所    

  主任専門研究員 高橋  好範    
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表彰内容（表彰団体） 表彰の対象者（組織） 表彰の対象となった研究成果等 年 月 日  

研究成果賞 生産環境部 ゆり切り花の貯蔵技術 12. 3.24  

  専門研究員     佐藤美佳子    

     

 畜産研究所 ロックウール脱臭装置における排水対策(排水循環 12. 3.24  

  主任専門研究員 佐藤  直人 方式)   

     

 畜産研究所 ＤＮＡマーカーによるウシ筋肉肥大原因遺伝子の 12. 3.24  

  主任専門研究員 鈴木  暁之 判定   

     

 企画経営情報部 アマランサス、キビ、アワを組み入れた普通畑作物 12. 3.24  

  主任専門研究員 及川  浩一 の大型機械化体系   

 県北農業研究所    

  主任専門研究員 大里  達朗    

     

 県北農業研究所 県北地域における異常高温による露地野菜への影響 12. 3.24  

  室長           新田  政司 と畑地かんがいの効果   

  技師           菅野  史拓    

     

特別研究功労賞 農産部 酒米新品種「岩手酒52号」の育成 12. 3.24  

  専門研究員     日影  勝幸    

  主任専門研究員 菅原  浩視    

  主任専門研究員 漆原  昌二    

  主任専門研究員 扇    良明    

 県北農業研究所    

  主任専門研究員 和野  重美    

     

 畜産研究所 優良県有種雄牛「福利桜」、「糸美徳」の作出 12. 3.24  

  家畜育種研究室    

  種山畜産研究室    

     

研究功労賞 畜産研究所 豚系統造成及び家畜管理施設改善に対して献身的に 12. 3.24  

  主任技能員     伊藤  仁吉 努力し研究の円滑な推進に貢献した業績   
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５ 職員名簿（平成 11 年４月１日現在） 

職   名 氏   名 職   名 氏   名 
 所 長 荻原 武雄 専門技術員室  
 副所長 阿部  隆  首席専門技術員 佐々木忠勝 
   上席専門技術員 高橋 典子 
総務部   上席専門技術員 高橋 英子 
 部 長 三浦 啓一  上席専門技術員 橋本 信一 
 総務課長 金崎 義久  上席専門技術員 笹田 昭市 
 副主幹兼課長補佐 山口 孝志  上席専門技術員 山田 和明 
 主 事 高橋 右子  上席専門技術員 及川 一也 
 主 事 横澤 嘉宗   上席専門技術員 三浦 正弘 
 主 事   上席専門技術員 工藤 英夫 
 管理課長 小笠原 勉  専門技術員 高橋 英明 
 課長補佐 菊池 芳孝  専門技術員 高橋  晋 
 主 任 吉田 直人  専門技術員 鈴木 良則 
 主 事 菊地 由樹   
 運転技士兼技能員 中嶌 秋人 農産部  
 主任技能員兼運転技士 杉澤 竹雄  部 長 荻原 武雄 
 主任技能員兼運転技士 浅沼 達也  水田作研究室長 伊五沢正光 
 技能員 菅野 輝彦  主任専門研究員 小野寺郁夫 
 技能員 佐藤 広昭  専門研究員 吉田  宏 
 技能員 西野 哲仁  専門研究員 日影 勝幸 
 技能員 小黒沢清人  専門研究員 工藤 佳徳 
 技能員兼運転技士 田中 真也  技 師 長谷川義孝 
   水稲育種研究室長 畠山  均 
企画経営情報部   主任専門研究員 佐々木 力 
 部 長 駒米  勉  主任専門研究員 菅原 浩視 
 企画情報室長 宮下慶一郎  専門研究員 仲條 眞介 
 上席専門研究員 折坂 光臣  専門研究員 高橋 真博 
 上席専門研究員 吉田  力  応用生物工学研究室長 仲谷 房治 
 主 任 葛尾 淳哉  主任専門研究員 多田  徹 
 主任専門研究員 町屋 宜亨  主任専門研究員 漆原 昌二 
 専門研究員 稲田 聖児  専門研究員 星  伸枝 
 農業経営研究室長 斉藤  恭  生産工学研究室長 鶴田 正明 
 主任専門研究員 細田 耕平  主任専門研究員 小野寺忠夫 
 主任専門研究員 菅原 豊司  主任専門研究員 伊藤 勝浩 
 主任専門研究員 及川 浩一  主任専門研究員 八重樫耕一 
 主任専門研究員 中森 忠義  専門研究員 丹内 利彦 
 専門研究員 佐藤 嘉彦  銘柄米開発研究室長 神山 芳典 
 専門研究員 村上 和史  主任専門研究員 扇  良明 
   主任専門研究員 小田中浩哉 
   専門研究員 荻内 謙吾 
   専門研究員 尾形  茂 
   主任技能員 駒場正一郎 
   技能員 菊地 徳章 
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職   名 氏   名 職   名 氏   名 
園芸畑作部   首席専門研究員兼病害虫研究室長 宍戸  貢 
 部 長 藤根 勝栄  主任専門研究員 藤沢  巧 
 果樹研究室長 小野田和夫  主任専門研究員 後藤 純子 
 上席専門研究員 佐々木 仁  専門研究員 勝部 和則 
 主任専門研究員 鈴木  哲  専門研究員 川村 亮二 
専門研究員 石川 勝規  専門研究員 猫塚 修一 

 専門研究員 佐藤 秀継  技 師 福士 敬子 
 技 師 河田 道子  保鮮流通研究室長 千葉 行雄 
野菜畑作研究室長 作山 一夫  上席専門研究員 八重樫誠次 

 主任専門研究員 沼田  聡  専門研究員 平渕 英利 
 主任専門研究員 高橋 昭喜  専門研究員 佐藤美佳子 
 主任専門研究員 有馬  宏   
 専門研究員 深澤 明子 畜産研究所  
 技 師 高橋 拓也  所 長 下  弘明 
 花き研究室長 高橋 寿一  次 長 杉若 輝夫 
 上席専門研究員 阿部  潤  主幹兼総務課長 及川 邦雄 
 主任専門研究員 輪達 公重  副主幹兼課長補佐 佐野峯光二 
 専門研究員 内藤 善美  主 任 千葉多香子 
 技 師 渡辺 愛美  主 事 福士 成幸 
 蚕桑技術研究室長 橋元  進  運転技士兼技能員 中村 長三 
 上席専門研究員 佐藤 新平  運転技師兼技能員 吉田 正弘 
 主任専門研究員 阿部 信治  主任技能員 伊藤 仁吉 
 専門研究員 阿部  弘  主任技能員 佐々木紀好 
 上席専門研究員兼繭品質評価主任 土佐 明夫  主任技能員 白澤 重男 
 上席専門研究員 境田謙一郎  主任技能員 室坂 公榮 
 ボイラー技士 高橋  守  主任技能員 小笠原幸一郎 
 主任技能員 鈴木 宮子  主任技能員 関村 武志 
 主任技能員 菅原 光子  技能員 岩崎 春見 
 主任技能員 柏葉 妙子  技能員 石川 勝美 
 主任技能員 小原 早苗  技能員 米沢 健治 
 主任技能員 川村美知子  技能員 三上  宏 
 南部園芸研究室長 吉田 達夫  技能員 小林 雄二 
 上席専門研究員 菅原 和仁  技能員 右京 隆二 
 専門研究員 土田 泰輔  技能員 荒木田俊一 
   技能員 上野 由克 
生産環境部   技能員 武田 政則 
 部 長 小川 勝美  技能員 中村  健 
 環境保全研究室長 諏訪 正義  技能員 菅原  薫 
 上席専門研究員 築地 邦晃  技能員 永洞 俊司 
 主任専門研究員 伊藤 美穂  技能員 水澤 博征 
 専門研究員 高城 保志  技能員 細野 貴樹 
 専門研究員 池田 昌晃  技能員 鷲見 義信 
 土壌作物栄養研究室長 新毛 晴夫  技能員 鳴海 茂揮 
 専門研究員 佐藤  喬  技能員 上野 賢輝 
 専門研究員 島  輝夫   
 専門研究員 高橋 正樹   
 技 師 高橋 良学   
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職   名 氏   名 職   名 氏   名 
畜産研究所  県北農業研究所  
 家畜育種研究室長 小野寺 勉  所 長 高橋 康利 
 主任専門研究員 藤原 哲雄  首席専門研究員兼次長 遠藤 征彦 
 専門研究員 西田  清  総務課長 菊池 正隆 
 専門研究員 太田原健二  主 事 軍司 国博 
 技 師 山本  宏  運転技士兼技能員 小滝 一男 
 首席専門研究員兼家畜飼養研究室長 高橋 達典  運転技士兼技能員 日山千代司 
 上席専門研究員 清宮 幸男  技能員 清水 賢一 
 主任専門研究員 川村 輝雄  営農技術研究室長 新田 政司 
 専門研究員 岡田 利之  主任専門研究員 高橋 好範 
 家畜工学研究室長 田中 修一  主任専門研究員 大里 達朗 
 主任専門研究員 千葉  伸  主任専門研究員 大友 令史 
 主任専門研究員 鈴木 暁之  産地育成研究室長 児玉 勝雄 
 専門研究員 野口 龍生  主任専門研究員 佐藤 正昭 
 飼料生産研究室長 落合 昭吾  主任専門研究員 菅原 英範 
 上席専門研究員 齋藤 節男  技 師 菅野 史拓 
 主任専門研究員 佐藤 直人  技 師 富田 典子 
 専門研究員 三浦賢一郎  やませ利用研究室長 石山 伸悦 
 外山畜産研究室長 佐藤 彰芳  主任専門研究員 和野 重美 
 上席専門研究員兼室長補佐 菊池  正  専門研究員 菊地 淑子 
 専門研究員 小梨  茂  技 師 寺田 道一 
 専門研究員 村上 勝郎  上席専門技術員 菊池 利行 
 専門研究員 増田 隆晴  専門技術員 本田 純悦 
 技 師 木村 和博   
 主任技能員 藤原 昭義   
 主任技能員 中村 長悦   
 技能員 藤原 時夫   
 技能員 工藤 明彦   
 技能員 畠山 博文   
 種山畜産研究室長 谷地  仁   
 上席専門研究員兼室長補佐 及川 稜郎   
 主 任 菊池 馨行   
 上席専門研究員 菊池  雄   
 主任専門研究員 大宮  元   
 専門研究員 遠藤 明人   
 専門研究員 大和  貢   
 主任技能員 菊池 敬郎   
 技能員 斎藤 和一   
 技能員 佐藤 洋貴   
 技能員 松本  徹   
 技能員 後藤 克明   
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沿 革 
明治 31 年 種馬厩を盛岡市に設置。 
明治 34 年 農事試験場（３部制：庶務・種芸・分析）を本宮村向中野（現盛岡市）に設置。 

 種馬厩を種畜場と改称。 
明治 35 年 種畜場を盛岡市から滝沢村に移転。 
明治 36 年 農事試験場に園芸部（４部制）を新設。 
大正２年 原蚕種製造所を胆沢郡水沢町（現水沢市）に設置。 
大正８年 農事試験場胆江分場を江刺郡愛宕村（現江刺市）に設置。 
大正 11 年 現蚕種製造所を蚕業試験場（４係制：庶務・蚕種・試験・桑園）と改称。 
大正 12 年 農事試験場に病虫部（５部制）を新設。 

 外山御料牧場を種畜場に移管し、種畜場本場を玉山村に移転（滝沢は支場となる）。 
昭和２年 種鶏場を岩手郡巻掘村（現玉山村）に設置。 
昭和５年 農事試験場軽米農場を九戸郡軽米町に設置。 

 蚕業試験場一戸桑園を二戸郡一戸町に設置。 
昭和 10 年 農事試験場遠野試験地を上閉伊郡松崎（現遠野市）に設置。 
昭和 12 年 種畜場本場を滝沢村に移転。玉山は外山支場となる。 

 蚕業試験場六原桑樹試験地を金ヶ崎町に設置。 
昭和 13 年 蚕業試験場一戸桑園を一戸支場と改称。 
昭和 15 年 農事試験場軽米農場を九戸分場と改称。 
昭和 21 年 農事試験場高冷地試験地を二戸郡小鳥谷村（現一戸町）に設置。 
昭和 22 年 農事試験場遠野試験地が国営に移管。 
昭和 23 年 種鶏場を紫波郡日詰町（現紫波町）に移転。 
昭和 25 年 農事試験場を農業試験場（４部制：総務・営農・農産・畜産）と改称。 

 農業試験場畜産部を種畜場と併設。 
 農業試験場葡萄試験地を稗貫郡大迫町に設置。 
 農業試験場沿岸作物試験地を九戸郡長内村（現久慈市）、下閉伊郡豊間根村（現山田町）及び気仙郡 
 小友村（現陸前高田市）に委託設置。 

昭和 26 年 農業試験場南部試験地を気仙郡米崎村（現陸前高田市）に設置。 
 農業試験場に遠野試験地が国から移管。 
 農業試験場に農業経営研究部門設置。 
 工芸作物原種農場を雫石町に設置。 

昭和 28 年 蚕業試験場を水沢市柳馬場に移転。 
昭和 30 年 農業試験場本場機構改革（８部制：庶務・種芸・化学・園芸・病虫・経営・農機具・畜産）。 

 蚕業試験場機構改革（４部制：庶務・栽桑・養蚕・病理化学）。 
昭和 32 年 蚕業試験場一戸支場を一戸分場と改称。 
昭和 36 年 蚕業試験場一戸分場を二戸郡一戸町上野に新築移転。 
昭和 37 年 農業試験場の園芸部、南部試験地及びぶどう試験地を分離して園芸試験場（３部制：庶務・果樹・ 

 蔬菜花卉）を北上市に設置。南部試験地及びぶどう試験地をそれぞれ、南部分場、大迫圃場と改称。 
 農業試験場胆江分場及び九戸分場をそれぞれ、県南分場、県北分場と改称。 
 種畜場に種鶏場及び農業試験場畜産部を併合して畜産試験場を滝沢村に設置。 
 農業試験場遠野試験地及び沿岸試験地を廃止。 
 工芸作物原種農場を農業試験場に統合し、原種部を設置。 

昭和 38 年 農業試験場本場を盛岡市から滝沢村へ移転。 
昭和 39 年 畜産試験場外山支場を外山試験地と改称。 
昭和 41 年 農業試験場本場機構改革（４部制：庶務２係・技術・環境・経営） 
昭和 44 年 園芸試験場蔬菜花卉部を野菜花き部に改称。 
昭和 46 年 農業試験場本場機構改革（科制導入。技術部：水田作科・畑作科・作業技術科、環境部：施肥改善科・ 

 土壌改良科・病害虫科、経営部：経営科・流通経済科）。 
 農業試験場県南分場及び県北分場に分場次長を設置。 
 農業試験場高冷地試験地を園芸試験場へ移管し、高冷地分場となる。 
 園芸試験場に環境部を設置。 
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昭和 46 年 園芸試験場大迫圃場を大迫試験地と改称。 
 畜産試験場外山試験地を外山分場と改称。 

昭和 48 年 蚕業試験場六原桑樹試験地を六原試験地と改称。 
昭和 51 年 農業試験場作業機械科を農業機械科に改称。 
昭和 53 年 蚕業試験場六原試験地を廃止。 

 蚕業試験場養蚕部、病理科学部をそれぞれ養蚕経営部、環境部に改称。 
昭和 56 年 園芸試験場高冷地分場を高冷地開発センターに改称。 
昭和 57 年 蚕業試験場整備計画実施（～昭和 58 年）。 
平成３年 農業試験場に水稲育種科を設置。 
平成８年 畜産試験場種山肉用牛改良センターを住田町に設置。 
平成９年 農業試験場、蚕業試験場、園芸試験場及び畜産試験場を農業研究センターに再編整備。 

 農業試験場本場、園芸試験場本場、同大迫試験地及び蚕業試験場本場を統合し、北上市にセンター本部を 
 設置。 
 農業試験場県南分場及び園芸試験場南部分場をそれぞれ銘柄米開発研究室、南部園芸研究室と改称。 
 農業試験場県北分場、園芸試験場高冷地開発センター及び蚕業試験場一戸分場を統合し、軽米町に県北 
 農業研究所を設置。 
 畜産試験場を畜産研究所に改組。 
 畜産試験場外山分場及び種山肉用牛改良センターをそれぞれ外山畜産研究室、種山畜産研究室に改称。 
 県北農業研究所に専門技術員を配置。 

平成 10 年 園芸畑作部蚕桑技術研究室繭品質評価分室を盛岡市に設置（繭検定所を廃止）。 
 センター本部に専門技術員を配置。 

平成 11 年 企画経営情報部マーケティング研究室を農業経営研究室に統合。 
 
 
 
 
＜所 在＞ 

（本部）  〒024-0003 岩手県北上市成田 20-1 

   Tel. 0197-68-2331  FAX. 0197-68-2361 

   ホームページ http://www.pref.iwate.jp/~hp2088/ 

畜産研究所  〒020-0173 岩手県岩手郡滝沢村字砂込 737-1 

   Tel. 019-688-4326  FAX. 019-688-4327 

県北農業研究所  〒028-6222 岩手県九戸郡軽米町大字山内 23-9-1 

   Tel. 0195-47-1070  FAX. 0195-49-3011 

（農産部） 銘柄米開発研究室 〒023-1131 岩手県江刺市愛宕字八日市 69-4 

   Tel. 0197-35-1411  FAX. 0197-35-1617 

（園芸畑作部） 南部園芸研究室 〒029-2205 岩手県陸前高田市高田町字大隅 8-9 

   Tel. 0192-55-3733  FAX. 0192-55-3733 

 繭品質評価分室 〒020-0865 岩手県盛岡市本宮 2-10-1 

   Tel. 019-636-1528  FAX. 019-635-0173 

（畜産研究所） 外山畜産研究室 〒028-2711 岩手県岩手郡玉山村藪川字大の平 40 

   Tel. 019-681-5011  FAX. 019-681-5012 

（畜産研究所） 種山畜産研究室 〒029-2311 岩手県気仙郡住田町世田米字飼沢 30 

   Tel. 0197-38-2312  FAX. 0197-38-2177 

    

 


