
INDEX

就農するなら東広島
東広島市黒瀬町の魅力とハボタンの紹介

〒739‐0267　広島県東広島市志和町別府１０２４７番地　☎082‐433‐4411（直）　FAX:０８２‐４３３‐６４３２
メール　hgh334411@city.higashihiroshima.lg.jp

P.2

森本敏充さんインタビュー
黒瀬町の花畑もりもとP.3

東広島市園芸センター
果樹生産講座受講生の声

P.4

P.6

P.8

20241

園芸ニュース

vol.4

2023

ひがしひろしま

Higashihiroshima
Agricultural 
guide book2024

ひがしひろしま

Higashihiroshima
Agricultural 
guide book

「農」を楽しむ
　「農」を楽しむー。
　それは、これから農業を始める人にとって、とても大切な感情だと思いま
す。事を始めるときは、まず自分が楽しまなければ長続きしません。
　人それぞれ、楽しさが違うのも「農」の魅力と言えるでしょう。同じ農作物
を育てている人でも楽しさは十人十色だと思います。
　自然相手なので、時にはつらい時もあるかもしれません。そのつらさや苦
しさを打破するのは、決して折れることのない強い志や家族や仲間の協力か
もしれません。

　「農」を楽しむー。
　それは、これから農業を始める人にとって、とても大切な感情だと思いま
す。事を始めるときは、まず自分が楽しまなければ長続きしません。
　人それぞれ、楽しさが違うのも「農」の魅力と言えるでしょう。同じ農作物
を育てている人でも楽しさは十人十色だと思います。
　自然相手なので、時にはつらい時もあるかもしれません。そのつらさや苦
しさを打破するのは、決して折れることのない強い志や家族や仲間の協力か
もしれません。



国
際
大
学
が
立
地
し
、
福

祉
に
関
連
し
た
地
域
連
携

が
行
わ
れ
て
お
り
、
福
祉

の
増
進
に
取
り
組
む
町
で

す
。

　
農
業
の
取
り
組
み
は
、

良
好
な
ほ
場
環
境
を
活
か

し
都
市
近
郊
型
農
業
を
促

進
、
ま
た
、
農
業
参
入
企

業
の
誘
致
等
の
推
進
も
含

め
て
適
正
な
土
地
利
用
に

よ
る
地
域
環
境
の
維
持
・

形
成
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　
黒
瀬
町
は
、
東
広
島
・

呉
自
動
車
道
等
幹
線
道
路

の
整
備
に
よ
り
呉
市
や
広

島
都
市
圏
へ
の
近
接
性
が

向
上
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
健
康
・
医
療
・

福
祉
系
総
合
大
学
の
広
島

就
農
す
る
な
ら
東
広
島

　
東
広
島
市
に
は
、
農
業
や
暮
ら
し
に
い
い
も
の
、
い
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
ん
な
東
広
島
市
の
魅
力
を
ち
ょ
っ
と
紹
介
し
ま
す
。今
回
は
、
黒
瀬
町
に

ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
て
み
ま
し
た
。

22024

福富町

東広島市
豊栄

志和
河内

高屋

西条

黒瀬 安芸津

八本松

福富

ハボタンの魅力

花き農家の現状

　東広島市の花きは、地産地消が進み産直
市における個人向けの切り花の需要が堅調
で、冠婚葬祭等の業務用需要に支えられる
なか、花苗やトルコギキョウ、菊、ハボタ
ンなどさまざまな花が生産されています。

　「トルコギキョウ」の切り花栽培技術の講
座を開催しています。
　毎年募集して、2 年間学んでもらいます。
令和５年度は１年生が６名、２年生２名が、
トルコギキョウの種処理、播種、定植、収穫、
出荷調整等販売までを学んでいます。
　また、この講座終了後も、ＯＢの方々が中
心になって生産者団体「東広島フラワーグ
ループ」を結成して、現在３５人のメンバー
が一丸となり、生産技術の向上、販路拡大
に向けて頑張っています。

龍王山総合公園からの風景

東広島呉道路広島国際大学　東広島キャンパス

東広島市の新たな担い手を

花き生産講座の紹介

けんちょう

　葉牡丹（ハボタン）のルーツは、
江戸前期にオランダから渡来した
とされる食用ケールまで遡ります。
その後、日本人が品種改良して食
用から観賞用へと大変身しました。
　この時代は、縁起の良い牡丹の
花を大名や庄屋だけが職人を雇い
寒牡丹を咲かせ、飾る習慣があり
ましたが、高価なため一般庶民が、
牡丹の代わりとして葉牡丹を縁起

がいいとしてお正月に飾り始めた
ところから全国で生産されるよう
になりました。
　東広島市で生産が始まったのは、
広島県西部農業技術指導所の声掛
けにより、露地栽培、低コスト換
金作物として、切花ハボタンに注
目して黒瀬町を中心に栽培が始
まったことがきっかけです。
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―
な
ぜ
農
業
を
始
め
よ

う
と
思
わ
れ
た
の
で
す

か
？

　

も
と
も
と
農
業
に
携
わ

る
企
業
に
勤
め
て
い
ま
し

た
が
、
常
日
頃
か
ら
自
分

は
会
社
勤
め
は
不
向
き
だ

と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
自

分
で
農
業
を
始
め
よ
う
と

思
っ
た
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ

ン
ト
は
1
9
9
9
年
、
親

子
で
参
加
し
た
菊
の
栽
培

講
座
で
し
た
。
菊
づ
く
り

の
魅
力
に
取
り
つ
か
れ
、

そ
こ
で
学
ん
だ
ノ
ウ
ハ
ウ

を
も
と
に
、
黒
瀬
町
で
菊

づ
く
り
を
2
0
0
0
年
に

ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
た
。

　

―
農
地
を
黒
瀨
町
に
決

め
た
き
っ
か
け
を
教
え
て

く
だ
さ
い
。

　

そ
れ
ま
で
住
ん
で
い
た

呉
市
の
農
地
が
な
か
な
か

見
つ
か
ら
ず
、
呉
市
に
近

い
東
広
島
市
黒
瀬
町
も
視

野
に
入
れ
て
い
ま
し
た
。

農
業
委
員
会
に
紹
介
を
し

て
も
ら
い
、
今
の
場
所
で

農
業
を
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

　

―
農
業
を
し
て
よ
か
っ

た
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な

こ
と
で
す
か
。

　

売
上
げ
が
上
が
っ
た
時

が
一
番
う
れ
し
い
で
す
。

数
字
は
嘘
を
つ
き
ま
せ
ん

し
、
売
上
げ
が
上
が
る
と

い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け

消
費
者
に
認
め
て
も
ら
っ

て
い
る
証
拠
だ
と
捉
え
て

い
ま
す
。

　

―
花
畑
も
り
も
と
で
育

て
て
い
る
農
産
物
に
は
ど

う
い
っ
た
も
の
が
あ
り
ま

す
か
。

　

菊
が
メ
イ
ン
に
は
な
り

ま
す
が
、
ハ
ボ
タ
ン
や
ス

ト
ッ
ク
、キ
ャ
ベ
ツ
、人
参
、

水
菜
や
飼
料
米
も
つ
く
っ

て
い
ま
す
。

　

―
そ
れ
だ
け
の
作
物
を

育
て
る
の
に
は
苦
労
も
多

い
と
思
う
の
で
す
が
。

　

現
在
、
母
と
妻
の
３
人

で
支
え
合
い
な
が
ら
や
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の

農
作
物
の
出
荷
時
期
を
微

妙
に
ず
ら
し
計
算
し
な
が

ら
育
て
て
い
る
の
で
出
荷

数
も
売
上
げ
も
安
定
し
て

い
ま
す
。
た
だ
、
農
業
を

始
め
た
当
初
は
ま
っ
た
く

う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
で
し

た
。

　

―
安
定
し
た
出
荷
を
行

う
ま
で
に
ど
の
よ
う
な
工

夫
を
さ
れ
た
の
で
す
か
。

　

苦
労
し
た
の
が
、
田
ん

ぼ
の
水
は
け
の
悪
さ
で
し

た
。
そ
れ
を
改
善
す
る
た

め
に
田
ん
ぼ
の
中
に
パ
イ

プ
を
通
す
暗
渠
（
あ
ん

き
ょ
）
や
田
ん
ぼ
の
周
り

を
一
段
下
げ
る
明
渠
（
め

い
き
ょ
）
を
施
し
ま
し
た
。

ま
た
、
上
手
に
花
が
咲
か

な
い
場
合
は
、
同
じ
生
産

者
さ
ん
か
ら
ア
ド
バ
イ
ス

を
も
ら
っ
た
り
し
な
が
ら

少
し
ず
つ
改
良
を
加
え
て

い
き
ま
し
た
。
就
農
を
し

て
２３
年
に
な
り
ま
す
が
、

ま
だ
ま
だ
初
め
て
体
験
す

る
こ
と
が
多
く
、
毎
日
が

勉
強
で
す
。

　

―
奥
様
の
力
も
大
き
い

と
聞
き
ま
し
た
。

 　
商
品
の
配
達
や
売
り
場

の
確
保
、
バ
イ
ヤ
ー
と
の

交
渉
に
貢
献
し
て
も
ら
っ

て
い
ま
す
。
私
自
身
が
人

と
話
す
こ
と
が
苦
手
な
の

で
、
す
ご
く
助
か
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
販
売
ブ
ー

ス
で
消
費
者
の
声
を
聞
い

て
、
商
品
化
す
る
こ
と
で
、

売
上
げ
も
上
が
っ
て
い
ま

す
。

　

―
森
本
さ
ん
の
元
気
の

源
は
何
で
す
か
。

　

昔
は
農
業
一
筋
の
精
神

で
や
っ
て
い
ま
し
た
が
、

今
は
月
に
１
回
、
地
域
の

人
た
ち
と
ゴ
ル
フ
に
行
き
、

気
晴
ら
し
を
し
て
い
る
時

が
楽
し
い
で
す
。
他
業
種

の
人
た
ち
と
話
し
合
う
こ

と
は
自
分
自
身
の
勉
強
に

森本　敏充　さん
黒瀬町在住

花畑もりもと　森本敏充さん（左）・てるみさん（右）

INTERVIEW

人
と
地
域
と
作
物
を
結
ぶ
農
園
に

就
農
者
に
聞
く
！

就
農
23
年
目
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な
る
こ
と
も
多
い
で
す
。

　

―
今
後
の
展
望
は
。

　

６０
歳
ま
で
に
売
上
げ
年

間
２
０
０
０
万
円
を
目
標

に
掲
げ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

地
域
に
は
、
高
齢
化
と
な

り
、
後
継
ぎ
も
な
く
、
そ

の
ま
ま
に
し
て
い
る
と
田

畑
が
荒
れ
て
し
ま
う
の
で
、

引
き
受
け
て
ほ
し
い
と
い

う
人
も
多
い
。
状
況
を
鑑

み
な
が
ら
、
農
作
物
や
種

類
も
増
や
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。　

　

―
最
後
に
、
就
農
を
考

え
て
い
る
人
に
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

農
業
は
ひ
と
り
で
は
で

き
ま
せ
ん
。
持
論
に
な
り

ま
す
が
、
農
業
を
始
め
る

前
に
パ
ー
ト
ナ
ー
を
見
つ

け
て
一
緒
に
取
り
組
む
こ

と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

自
分
に
な
い
も
の
や
相
手

に
な
い
も
の
を
補
い
な
が

ら
で
き
る
の
も
農
業
の
魅

力
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

2024

　

東
広
島
市
黒
瀨
町
で
菊
や
ハ
ボ
タ
ン
を
栽
培
し
て
い
る
森
本
敏
充
さ
ん
。

呉
市
に
住
ん
で
い
た
森
本
さ
ん
が
同
町
に
移
住
し
た
理
由
や
農
業
の
魅
力
、

心
得
に
つ
い
て
話
を
聞
き
ま
し
た
。

畑でニンジンを収穫する

菊の出荷準備をする森本さん

成長した菊を確認する森本さん
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退
職
を
機
に
、
人
に
勧
め
ら
れ
始

め
る
よ
う
に
な
っ
た
ぶ
ど
う
栽
培
。

　

園
芸
セ
ン
タ
ー
で
、
水
田
を
ぶ
ど

う
棚
に
す
る
設
計
か
ら
、
雨
よ
け
ト

ン
ネ
ル
設
置
、
土
づ
く
り
、
苗
木
の

選
定
を
学
び
、
自
分
で
準
備
が
で
き

ま
し
た
。
品
種
は
、
濃
厚
な
味
わ
い

が
楽
し
め
る
「
ピ
オ
ー
ネ
」
と
、
し
っ

か
り
と
し
た
甘
さ
を
感
じ
ら
れ
る

「
シ
ャ
イ
ン
マ
ス
カ
ッ
ト
」
の
２
本
を

定
植
し
ま
し
た
。

　

３
年
が
経
過
し
て
10
房
く
ら
い
棚

に
ぶ
ら
下
が
る
ぶ
ど
う
を
見
た
時
に
、

摘
房
の
苦
労
が
喜
び
に
変
わ
り
ま
し

た
。
今
は
、
1
本
に
1
0
0
〜

1
5
0
房
を
目
安
に
生
産
調
整
し
て

い
ま
す
。
棚
の
高
さ
を
、
自
分
の
目

線
の
高
さ
に
し
て
、
摘
粒
、
摘
房
が

無
理
な
姿
勢
で
の
作
業
に
な
ら
な
い

よ
う
設
置
し
ま
し
た
。

　

8
年
が
経
過
し
て
、
9
本
の
ぶ
ど

う
棚
が
８
〜
9
月
終
わ
り
ご
ろ
ま
で

色
艶
鮮
や
か
に
実
っ
て
い
ま
す
。

　

ピ
ン
ポ
ン
玉
の
大
き
さ
の
粒
が
で

き
る
「
雄
宝
（
ゆ
う
ほ
う
）」
を
買
い

に
来
た
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
お
孫
さ
ん

に
選
ん
で
収
穫
し
て
も
ら
っ
た
ら
、

1
粒
の
大
き
さ
に
び
っ
く
り
し
な
が

ら
ぶ
ど
う
を
口
い
っ
ぱ
い
ほ
お
ば
る

お
孫
さ
ん
た
ち
の
笑
顔
を
パ
チ
リ
。

　

今
年
は
、
マ
イ
ハ
ー
ト
、
ナ
ガ
ノ

パ
ー
プ
ル
ほ
か
5
品
種
を
植
え
ま
す
。

　

冬
時
期
は
、
新
し
く
設
置
す
る
ぶ

ど
う
棚
の
準
備
と
来
季
に
向
け
て
の

枝
の
剪
定
作
業
で
忙
し
く
な
り
ま
す
。

　

振
り
返
っ
て
み
る
と
、
私
の
ぶ
ど

う
栽
培
に
興
味
を
持
っ
て
く
れ
、
多

く
の
ぶ
ど
う
仲
間
が
で
き
た
こ
と
、

毎
年
楽
し
み
に
買
い
に
来
て
く
れ
る

お
客
さ
ん
で
、
本
当
に
あ
り
が
た
い

こ
と
ば
か
り
で
す
。

東広島市園芸センター果樹生産講座受講生の声
　

園
芸
セ
ン
タ
ー
職
員
に
、
家

の
裏
庭
と
買
っ
た
農
地
に
ブ
ド

ウ
棚
を
作
る
の
に
、
現
地
で
ア

ド
バ
イ
ス
を
し
て
も
ら
い
ま
し

た
。

　

１
月
に
は
、
ぶ
ど
う
２
本
、

育
て
る
の
が
難
し
い
と
言
わ
れ

る
桃
３
本
を
植
樹
し
ま
し
た
。

中島　梓
（なかしま　あづさ）

夫、子供２人
（6歳、４歳）
令和 5年度生
志和町

杉西　寿昭
（すぎにし　かずあき）
果樹生産講座
平成28年度生
黒瀬町

ぶどう棚をつくる相談をする中島さん（左）

ぶどう棚の雨よけハウスと杉西さん

杉ちゃんぶどう園

　

ど
ち
ら
も
園
芸
セ
ン
タ
ー

で
習
っ
た
果
樹
で
す
。

　

果
樹
生
産
講
座
を
来
年
３

月
卒
業
し
ま
す
が
、
そ
の
後

も
巡
回
指
導
で
定
期
的
に
指

導
が
あ
る
か
ら
心
強
い
で

す
。

　

き
っ
か
け
は
、
コ
ロ
ナ
禍

の
時
、
家
で
過
ご
す
時
間
が

増
え
、
こ
れ
か
ら
の
生
き
方

の
デ
ザ
イ
ン
（
ま
だ
幼
い
子

供
た
ち
と
の
大
切
な
時
間
、

子
供
た
ち
が
巣
立
っ
た
後
の

夫
と
私
の
時
間
の
過
ご
し
方
）

を
色
々
考
え
た
こ
と
で
す
。

　

私
は
、
薪
ス
ト
ー
ブ
が
あ

る
家
と
そ
の
近
く
に
農
地
を

買
っ
て
、
子
ど
も
に
お
い
し

い
野
菜
を
作
り
た
い
と
思
う

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
夫
も

そ
の
意
見
に
賛
成
し
て
く
れ

て
、
東
広
島
市
の
空
き
家
バ

ン
ク
で
物
件
を
探
し
て
、
家

と
農
地
を
志
和
町
で
購
入
し

ま
し
た
。

　

園
芸
セ
ン
タ
ー
に
も
農
業

を
始
め
る
と
い
う
こ
と
で
相

談
に
行
き
ま
し
た
。
昨
年
度

は
、
初
心
者
向
け
の
園
芸
日

曜
講
座
、
今
年
度
は
、
果
樹

生
産
講
座
を
受
講
し
て
、
ま

ず
は
、
農
業
を
楽
し
む
と
こ

ろ
か
ら
始
め
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。

　

昨
年
の
８
月
に
引
っ
越
し

て
、家
の
前
の
畑
で
は
、大
根
、

人
参
、
白
菜
、
キ
ャ
ベ
ツ
、

ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
、
タ
マ
ネ
ギ
、

ニ
ン
ニ
ク
が
順
調
に
育
っ
て

い
て
、
職
員
に
も
１
年
目
で

す
ご
い
と
褒
め
ら
れ
、
と
て

も
嬉
し
か
っ
た
で
す
。

　

来
年
、
シ
ャ
イ
ン
マ
ス
カ
ッ

ト
と
ク
イ
ー
ン
ニ
ー
ナ
が
、

数
房
収
穫
出
来
る
こ
と
を
楽

し
み
に
し
て
、
農
業
を
続
け

て
い
き
ま
す
。

東
広
島
市
立
志
和
中
学
校　

　
　

２
年
１
組　

門
石　

凌

　

東
広
島
市
園
芸
セ
ン
タ
ー

で
７
月
４
日
〜
６
日
の
３
日

間
、
職
場
体
験
学
習
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
体
験

を
通
し
て
、
野
菜
の
栽
培
や

果
樹
の
出
荷
な
ど
の
大
変
さ

を
知
り
、
い
つ
も
自
分
た
ち

が
食
べ
て
い
る
野
菜
や
果
物

が
ど
ん
な
環
境
で
作
ら
れ
て

い
る
か
な
ど
を
知
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
ま
た
野
菜
や

果
物
の
収
穫
も
体
験
さ
せ
て

い
た
だ
き
、
仕
事
の
や
り
が

い
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
と
て
も
良
い
体
験
と

な
り
ま
し
た
。

園
芸
N
E
W
S

職
場
体
験
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