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がんばってます・狩猟免許取得

京丹後アグリ瓦版

京丹後紀行『金剛童子山（熊野山）』

丹後の郷土料理　−きゃあ餅−

今年3月に学校再配置により閉校となる川上小学校（久美浜町）では1月14日、全校児童45人に
より、それぞれの書き初めを燃やし、字の上達や無病息災・五穀豊穣を願って行われました。
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法人訪問
ぼいす −声−　　川溿　明美 委員

竹野酒造有限会社

視察研修
全農地利用状況調査

農事組合法人　田吾作



　

事
務
所
に
は
賞
状
が
沢
山
飾
ら

れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
「
亀
の
尾

蔵
舞
」の
も
の
も
あ
り
、「
２
０
１
０

年
度
全
国
酒
類
コ
ン
ク
ー
ル
純

米
酒
部
門
１
位
」「
ワ
イ
ン
グ
ラ

ス
で
お
い
し
い
日
本
酒
ア
ワ
ー
ド

２
０
１
２
・
金
賞
」
と
記
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

良
い
水
と
お
米
が
大
切

　

良
い
お
酒
を
造
る
に
は
、
ま
ず
良
い

水
で
す
。
私
の
と
こ
ろ
で
は
、
軟
水
で

非
常
に
柔
ら
か
な
酒
に
仕
上
げ
て
く
れ

る
、
霊
山
金
剛
童
子
山
の
地
下
水
を
仕

込
み
に
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

次
に
良
い
お
米
を
確
保
す
る
こ
と
。

地
元
の
お
百
姓
さ
ん
と
協
力
し
て
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　

良
い
お
米
を
生
か
す
も
殺
す
も
人
の

2

「
亀
の
尾
蔵
舞
」
が
お
す
す
め

　

丹
後
は
人
口
の
割
に
地
酒
の
消
費
が

多
い
地
域
で
７
社
の
蔵
元
が
あ
り
、
酒

づ
く
り
が
盛
ん
な
土
地
で
す
。
今
で
は

30
年
前
の
ピ
ー
ク
時
の
製
造
量
と
比
べ

る
と
３
分
の
１
く
ら
い
に
落
ち
て
き
て

い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
中
で
、
私
の
蔵
で
は
地
元

産
の
酒
米
を
使
っ
た
こ
だ
わ
り
の
酒
づ

く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。
現
在
、
力
を

入
れ
て
い
る
の
は
、
明
治
時
代
に
山
形

県
庄
内
地
域
で
生
み
出
さ
れ
、
そ
の
難

し
さ
か
ら
栽
培
さ
れ
な
く
な
っ
た
「
亀

の
尾
」、
こ
の
種
も
み
を
古
代
米
を
栽
培

し
て
い
た
芦
田
行
雄
さ
ん
か
ら
い
た
だ

き
、
栽
培
面
積
を
増
や
し
て
亀
の
尾
を

使
用
し
た
お
酒
、「
亀
の
尾
蔵く
ら
ぶ舞
」
で
す
。

　

み
ぞ
れ
降
る
１
月
17
日
（
金
）、

丹
後
の
蔵
元
の
ひ
と
つ
、
竹
野
酒

造
㈲
（
弥
栄
鶴
醸
造
元
）
を
取
材

し
ま
し
た
。

　

創
業
は
昭
和
23
年
。
佳
平
さ
ん

は
４
代
目
の
当
主
で
す
。

（
弥
栄
町
溝
谷
）

竹
野
酒
造
有
限
会
社

行ゆ
き

待ま
ち

　
佳よ

し

平へ
い

さ
ん

代
表
取
締
役
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顔
が
見
え
る
お
酒
づ
く
り
と
農
家
と
の

つ
な
が
り
が
、
農
地
を
守
る
こ
と
と
深

く
関
係
し
て
い
ま
す
。

　

地
域
の
農
家
の
方
と
一
緒
の
取
組
み

も
行
っ
て
い
ま
す
。
弥
栄
町
小
原
の
休

耕
田
を
地
域
の
方
と
協
力
し
て
耕
作
で

き
る
田
に
戻
し
、
25
ａ
の
田
で
山
田
錦

（
商
品
名
「
錦
蔵
舞
」）
を
作
り
ま
し
た
。

　

今
、
和
食
が
無
形
文
化
遺
産
と
な
り

世
界
で
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に

伴
い
日
本
酒
へ
の
関
心
も
高
ま
っ
て
い

る
今
日
、
地
元
産
１
０
０
％
使
用
に
こ

だ
わ
っ
た
お
い
し
い
お
酒
を
、
弥
栄
か

ら
世
界
に
発
信
し
て
い
き
た
い
で
す
。

●
一
言
・
感
想

技
術
で

す
。
日
々

杜
氏
と

し
て
研

究
し
技

術
を
高

め
て
い

ま
す
。

　

そ
れ

と
今
は

精
米
の
技
術
が
格
段
に
向
上
し
て
い
ま

す
。
そ
の
米
を
洗
う
、
秒
単
位
の
洗
米

技
術
が
大
切
に
な
り
お
酒
づ
く
り
を
左

右
し
ま
す
。
洗
米
し
た
お
米
の
顔
を
見

な
が
ら
酒
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

地
元
産
の
お
米
で

　
　
　

お
酒
を
造
り
た
い

　

現
在
は
、
一
部
を
京
丹
後

市
以
外
か
ら
も
酒
米
を
仕
入

れ
て
い
ま
す
が
、
将
来
は
全

て
地
元
産
の
お
米
を
使
い
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
地
元

で
い
い
お
米
を
作
っ
て
い
た

だ
き
、
そ
の
お
米
で
良
い
お

酒
を
造
り
た
い
で
す
。
そ
の

た
め
に
は
、
地
域
の
農
家
の

方
々
と
の
繋
が
り
が
大
切
に

な
っ
て
き
ま
す
。
造
り
手
の

3

全国農業新聞を購読してみませんか？
　全国農業新聞は公的代表機関である農業委員会系統組織
が発行する週刊の農業総合専門紙です。「週刊」ということか
ら日々の報道には限界がありますが、むしろ週刊の時間を活かし、
大切な情報をわかりやすくまとめています。
　また、多くの読者の皆様に満足して頂けるよう、家族全員が
楽しめる記事も充実しています。さらに、全国４７都道府県にあ
る支局の充実により、地域の元気で特徴ある明るい話題や地
域独自のイベント情報などの提供に努めています。

購読の申込みは京丹後市農業委員会へお気軽に連絡ください。

全国農業
新聞NATIONAL

AGRICULTURAL
NEWS

　

渡
さ
れ
た
名
刺
に
は
「
酒
造
技
能
士
」

と
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
酒
造
技
能
士

と
は
国
家
資
格
で
あ
る
技
能
検
定
で
、

清
酒
製
造
に
関
す
る
科
学
お
よ
び
実
技

試
験
に
合
格
し
た
者
を
言
い
ま
す
。

　

行
待
さ
ん
の
酒
造
り
は
正
確
な
知
識

に
基
づ
い
た
信
頼
感
を
強
く
感
じ
ま
し

た
。

　

こ
れ
か
ら
も
杜
氏
の
息
子
さ
ん
と
一

緒
に
世
界
に
誇
れ
る
お
酒
を
丹
後
の
弥

栄
か
ら
発
信
し
て
く
だ
さ
い
。
期
待
し

て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　

取
材
／
大
場 

耕
作 

委
員

　
　
　
　
　
　
　
　

吉
岡 

茂
伸 

委
員

▲（左）ご子息で杜氏の佳樹さんと（右）佳平さん親子
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設
立
は
平
成
２
年
に
４
戸
８
名
で

立
ち
上
げ
ま
し
た
。

　

も
と
も
と
の
き
っ
か
け
は
、
２
戸

で
の
ト
ラ
ク
タ
ー
の
共
同
利
用
と
、

稲
刈
作
業
を
共
同
で
始
め
た
と
こ
ろ
、

新
た
に
２
戸
の
参
加
が
あ
り
４
戸
の

農
家
で
話
し
合
い
を
し
て
、
新
規
に

コ
ン
バ
イ
ン
を
購
入
し
た
こ
と
に
よ

り
ま
す
。

　

し
か
し
、
４
戸
中
３
戸
が
勤
め
人

で
あ
り
、
機
械
を
使
い
た
い
時
が
同

じ
時
期
で
個
々
の
水
田
が
点
在
し
て

い
た
た
め
効
率
が
悪
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
こ
の
際
、
思
い
切
っ
て
「
農

事
組
合
法
人
」
を
設
立
し
よ
う
と
い
う

こ
と
で
、
話
し
合
い
を
重
ね
組
合
員
８

名
で
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　

当
初
は
、
あ
く
ま
で
も
組
合
員
の
土

地
で
の
営
農
で
し
た
が
、
年
々
作
業
受

託
も
増
え
て
い
ま
す
。

　

現
在
の
栽
培
面
積
は
約
９
ha
で
特
栽

米
や
無
農
薬
の
水
稲
栽
培
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

転
作
と
し
て
ハ
ウ
ス
で
の
水
菜
の
周

年
栽
培
を
は
じ
め
、
黒
大
豆
・
小
豆
・

学
校
給
食
用
の
野
菜
な
ど
を
作
っ
て
い

ま
す
。

　

刈
り
取
っ
た
米
は
当
初
90
％
を
Ｊ
Ａ

の
ラ
イ
ス
セ
ン
タ
ー
に
持
ち
込
ん
で
い

ま
し
た
が
、
平
成
６
年
、
川
上
南
部

地
区
営
農
組
合
の
ミ
ニ
ラ
イ
ス
セ
ン

タ
ー
（
以
下
Ｒ
Ｃ
）
が
完
成
し
て
か

ら
は
、
Ｒ
Ｃ
を
利
用
し
て
お
り
、
法

人
独
自
で
の
Ｒ
Ｃ
の
設
置
は
考
え
て

お
り
ま
せ
ん
。

　

経
営
と
言
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

こ
の
Ｒ
Ｃ
が
あ
る
こ
と
で
田
吾
作
も

あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

水
稲
９
ha
の
う
ち
、
約
２
ha
は
環

境
に
や
さ
し
い
農
業
の
取
り
組
み
と

し
て
無
農
薬
・
無
化
学
肥
料
栽
培
を

行
っ
て
い
ま
す
。
草
を
生
や
さ
な
い

よ
う
有
機
酸
で
対
応
し
て
い
ま
す
が
、

コ
ナ
ギ
や
マ
ツ
バ
イ
な
ど
の
草
の
対

応
に
大
変
苦
労
し
て
お
り
、
除
草
だ

け
で
も
普
通
栽
培
の
10
倍
位
の
労
力

が
か
か
っ
て
い
ま
す
。

　

消
費
者
の
皆
様
に
「
安
全
・
安
心

な
農
作
物
」
を
提
供
す
る
こ
と
を
モ
ッ

ト
ー
と
し
て
お
り
ま
す
。
注
文
を
受

け
た
水
菜
や
給
食
用
野
菜
は
女
性
ス

タ
ッ
フ
が
毎
日
対
応
し
て
い
ま
す
。

　

今
、
農
業
は
大
変
な
岐
路
に
あ
る

と
思
い
ま
す
が
、
私
た
ち
の
思
い
は
、

皆
が
住
み
や
す
い
集
落
を
作
る
こ
と

で
す
。
集
落
が
良
く
な
ら
な
い
と
そ

こ
に
住
む
人
々
の
生
活
も
良
く
な
ら

な
い
と
思
い
、
農
地
を
有
効
に
活
用

す
る
こ
と
で
、
仕
事
が
生
ま
れ
、
少

し
で
も
地
区
の
人
々
の
生
活
が
良
く

な
れ
ば
と
思
い
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

取
材
／
瀬
戸 

牧
男 

委
員

久
美
浜
町
布ほ
た
い
の

袋
野
の「
田
吾
作
」代
表
の
笹
倉
惇
壹
さ
ん
(71)
を
訪
ね
ま
し
た
。

田た  
吾ご  
作さ
く

農
事
組
合
法
人
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▲餅つきを楽しむ参加者ら

て
き
ま
し
た
。
私
自
身
勉
強
し
な

け
れ
ば
と
、
仕
事
・
趣
味
そ
の
合

間
に
新
聞
を
よ
く
読
む
様
に
な
っ
た

こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
大
き
な
成
果
で

す
。
地
方
新
聞
は
勿
論
で
す
が
、
全
国

農
業
新
聞
で
、
全
国
で
頑
張
る
農
家
、

委
員
会
の
ノ
ウ
ハ
ウ
、
女
性
の
活
動
の

記
事
を
目
に
し
、
生
活
に
追
わ
れ
何
も

出
来
て
な
い
自
分
に
気
付
き
、
私
で
も

出
来
そ
う
な
こ
と
は
何
だ
ろ
う
か
と
考

え
ま
し
た
。
農
業
を
営
む
に
は
、
女
性

の
労
力
も
欠
か
せ
な
い
も
の
と
思
い

「
婚
活
」
を
思
い
つ
き
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
折
、
昨
年
の
12
月
７
日
天
女

の
里
で
「
丹
後
ｄ
ｅ 

ａ
ｉ
・
会
・
愛
」

実
行
委
員
会
（
丹
後
地
域
農
業
士
会
）

主
催
の
婚
活
交
流
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ

れ
る
こ
と
を
知
り
、
さ
っ
そ
く
取
材
に

行
っ
て
来
ま
し
た
。

　

男
性
は
舞
鶴
市
以
北
在
住
の
農
・
漁

業
者
12
名
、
女
性
は
京
都
市
内
又
は
、

遠
く
は
奈
良
県
よ
り
11
名
。

「
婚
活
を
取
材
し
て
」

川
溿
　
明
美 

委
員
（
久
美
浜
町
箱
石
）

　

ス
タ
ッ
フ
の
細
や

か
な
配
慮
で
進
行
。

自
己
紹
介
で
始
ま
り
、
ブ

リ
の
解
体
、
牡
蠣
の
身
む
き
、
餅
つ
き
。

そ
の
食
材
で
夕
食
・
宿
泊
・
懇
親
と
い

う
流
れ
。
餅
つ
き
の
頃
に
な
る
と
声
を

掛
け
あ
っ
た
り
、
拍
手
を
し
て
は
し
ゃ

ぐ
場
面
も
見
ら
れ
、
私
も
ホ
ッ
と
一
安

心
。
一
組
で
も
心
通
じ
合
え
た
カ
ッ
プ

ル
が
誕
生
し
て
欲
し
い
と
思
い
ま
し

た
。

　

以
前
か
ら
思
案
し
て
お
り
ま
し
た

が
、
こ
の
イ
ベ
ン
ト
を
取
材
し
た
こ
と

に
よ
り
、
い
っ
そ
う
心
強
く
、
京
丹
後

市
農
業
委
員
と
し
て
、
婚
活
に
取
り
組

ん
で
み
た
い
と
思
い
を
強
く
し
ま
し

た
。

　

私
は
農
業
委
員
の
仲
間
入
り
を
し
て

三
期
目
に
な
り
ま
す
。
我
が
家
は
砂
丘

農
業
と
果
樹
で
生
計
を
立
て
て
い
ま

す
。
多
く
の
委
員
さ
ん
が
稲
作
農
家
で
、

初
め
て
耳
に
す
る
こ
と
ば
が
多
く
戸
惑

い
ま
し
た
が
、
根
本
は
同
じ
と
分
か
っ

「
婚
活
を
取
材
し
て
」
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昨
年
、
任
期
満
了
に
よ
り
、
農
業
委

員
会
も
市
発
足
か
ら
四
期
目
を
、
新
人

四
割
と
い
う
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
顔
ぶ
れ

で
、
新
た
に
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　

八
月
の
管
内
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
に
続

き
、
11
月
25
日
に
は
、
京
田
辺
市
農
業

委
員
会
の
活
動
と
、
耕
作
放
棄
地
解
消

に
向
け
た
取
組
み
に
つ
い
て
研
修
し
て

き
ま
し
た
。

　

研
修
内
容
は
、
市
独
自
の
遊
休
農
地

の
発
生
防
止
制
度
と
い
う
こ
と
で
、
京

田
辺
市
空
き
農
地
情
報
登
録
制
度
（
農

全農地利用状況調査を行っています。

京
田
辺
市
農
業
委
員
会
を
研
修
し
て

　京丹後市農業委員会では、各集落の荒廃農地調
査を行っています。
　この調査は、平成21年に「農地法」が改正されたこ
とにより、農地の利用状況調査が農業委員会の業務
として法律上定められたことによるものです。
　農家の高齢化や獣害による被害の拡大等から、
年々荒廃農地の増加が予想されますが、大切な農

地をこれ以上荒廃させることのないよう、荒廃した
農地をふたたび再生させる事業も活用しながら規
模拡大を図る農家への農地の集積を図ることによ
り農地の保全に努めています。
　農業委員が現地に赴き状況を確認のため農地に
立ち入っていますが、皆さま方のご理解をお願いし
ます。

ん
ば
っ
て
ま
す
!!

地
バ
ン
ク
制
度
）
と
し
て
広
報
誌
等
で

Ｐ
Ｒ
し
て
、
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。

又
、「
農
地
耕
耘
作
業
委
託
制
度
」
も

併
せ
て
き
め
細
か
く
実
施
さ
れ
、
成
果

を
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
、
京
丹
後

市
農
業
委
員
会
も
、
参
考
に
な
る
面
が

多
々
あ
り
ま
し
た
。

　

な
か
で
も
、
私
が
一
番
注
目
し
て
耳

を
傾
け
た
の
が
「
遊
休
農
地
を
レ
モ
ン

畑
に
」
と
い
う
ア
イ
デ
ア
か
ら
委
員
メ

ン
バ
ー
が
、
新
興
住
宅
地
で
あ
る
市
の

目
立
つ
土
地
で
遊
休
農
地
に
レ
モ
ン
の

苗
木
60
本
を
３
月
に
定
植
、
食
の
安
心
、

安
全
を
基
本
に
減
農
薬
と
有
機
栽
培
指

針
を
心
が
け
、
沢
山
の
実
が
つ
く
数
年

後
に
「
農
地
有
効
利
用
モ
デ
ル
」
の
シ

ン
ボ
ル
と
し
て
、
市
の
産
業
祭
で
住
民

に
販
売
す
る
と
い
う
取
組
み
で
す
。
残

念
な
が
ら
、
大
雨
が
降
る
天
候
で
、
実

際
に
現
地
を
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
私
の
管
内
で
も
何
か
と
り

上
げ
て
や
っ
て
み
た
い
も
の
で
す
。

　

以
上
、
京
田
辺
市
農
業
委
員
会
事
務

局
担
当
の
方
、
会
長
さ
ん
か
ら
貴
重
な

お
話
を
聞
き
、
意
見
交
換
さ
せ
て
頂
く

中
、
充
実
し
た
研
修
内
容
で
し
た
。

山
副 

孝
雄 

委
員

▲京田辺市の取組みを研修する委員ら



農業委員会だより

　

京
丹
後
市
で

は
京
都
府
猟
友

会
中
郡
支
部
、竹

野
郡
支
部
、久
美

浜
支
部
猟
友
会

と
協
力
し
て
イ

ノ
シ
シ
、シ
カ
な

ど
の
有
害
鳥
獣

を
捕
獲
し
て
い

ま
す
。平
成
25
年

度
は
中
間
集
計

（
11
月
時
点
）で
、

イ
ノ
シ
シ
は
昨
年
度
を
大
き
く
上
回
り
、シ
カ
は

既
に
昨
年
度
並
み
の
頭
数
を
捕
獲
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、農
作
物
被
害
は
年
間
５
０
０
０
万
円

に
の
ぼ
り
、防
護
柵
の
設
置
と
と
も
に
有
害
鳥
獣

捕
獲
は
重
要
な
対
策
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

本
市
で
は
捕
獲
の
担
い
手
を
確
保
す
る
た
め
に

狩
猟
免
許
の
取
得
奨
励
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

農
作
物
等
の
被
害
を
減
少
さ
せ
る
た
め
に
狩
猟
免

許
を
取
得
し
ま
し
ょ
う
。

　

狩
猟
免
許
試
験
の
実
施
時
期
、場
所
等
の
詳
細

に
つ
い
て
は
平
成
26
年
５
月
発
行
予
定
の「
京
た

ん
ご
お
し
ら
せ
版
」に
掲
載
予
定
で
す
。

●
問
合
せ
／
農
林
整
備
課
電
話
６
９
ー
０
４
３
０
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乗の
ん
ば
ら原
は
丹
後
町
の
「
依い

ち

が

お

遅
ヶ
尾

山(

５
４
０
ｍ)
」
の
麓
に
あ
り
、

昔
か
ら
こ
ん
に
ゃ
く
芋
の
栽
培
と

と
も
に
、
こ
ん
に
ゃ
く
造
り
が
行

な
わ
れ
て
来
ま
し
た
。

　
「
大
正
時
代
か
ら
引
き
継
い
で
来

た
手て

ね練
り
の
手
法
で
、
薪
を
使
っ

た
釜
戸
で
じ
っ
く
り
と
茹
で
上
げ
、

茹
で
た
芋
は
一
晩
蒸
ら
す
こ
と
に

よ
り
ア
ク
が
抜
け
ま
す
。

　

手
造
り
の
た
め
形
は
少
し
悪
い

で
す
が
、
時
期
、
温
度
、
数
品
種

の
芋
の
配
合
な
ど
考
慮
し
て
生
芋

１
０
０
％
使
用
の
伝
統
製
法
で
丁

寧
に
練
り
あ
げ
る
こ
と
に
よ
り
、

気
泡
が
た
く
さ
ん
含
ま
れ
、
プ
リ
ッ

”手
造
り
“の
ん
ば
ら
こ
ん
に
ゃ
く

才
本 

和
子
さ
ん

（
丹
後
町
乗
原
）

狩
猟
免
許
を
取
得
し
ま
し
ょ
う

が

平成24・25年度捕獲実績（平成25年度は中間実績）

ん
ば
っ
て
ま
す
!!

が
ん
ば
っ
て
ま
す
!!

と
し
た
弾
力
と
、
サ
ク
ッ
と
し
た

食
感
が
味
わ
え
る
」
と
和
子
さ
ん
。

　
「
こ
ん
に
ゃ
く
芋
の
栽
培
は
病
気

が
出
や
す
く
難
し
い
で
す
が
、
猿

や
イ
ノ
シ
シ
な
ど
の
獣
害
に
遭
わ

な
い
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
も
あ
り
、

栽
培
面
積
を
増
や
し
て
い
き
た
い
」

と
夫
の
茂
さ
ん
。

　

乗
原
の
こ
ん
に
ゃ
く
を
今
後
も

残
し
て
い
き
た
い
と
、
ご
夫
婦
で

が
ん
ば
っ
て
い
ま
す
。

取
材
／
鴨
田 
忠
司 
委
員

▲こんにゃく芋とのんばらこんにゃく



農業委員会だより

　
１
月
26
日
、掛
津
の
明
日
を
考
え
る
会

（
会
長
：
岡
田
政
雄
さ
ん
）主
催
に
よ
り
、

「
防
災
」を
テ
ー
マ
と
し
た
親
子
チ
ャ
レ
ン

ジ
ク
ラ
ブ「
長
寿
食
作
り
と
防
災
マ
ッ
プ

作
り
」が
網
野
町
の
掛
津
区
民
セ
ン
タ
ー

で
行
わ
れ
ま
し
た
。「
長
寿
食
」と「
防
災

マ
ッ
プ
」を
参
加
者
自
身
が
作
る
こ
と
で

防
災
意
識
の
向
上
を
目
指
し
、網
野
町
内

の
児
童
や
保
護
者
15
人
が
、ポ
リ
袋
に
米

と
水
を
入
れ
て
お
湯
に
浸
す
炊
飯
や
昔
の

火
お
こ
し
な
ど
、災
害
時
に
も
役
立
つ
体

験
を
し
ま
し
た
。

　
11
月
７
日
、京
丹
後
市
内
34
の
小
中
学
校
で「
ま
る
ご
と
京
丹
後
食
育
の
日
」

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
取
り
組
み
は
、児
童・生
徒
の
健
康
な
発
育
を
願
う
と
と
も
に
、農
業
と

食
の
大
切
さ
を
知
っ
て
も
ら
お
う
と
市
内
の
農
業
者
で
組
織
す
る
京
丹
後
市
農

業
経
営
者
会
議（
野
木
武
会
長・56
農
家
）が

中
心
と
な
り
、こ
の
日
に
合
わ
せ
、20
農
家

が
新
鮮
な
野
菜
や
魚
、新
米
な
ど
11
種
類
の

食
材
を
学
校
給
食
に
提
供
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、農
家
が
講
師
と
な
り
、米
や
野
菜

の
作
り
方
、苦
労
話
な
ど
に
つ
い
て
講
話
を

行
っ
た
ほ
か
、京
都
府
、京
丹
後
市
、京
丹
後

市
議
会
か
ら
関
係
者
も
参
加
し
、農
家
や
児

童・生
徒
と
一
緒
に
給
食
を
食
べ
る
交
流
給

食
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

8

親
子
で
体
験

ま
る
ご
と
京
丹
後
食
育
の
日

▲島津小学校（網野町島津） 網野神社（網野町網野）

▲多久神社（峰山町丹波）どんど焼きの側で「メンコ」や「コマまわし」をする児童ら（写真提供／藤村　信行さん）

各
地
で
ど
ん
ど
焼
き

各
地
で
ど
ん
ど
焼
き

▲火おこしを体験する子供たち 写真提供 / 松尾信介さん▲地元産食材を使った給食



農業委員会だより

　

弥
栄
の
人
達
に
と
っ
て
、
竹
野

川
が
母
な
る
川
だ
と
す
れ
ば
、
金

剛
童
子
山（
六
一
三
．
四
メ
ー
ト

ル
）
は
、父
な
る
山
で
あ
ろ
う
か
。

金
剛
童
子
と
は
広
辞
苑
に「
密
教

の
護ご

ほ
う法
童
子
の
一
つ
」
と
あ
り
、

「
丹た

ん
か
ふ
し

哥
府
志
」（
丹
後
旧
事
記
と
並

ぶ
丹
後
の
歴
史
や
地
誌
を
記
し
た

歴
史
資
料
）
に
も
、
こ
の
山
は
古

く
か
ら
修し

ゅ
げ
ん
ど
う

験
道
の
行
場
と
し
て
栄

え
た
と
あ
る
。
役

え
ん
の
ぎ
ょ
う
じ
ゃ

行
者（
本
名
：

役え
ん
の
お
づ
の

小
角
・
え
ん
の
お
ず
ぬ
と
も
い

う
）
が
開
創
と
い
わ
れ
て
お
り
、

山
頂
の
お
堂
に
は
、
今
で
も
役
行

者
の
像
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
行
者

　

約
20
年
前
か
ら
吉
野
小
学
校（
弥
栄
町
）
で
は
赤
米
の
栽

培
を
続
け
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
故
芦
田
行
雄
さ
ん
の
指
導

で
５
年
生
の
授
業
の
一
環
と
し
て
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
現
在
は
芋
野
の
郷
赤
米
保
存
会（
会
長　

藤
村
政
良

さ
ん
）
に
よ
り
継
承
さ

れ
、
今
回
、
稲
刈
り
や

脱
穀
作
業
な
ど
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

　

５
年
生
児
童
た
ち
が

収
穫
し
た
赤
米
の
お

に
ぎ
り
と
み
そ
汁
を
作

り
、
藤
村
さ
ん
が
招
待

さ
れ
ま
し
た
。
藤
村
さ

ん
は「
美
味
し
く
嬉
し

か
っ
た
」
と
満
面
の
笑

み
で
語
ら
れ
ま
し
た
。

　

大
宮
町
上
常

吉
に
あ
る「
つ
ね

よ
し
百
貨
店
」
で

は
年
の
暮
れ
に
餅

つ
き
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
た
く
さ
ん
の
お

客
さ
ん
が
見
守
る
な

か
、
大
き
な
杵
を
振

り
か
ぶ
り
、
狙
い
を

定
め
て
つ
い
た
お
餅

は
、
格
別
の
味
に
な
っ

た
こ
と
で
し
ょ
う
。

『
金
剛
童
子
山（
熊
野
山
）』

― 

弥 

栄 

町 

―
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京
丹
後
紀
行さ

ん
と
崇
め
ら
れ
た
修
験
者（
山

伏
）
達
は
、
密
教
の
行
を
通
し
て

人
々
の
世
の
苦
し
み
を
救
っ
た
の

で
あ
る
。

　

漁
師
に
は
、「
漁
場
の
据
え
付

け
は
、
海
を
見
る
よ
り
山
を
見

よ
。」
と
い
う
格
言
が
あ
る
と
い

う
。
丹
後
の
漁
師
は
沖
へ
出
た
と

き
、
金
剛
童
子
山
と
周
囲
の
山
と

の
山
合
わ
せ（
重
な
り
具
合
）
で
、

漁
場
を
決
め
る
と
い
う
。
漁
師
達

に
と
っ
て
も
大
切
な
山
な
の
で
あ

る
。

　

一
昨
年
物
故
さ
れ
た
芦
田
行
雄

さ
ん
が
、
丹
後
弁
で
書
か
れ
た
絵

本
、
や
さ
か
の

昔
話「
吉
津
の

穴
地
蔵
」に
も
、

浅
茂
川
の
漁
師

が
で
て
く
る
。

金
剛
童
子
山
か

ら
見
え
る
お
地

蔵
さ
ん
の
光
で

船
が
動
か
な
く

な
っ
て
困
っ
た

漁
師
達
は
、『
地

蔵
さ
ん
を
こ
の
ま
ん
ま
に
し
て
ぇ

た
ら
、
浅
茂
川
の
海
か
ら
地
蔵
さ

ん
の
ご
光
が
見
え
て
、
ま
た
漁
が

で
け
ん
よ
う
に
な
る
で
。（
―
丹

後
弁
―
原
文
の
一
節
）』
と
お
地

蔵
さ
ん
を
穴
に
埋
め
て
し
ま
う
。

　

そ
の
後
、
掘
り
出
さ
れ
大
切
に

祭
ら
れ
た
お
地
蔵
さ
ん
は
、
霊
験

あ
ら
た
か
で
あ
る
と
、
今
で
も
敬

わ
れ
て
い
る
。

　

金
剛
童
子
山
南
東
の
ふ
も
と

味み

ど

の
土
野
は
、
戦
国
武
将
細
川
忠
興

の
妻
で
あ
り
明
智
光
秀
の
娘
で
も

あ
っ
た
絶
世
の
美
女
、
玉（
洗
礼

名
ガ
ラ
シ
ャ
）
が
、
本
能
寺
の
変

の
後
、
幽
閉
さ
れ
た
地
と
し
て
も

知
ら
れ
る
。

　

金
剛
童
子
山
へ
の
登
山
道
は
、

ふ
る
さ
と
を
愛
す
る
人
々
に
よ
っ

て
整
備
さ
れ
て
お
り
、
一
度
登
っ

て
み
て
は
如
何
？

文
／
鴨
田 

忠
司

画
／（
京
丹
後
市
い
ろ
は
歌
留
多

よ
り
）

地
元
に
根
付
く
赤
米
栽
培

▲脱穀作業を習う児童

「よいしょ」「よいしょ」
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『
き
ゃ
あ
餅
』

山
口 

強
子 

さ
ん

米
田 

春
美 

委
員

　

京
都
府
農
山
漁
村
伝
承
技

能
者
の
山
口
強
子
さ
ん
は
20

年
ほ
ど
前
か
ら
く
ず
米
を

使
っ
た
き
ゃ
あ
餅
を
作
り
始
め
、
ご
主
人
と
役
割
分
担
を

し
な
が
ら
頑
張
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

他
に
も
曲
が
っ
た
キ
ュ
ウ
リ
な
ど
野
菜
を
加
工
し
た
も

の
を
、
ア
ミ
テ
ィ
丹
後
の
朝
市
に
出
品
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

朝
市
に
参
加
を
し
て
12
年
、
多
く
の
顔
な
じ
み
の
お
客

さ
ん
が
で
き
、「
い
つ
も
来
ら
れ
る
方
の
姿
が
な
い
と
病

気
な
ど
さ
れ
て
い
な
い
か
心
配
で
す
」
と
の
こ
と
。

　

強
子
さ
ん
は
人
と
の
繋
が
り
を
大
切
に
さ
れ
、「
お
客

さ
ん
と
の
交
流
に
よ
り
元
気
が
も
ら
え
る
」
と
言
っ
て
お

ら
れ
ま
し
た
。

　

昔
か
ら
受
け
継
が
れ
て
作

ら
れ
て
い
る『
き
ゃ
あ
餅
』は
、

お
や
つ
に
も
な
り
ま
す
し
、
ご
飯
が
な
い
時
に
は
、
貴
重

な
代
用
食
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
郷
土
食
で
す
。

　

よ
も
ぎ
が
入
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
健
康
の
た
め
に
も

良
く
、
今
で
は
若
い
人
か
ら
年
配
の
方
々
と
幅
広
い
範
囲

の
方
々
に
重
宝
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

昔
の
人
の
料
理
は
、
知
恵
を
絞
り
合
っ
て
作
ら
れ
た
料

理
な
の
で
、
大
切
に
し
て
こ
れ
か
ら
の
未
来
を
託
す
る
子

供
達
に
も
伝
え
て
行
き
た
い
も
の
で
す
。

第 23回「京都府農業委員会広報コンクール」
　平成25年に発行した「京丹後市農業委員会だより」が金賞を受賞しました。
　平成18年から8年連続の金賞受賞となり、色々な方々のご協力により成り
立って得たものであります。今後も引き続きより良い広報活動を続けたいと
思いますので、ご指導ご協力をよろしくお願いします。

【
原
材
料
】

【
作
り
方
・
食
べ
方
】

き
ゃ
あ
餅
★

＊
も
ち
米

＊
う
る
ち
米

＊
よ
も
ぎ
（
蓬
）　

＊
小
豆
　
　
　
　

＊
砂
糖
　
　
　
　

＊
塩

●�

製
粉
し
た
米
粉
に
よ
も
ぎ
を
混
ぜ
て
、

蒸
し
器
で
30
分
程
蒸
し
て
、つ
き
ま

す
。

●�

つ
き
上
が
っ
た
ら
、適
当
な
大
き
さ
に

と
っ
て
、あ
ん
こ
を
入
れ
て
丸
め
ま

す
。

●�

あ
ん
こ
を
入
れ
な
い
も
の
は
、砂
糖
醤

油
や
味
噌
を
つ
け
て
食
べ
て
も
美
味

し
い
で
す
よ
。

※�
あ
ん
こ
を
入
れ
な
い
物
は『
カ
ン
コ

餅
』『
ヒ
コ
餅
』『
ゆ
る
粉
餅
』等
と
呼
ば

れ
て
い
ま
す
。

　
☞��

米
が
貴
重
品
で
あ
っ
た
頃
、ク
ズ

米
を
加
工
し
て
、ご
飯
の
代
用
食
と

し
て
食
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　
　�

材
料
を
掻
き
混
ぜ
る
時
に“
き
ゃ

あ
”と
混
ぜ
る
こ
と
や
、“
あ
ん
こ
”

を
入
れ
る
と
貝
の
様
な
形
に
な
り
、

“
貝
”が“
き
ゃ
あ
”と
な
っ
た
と
言

う
説
も
あ
る
。

執
筆
協
力
／
山
口
　
強
子
さ
ん

丹後の
郷土料理

【
き
ゃ
あ
餅
の
由
来
】

（
弥
栄
町
黒
部
）


