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丹
後
地
方
で
も
、天
明
の
飢
饉
の
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
知
ら
れ
て
い

ま
す
が
、当
寺
文
書
に
よ
る
と
、「
天
保
七
年（
一八
三
六
）は
二
、三
月
の
頃
よ

り
雨
し
ば
し
ば
で
九
月
迄
雨
天
勝
ち
畑
作
は
粟
と
大
小
豆
少
々
米
穀
は
諸

国
と
も
凶
作
に
て
当
地
は
二
、三
分
の
作
に
て
近
年
来
の
不
作
続
き
に
て
葛

の
根
も
食
い
尽
く
し
諸
草
木
の
根
海
藻
松
の
皮
ま
で
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
物
取
収
し
粉
に
し
て
喰
う
。当
村

は
近
年
廻
船
を
止
め
窮
人（
生
活
に
困
窮
し
て
い
る
人
）其
の
数
わ
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
、大
家（
五
軒
家
）よ
り

度
々
粥
を
施
し
、米
を
施
し
、金
等
を
施
す
が
、餓
死
者
は
八
十
五
人（
当
寺
の
関
係
す
る
地
区
の
者
だ
け

で
も
）也
。嗚
呼
嘆
か
わ
し
い
こ
と
か
。」と
あ
る
。以
上
か
ら
す
る
と
天
保
の
飢
饉
も
悲
惨
を
き
わ
め
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。い
ま
で
も
茶
粥
を
食
べ
る
地
域
は
神
崎
か
ら
河
内
に
至
る
久
美
浜
湾
沿
岸
部
で
、米

は
貴
重
で
あ
り
、度
重
な
る
飢
饉
で
わ
ず
か
の
米
の
か
さ
を
増
や
す
た
め
に
、煎
っ
た
そ
ら
豆
を
入
れ
て
茶

粥
を
作
っ
た
の
が
現
在
ま
で
残
っ
た
よ
う
で
す
。ま
た
、湊
五
軒
家
と
呼
ば
れ
る
廻
船
問
屋
の
主
達
が
懸
命

に
粥
を
振
る
舞
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

飢
饉
と
茶
粥

　
「
湊
へ
行
け
ば
お
粥
が
食
べ
ら
れ
る
米
の
粥
が
」・・・
。

お
米
の
お
粥
と
い
う
言
葉
に
ど
ん
な
魅
力
が
あ
る
も
の
か
。腹
一
杯
食
べ
ら
れ

る
現
在
で
は
想
像
も
及
ば
な
い
こ
と
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、飢
餓
、飢
饉
の
惨

状
は
本
当
に
ひ
ど
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

湊
宮
の
山
林
や
田
畑
は
ほ
と
ん
ど
が
小
西
、木
下
な
ど
五
軒
家
の
所
有
地
。船
主
で
あ
り
地
主
で
も
あ

る
そ
の
台
所
に
は
、常
に
何
百
と
い
う 

子
方 

の
数
だ
け
膳
が
揃
え
て
あ
り
、そ
こ
に
行
け
ば
食
べ
物
に
困

ら
な
か
っ
た
様
に
、飢
饉
の
年
で
も
こ
こ
だ
け
は
常
春
の
国
。多
く
並
ぶ
蔵
に
は
、お
金
や
穀
物
が
いっ
ぱ
い
た

く
わ
え
て
あ
っ
た
。天
明
の
大
飢
饉
に
は
、空
腹
に
た
え
か
ね
、倒
れ
て
る
人
達
の
様
子
を
見
る
に
し
の
び

ず
、五
軒
家
は
蔵
を
開
き
、飢
え
に
苦
し
む
人
々
に
茶
粥
を
施
し
ま
し
た
。

　

湊
宮
の
和
田
操
子
さ
ん
に
よ
る
と
、「
こ
の
あ
た
り
で
は
現
在
も
八
十
才
以
上
の
年
寄
り
が
い
る
家
庭
で

は
、冬
の
食
べ
物
と
し
て
茶
粥
を
つ
く
り
ま
す
。ま
た
年
寄
り
が
集
ま
っ
た
時
、茶
粥
の
話
が
出
て
、そ
ら
豆

も
少
し
だ
け
ど
作
ら
に
ゃ
と
話
題
に
な
り
ま
す
。昔
は
神
崎
か
ら
荒
い
茶
葉
を
売
り
に
来
ら
れ
使
用
し
た

が
、今
は
国
営
農
地
で
作
っ
て
い
る
番
茶
を
若
い
者
が
買
っ
て
来
て
く
れ
、そ
の
茶
葉
を
使
っ
て
茶
粥
を
作
っ

た
ら
風
味
も
あ
り
、よ
り
美
味
し
く
、若
い
者
も
食
べ
て
く
れ
ま
し
た
。た
ま
に
食
べ
る
か
ら
美
味
し
い
と

感
じ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、残
し
て
い
き
た
い
昔
の
味
の
ひ
と
つ
だ
と
思
う
」と
の
こ
と
。

　

郷
土
料
理
は
地
域
の
文
化
で
す
ね
。

大
飢
饉
の
茶
粥

宝
泉
寺
住
職　

井
上 

宗
円
さ
ん

川
溿 

明
美 

委
員

丹後の郷土料理茶 粥
【材　料】
　米……２合
　そら豆……２合
　番茶……５０g
　塩……少々
　水……２.５ℓ

き　
　

き
ん

き  

き
ん

き  

き
ん

き  

き
んい　

  

ま

あ
る
じ

き
ゅ
う
じ
ん

た
び
た
び

 

“

”

ちゃ がゆ

【作り方】
①豆を炒る。
　炒った豆を
　熱いうちに
　水につける。

②豆の皮をむく。

③鍋に水（２.５ℓ）を入れ、
　番茶と豆の皮を入れて
　煎じる。  　（番茶だけでも
　良い）

④ザルでこす。

⑤こした汁を火にかけ、皮をむいた豆を煮る。
　豆がやわらかくなった頃を見計らい、米（３０分
　程度水につけた米）と塩を入れ、１０分程度で
　出来上がり。

丹後の郷土料理茶 粥

京丹後市農業委員会だよりが京都府農業会議主催の「第22回京都府
農業委員会広報コンクール」において金賞を受賞しました。7年連続金賞受賞
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（
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農
を語
る

安
田 

和
幸
さ
ん

▲左から谷口委員、安田さん、前川さん

　

五
箇
の
農
家
で
育
っ
た
和
幸
さ
ん
。

子
供
の
頃
か
ら
父
母
の
仕
事
を
見
て
、

手
伝
っ
て
き
ま
し
た
。

　

高
校
卒
業
後
、
大
手
企
業
に
入
社
し

ま
し
た
が
、
こ
こ
は
自
分
の
居
る
場
所

で
は
な
い
と
の
思
い
が
強
く
な
り
、
４５

才
で
退
社
し
就
農
。

　

現
在
、水
稲
９０
ａ
、水
菜
ハ
ウ
ス
６
棟
、

採
種
３
棟
。
さ
つ
ま
芋
２０
ａ
を
経
営
す
る

専
業
農
家
。
農
業
で
食
べ
て
い
く
こ
と

の
厳
し
い
現
実
を
肌
で
感
じ
な
が
ら
頑

張
っ
て
い
ま
す
。

　

地
元
で
就
農

　

地
元
に
農
地
が
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
は

　

最
初
は
、Ｊ
Ａ
に
出
荷
し
て
い
ま
し
た

が
、
値
が
不
安
定
で
、
今
は
特
定
の
業

者
と
契
約
栽
培
を
し
て
い
ま
す
。
何
箱

出
荷
す
れ
ば
い
く
ら
と
決
め
ら
れ
て
い
る

の
で
、
数
を
揃
え
る
の
に
、
き
つ
い
時
も

あ
り
ま
す
が
、
収
入
が
計
算
で
き
る
の

で
、
あ
り
が
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
忙

し
い
時
は
、
母
と
ア
ル
バ
イ
ト
の
ご
婦
人

を
一
人
頼
ん
で
い
ま
す
。

　

土
づ
く
り
が
農
業
の
基
本

　

四
年
前
か
ら
認
定
農
業
者
に
な
り
、
エ

コ
フ
ァ
ー
マ
ー
の
資
格
も
取
得
し
ま
し
た
。

　

作
物
づ
く
り
の
基
本
は
”土
づ
く
り 

だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
、Ｅ
Ｍ
菌
を
堆
肥
に

混
ぜ
、
土
づ
く
り
を
し
て
い
ま
す
が
、
今

後
は
、
納
豆
菌
、
乳
酸
菌
な
ど
も
利
用

し
た
、
こ
だ
わ
り
の
農
業
を
し
て
い
き
た

い
。
勿
論
、
低
農
薬
に
も
こ
だ
わ
っ
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

身
土
不
二
と
絆
づ
く
り

　

過
日
、
吉
原
小
学
校
児
童
の
前
で
、

話
し
を
す
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。

「
身
土
不
二
」
と
い
う
言
葉
を
、
あ
る
講

演
会
で
聴
き
、
感
動
し
た
内
容
を
、
子

ど
も
達
に
話
し
ま
し
た
。
そ
の
土
地
で
と

れ
た
も
の
が
身
体
に
一
番
良
い
。
と
い
う

話
し
を
し
ま
し
た
。「
地
産
地
消
」
と
も

か
ぶ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
大
切
に
し
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

五
箇
地
区
で
は
ち
ょっ
と
ユ
ニ
ー
ク
だ
と

思
う
ん
で
す
が
、
毎
月
二
回
、
隣
組
で

常
会
と
秋
葉
山
（
あ
き
や
さ
ん
）
と
い

う
集
ま
り
が
あ
り
ま
す
。

　

各
々
が
仕
事
も
年
令
も
違
い
、
話
題

も
ま
と
ま
る
こ
と
は
な
い
で
す
が
、
大
切

な
情
報
交
換
の
場
と
な
り
、
村
づ
く
り
、

人
づ
く
り
に
は
欠
か
せ
な
い
”集

ま
り 

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
中
で
、「
農
地
・
水

保
全
管
理
」
等
の
事
業
に
取
組

ん
で
、
十
年
来
の
夢
だ
っ
た
、

水
路
な
ど
の
改
修
も
で
き
、
本

当
に
良
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま

す
。
今
後
も
積
極
的
に
取
組
ん

で
行
き
た
い
と
話
し
合
っ
て
い
ま

す
。

　

今
、
五
箇
地
区
で
も
農
業
で

頑
張
っ
て
い
る
人
は
沢
山
い
ま

す
。
五
箇
は
水
も
き
れ
い
し
米

も
う
ま
い
。
夢
は
大
き
く
日
本

一
美
味
し
い
米
づ
く
り
を
と
い

う
こ
と
で
、
羽
衣
、
天
女
米
の

ブ
ラ
ン
ド
で
と
い
う
話
も
出
て
い

ま
す
。
故
里
の
農
地
を
荒
ら
さ

な
い
た
め
に
も
、
良
い
環
境
を

守
り
、
継
い
で
い
き
た
い
。
そ
ん

な
仕
組
み
や
絆
を
つ
く
っ
て
い
き

農
業
を
や
ら
な
き
ゃ
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。
食
べ
て
い
け
る
か
ど
う
か
は
心
配
で

し
た
が
、
作
物
を
作
る
こ
と
は
、
父
母

を
よ
く
手
伝
っ
て
い
た
の
で
、
不
安
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

時
期
も
丁
度
良
か
っ
た
の
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。
当
時
水
菜
の
ハ
ウ
ス
事
業
が
盛
ん

に
奨
励
さ
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
す
ぐ
に

事
業
に
乗
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
機
会
に
行
政
に
お
願
い
し
た
い
の

は
、
認
定
農
業
者
の
集
ま
り
で
あ
る
農

業
経
営
者
会
議
で
取
り
組
ん
で
い
る
「
学

校
給
食
に
全
て
地
元
産
の
農
産
物
を
使

う
」
と
い
う
こ
と
。
是
非
実
現
で
き
る
よ

う
市
の
行
政
や
農
業
委
員
さ
ん
に
頑
張
っ

て
も
ら
い
た
い
。

　

取
材
中
、
飛
び
入
り
参
加
が
あ
り
、

近
所
に
住
む
前
川
さ
ん
も
加
わ
っ
て
、
話

が
は
ず
み
ま
し
た
。

　

前
川
さ
ん
は
、
大
阪
の
方
で
、
定
年

退
職
後
、
奥
さ
ん
の
実
家
で
あ
る
五
箇
に

移
住
さ
れ
、
今
は
、
家
庭
菜
園
を
楽
し

み
な
が
ら
田
舎
ぐ
ら
し
を
楽
し
ん
で
い
ま

す
。
そ
ん
な
前
川
さ
ん
が「
安
田
君
の
作
っ

た
水
菜
は
本
当
に
旨
い
。
私
も
露
地
で

作
っ
て
い
る
が
、
シ
ャ
キ
シ
ャ
キ
感
も
味
も

全
然
違
う
」
と
話
さ
れ
、
安
田
さ
ん
も

微
笑
み
な
が
ら
、「
農
業
を
や
っ
て
い
て
一

番
嬉
し
い
言
葉
で
す
。
ほ
ん
と
に
励
み
に

な
り
ま
す
」
と
の
や
り
と
り
。
取
材
し
て

い
て
こ
れ
だ
な
ぁ
と
思
っ
た
瞬
間
で
し
た
。

取
材
／
谷
口　

光 

委
員

“

し
ん　

 

ど　

ふ　

 

じ

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

取
材
メ
モ
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兵
庫
県
農
政
環
境
部
農
林
水
産
局
農
業
改
良
課 　
　
　
　
　

主
任
環
境
創
造
型
農
業
専
門
員　

西
村　

い
つ
き 

さ
ん

（
久
美
浜
町
金
谷
）

▲西村さん家族 昨年の春祭りにて
　右から２人目が、西村いつきさん

環
境
に
配
慮
し
た
農
業
の
可
能
性

〜 

え
え
と
こ　

に
棲
む
住
民
か
ら
の
提
言
〜

”

“

　
「
私
の
郷
は
月
に
32
日
働
か

ん
と
食
べ
れ
な
ん
だ
け
ど
、
こ

こ
は
28
日
働
い
た
ら
食
べ
れ
る

〝
え
え
と
こ
〞で
す
で
ぇ
」。嫁
ぐ

部
下
を
心
配
し
て
「
聞
き
合
わ

せ
」を
し
て
く
だ
さ
っ
た
上
司
が

畑
仕
事
を
し
て
い
た
ご
婦
人
か

ら
伺
っ
た
言
葉
で
す
。「
嫁
に
き

た
人
が〝
え
え
と
こ
〞と
言
い
な

る
所
な
ら
、き
っ
と
幸
せ
に
な
れ

る
で
」
と
太
鼓
判
を
押
さ
れ
た

と
お
り
、
本
当
に
幸
せ
に
暮
ら

し
て
き
ま
し
た
。

　

京
丹
後
市
久
美
浜
町
は
営
農

組
合
や
生
産
組
合
の
活
動
も
充

実
し
て
お
り
、
1
9
8
0
年
代

か
ら
水
稲
の
特
別
栽
培
が
始
ま

る
な
ど
環
境
に
配
慮
し
た
農
業

が
い
ち
早
く
実
施
さ
れ
て
い
ま

す
。こ
の
こ
と
を
知
っ
て
か
知
ら

ず
か
コ
ウ
ノ
ト
リ
も
や
っ
て
来

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

農
薬
の
生
物
濃
縮
等
が
原
因

で
絶
滅
し
た
コ
ウ
ノ
ト
リ
の
野

生
復
帰
に
兵
庫
県
は
50
年
以
上

の
歳
月
を
か
け
て
取
り
組
ん
で

き
ま
し
た
。コ
ウ
ノ
ト
リ
は
豊
か

な
環
境
と
優
し
い
心
の
人
々
の

い
る
地
域
に
し
か
棲
め
な
い
（
私

の
経
験
知
で
す
が
…
）不
思
議
な

鳥
で
す
。コ
ウ
ノ
ト
リ
が
「
こ
の

地
」
を
選
ん
だ
理
由
が
私
に
は

何
と
な
く
理
解
で
き
ま
す　

　

コ
ウ
ノ
ト
リ
野
生
復
帰
推
進

協
議
会
会
長
で
神
戸
大
学
名
誉

教
授
の
保
田
茂
先
生
が
コ
ウ
ノ

ト
リ
と
共
生
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
京
丹
後
の
設
立
総
会
で
「
皆

さ
ん
が
お
子
さ
ん
に
言
っ
て
き

た
と
お
り
に
な
っ
た
で
し
ょ
？
農

業
は
ア
カ
ン
で
、
田
舎
は
ア
カ
ン

で
と
言
っ
て
聞
か
せ
た
と
お
り

に
農
業
が
衰
退
し
農
村
が
過
疎

化
し
ま
し
た
。コ
ウ
ノ
ト
リ
と
共

生
す
る
こ
と
の
真
髄
は
、経
済
効

果
と
い
っ
た
目
先
の
利
益
で
は

な
く
、コ
ウ
ノ
ト
リ
が
棲
む
よ
う

な
環
境
と
コ
ウ
ノ
ト
リ
を
優
し

く
見
守
る
こ
と
の
で
き
る
心
豊

か
な
人
々
を
育
む
こ
と
で
あ
り
、

自
分
の
子
供
に
定
住
を
勧
め
ら

れ
る
よ
う
な
暮
ら
し
を
取
り
戻

す
こ
と
で
す
」と
お
話
し
さ
れ
ま

し
た
。「
道
徳
の
な
い
経
済
は
罪

悪
で
あ
る
・
経
済
の
な
い
道
徳

は
寝
言
で
あ
る
」
と
説
か
れ
た
二

宮
尊
徳
の
教
え
の
如
く
、ど
ん
な

に
理
想
を
謳
っ
て
も
儲
か
ら
な

い
農
業
に
は
未
来
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　

環
境
に
配
慮
し
た
農
業
＝
昔

の
よ
う
に
低
収
量
で
重
労
働
を

伴
う
農
業
と
い
う
誤
っ
た
固
定

観
念
が
流
布
し
て
い
ま
す
が
、兵

庫
県
で
は
篤
農
家
や
関
係
者
の

研
究
に
よ
り
低
コ
ス
ト
・
省
力

技
術
の
確
立
と
付
加
価
値
化
に

よ
っ
て
儲
か
る
農
業
経
営
が
実

現
し
て
い
ま
す
。世
界
各
地
で
も

化
学
肥
料
や
化
学
農
薬
に
よ
っ

て
短
期
間
の
反
収
を
あ

げ
収
益
を
確
保
す
る
近

代
農
業
が
、
自
然
破
壊
や

土
壌
の
劣
化
を
招
き
未

来
に
継
承
す
べ
き
資
源

を
損
失
さ
せ
た
と
し
て

サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
ア
グ
リ
カ

ル
チ
ャ
ー
や
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク

な
ど
環
境
に
配
慮
し
た

農
業
が
政
策
的
に
導
入

さ
れ
て
い
ま
す
。　

　

我
が
家
で
は
今
春
、
長

男
が
大
学
を
卒
業
し
て

地
元
就
職
し
農
業
も
手

伝
っ
て
く
れ
そ
う
で
す
。

（69）

代表取締役

●会社設立…平成20年3月31日
●出資者（設立時）…18名

芳賀　時太郎さん

「地域の農地を守るため
　　　　　　　会社を設立」

　

平
成
8
年
当
時
、

豊
栄
・
竹
野
地
域
を

対
象
と
し
て
府
営
の

ほ
場
整
備
事
業
が
計

画
さ
れ
ま
し
た
。
昭

和
初
期
の
1
反
（
10

a
）
を
基
本
的
に
は

１
町
（
1
h
a
）
区

画
の
ほ
場
に
し
て
水

路
、
農
道
を
整
備
し

た
り
、
作
業
の
効
率

化
を
図
る
と
い
う
こ

と
で
、
岩
木
地
区
で

も
計
画
に
取
り
組
み

ま
し
た
が
、
約
80
％

の
同
意
は
得
ら
れ
た

も
の
の
、
残
り
の
同

意
が
得
ら
れ
ず
断
念

し
ま
し
た
。
今
で
も

竹
野
沖
田
地
区
の
見

事
に
整
備
さ
れ
た
広

い
区
画
を
見
る
に
つ

け
残
念
で
な
り
ま
せ

ん
。

　

こ
の
ま
ま
で
は
地

区
の
農
業
が
持
た
な

い
と
い
う
想
い
か

ら
、
平
成
11
年
「
岩

木
営
農
組
合
」
を
設

立
し
て
、
作
業
場
を

建
築
し
、
田
植
機
、

株式会社 丹後岩木ファーム

ト
ラ
ク
タ
、
コ
ン
バ
イ
ン
等
の
農
業
用
機
械
を
導
入
し
て
地
域
営

農
を
担
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
「
株
式
会
社　

丹
後
岩
木
フ
ァ
ー
ム
」
は
、
高
齢
化
が
進
む
地

域
農
業
の
担
い
手
と
し
て
、
生
産
・
加
工
・
販
売
を
手
掛
け
、

儲
か
る
農
業
を
や
り
た
い
と
の
思
い
で
平
成
２０
年
に
設
立
し
ま
し

た
。。

　

会
社
で
は
、
水
菜
の
周
年
栽
培
を
行
な
っ
て
お
り
、
現
在
ハ
ウ

ス
38
棟
（
面
積
約
8
反
）
で
5
サ
イ
ク
ル
で
出
荷
し
て
い
ま
す
。

　

水
菜
を
収
穫
し
終
え
た
ハ
ウ
ス
は
、
そ
の
都
度
、
太
陽
熱
消
毒

を
行
い
無
農
薬
栽
培
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

村
お
こ
し
と
し
て
始
め
た
「
岩
木
そ
ば
花
ま
つ
り
」
を
毎
年
10

月
に
行
っ
て
い
ま
す
。〝
そ
ば
打
ち
〞は
地
区
に
も
多
く
の
そ
ば
打

ち
名
人
が
居
ら
れ
る
の
で
、
楽
し
み
な
が
ら
地
区
の〝
名
物
〞と
し

て
こ
れ
か
ら
も
や
っ
て
い
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

加
工
品
に
も
取
組
ん
で
お
り
、岩
木
産
の
特
栽
米
を
使
っ
て
「
焼

酎
」
作
り
を
兵
庫
県
の

酒
蔵
に
依
頼
し
、
度
数

が
44
度
と
25
度
の
二
種

類
を
販
売
し
て
い
ま

す
。
名
前
も
集
落
の
南

に
位
置
す
る
、
神
の
宿

る
や
さ
し
い
形
を
し
た

通
称
「
城
山
」
に
ち
な

み〝
丹
後
い
わ
き
し
ろ

や
ま
〞と
命
名
。

　
〝
通
〞に
は
た
ま
ら
な

い
味
で
す
よ
!!

取
材
／
鴨
田　

忠
司 

委
員 は　が　　　とき　た　ろう

　

面
接
で「
農
業
を
し
な
が
ら
地

域
や
会
社
に
貢
献
で
き
る
よ
う

な
働
き
方
を
し
た
い
」と
希
望
し

た
ら
「
大
切
な
事
で
す
ね
」
と
理

解
い
た
だ
き
採
用
に
至
っ
た
よ

う
で
す
。一方
、某
企
業
面
接
で
地

元
勤
務
を
希
望
し
た
ら
「
子
会

社
し
か
な
い
。君
は
向
上
心
が
な

い
の
か
」と
言
わ
れ
困
惑
し
た
と

の
こ
と
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
さ

れ
た
価
値
観
に
流
さ
れ
な
か
っ

た
の
は「
こ
こ
は〝
え
え
と
こ
〞だ

で
！
」、「
若
い
も
ん
が
村
や
農
業

を
守
っ
て
く
れ
な
あ
か
ん
で
。何

で
も
相
談
し
に
ゃ
ぁ
、
な
ん
ぼ
で

も
教
え
た
る
！
」と
応
援
し
て
く

だ
さ
る
地
元
の
皆
さ
ん
の
存
在

が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

コ
ウ
ノ
ト
リ
も
棲
め
る
よ
う
な

農
業
が
実
践
さ
れ
、
子
育
て
も

介
護
も
行
政
や
近
所
の
皆
さ
ん

が
さ
り
げ
な
く
助
け
て
く
だ
さ

る
…
私
は
、
そ
ん
な
京
丹
後
市

久
美
浜
町
に
魅
力
と
愛
着
を
感

じ
て
い
ま
す
。嫁
ぐ
な
ら
・
子
育

て
す
る
な
ら
・
暮
ら
す
な
ら
・

農
業
す
る
な
ら
・
老
後
を
過
ご

す
な
ら「
こ
こ
が
一
番
！！
」と
皆

が
実
感
し
、
何
処
の
家
か
ら
も

子
供
の
元
気
な
声
が
聞
こ
え
る

地
域
に
な
っ
て
く
れ
た
ら
い
い

な
ぁ
と
夢
見
て
い
ま
す
。
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▲視察研修を行う委員ら
　

農
業
委
員
会

で
は
、平
成
２４

年
１１
月
２１
日
に

舞
鶴
市
農
業
委

員
会
、舞
鶴
ふ

る
る
フ
ァ
ー
ム
、

福
知
山
市
の
有

害
鳥
獣
対
策
の

取
組
を
研
修
し

て
き
ま
し
た
。

　

舞
鶴
市
農
業

委
員
会
で
は
農

地
の
違
法
転
用
へ
の
対
応
や
地
域
で
の
活
動
状
況
に

つ
い
て
研
修
し
ま
し
た
。農
業
委
員
が
地
域
で
小
ま

め
な
活
動
を
行
っ
て
お
り
、京
丹
後
市
農
業
委
員
会

も
学
ぶ
こ
と
が
多
い
と
感
じ
ま
し
た
。

　
「
舞
鶴
ふ
る
る
フ
ァ
ー
ム
」は
舞
鶴
石
炭
火
力
発
電

所
の
建
設
に
関
連
し
て
大
浦
半
島
の
瀬
崎
地
区
に
建

設
さ
れ
た
農
業
体
験
施
設
で
す
。レ
ス
ト
ラ
ン
・
直
売

所
・
加
工
体
験
施
設
・
ふ
れ
あ
い
農
場
・
宿
泊
施
設
付

き
農
場（
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
）・コ
テ
ー
ジ
が
設
置

さ
れ
て
い
ま
す
。昼
食
を
こ
こ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
頂
き

ま
し
た
が
、た
い
へ
ん
繁
盛
し
て
お
り
、短
時
間
で
あ

り
ま
し
た
が
、設
立
の
経
過
苦
労
話
な
ど
を
聞
い
て

き
ま
し
た
。

　

福
知
山
市
に
お
い
て
は
、京
丹
後
市
で
も
深
刻
な

鳥
獣
害
対
策
を
主
に
研
修
を
行
い
、平
成
２３
年
か
ら

発
足
し
た
専
従
班
に
よ
る
捕
獲
体
制
と
そ
の
成
果

に
つ
い
て
研
修
し
ま
し
た
。「
有
害
鳥
獣
対
策
は
、防

護
・
捕
獲
の
両
方
の
対
策
が
必
要
で
、ど
の
方
策
も
完

璧
な
も
の
は
な
い
。ま
だ
ま
だ
鳥
獣
害
対
策
と
し
て

は
不
十
分
で
あ
る
が
、行
政
間
の
情
報
交
換
を
密
に

農業者年金農業者年金農業者年金
一人ひとりの農業者を応援する

大江良樹さん・健人さん親子（丹後町矢畑）

しっかり積み立て
がっちりサポート

「担い手積立年金」は
農業者年金の愛称です。

担い手
積立年金

私は
入って
ます

３月に
入ります

モ～
入った？

平成25年度
京丹後市農業施策に対する
建議書を提出しました
　農業委員会では昨年１２月２０日、中山市長に
平成２５年度の農業関係予算及び農業施策に反
映されることを願い、農業委員会等に関する法律
第６条第３項に基づき建議書を提出しました。

１ 野生鳥獣害対策の強化について

　市内では、鳥獣被害も多様で猪、鹿、熊、猿、カラス等全市
域的に防護対策なしには農作物の作付ができない状態と
なっている。電気柵等の防護柵については、国の「鳥獣被害
防止対策整備事業」等により整備が進んできているが、防護
柵の設置及び管理に係る経費及び労力は、農家にとって大
きな負担となっており、離農及び耕作放棄地増大の一番大き
な要因となっている。有害鳥獣対策は個体数を減らすことを
第1として、次の施策を推進されたい。
（１）     個体数適正管理のための捕獲員の確保
（２） 隣接自治体と連携した広域的な被害防除の取り組み
（３）捕獲個体の処理体制の整備
（４）防護柵等設置 への支援強化

４ 営農支援について

　農業者戸別所得補償制度が継続されるようご尽力をお願
いするとともに、円滑に生産調整が実施されるようご指導を
お願いしたい。
（１） 「京丹後市地域農業再生協議会」がリーダーシップをとっ 
 て生産調整に対応していただきたい。
（２） 水田農業対策について、不公平感が生じない適正運用 
 に努められたい。
（３） 売れる米作り対策について、良食味生産拡大に積極的 
 な支援をお願いしたい。

５ 循環型農業の取り組みについて

（１） バイオマス液肥の有効利用についてさらなる実証を積 
 み重ね、「環のちから」のＰＲに努め、市民の理解を得て 
 いただきたい。
（２） 京丹後市内で生産される畜産農家の堆肥を市内で有効 
 に還元する方策を確立されたい。
（３） 国営開発農地の土作りにたいして支援をしていただき 
 たい。
（４） コウノトリが生息し続けることができる自然にやさしい農 
 法の普及拡大に努められたい。

６ 地産地消の推進について

(１) 京丹後市産の農水産物の学校給食での積極的な利用 
 を、地産地消という点から京丹後市としても考慮をお願 
 いしたい。
(２) 地場産品を地元で販売する取り組みへの積極的な支援 
 をお願いしたい。
(３) 食育基本法を積極的に活用し、地元の農水産物を食す 
 る伝統的な日本型食生活の良さを次世代に伝える活動 
 を推進していただきたい。

７ 農業委員会の体制強化について

　改正農地法が施行され、農業委員会の日常業務は非常に
多忙となっています。円滑な業務遂行のために、京丹後市の
さらなる支援をお願いします。

８ 原子力発電所事故に伴う放射能災害への取り組みについて

　東日本大震災に伴う原子力発電所の事故による稲わらや
土壌の汚染、風評被害は、福島県のみならず、近隣の都道府
県にまで大きな影響を及ぼしていることを踏まえ、府内農産
物等に係る必要な検査や適切な情報提供など国・府と連携
し、万全な対策を講じられたい。

９ ＴＰＰ交渉参加への反対表明について

　現在のところ、ＴＰＰへの参加表明は先送りされたものの、
民主党政権がＴＰＰへの参加に向けて積極的な姿勢であるこ
とは変りがない。今後の交渉の行方については不透明である
が、農業委員会系統組織はあくまでもＴＰＰ交渉参加を阻止
する姿勢である。
　交渉の内容自体が不透明であり、国民全体で議論し、判断
するための情報公開がなされておらず、それ自体も大きな問
題であるが、根本的に農業経営の規模が違う国家間の自由
貿易の推進は乱暴であり、国が示す食料自給率の向上施策
と反するものである。
　農業・農村が疲弊している状況を国に訴え、農業を守る施
策を実行されるよう国・府に働きかけていただきたい。

２ 優良農地の確保と有効利用について

（１） 耕作放棄地発生防止のため総合的な対策を講じられた 
 い。
（２） 「中山間地域等直接支払い制度」・「農地・水・環境保全
　　向上対策事業」など全地域が参加できるように地域が
　　取り組みやすい行政の指導・事務的な支援をお願いし
　　たい。
（３） 「人・農地プラン」の推進のため、集落への指導体制を
　 整備されたい。
（４） 農用地利用集積を進めるに当たっては、モデル地区を 
 設定するなど具体的な       事業推進を図られたい。

３ 担い手対策について

　昨今の農業・経済情勢は非常に厳しく、個人の新規参入を
積極的に進めるのは困難な状況になってきている。今後は、
地元農家の世代交代が円滑に進むことを重点において、担
い手対策を進められたい。
（１） 農業経営者会議など農業者の組織への更なる支援をお 
 願いしたい。
（２） 新規就農者だけではなく、農業後継者への就農支援対 
 策の強化を図られたい。
（３） 農地の荒廃を防ぐため、集落営農組織への支援策を強 
 化されたい。
（４） 営農支援事業等の情報提供の充実化を図られたい 。

　市内の葉たばこが廃作となってから1年を経過したが、ま
だそれに替わる作物が見つからない状態である、早急に推
進策を講じていただきたい。
（１） 丹後国営開発農地の利用権設定の更新が順調に進む 
 よう取り組んでいただきたい。
（２） 葉たばこの代替えとなる農作物の、早急な導入対策を 
 講じられたい。
（３） 農業生産法人と農外法人の農業への参入において、既 
 存地元農家との土地利用について、より緊密な連携と 
 調整を図られたい。
（４） 国営農地に設置されている農業用施設の更新及び改良 
 を図られたい。

　京丹後市の農産物について様々なメディアで情報提供が
なされ、消費者の関心や評価が高まっている。今後、ブランド
産地として発展するには農家を組織化し、安定した生産・供
給体制を確立する必要がある。そのためには、関係機関が連
携して産地化の取り組みを進める必要がある。
（１） 各種農産物の数量把握の取り組みを強化されたい。
（２） 平成２３年産米において、丹後産米は多くの関係者の 
 努力で「特Ａ」を獲得することができた。「特Ａ」を継続獲 
 得するためにＪＡを中心とした生産組織の更なる連携強 
 化を図られたい。
（３） 京丹後産農産物をブランド化するには、品質の向上とと 
 もに、安定した生産・供給体制の確立が不可欠であり、Ｊ 
 Ａを中心とした生産組織の連携強化を図られたい。

水田農業対策について

丹後国営開発農地対策について

京丹後ブランド品生産のあり方と流通対策について

視察研修を行いました！舞鶴・福知山し
て
、お
互
い
よ
り
良
い
対
策
が
と
れ
る
よ
う
協
力
し
て
い
き

た
い
」と
の
こ
と
で
し
た
。

　

一
日
と
い
う
短
い
時
間
の
中
で
し
た
が
、充
実
し
た
研
修
で

し
た
。近
隣
の
市
町
村
が
、課
題
を
共
有
し
、情
報
交
換
を
密

に
す
る
こ
と
に
よ
り
、新
た
な
解
決
策
も
見
え
て
く
る
と
思
い

ま
す
。今
後
と
も
こ
の
よ
う
な
研
修
を
続
け
て
い
け
た
ら
と

思
っ
て
い
ま
す
。

藤
本　

和
久 
委
員

舞鶴・福知山

※詳しくは、農業委員会ま
　たはJA、あるいは農業者
　年金基金へお問い合わせ
　下さい。
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国
の
史
跡
に
も
指
定
さ
れ
て
い
る
函
石
浜
遺
物
包
含

地
。大
陸
、
朝
鮮
半
島
と
の
交
流
を
伺
わ
せ
る
遺
物
が

出
土
し
て
お
り
、
往
昔
こ
の
地
は
お
いゝ
に
栄
え
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。こ
の
函
石
浜
が
今
は
そ
の
面
影
さ
え
な

く
、
幻
の
村
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
何
故
な
の
だ
ろ
う

か
？

　
「
そ
の
謎
を
解
く
鍵
は
、
佐
濃
谷
川
に
あ
る
」と

野

在
住
の
農
業
委
員
、
藤
本
和
久
さ
ん
は
言
う
。現
在
は

久
美
浜
湾
内
の

野
・
長
柄
北
方
に
流
入
す
る
佐
濃

谷
川
だ
が
、
少
な
く
と
も
平
安
時
代
の
終
り
頃
ま
で

は
、
今
の
箱
石（
函
石
）集
落
の
西
あ
た
り
に
直
流
し
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
北
西
の

冬
の
激
し
い
季
節
風

に
、
吹
き
寄
せ
る

砂
。川
の
流
れ
も
変

え
て
し
ま
う
ほ
ど
の

流
砂
と
飛
砂
に
、悩

ま
さ
れ
続
け
た
村

び
と
。田
も
、
畑
も
、

京

丹

後

紀

行

　
「
勤
め
を
退
職
し
て
24
年
。

毎
年
こ
の
時
期
に
な
る
と
し
め

縄
づ
く
り
を
や
っ
て
い
ま
す
」

　

年
の
瀬
も
近
い
12
月
15
日
、
写
真

取
材
も
兼
ね
彌
市
さ
ん
の
作
業
場
へ

お
尋
ね
し
ま
し
た
。

　

例
年
だ
と
2
反
の
田
に
も
ち
ね
を

作
り
、
そ
の
藁
を
使
っ
て
の
し
め
縄
作
り
で
す
が
、
今
年
は
芋

野
郷
赤
米
保
存
会
（
会
長　

藤
村
政
良
さ
ん
（63）
）
の
古
代
米

栽
培
に
関
わ
る
中
で
「
総
社
赤
」
と
い
う
1
m
50㎝
に
も
な
る

藁
も
使
っ
て
ま
す
。
長
い
藁
で
作
業
も
は
か
ど
る
の
で
来
年
は

古
代
米
の
分
も
増
や
し
て
い
き
た
い
で
す
。
と
彌
市
さ
ん
。

　

傍
ら
で
作
り
始
め
て
数
年
に
な
る
と
い
う
実
弟
の
吉
田
庄

治
さ
ん
（74）
も

作
業
に
励
ん

で
居
ら
れ
ま

し
た
。
取
材

中
も
彌
市
さ

ん
の
見
事
な

手
つ
き
で
き

れ
い
な
し
め

縄
が
作
り
あ

が
り
、
す
ば

ら
し
さ
に
た

だ
た
だ
驚
嘆

し
ま
し
た
。

家
屋
敷
も
埋
ま
り
、
遂
に
は
全
村
あ
げ
て
、
山
間
の
安

全
な
場
所
に
移
り
住
ん
だ
と
い
う
。久
美
浜
町
の
鹿
野
、

野
、網
野
町
の
上
野
、俵
野
、溝
野
の
五
集
落
が
そ
れ

で
、「
故
郷
忘
じ
が
た
く
候
」の
意
を
込
め
、
頭
に
御
の

名
を
冠
し
、
下
に
野
を
つ
け
、
御
五
野（
オ
ン
ゴ
ノ
）と
し

た
の
だ
と
郷
土
史
家
の
中
地　

誠
さ
ん
は
述
べ
て
お
ら

れ
る
。

　

今
、
私
は
雪
ど
け
水
の
流
れ
る
佐
濃
谷
川
の
川
辺
に

立
ち
、
美
空
ひ
ば
り
の「
川
の
流
れ
の
よ
う
に
」の
歌
詞

を
口
ず
さ
む
。

　　

知
ら
ず　

知
ら
ず　

歩
い
て
き
た

　

細
く　

長
い　

こ
の
道

　

振
り
返
れ
ば　

遥
か　

遠
く

　

故
郷
が　

見
え
る　
　
　
　
　
　
　
　

以
下
略

御
五
野
の
人
び
と
を
偲
び
、

　

我
が
来
し
か
た
の
人
生
を
想
う

文
／
鴨
田　

忠
司

つねよし百貨店

▲左：山本さん／右：今西さん

藤
村 

彌
市
さ
ん

（79）　

弥
栄
町
芋
野

し
め
縄
づ
く
り
名
人

丹波の郷で酒づくり
　峰山町丹波の多久神社（宮司　今西義樹さん）は、
延喜式神名帳にも載る古い氏神さんです。祭神は豊宇
賀能咩命。酒造りを教えたとされる比治山の天女すな
わち天酒大明神とされています。
　近年、地元では氏子有志 18 人で「丹波の郷あまさ
か倶楽部」が結成され酒米作りに励んでいます。昨年
も 14a の田で酒米の収穫を行ない、弥栄の竹野酒造
に依頼して芳醇な旨い酒が出来ました。
　暑い時期の除草作業など苦労の末の “自分達だけの酒 ” だけに旨さもひ
としお。酒を酌み交わしながら歴史、文化、四方山ばなしに花が咲く。こ
れが村づくりですよと山本武彦さん。
　ともに楽しむ倶楽部の皆さんの笑顔が目に浮かびます。

わ
ら

▲左から藤村彌市さん、藤村政良さん、吉田庄治さん

▲左：今井さん／右：奥田さん

大
正
10
年（
1
9
2
1
）国
指
定
史
跡

出
土
品
中
、最
も
有
名
な
も
の
が
中
国
新
の
国
を
創
っ
た
皇
帝
王
莽
が

西
暦
14
年
に
鋳
造
し
た
貨
幣
で
あ
る
。

貨
泉　
「
京
都
大
学
総
合
博
物
館
」所
蔵

か
ず
ら  

の

か
ず
ら  

の

ち 

と 

せ

か　
 

の

か
ず
ら
の

う
え

た
わ
ら  

の

み
ぞ　

の

の

な　

が
ら

こ
の
浜
の
千
古
栄
し
祖
宗
の
地

　
　

鳴
る
は
千
年
の
浪
の
音
の
み 
井
上
裕
夫

　
　
　
　
　
　
　
　

ー
平
成
十
六
年
刊
「
俵
野
の
歴
史
」
よ
り

　大宮町には、全国的にも数少ない手描きで鯉のぼりを作り続
けている職人がいる。奥田さんがその人で、家業として江戸の
末に創業。稔さんは７代目だという。
　鯉のぼりの完成までは、13もの工程があり、こだわりの作業は、
一年をも要す。とりわけこだわるのが、“色彩”で、中でも金太郎が
背にまたがる奥田さんオリジナルの真鯉の黒は、濃淡の炭を粉
にし、白大豆の煮汁に食物油を混ぜ、木綿の生地に幾重にも塗
り重ねるのだという。昔ながら
の伝統の技法で、年が経つ
につれ、色合いが良くなるの
だと。
　それを奥田さん“枯れる”と
表現された。
　奥田さんの眼力と一言ひと
言が職人の魂を感じさせる。

　若い頃から鯉が好き
で、約２０余の品種の錦鯉を飼育し、品評会にも出展
され入賞歴も数々。
　鯉は卵から → 稚魚 → 成魚と成長していくのだ
が、稚魚の一部を水田に放し養育する。（これを水田
養鯉という）
　水田は、深水管理で、鯉が泳ぎ廻ることで除草が
自然にできるという算段だ。勿論、無農薬。とれたお米
もブランド化して、直販している。
　「昨年は、体調をこわして放魚ができなかったが、
今年は、コイ（鯉）にこい（戀）してひとふんばりし、鯉飼
いをしたいです。それに、できれば入賞も願ってます」

鯉に戀
コイ こい 奥田　稔さん(69)　大宮町河辺

今井 喜典さん(83)
大宮町口大野

初対面にもかかわらず、楽しい時間をお互い持つことができました。
これも鯉のとりもつ縁か。鯉・戀びとどうしなんでしょうかとご両人。

ー
函
石
浜
と
オ
ン
ゴ
ノ
ー

史
跡
函
石
濱
遺
物
包
含
地

とよう

か の め の みこと

よ　も  やま

　昨年８月、店じまいした常吉村営百貨店が、東田一馬
さん・真希さんを中心に、実行委員会を立ち上げ、「つ
ねよし百貨店」として再オープンしました。
　売り場スペースを縮小する一方、子ども達が遊んだ
り、お客さんや地元住民がおしゃべりする場所を設け
るなど、集いの場をひろげました。
　年の暮には、年末セールにあわせて「おとめ塾」の主
催で、餠つき、ぜんざい、手作りこんにゃく、芋煮作り。１
月にはコマまわし大会など、ユニークなミニイベントも
開催されました。
　２月以降もミニコンサート、３月はおひな祭りにちな
んで何かやりたいと計画中。一度のぞいてみては！
きっとホッコリと楽しい気分になりますヨ。

ひがしだかずま

ま　き
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視察研修を行いました

農業法人訪問
ぼいす　－声－

　

丹
後
地
方
で
も
、天
明
の
飢
饉
の
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
知
ら
れ
て
い

ま
す
が
、当
寺
文
書
に
よ
る
と
、「
天
保
七
年（
一八
三
六
）は
二
、三
月
の
頃
よ

り
雨
し
ば
し
ば
で
九
月
迄
雨
天
勝
ち
畑
作
は
粟
と
大
小
豆
少
々
米
穀
は
諸

国
と
も
凶
作
に
て
当
地
は
二
、三
分
の
作
に
て
近
年
来
の
不
作
続
き
に
て
葛

の
根
も
食
い
尽
く
し
諸
草
木
の
根
海
藻
松
の
皮
ま
で
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
物
取
収
し
粉
に
し
て
喰
う
。当
村

は
近
年
廻
船
を
止
め
窮
人（
生
活
に
困
窮
し
て
い
る
人
）其
の
数
わ
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
、大
家（
五
軒
家
）よ
り

度
々
粥
を
施
し
、米
を
施
し
、金
等
を
施
す
が
、餓
死
者
は
八
十
五
人（
当
寺
の
関
係
す
る
地
区
の
者
だ
け

で
も
）也
。嗚
呼
嘆
か
わ
し
い
こ
と
か
。」と
あ
る
。以
上
か
ら
す
る
と
天
保
の
飢
饉
も
悲
惨
を
き
わ
め
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。い
ま
で
も
茶
粥
を
食
べ
る
地
域
は
神
崎
か
ら
河
内
に
至
る
久
美
浜
湾
沿
岸
部
で
、米

は
貴
重
で
あ
り
、度
重
な
る
飢
饉
で
わ
ず
か
の
米
の
か
さ
を
増
や
す
た
め
に
、煎
っ
た
そ
ら
豆
を
入
れ
て
茶

粥
を
作
っ
た
の
が
現
在
ま
で
残
っ
た
よ
う
で
す
。ま
た
、湊
五
軒
家
と
呼
ば
れ
る
廻
船
問
屋
の
主
達
が
懸
命

に
粥
を
振
る
舞
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

飢
饉
と
茶
粥

　
「
湊
へ
行
け
ば
お
粥
が
食
べ
ら
れ
る
米
の
粥
が
」・・・
。

お
米
の
お
粥
と
い
う
言
葉
に
ど
ん
な
魅
力
が
あ
る
も
の
か
。腹
一
杯
食
べ
ら
れ

る
現
在
で
は
想
像
も
及
ば
な
い
こ
と
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、飢
餓
、飢
饉
の
惨

状
は
本
当
に
ひ
ど
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

湊
宮
の
山
林
や
田
畑
は
ほ
と
ん
ど
が
小
西
、木
下
な
ど
五
軒
家
の
所
有
地
。船
主
で
あ
り
地
主
で
も
あ

る
そ
の
台
所
に
は
、常
に
何
百
と
い
う 

子
方 

の
数
だ
け
膳
が
揃
え
て
あ
り
、そ
こ
に
行
け
ば
食
べ
物
に
困

ら
な
か
っ
た
様
に
、飢
饉
の
年
で
も
こ
こ
だ
け
は
常
春
の
国
。多
く
並
ぶ
蔵
に
は
、お
金
や
穀
物
が
いっ
ぱ
い
た

く
わ
え
て
あ
っ
た
。天
明
の
大
飢
饉
に
は
、空
腹
に
た
え
か
ね
、倒
れ
て
る
人
達
の
様
子
を
見
る
に
し
の
び

ず
、五
軒
家
は
蔵
を
開
き
、飢
え
に
苦
し
む
人
々
に
茶
粥
を
施
し
ま
し
た
。

　

湊
宮
の
和
田
操
子
さ
ん
に
よ
る
と
、「
こ
の
あ
た
り
で
は
現
在
も
八
十
才
以
上
の
年
寄
り
が
い
る
家
庭
で

は
、冬
の
食
べ
物
と
し
て
茶
粥
を
つ
く
り
ま
す
。ま
た
年
寄
り
が
集
ま
っ
た
時
、茶
粥
の
話
が
出
て
、そ
ら
豆

も
少
し
だ
け
ど
作
ら
に
ゃ
と
話
題
に
な
り
ま
す
。昔
は
神
崎
か
ら
荒
い
茶
葉
を
売
り
に
来
ら
れ
使
用
し
た

が
、今
は
国
営
農
地
で
作
っ
て
い
る
番
茶
を
若
い
者
が
買
っ
て
来
て
く
れ
、そ
の
茶
葉
を
使
っ
て
茶
粥
を
作
っ

た
ら
風
味
も
あ
り
、よ
り
美
味
し
く
、若
い
者
も
食
べ
て
く
れ
ま
し
た
。た
ま
に
食
べ
る
か
ら
美
味
し
い
と

感
じ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、残
し
て
い
き
た
い
昔
の
味
の
ひ
と
つ
だ
と
思
う
」と
の
こ
と
。

　

郷
土
料
理
は
地
域
の
文
化
で
す
ね
。

大
飢
饉
の
茶
粥

宝
泉
寺
住
職　

井
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丹後の郷土料理茶 粥
【材　料】
　米……２合
　そら豆……２合
　番茶……５０g
　塩……少々
　水……２.５ℓ
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ちゃ がゆ

【作り方】
①豆を炒る。
　炒った豆を
　熱いうちに
　水につける。

②豆の皮をむく。

③鍋に水（２.５ℓ）を入れ、
　番茶と豆の皮を入れて
　煎じる。  　（番茶だけでも
　良い）

④ザルでこす。

⑤こした汁を火にかけ、皮をむいた豆を煮る。
　豆がやわらかくなった頃を見計らい、米（３０分
　程度水につけた米）と塩を入れ、１０分程度で
　出来上がり。

丹後の郷土料理茶 粥

京丹後市農業委員会だよりが京都府農業会議主催の「第22回京都府
農業委員会広報コンクール」において金賞を受賞しました。7年連続金賞受賞


