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農地中間管理機構・獣害対策

京丹後アグリ瓦版

京丹後紀行『浦島伝説（網野町）』

私と煎茶

7月24日網野神社境内社の愛宕神社で、昨年約半世紀ぶりに復活した「マンドリ」が、今年も地域の防火・
防災を祈願し行われました。（マンドリとは、麦わらを束ねたものに点火し、回転させる行事）
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農業委員会だより

▼
和
牛
／
肥
育 

… 

90
頭

　
　
　
　

繁
殖 

… 

90
頭

▼
米
／
1.8　

う
ち
食
用 

… 

１
ha

　
　
　

Ｗ
Ｃ
Ｓ
用
稲 

… 

0.8

▼
牧
草
栽
培 

… 

７
ha

▼
に
ん
に
く 

… 

40
ａ

▼
塩
の
製
造
販
売

　
　
　
　
　

を
経
営
さ
れ
て
い
る
。

農
業
に
係
わ
る
従
業
員
は
６
名
で
す
。

に
心
掛
け
て
い
ま
す
。
加
古

川
の
業
者
の
方
か
ら
紹
介
も
受

け
、
い
ろ
ん
な
イ
ベ
ン
ト
に
出

席
し
ま
す
。
今
、
京
都
北
山
の

和
牛
焼
肉
「
南
山
」
と
京
た
ん

く
ろ
和
牛
の
ほ
ぼ
全
頭
を
１
頭

買
い
で
取
引
し
て
い
ま
す
。
赤

身
の
肉
の
味
が
大
変
好
評
と
の

評
価
を
受
け
て
い
ま
す
。
焼
肉

と
い
え
ば
、
野
菜
は
も
ち
ろ
ん

で
す
が
、
お
い
し
い
ご
飯
も
付

き
物
で
す
。
う
ち
で
と
れ
た
米

も
お
い
し
い
と
京
丹
後
の
米
が

評
判
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

昨
年
、
飼
料
米
に
つ
い
て
、
滋
賀
県

の
近
江
八
幡
に
飼
料
米
を
使
っ
た
牛
肉

の
ブ
ラ
ン
ド
化
と
題
し
て
講
演
に
行
き

ま
し
た
。
近
江
牛
の
本
場
な
の
で
、
荷

が
重
か
っ
た
で
す
が
、
や
ら
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

今
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
和
牛
も
評
価

が
高
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
日
本
の
和

牛
も
更
に
国
際
的
に
評
価
が
高
く
な
れ

ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
京
都
に

イ
ス
ラ
ム
系
の
観
光
客
が
増
加
し
、
肉

を
食
べ
な
い
国
々
の
人
た
ち
の
為
に
ハ

ラ
ル
認
証
を
取
得
し
て
、
ブ
ラ
ン
ド
和

牛
を
宣
伝
し
食
べ
て
も
ら
う
事
も
大
事

　
社
長
の
山
﨑
さ
ん
は
、
牧
場
を
11
年

前
に
先
代
か
ら
引
継
ぎ
ま
し
た
。

　

先
代
は
色
々
な
事
を
や
っ
て
い
ま
し

た
か
ら
、
そ
れ
を
自
分
が
引
継
い
だ
時

は
農
業
で
ど
れ
だ
け
の
収
入
が
あ
る
の

か
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
例
え
ば
、

牛
を
ど
こ
に
出
し
、
ど
ん
な
値
で
取
引

き
さ
れ
て
い
る
の
か
も
分
か
ら
ず
、
こ

れ
で
は
だ
め
だ
と
思
い
、
取
引
先
か
ら

み
ん
な
洗
い
出
し
、
整
理
を
す
る
こ
と

が
出
発
点
で
し
た
。

　

和
牛
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
霜
降
り
だ

け
で
は
な
く
、
美
味
い
赤
身
の
肉
を
い

か
に
作
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
和
牛
と

日
本
短
角
種
を
掛
け
合
わ
せ
た
「
京
た

ん
く
ろ
和
牛
」
を
生
産
し
、
程
よ
い
サ

シ
の
入
っ
た
肉
に
な
る
よ
う
心
掛
け
ま

し
た
。
エ
サ
も
輸
入
の
も
の
だ
け
で
な

く
、
日
本
で
出
来
る
エ
サ
を
使
っ
て
、

美
味
し
い
肉
を
作
り
た
い
。
今
は
外

国
産
の
牧
草
や
配
合
飼
料
が
中
心
で
す

が
、
飼
料
米
の
活
用
も
考
え
、
取
組
が

一
番
早
か
っ
た
島
根
県
の
資
料
を
取
り

寄
せ
活
用
も
し
て
い
ま
す
。
稲
の
サ
イ

レ
ー
ジ
、
飼
料
米
な
ど
将
来
的
に
７
割

ぐ
ら
い
は
地
元
産
の
エ
サ
に
し
て
、
生

産
コ
ス
ト
を
下
げ
、
価
格
競
争
に
も
勝

ち
残
っ
て
行
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。

　

建
設
業
や
製
造
業
な
ど
に
も
Ｉ
Ｓ
Ｏ

規
格
が
あ
る
よ
う
に
、
牛
肉
に
も
規
格

が
必
要
だ
と
思
い
、
平
成
19
年
に
生
産

情
報
公
表
Ｊ
Ａ
Ｓ
規
格
（
牛
肉
）
を
取

得
し
、
出
生
か
ら
出
荷
ま
で
の
間
の
エ

サ
や
病
気
な
ど
の
履
歴
管
理
が
必
要
だ

と
考
え
た
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
販
路
で
す
が
、
交
流
会
、
勉

強
会
な
ど
で
多
く
の
人
と
出
会
う
こ
と

3 2

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
京
た
ん
く
ろ
和

牛
を
育
て
広
め
た
い
で
す
ね
。
観
光
に

来
て
も
ら
い
、
和
牛
を
育
て
る
現
場
を

見
て
い
た
だ
く
、
い
か
に
安
心
安
全
な

飼
育
を
し
て
い
る
か
が
わ
か
れ
ば
、
市

場
は
も
っ
と
大
き
く
開
け
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

　

Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
に
つ
い
て
、
交
渉
が
妥

結
す
る
よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば
日
本
の

農
業
は
つ
ぶ
さ
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
山
﨑
さ
ん
は
ど
う
思
わ
れ
ま
す

か
。

　

Ｔ
Ｔ
Ｐ
に
つ
い
て
は
農
業
問
題
の

よ
う
に
語
ら
れ
ま
す
が
、
競
争
力
の

あ
る
大
き
な
農
業
法
人
は
あ
ま
り
気

に
し
て
い
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

そ
れ
よ
り
保
険
・
金
融
・
建
設
業
な

ど
他
の
分
野
で
の
影
響
が
ど
れ
く
ら

い
あ
る
の
か
心
配
し
て
い
ま
す
。

　

建
設
業
で
今
以
上
の
規
制
緩
和
が

行
わ
れ
た
と
き
、
地
域
を
守
る
と
い
っ

た
役
割
が
果
た
せ
る
か
非
常
に
危
惧

し
て
い
ま
す
。

　

農
業
は
自
給
率
が
何
パ
ー
セ
ン
ト

と
か
だ
け
の
話
で
は
な
く
、
水
田
を

考
え
て
も
治
水
や
景
観
、
教
育
や
安

全
保
障
な
ど
た
く
さ
ん
の
役
割
が
あ

り
ま
す
。
是
非
、
今
後
の
議
論
を
総

（
網
野
町
生
野
内
）

農
事
組
合
法
人
　
日
本
海
牧
場

山や
ま
ざ
き﨑

　
高
雄
さ
ん

代
表
理
事

（51）

ha

ha

農
事
組
合
法
人
　
日
本
海
牧
場

山や
ま
ざ
き﨑

　
高た

か

雄お

さ
ん

代
表
理
事

合
的
な
も
の
に
し
て
頂
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
て
、
人
の
話
を

し
っ
か
り
聞
か
れ
、
何
で
も
受
け
入
れ

る
大
き
な
器
。
そ
し
て
何
事
に
も
チ
ャ

レ
ン
ジ
し
て
い
く
人
だ
と
感
じ
ま
し

た
。

取
材
／
谷
口　

光 

委
員

京
た
ん
く
ろ
和
牛
と
は

　

和
牛
間
交
雑
種
で
短
角
和
牛
を
母
に
、
黒
毛
和
牛

を
父
に
持
つ
、
旨
味
の
強
い
赤
身
と
口
溶
け
の
良
い

サ
シ
の
双
方
を
兼
ね
備
え
た
和
牛
で
す
。

▶
放
牧
中
の
母
牛

▲肥育中の京たんくろ和牛

『先代から受け継いで』



丹後国営開発農地などで、営農を展開しています。

BF スタッフは、赤いユニフォームで
作業をしております。
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45

話
し
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
貴
重
な
水
を
一

滴
も
無
駄
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
、
期
間

中
は
毎
日
耕
作
者
が
、
交
代
で
水
当
番
に

当
り
ま
す
。
当
番
日
数
は
、
公
平
に
田
ん

ぼ
の
耕
作
面
積
で
割
り
当
て
ら
れ
ま
す
。

当
番
は
、
ど
の
田
ん
ぼ
も
ま
ん
べ
ん
な
く

公
平
に
水
を
あ
て
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し

て
一
滴
の
水
も
、
日
本
海
に
流
さ
な
い
ほ

ど
の
管
理
を
し
て
い
ま
す
。
先
人
達
が
考

え
た
「
田
ん
ぼ
を
守
り
水
守
る
」
精
神
が

脈
々
と
今
の
私
達
に
受
け
継
が
れ
て
い
ま

す
。

　

現
在
こ
の
地
区
で
は
、
23
戸
の
う
ち
15

戸
が
こ
の
「
宝
の
水
」
に
よ
り
、
美
味
し

い
米
作
り
を
し
て
い
ま
す
。
私
も
数
年
前

か
ら
環
境
に
や
さ
し
い
米
作
り
を
し
て
い

永
美
　
安
幸 

委
員
（
丹
後
町
尾
和
）

ま
す
。あ
ま
り
収
穫
量
に
は
こ
だ
わ
ら
ず
、

自
然
に
近
い
環
境
で
作
っ
て
い
ま
す
。
極

限
ま
で
肥
料
を
減
ら
し
、
減
農
薬
に
こ
だ

わ
り
、
手
作
業
で
出
来
る
事
は
、
手
作
業

で
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
だ
わ
っ
た
農

法
が
、
環
境
を
守
り
豊
か
な
海
を
守
る
こ

と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

私
の
楽
し
み
は
、
こ
の
美
し
い
日
本
海

に
入
り
、
農
作
業
で
疲
れ
た
身
体
を
癒
す

こ
と
で
す
。「
素
も
ぐ
り
で
海
の
漁
も
楽

し
ん
で
い
ま
す
」
い
つ
も
思
う
こ
と
で
す

が
、
こ
の
恵
ま
れ
た
自
然
を
い
つ
ま
で
も

守
る
為
に
も
こ
だ
わ
っ
た
環
境
に
優
し
い

農
法
を
続
け
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

山
陰
海
岸
ジ
オ
パ
ー
ク
に
認
定
さ
れ
た

美
し
い
海
岸
と
日
本
海
が
眼
下
に
せ
ま

り
、
環
境
的
に
は
と
て
も
素
晴
ら
し
い
水

田
で
米
づ
く
り
を
し
て
い
ま
す
。
誰
が
見

て
も
水
の
豊
か
な
田
園
風
景
に
見
え
ま
す

が
、
し
か
し
祖
先
よ
り
水
に
は
大
変
苦
労

を
し
て
い
ま
し
た
。
山
の
谷
水
で
の
稲
作

り
は
渇
水
期
に
は
、
非
常
に
少
な
く
な

り
、
十
分
に
田
を
潤
す
こ
と
が
出
来
ま
せ

ん
で
し
た
。
昭
和
33
年
頃
、
地
区
の
圃
場

整
備
が
完
成
す
る
と
同
時
期
に
、
周
辺
の

６
集
落
で
尾
和
用
水
の
計
画
を
立
て
、
清

流
宇
川
の
下
流
よ
り
ポ
ン
プ
に
よ
り
く

み
上
げ
、
は
る
ば
る
４
㎞
先
の
こ
の
地

ま
で
送
水
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
用
水
に

よ
り
、
今
で
は
渇
水
期
に
な
っ
て
も
水
が

安
定
し
て
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。
春
５
月
か
ら
秋
口
の
８
月
の
終
わ
り

頃
ま
で
の
４
ヶ
月
間
で
す
。
し
か
し
こ
の

あ
り
が
た
い
水
に
は
、
高
負
担
の
電
気
代

が
か
か
り
ま
す
。
１
シ
ー
ズ
ン
に
反
当
り

１
８
、０
０
０
円
で
す
。
冗
談
で
す
が
“
家

の
水
道
代
よ
り
高
く
付
く
な
あ
”
と
よ
く

「
宝
の
水
で
環
境
に
や
さ
し
い
米
づ
く
り
」

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

昨年、90万粒の播種をし、85万株を
7.5haに移植し、おかげさまで、全体平
均400gオーバーの玉ねぎが収穫でき
ました。

　私たち、「京丹後BF株式会社」は、
昨年8月1日設立いたしました。

【会社概要】

本　 社

連　 絡

営業部

連 絡

資本金

株主構成

役 員

従業員

京丹後市大宮町口大野
小字家下430

電話.0772−68−9900
Fax.0772−68−9800

福知山市土師宮町一丁目
38番地 エコビル3F

電話.0773−20−3322
Fax.0773−20−2244

1,000万円

伏見クリエイト㈱
井木商事㈱
㈱アグロ北岡
㈱近畿環境開発

代表取締役　　中垣浩二　　
取締役社長　　北岡博樹　　
取締役副社長 文　盛厚　　
取締役専務　  井木宏光　　
監査役　　　　和田和子

6名

丹後蔵(いもたん焼酎) ーからの
オーダー
　昨年、10月に丹後蔵㈱と、甘藷の原
料供給契約に調印いたしました。

「いもたん焼酎」は、当初青果で扱われな
い原料を使用し、焼酎造りを始めたそう
ですが、近年は生産者の減少・生産量減
で、困っておられました。
　一般企業参入者として地元貢献も果
たしたく、ＪＡ京都の組合員資格も取得
し「京かんしょ」の栽培に着手しました。
原料の安定供給はもとより、青果の販売
拡大を目指して丹後国営開発農地で取
り組んでいます。

山 林 の 未 利 用 材 を 活 用 し、乾 燥 棚 を
1,000枚作りました。収納約30トン

収穫した玉ねぎを、作業場に運び込み、
延144名のシルバー人材センターにお
世話になり、サイズ仕訳と出荷加工を行
いました。

玉ねぎの収穫風景

丹後姫です～

京丹後野菜のブランド化を目指して！ 小松菜の栽培 京丹後ＢＦのマスコット「たんご姫」

京丹後市で
起業しました。

京丹後ＢＦ株式会社

チップ材を利用した
循環型農業を目指して
私たちは、土作りから
始めました！

永
美
　
安
幸 

委
員
（
丹
後
町
尾
和
）
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鳥
獣
害
が
常
態
化
し
て
い
る
昨
今
、何
故
こ
ん
な
こ
と
に

な
っ
た
の
で
し
ょ
う
？

　
山
野
の
荒
廃
に
よ
り
鳥
獣
の
住
処
が
集
落
に
近
づ
い
た

こ
と
、狩
猟
者
の
減
少
に
伴
う
鳥
獣
の
増
加
な
ど
が
一
般
的

な
原
因
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
鳥
獣
の
目
線
で
見
る
と
ど
う
で
し
ょ
う
。身
を
隠
せ
る
茂

み
が
お
い
し
い
農
作
物
の
す
ぐ
そ
ば
ま
で
存
在
し
、山
へ
帰

る
必
要
が
な
く
な
っ
た
。天
敵
で
あ
る
狩
猟
者
と
遭
遇
す
る

機
会
が
減
り
、安
心
し
て
お
い
し
い
農
作
物
を
食
べ
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

　
鳥
獣
を
捕
獲
し
数
を
減
ら
す
取
り
組
み
も
大
切
で
す
が
、

知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
鳥
獣
の
餌
場
と
な
る
環
境
を
作

り
出
し
て
い
な
い
か
今
一
度
私
た
ち
の
周
り
を
見
渡
し
て

み
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
作
物
が
被
害
を
受
け
れ
ば
栽
培
者
は
怒
り
心
頭
で
す
が
、

規
格
外
品
や
野
菜
ク
ズ
を
放
置
し
た
も
の
を
食
べ
ら
れ
て

も
あ
ま
り
怒
り
ま
せ
ん
ね
。野
菜
ク
ズ
、残
飯
な
ど
を
肥
料

に
な
る
か
ら
と
畑
に
放
置
す
る
こ
と
も
同
じ
こ
と
で
す
。獣

に
餌
付
け
し
て
い
る
よ
う
な
状
態
に
な
り
、こ
れ
ら
の
事
も

獣
害
発
生
の
一
因
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
畑
を
柵
で
囲
う
こ
と
も
重
要
で
す
が
、田
畑
の
す
ぐ
隣
が

「
草
木
が
生
い
茂
っ
た
藪
」と
い
っ
た
場
合
が
多
い
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
ま
す
。大
変
な
こ
と
で
す
が
藪
を
刈
り
払
い
、

田
畑
と
の
間
に
緩
衝
帯

を
設
け
た
い
も
の
で
す
。

　
鳥
獣
か
ら
見
て
、「
人

間
は
怖
い
ぞ
、捕
ま
る
か

も
し
れ
な
い
、隠
れ
る
所

が
な
い
ぞ
、柵
が
あ
っ
て

近
づ
き
に
く
い
ぞ
、エ
サ

な
ん
て
食
べ
ら
れ
な
い
」

と
い
う
状
況
を
作
る
こ

と
も
大
切
だ
と
考
え
ま

す
。

京
丹
後
市
農
業
委
員
会
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「
新し
ん
ほ
う
ろ

芳
露
メ
ロ
ン
」

　

的
場
農
場
の
特
産
果
物
で
あ
る
、「
新

芳
露
メ
ロ
ン
」
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
メ
ロ
ン
は
昔
な
が
ら
の
メ
ロ
ン
で

す
が
、
特
徴
は
甘
い
香
り
と
、
と
ろ
け

る
よ
う
な
食
感
で
す
。
他
で
は
味
わ
え

な
い
味
で
す
。
と
自
信
を
持
っ
て
言
わ

れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
お
い
し
い
メ
ロ

ン
を
作
る
こ
と
は
大
変
な
こ
と
で
、
３

月
か
ら
８
月
ま
で
の
半
年
は
、
忙
し
す

ぎ
て
人
間
の
生
活
で
な
い
よ
う
な
毎
日

を
過
ご
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
苦
労

し
て
育
て
た
果
物
が
「
お
い
し
い
」
と

言
っ
て
い
た
だ
け
る
時
、
幸
せ
を
感
じ

ま
す
。
ま
た
、
一
生
懸
命
世
話
を
し
て

順
調
に
成
長
し
て
い
く
姿
を
見
て
い
る

の
も
楽
し
い
で
す
。

ん
ば
っ
て
ま
す
!!

自
慢
の
メ
ロ
ン

がが
ん
ば
っ
て
ま
す
!!

「
ス
ー
パ
ー
マ
ン
」

　

主
人
は「
ス
ー
パ
ー
マ
ン
」で
す
。「
ど

こ
が
ス
ー
パ
ー
マ
ン
で
す
か
」
と
尋
ね

る
と
、「
体
力
（
睡
眠
が
少
な
く
て
も

元
気
）、
責
任
感
、
弱
音
を
吐
か
な
い
」

や
さ
し
く
て
思
い
や
り
の
あ
る
人
で

す
。

　
そ
の
ス
ー
パ
ー
マ
ン
の
良
一
さ
ん
が

研
究
さ
れ
、
学
ん
だ
こ
と
を
教
え
て
も

ら
い
な
が
ら
、
手
早
く
効
率
的
に
作
業

を
進
め
る
こ
と
が
美
智
子
さ
ん
の
仕
事

で
す
。

「
後
継
者
」

　

子
供
が
で
き
る
だ
け
早
く
帰
っ
て
き

て
、
お
父
さ
ん
の
元
気
な
う
ち
に
そ
の

～“獣害対策 ”私たちにできること～

技
術
を
修
得
し
て
、
的
場
農
場
を
受
け

継
い
で
ほ
し
い
で
す
。

　

明
る
く
て
笑
顔
の
か
わ
い
い
美
智
子

さ
ん
。
熱
い
思
い
を
聞
か
せ
て
も
ら
い
、

帰
路
に
就
き
ま
し
た
。

　

帰
る
時
、「
新
芳
露
」
で
作
っ
た
ア
イ

ス
を
頂
き
ま
し
た
。
香
り
の
良
い
新
芳

露
で
し
か
で
き
な
い
そ
う
で
す
。
と
っ

て
も
お
い
し
か
っ
た
で
す
。
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

取
材
／
大
場　

耕
作 

委
員

的ま
と
ば場

　
美み

ち

こ
智
子
さ
ん 

　

（
久
美
浜
町
鹿
野
）(55)

　平成26年度から新たに農地の利用推進を図るため農地中間管理事業が始まりま
した。京都府では、公益社団法人京都府農業総合支援センターが農地中間管理機構と
して府知事の指定を受けて7月からスタートしました。この事業は、機構に貸し付け、
公募で募った借受けを希望する者の中から受け手を決定するものです。

①地域集積協力金
　対象者：京力農場プランに基づき、農地中間管理機構にまとまった農地を貸し付けた地域

　　　　　※地域とは、集落など外縁が明確な区域

　要　件：地域内の農地の一定割合以上が、各年の 12 月末時点で機構に貸し付けられていること。

②経営転換協力金
　対象者：●経営転換する農業者　●リタイアする農業者　●農地の相続人
　要　件：経営している全農地を機構に 10 年以上貸し付け、かつ、機構から受け手に貸し付けられ    
　　　　　ること。（農業振興地域内の 10a 未満の自作地や、機構が借り受けなかった自作地は除く）

③耕作者集積協力金
　対象者：受け手の耕作地の団地化に協力するため、自ら耕作する農地を提供する者
　対象となる農地：
　　　　　●機構が借り受けている農地に隣接する農地
　　　　　●公表された借受希望者の経営農地に隣接する農地
　　　　　●一連の農作業の継続に支障が生じない 2 筆以上の農地
　要　件：対象となる農地を機構に 10 年以上貸し付け、かつ、機構から受け手に貸し付けられる
　　　　　こと。

事業についての詳しい内容は、京丹後市農林水産環境部農政課（69-0410）
または京都府農地中間管理機構（075-417-6847）へお問い合わせください。

京都府農地中間管理機構が始動
　

７
月
25
日
㈮
に
的
場
美
智
子
さ
ん
を
訪
問
し
ま

し
た
。
メ
ロ
ン
・
ス
イ
カ
が
所
狭
し
と
並
ん
で
い

る
作
業
場
兼
直
売
所
で
お
話
を
聞
か
せ
て
頂
き
ま

し
た
。



農業委員会だより農業委員会だより

　6 月７日市役所峰山
庁舎で農業生産者や 6
次産業化などに取り組
んでいる経営者が参加
し、江藤拓農林水産副
大臣と意見を交わしま

した。この「車座ふるさとトーク」は地方の声を直接
聞いて国の政策に役立てる場として、全国的に行われ
ているものです。
　当日は、農業委員の米田春美委員も参加し「後継者・
新規就農者が自立しやすい制度の更なる支援」などお
願いし、他の参加者からも色々な取り組みや意見が出
され、江藤副大臣は「中山間地域を切り捨てるような
事は絶対にしない」「定住政策も伴った支援が必要だ
と思っている」等、回答を頂き、懇談が行われました。

　5 月 31 日網野町島津保育所保護者会
親子行事で古代米やコシヒカリの田植
えが行われました。当日は田植え日和
で、子供たちも大はしゃぎ！泥んこに
なりながら、田んぼ中央には緑の苗で
星形をあしらい、周りは赤米の赤い苗
を植えました。秋が楽しみですね。

　平成 21 年から網
野町岡田地区で遊休
農地を活用し再生利
用が図られた「花郷
OKADA」 で は、 平
成 25 年に観光農園
として開設され、今
年 も 色 と り ど り の
チューリップや芝桜
が咲き、多くのお客
さんで賑わっていま
した。

　丹後町宇川の国営農地で桜
の苗木生産が始まりました。
　これは、桜の名所で知られ
る世界遺産「京都醍醐寺」の
ブランドで「醍醐の不動明王
桜」と名付けられ、6 月 25
日には醍醐寺の僧侶 4 人に
より苗木へのご祈祷祭が行わ
れました。
　苗木の生産は山形県で生産
していた石井重久さん（丹後
町井谷に移住）が行い、㈱ス
ピンドル（東京都）が販売を
行います。

　
「
♪
む
か
し
む
か
し
浦
島
は
、
助
け
た
カ
メ
に
連
れ

ら
れ
て
～
♪
」
と
文
部
省
唱
歌
に
歌
わ
れ
、
昔
話
と
し

て
親
し
ま
れ
て
き
た「
浦
島
太
郎
」。
丹
後
に
は
、
こ
の

「
浦
島
」
を
神
と
し
て
祀
る
神
社
が
二
ヶ
所
あ
る
。
伊

根
町
本
庄
の「
宇
良
神
社
」
と
京
丹
後
市
網
野
町
浅
茂

川
に
存
す
る「
島
児
神
社
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

浦
島
伝
説
は
、
北
は
北
海
道
か
ら
南
は
沖
縄
ま
で
、

全
国
様
々
な
地
に
残
っ
て
い
る
。
中
で
も
有
名
な
の
が
、

木
曾
山
中
の「
寝
覚
ノ
床
」
と
香
川
県
荘
内
半
島
、
愛

知
県
武
豊
町
、
そ
し
て
丹
後
の「
伊
根
」
と「
網
野
」。

　

浦
島
伝
説
の
起
源
は
諸
説
あ
る
が
、
八
世
紀
の「
日

〜
浦
島
伝
説
〜
― 

網 

野 

町 

―
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京
丹
後
紀
行

本
書
紀
」、「
丹
後
国
風
土
記
」
が
最
も
古
く
、「
浦
島
太
郎

は
浦う
ら
の
し
ま
こ

嶋
子
」、「
竜
宮
城
は
蓬ほ
う
ら
い
さ
ん

菜
山
」、「
玉
手
箱
は
玉た
ま
く
し
げ笥（
化

粧
箱
）」
と
呼
ば
れ
、
現
在
の「
浦
島
太
郎
伝
説
」
は
、「
丹

後
国
風
土
記
」
の
逸
文
に
よ
る
も
の
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

　

一
般
的
に
知
ら
れ
る
浦
島
太
郎
は
、
カ
メ
を
助
け
た
太

郎
が
竜
宮
城
に
行
き
、
楽
し
い
日
々
を
送
る
。

　

月
日
が
た
ち
、
い
と
ま
乞
い
す
る
太
郎
に
乙
姫
は「
決
し

て
開
け
て
は
な
ら
ぬ
。」
と
玉
手
箱
を
与
え
る
。
故
郷
の
浜

に
帰
っ
た
太
郎
は
、
竜
宮
城
で
過
ご
し
て
い
る
間
に
、
地

上
で
は
何
百
年
も
の
歳
月
が
流
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
。

悲
し
み
の
あ
ま
り
玉
手
箱
を
開
け
る
と
中
か
ら
煙
が
発
生

し
、
太
郎
は
老
い
た
翁
と
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
私
た
ち
が
知
ら
な
い
ラ
ス
ト
ミ
ス
テ
リ
ー
が
あ
っ

た
！
！

　

実
は
、
太
郎
が
竜
宮
城
か
ら
帰
る
際
、
玉
手
箱
と
一
緒

に
飛
行
自
在
の
秘
術
と
長
寿
延
命
の
秘
薬
の
製
造
方
法
が

書
か
れ
て
い
る『
万
宝
神
書
』
と『
弁
財
天
像
』
を
渡
さ
れ

て
い
た
。
太
郎
は（
玉
手
箱
を
開
け
る
前
に
）『
万
宝
神
書
』

を
読
み
飛
行
自
在
の
術
を
会
得
し
、
諸
国
を
巡
る
旅
に
出

る
。
そ
し
て
、
行
き
着
い
た
の
が
、
先
ほ
ど
出
て
き
た
木

曾
の「
寝
覚
ノ
床
」。
太
郎
は
、
そ
こ
で
玉
手
箱
を
取
り
出

し
て
開
き
、
三
百
歳
の
翁
に
老
い
た
の
で
あ
る
。
太
郎
の

「
弁
財
天
像
」
を
小
社
に
納
め
、
寺
を
建
て
て
弔
っ
た
の
が

寝
覚
山
臨
川
寺
の
縁
起
で
あ
る
。

　

浦
島
伝
説
で
有
名
な
二
ヵ
所
が
、
実
は
つ
な
が
っ
て
い

た
。な
か
な
か
素
敵
な
ミ
ス
テ
リ
ー
だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
？

文
／
鴨
田　

忠
司

▲意見交換する江藤副大臣（左から 5 人目）と
　右隣が米田委員

田
植
え

桜
の
苗
木
生
産

花
郷
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ａ

▲浅茂川の水無月祭にて （平成24年７月撮影）
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大
宮
町
谷
内
　
大
同 

良
子 

さ
ん

川
溿 

明
美 

委
員

　
私
は
若
い
と
き
裏
千
家
の
門
を
叩
き
修
得
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
が
、
日
常
に
釜
を
据
え
お
茶
を
点
て
る
時
間
も
と

れ
ず
、
略
点
前
で
す
る
に
し
て
も
お
客
様
次
第
に
な
る
の
で
、

日
常
茶
飯
事
に
飲
用
す
る
煎
茶
の
美
味
し
い
点
て
方
を
修
得

し
た
い
こ
と
が
夢
で
し
た
。
幸
い
に
も
煎
茶
道
の
二
絛
流
の
お
家
元
と
連
繋
が
出
来
、
ご

指
導
を
受
け
る
こ
と
が
実
現
し
、
お
茶
を
点
て
る
事
の
精
神
に
つ
い
て
は
抹
茶
も
煎
茶
も

同
じ
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、煎
茶
を
易
く
見
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
残
念
で
す
。

　
煎
茶
道
は
二
絛
流
の
他
に
、
小
笠
原
流
、
黄
檗
売
茶
流
な
ど
の
流
派
が
あ
り
、
お
家
元

に
よ
っ
て
お
点
前
が
違
い
ま
す
。

　
○
お
茶
は
健
康
に
も
良
く
、
心
を
癒
し
て
く
れ
ま
す
。

　
○
子
供
の
時
か
ら
日
本
の
お
茶
の
美
味
し
さ
を
知
っ
て
欲
し
い
。

　
○
煎
茶
サ
ー
ク
ル
を
通
じ
て
、
日
常
親
し
ま
れ
て
い
る
煎
茶
を
よ
り
美
味
し
く
、
健
や

　
　
か
に
快
適
に
、
豊
か
な
心
を
育
む
こ
と
が
出
来
る
よ
う
な
愉
し
い
一
時
を
作
り
、
忘

　
　
れ
か
け
て
い
る
日
常
的
な
作
法
、
お
点
前
を
通
じ
て
喫
茶
の
作
法
等
々
親
し
ん
で
欲

　
　
し
い
と
思
い
ま
す
。

『
私
が
煎
茶
を
愛
し
、
煎
茶
道
を
広
め
て
い
き
た
い
夢
と
希
望
』

　
お
寺
の
周
囲
の
木
々
の
葉
の
間
か
ら
、
吹
き
抜
け
る
風
に

心
落
ち
着
か
せ
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間
を
過
ご
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　
先
生
の
お
茶
道
の
お
話
を
伺
い
な
が
ら
、
一
煎
目
に
冷
煎

と
ジ
ャ
ガ
イ
モ
で
作
っ
た
手
作
り
の
和
菓
子
を
頂
き
、
茶
器

は
お
猪
口
よ
り
少
し
大
き
い
く
ら
い
で
、
絵
柄
は
龍
柄
。
和
菓
子
を
頂
く
前
に
一
口
、
甘

さ
が
際
立
つ
煎
茶
。
和
菓
子
を
食
べ
て
か
ら
ま
た
一
口
。
今
度
は
渋
み
の
あ
る
煎
茶
に
変

化
。
同
じ
お
茶
が
ま
る
で
別
の
物
に
。

　
次
い
で
二
煎
目
、ア
ラ
レ
茶
。
器
に
ア
ラ
レ
が
パ
ラ
パ
ラ
と
入
り
煎
茶
を
注
い
だ
瞬
間
、

香
ば
し
い
香
り
が
広
が
り
ま
し
た
。

　
三
煎
目
は
桜
茶
。
桜
の
花
を
酢
漬
け
に
し
た
も
の
で
、
お
湯
を
注
ぐ
と
「
ぱ
ぁ
ー
」
と

ピ
ン
ク
の
花
び
ら
が
開
き
、
花
の
香
り
で
心
穏
や
か
に
、
何
と
も
幸
せ
な
香
味
が
口
の
中

に
広
が
り
ま
し
た
。

　
失
礼
で
し
た
が
お
年
を
お
聞
き
し
八
十
五
才
、
に
は
見
え
な
い
若
さ
。
日
々
、
お
茶
と

共
に
生
き
い
き
と
お
過
ご
し
な
の
で
す
ね
。
人
生
・
人
間
と
し
て
の
お
話
も
お
聞
き
で
き

た
数
時
間
で
し
た
。

（
二
條
流
煎
茶
道
正
師
範
　
大
同
雅
照
）

ジャガイモを使った和菓子

お茶に合う和菓子を作ってもらい
ました。

【材　料】約 17個分
　　○ジャガイモ…600g（男爵芋が良い）
　　○グラニュー糖…200g　○あん…約 270g
　　○食紅…少々

【作り方】
１. ジャガイモは皮をむき乱切りにして茹で、柔らかくなっ
　  たら湯を捨て、熱いうちに潰して裏こし器にかける。
２. 厚手の鍋に入れ滑らかになるまで練り、グラニュー糖、
　  食紅を加えて手につかなくなるまで更に練る。
３. 乾いた布巾をバットの上に広げ、その上に少しづつ広げ
　 るように置く。少し冷めたら布巾を持ってもみ混ぜる。
　  同じことを 3 回ほど繰り返し生地を滑らかにする。
４. 生地が出来上がったら、あんを包んで茶巾絞り風や、型
　  容器に入れ完成。

　昔はお客様のお膳物と言えば必ず菓子碗が付き物。
それに戦時中は物資がないので注文してもお菓子屋さ
んが作ってくれないので、型を借りてジャガイモで牡
丹の和菓子を作りました。今回、これを再現してみま
した。（大同良子さん）

煎茶


