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頑張ってます！農地利用最適化推進活動 No.７

　

中
筋
地
区
は
、
豊
岡
地
域
の
南
部
に

位
置
し
て
お
り
、
稲
作
と
合
わ
せ
豊
岡

の
野
菜
生
産
地
と
し
て
発
展
し
、
昔
は

女
性
が
荷
車
に
取
れ
た
て
の
野
菜
を
積

み
、
街
へ
売
り
に
行
く
風
景
も
見
ら
れ

ま
し
た
。

　

さ
て
、
当
地
区
の
一
番
の
利
点
は
、

平
坦
地
が
多
い
こ
と
、
水
源
の
確
保
が

充
実
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

 

歴
史
を
た
ど
れ
ば
、
円
山
川
水
系
の

土
居
井
堰
に
は
、
東
側
に
「
新
川
水

路
」
、
西
側
に
は
「
蓼
川
水
路
」
が
あ

り
、
「
新
川
水
路
」
は
、
隣
接
の
新
田

地
区
の
農
地
ま
で
水
の
供
給
を
行
っ
て

い
ま
す
。
出
石
川
の
下
を
く
ぐ
ら
せ
て

サ
イ
フ
ォ
ン
で
下
流
地
区
へ
送
る
な
ど

重
機
も
資
材
も
少
な
い
時
代
に
造

ら
れ
た
も
の
で
、
先
人
の
知
恵
と

努
力
に
頭
が
下
が
る
思
い
で
す
。

我
々
に
は
、
次
の
世
代
に
継
承
す

る
義
務
が
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
活
動
を
し
て
い
る
中
で
感
じ

た
こ
と
は
、
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
時
に
、

作
付
さ
れ
て
い
な
い
農
地
が
想
像
以
上

に
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
、
又
そ
の
事
実

を
知
ら
な
い
人
が
多
い
こ
と
で
す
。

　

今
後
、
農
業
者
の
高
齢
化
、
後
継
者

問
題
は
益
々
、
加
速
し
て
く
る
で
し
ょ

う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
当
地
域
に
お
い
て

の
農
業
従
事
者
は
、
大
規
模
農
家
と
、

近
年
各
地
域
に
お
い
て
集
落
営
農
組
合

が
発
足
さ
れ
、
農
地
の
維
持
管
理
の
面

で
明
る
い
兆
し
が
見
え
て
き
て
い
ま
す
。

 

ま
た
、「
加
陽
の
朝
市
」、「
水
辺
公
園

の
水
曜
市
」
な
ど
が
あ
り
、
幅
広
い
年

齢
層
の
方
が
、
野
菜
づ
く
り
に
取
り
組

ん
で
お
ら
れ
、
活
気
づ
い
て
い
ま
す
。

 

私
も
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
と

し
て
、
地
区
の
方
々
と
情
報
共
有
し
、

農
地
保
全
に
お
い
て
お
役
に
立
つ
よ
う

努
力
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。　
　

（
推
進
委
員　

池
畑 

一
己
）

　

三
方
地
区
は
、
豊
岡
市
の
南
西
部
に

位
置
し
、
地
区
内
は
十
六
集
落
あ
り
ま

す
。
農
地
は
、
平
坦
部
と
四
つ
の
谷
に

沿
っ
た
中
山
間
部
に
約
三
百
㌶
程
あ
り

ま
す
。

　

知
見
営
農
組
合
で
は
、
地
区
内
だ
け

で
な
く
、
担
い
手
の
少
な
い
隣
接
集
落

の
農
地
も
耕
作
さ
れ
て
お
り
、
委
託
さ

れ
た
集
落
も
、
畦
畔
の
草
刈
等
を
手
伝

う
「
応
援
隊
」
を
結
成
さ
れ
、
相
互
協

力
し
、
農
地
保
全
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

別
の
集
落
で
は
、
農
家
・
非
農
家
に

関
係
な
く
、
農
業
用
施
設
や
農
道
の
補

修
・
維
持
管
理
に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ

ま
す
。

　

し
か
し
、
一
方
で
は
営
農
組
織
会
員

の
高
齢
化
、
農
機
具
の
維
持
管
理
費
の

負
担
増
、
採
算
が
合
わ
な
い
等
の
理
由

で
、
組
織
の
存
続
が
難
し
い
と
こ
ろ
、

補
助
事
業
を
受
け
て
い
て
も
、
事
務
処

理
が
負
担
と
な
り
、
事
業
継
続
が
困
難

に
な
り
、
結
果
、
農
地
の
維
持
管
理
が

で
き
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

　

昨
年
、
『
み
か
た
デ
ザ
イ
ン
会
議
』

が
設
置
さ
れ
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
会
長
を

中
心
に
約
一
〇
名
の
委
員
で
、
地
域
課

題
の
解
決
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

　

農
業
分
野
で
も
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施

し
、
結
果
を
も
と
に
意
見
交
換
を
行
う

予
定
で
す
。

　

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
で
発
見
さ
れ
た
遊

休
農
地
に
つ
い
て
は
、
農
業
委
員
と
協

力
し
、
２
つ
の
取
組
み
を
し
て
い
ま
す
。

　

一
つ
目
は
、
地
元
の
「
た
ま
ゆ
り
の

会
」
か
ら
依
頼
を
受
け
た
、「
ソ
ラ
マ

メ
栽
培
」、
二
つ
目
は
、
今
年
か
ら
、

地
元
の
小
学
校
に
も
呼
び
か
け
、
植
付

け
か
ら
加
工
ま
で
取
組
む
計
画
が
あ
る
、

「
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
栽
培
」
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
取
組
み
は
、
遊
休
農
地
の

解
消
の
み
な
ら
ず
、
特
産
品
を
模
索
す

る
き
っ
か
け
と
な
り
、
地
域
の
活
性
化

に
繋
が
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
、
農
家
・
地
域
の
皆
さ
ん
と

と
も
に
、
地
域
農
業
・
農
地
を
守
っ
て

い
け
る
よ
う
に
努
力
し
て
い
き
ま
す
の

で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
（
推
進
委
員　

水
嶋 

明
彦
）

中
筋
地
区

（
豊
岡
地
域
）

三
方
地
区

（
日
高
地
域
）

農地パトロールの様子

立派に実ったヒョウタン

池畑推進委員
中筋地区

水嶋推進委員
三方地区

宮口農業委員
三方地区

西沢農業委員
中筋・八条・豊岡地区



5 とよおか農業委員会だより　2020.3.25

伝統農産物・特産農産物の紹介 Part6
昔から農家や地域で大切に守られてきた多くの伝統農産物や特産農産物等を皆さんに知ってもらい地域農業
の振興に役立ててもらうため、平成28年度にマップを作成しました。（Ｎｏ．３６農委だより）特集で農産物等を紹
介していきたいと思います。今回は“三原の干し大根”と“八代の原木シイタケ”です。

　

ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
の
発
着
場
に
な
っ

て
い
る
旧
三
原
小
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド

を
舗
装
し
て
ほ
し
い
、
と
い
う
区
民

の
声
が
き
っ
か
け
で
し
た
。
兵
庫
県

の
『
が
ん
ば
る
地
域
』
応
援
事
業
に

応
募
し
、
舗
装
に
加
え
、
雨
漏
り
し

て
お
り
、
活
用
が
進
ん
で
い
な
か
っ

た
旧
小
学
校
校
舎
（
サ
ン
ト
ピ
ア
あ

す
な
ろ
）
の
改
修
が
進
め
ら
れ
る
こ

と
と
な
り
、
本
事
業
の
活
用
の
中
で
、

特
産
品
の
開
発
も
位
置
付
け
ら
れ
ま

し
た
。

　

そ
の
一
つ
に
と
考
え
て
い
る
の
が

「
干
し
大
根
」
で
す
。

　

雪
深
い
山
奥
に
位
置
す
る
三
原
区

で
は
、
か
つ
て
、「
干
し
筍
」、「
ぜ

ん
ま
い
」
と
と
も
に
貴
重
な
保
存
食

と
し
て
「
干
し
大
根
」
が
、
ど
の
家

庭
で
も
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

技
術
の
向
上
や
交
通
網
の
整
備
に

よ
り
、
保
存
食
は
す
た
れ
、
現
在
は

懐
か
し
の
食
材
と
な
っ
て
き
て
い
ま

す
。

　

特
産
品
の
開
発
に
あ
た
っ
て
、
比

較
的
流
通
の
少
な
い
「
割
り
干
し
大

根
」
を
作
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

作
り
方
は
、

　

①
大
根
を
縦
に
八
等
分
位
に
切
る
。

　

②
①
の
大
根
に
紐
を
通
す
。

　

③
風
通
し
の
良
い
箇
所
で
つ
る
す

で
す
。

　

一
度
に
大
量
に
干
す
場
所
が
必
要

と
な
る
た
め
、
旧
校
舎
の
二
階
の
窓

を
開
け
て
干
し
て
い
ま
す
。

　

初
め
は
う
ま
く
い
か
ず
、
黒
く
見

栄
え
の
良
く
な
い
も
の
も
あ
り
ま
し

た
。

　

現
在
は
、「
た
こ
さ
ん
の
干
し
大
根
」

と
名
付
け
、
地
域
の
行
事
で
販
売
し

た
り
、
体
験
交
流
活
動
で
の
昼
食
時

に
お
も
て
な
し
の
一
品
と
し
て
い
ま

す
。

　

こ
れ
か
ら
も
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
、

い
い
も
の
を
作
っ
て
欲
し
い
と
思
い

ま
す
。（農

業
委
員　

加
悦　

富
美
恵
）

三
原
の
干
し
大
根

　

日
高
町
八
代
に
お
住
い
の
小
林
和

嗣
さ
ん
は
昭
和
四
十
四
年
に
シ
イ
タ

ケ
栽
培
を
始
め
ら
れ
、
現
在
ま
で
五

十
年
間
奥
さ
ん
と
二
人
で
シ
イ
タ
ケ

栽
培
一
筋
に
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
ま

し
た
。

　

始
め
た
頃
は
、
日
高
の
特
産
品
と

し
て
一
〇
数
戸
の
生
産
者
が
頑
張
っ

て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
高
齢
化
に
よ

り
ほ
と
ん
ど
の
農
家
が
辞
め
ら
れ
ま

し
た
。
現
在
の
生
産
者
は
小
林
さ
ん

一
人
と
な
っ
て
し
ま
わ
れ
ま
し
た
。

　

少
し
生
産
規
模
を
縮
小
さ
れ
ま
し

た
が
、
そ
れ
で
も
九
〇
〇
〇
本
を
管

理
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

植
菌
し
た
原
木
も
四
年
経
つ
と
シ

イ
タ
ケ
が
出
ま
せ
ん
。
毎
年
新
し
く

山
か
ら
二
〇
〇
〇
本
分
の
原
木
を
切

り
出
し
て
、
一
本
ず
つ
植
菌
し
、
そ

れ
を
山
に
運
ん
で
並
べ
る
ま
で
の
ほ

と
ん
ど
を
手
作
業
で
行
う
た
め
大
変

な
重
労
働
で
す
。

　

春
と
秋
が
収
穫
の
メ
イ
ン
で
、
特

に
春
の
収
穫
が
一
番
多
く
、
ピ
ー
ク

時
に
は
毎
日
大
変
な
作
業
で
す
。

　

栽
培
で
一
番
気
を
遣
う
の
は
、
シ

イ
タ
ケ
を
乾
燥
す
る
時
で
、
上
質
な

シ
イ
タ
ケ
に
仕
上
が
る
ま
で
目
が
離

せ
な
い
と
の
こ
と
。

　

今
年
の
冬
は
雪
も
な
く
植
菌
作
業

が
捗
り
有
難
い
が
、
冬
に
し
っ
か
り

雪
が
降
ら
な
い
と
、
春
シ
イ
タ
ケ
の

発
生
が
落
ち
込
み
、
減
収
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。

　

自
然
に
左
右
さ
れ
な
が
ら
、
ま
た

自
然
の
恩
恵
を
受
け
な
が
ら
五
十
年

続
け
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
も
夫
婦
二
人
で
身
体
の

続
く
限
り
、
シ
イ
タ
ケ
を
作
り
続
け

て
く
だ
さ
い
。

（
農
業
委
員　

田
中　

直
喜
）

八
代
の
原
木
シ
イ
タ
ケ

原木シイタケ

山に並べられたシイタケの原木

三原の「干し大根」

旧校舎の2階に干された大根

か
ず

つ
ぐ


