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港
認
定
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ど
も
園
　
さ
つ
ま
い
も
苗
の
植
え
付
け
体
験
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豊
岡
地
域
の
三
江
地
区
は
豊
岡
市

の
東
部
に
位
置
し
、
10
の
行
政
区
で

構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
農
地
の
面
積

は
、
お
お
よ
そ
1
6
1
ヘ
ク
タ
ー
ル

あ
り
、
多
く
の
住
宅
や
団
地
な
ど
も
立

地
す
る
一
方
で
、
水
田
や
鎌
谷
川
、
六

方
川
と
い
っ
た
円
山
川
に
注
ぐ
自
然

豊
か
な
景
観
の
残
る
地
域
で
あ
り
ま

す
。
ま
た
、旧
郷
名
で
あ
る
「
三
江
郷
」

の
名
を
今
に
引
き
継
い
で
い
ま
す
。

　

三
江
地
区
で
は
、
コ
ウ
ノ
ト
リ
の
郷

公
園
の
建
設
を
機
に
コ
ウ
ノ
ト
リ
と

共
生
で
き
る
環
境
づ
く
り
が
地
域
を

挙
げ
て
取
り
組
ま
れ
、
農
業
で
は
環
境

保
全
型
の
水
稲
づ
く
り
、
ア
イ
ガ
モ
農

法
、
冬
季
湛
水
な
ど

多
様
な
生
き
物
を
育

む
水
田
づ
く
り
の
さ

き
が
け
と
し
て
取
り

組
み
が
な
さ
れ
て
き

ま
し
た
。

　

し
か
し
近
年
、
水

稲
の
作
付
は
な
く
と

も
保
全
管
理
ま
で
は
な
さ
れ
て

い
た
水
田
に
少
し
ず
つ
遊
休
農

地
が
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　

一
部
に
耕
作
者
の
変
更
な
く
農
地

の
所
有
者
が
地
域
を
離
れ
た
り
、
農
道

整
備
や
水
利
の
維
持
管
理
へ
の
負
担
、

農
機
具
へ
の
投
資
、
有
害
鳥
獣
へ
の
対

応
、
耕
作
者
の
高
齢
化
、
担
い
手
の
不

足
な
ど
の
事
由
に
よ
り
農
地
の
遊
休

化
が
発
生
し
つ
つ
あ
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

　

確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
所
有
者
等
に

今
後
の
利
用
を
聞
き
取
り
、
そ
の
意
向

を
勘
案
し
た
利
用
調
整
を
行
う
こ
と

に
な
り
ま
す
が
、
条
件
の
良
い
農
地
で

な
け
れ
ば
利
用
調
整
が
難
し
く
な
っ

て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
中
で
期
待
す
る
の
が
、

集
落
や
地
域
を
超
え
た
広
域
的
な
農

業
の
取
り
組
み
や
個
人
・
法
人
を
問
わ

な
い
新
規
就
農
者
の
参
画
で
す
。

　

こ
れ
は
、
三
江
地
区
だ
け
の
問
題
で

は
な
く
豊
岡
市
全
域
に
共
通
の
課
題

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ま
で
農

地
を
守
っ
て
き
た
先
人
や
次
の
世
代

の
人
た
ち
に
対
し
、
農
地
を
保
全
し
て

い
く
こ
と
は
今
の
私
た
ち
の
責
任
の

ひ
と
つ
で
あ
る
と
思
う
と
こ
ろ
で
す
。

（
推
進
委
員　

河
本　

嘉
一
）

　

清
滝
地
区
は
、
豊
岡
市
の
南
西
部
、

神
鍋
山
と
大
岡
山
の
南
麓
に
位
置
し
、

稲
葉
川
と
太
田
川
・
大
岡
川
と
の
流

域
沿
い
に
、
７
行
政
区
の
４
３
０
世

帯
余
り
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
地

形
上
の
特
徴
と
し
て
は
、
南
端
の
十

戸
区
か
ら
北
端
の
太
田
区
ま
で
、
直

線
約
５
㎞
で
、
標
高
差
２
５
０
ｍ
の

典
型
的
な
中
山
間
地
域
で
す
。
圃
場

面
積
は
全
体
で
約
２
０
０
ヘ
ク
タ
ー

ル
の
規
模
で
す
。
居
住
区
近
く
の
耕

地
整
理
さ
れ
た
広
い
圃
場
で
構
成
さ

れ
た
農
地
と
居
住
地
か
ら
離
れ
た
狭

く
昔
な
が
ら
の
棚
田
で
構
成
さ
れ
た

農
地
が
あ
り
、
遊
休
農
地
８
・
４
ヘ

ク
タ
ー
ル
の
ほ
と
ん
ど
が
後
者
に
存

在
し
、
こ
れ
が
地
区
の
大
き
な
課
題

で
す
。

　

農
産
物
の
特
色
は
、「
桜
・
清
流

の
郷　

き
よ
た
き
」
ら
し
く
、
豊
か

で
き
れ
い
な
水
と
高
原
で
の
、
米

と
野
菜
・
果
実
づ
く
り
で
す
。
米
は
、

「
神
鍋
米
」
ブ
ラ
ン
ド
が
多
く
、
良

質
で
美
味
し
い
米
づ
く
り
に
こ

だ
わ
り
、
Ｊ
Ａ
た
じ
ま
扱
い
の
一

般
の
こ
し
ひ
か
り
一
等
米
比
率

45
％
に
対
し
、「
神
鍋
米
」
は
、
令

和
2
年
実
績
86
％
で
す
。
高
原
野

菜
・
果
実
と
し
て
、
キ
ャ
ベ
ツ
・
ス

イ
カ
・
リ
ン
ゴ
を
多
く
出
荷
し
て
い

ま
す
。
規
模
は
小
さ
い
が
特
徴
的
な

の
が
、
わ
さ
び
で
す
。「
十
戸
の
清

水
」
は
、
約
13
℃
の
湧
き
水
が
、
毎

秒
約
７
０
０
㍑
湧
き
出
し
、
養
鱒
・

わ
さ
び
栽
培
・
米
作
り
に
利
用
さ
れ

ま
す
。こ
の
環
境
を
生
か
し
、33
ア
ー

ル
の
「
日
本
一
海
抜
の
低
い
わ
さ
び

田
」
で
、
60
年
間
わ
さ
び
栽
培
が
継

承
さ
れ
、
美
味
し
い
と
評
判
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
大
切
な
地
域
の
農
地

を
守
る
べ
く
、
各
区
な
り
の
施
策
を

打
ち
な
が
ら
農
地
保
全
さ
れ
て
い
ま

す
。
地
区
の
農
会
長
会
を
は
じ
め
、

区
長
会
・
農
地
所
有
者
と
協
力
し
、

遊
休
農
地
解
消
と
地
区
の
豊
か
な
自

然
環
境
を
守
っ
て
参
り
ま
す
。

（
推
進
委
員　

西
口　

覚
）

頑張ってます！農地利用最適化推進活動　No.10

河本推進委員
三江地区

西口推進委員
清滝地区

中島農業委員
清滝地区

庄境地区の水田

「十戸の清水」による
養鱒

特産農産物の紹介
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特産農産物の紹介
昔から農家や地域で大切に守られてきた多くの特産農産物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、この特集を行っています。今回は“アイガモ米”と“ブルーベリー”です。
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「
コ
ウ
ノ
ト
リ
と
共
に
育
つ
農
業
」

「
環
境
に
や
さ
し
い
農
法
」
と
し
て
合

鴨
農
法
に
取
り
組
ん
で
25
年
目
を
迎

え
ま
し
た
。

　

田
植
え
後
、
1
、
2
週
間
も
す
る

と
田
ん
ぼ
の
中
は
ミ
ジ
ン
コ
、
ホ
ウ

ネ
ン
エ
ビ
、
貝
エ
ビ
、
カ
ブ
ト
エ
ビ

な
ど
が
大
発
生
し
賑
や
か
に
な
り
ま

す
。
そ
の
後
、
ア
イ
ガ
モ
の
雛
を
田

ん
ぼ
に
10
ア
ー
ル
に
15
羽
か
ら
20
羽

放
ち
、
雑
草
、
水
生
生
物
、
害
虫
、

餌
の
く
ず
米
を
食
べ
て
育
ち
ま
す
。

　

ア
イ
ガ
モ
の
フ
ン
は
稲
の
養
分
と

な
り
、
ア
イ
ガ

モ
と
稲
は
一
緒

に
大
き
く
な
り

ま
す
。
雑
草
も

害
虫
も
大
切
な

資
源
と
な
る
の

で
す
。

　

今
の
稲
作
は
、

機
械
に
頼
り
、

栽
培
管
理
を
人

力
に
頼
り
複
雑

で
多
く
の
労
働

力
が
必
要
で
す
。

　

合
鴨
農
法
は
、

畜
産
と
稲
作
と

い
う
多
様
性
と
、

い
っ
さ
い
ア
イ
ガ
モ
に
任
せ
る
省
力

化
を
兼
備
さ
せ
た
技
術
体
系
で
す
。

ま
た
、「
育
っ
た
ア
イ
ガ
モ
を
食
べ
る

な
ん
て
」
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
す

が
、
生
き
て
い
る
も
の
は
生
き
て
い

る
も
の
を
食
べ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
私
た
ち
も
こ
の
命
の
連
鎖
の
中

で
生
き
て
い
ま
す
。

　

問
題
は
、
日
ご
ろ
食
べ
て
い
る
物
を

か
わ
い
そ
う
と
思
わ
な
い
、
市
場
経

済
、大
量
消
費
、分
業
社
会
の
中
で
「
命

の
連
鎖
」
が
認
識
で
き
な
く
な
っ
て

き
た
こ
と
で
す
。

　

合
鴨
農
法
の
課
題
は
合
鴨
農
法
者
の

高
齢
化
、
労
働
力
の
い
る
網
張
作
業

が
若
い
人
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い

と
こ
ろ
で
す
。

　

放
し
飼
い
の
た
め
鳥
獣
害
被
害
は

拡
大
し
、
特
に
カ
ラ
ス
、
タ
カ
の
被

害
が
多
く
、
い
ろ
い
ろ
な
テ
グ
ス
が

防
鳥
に
効
く
と
試
し
ま
し
た
が
、
解

決
に
は
至
ら
ず
、
最
終
的
に
、
防
鳥

網
に
た
ど
り
着
き
ま
し
た
。

　

沢
山
の
手
間
と
労
力
が
か
か
る
農

法
で
す
が
、
田
ん
ぼ
か
ら
い
た
だ
く

自
然
情
報
は
、
未
整
理
の
情
報
で
、

目
や
耳
だ
け
で
は
な
く
か
ら
だ
全
体

で
受
け
る
情
報
が
多
い
で
す
。
だ
か

ら
農
業
は
面
白
い
ん
で
す
。

　

田
ん
ぼ
は
宝
物
（
田
か
ら
物
）
で
す
。

（
農
業
委
員　

宮
岡　

正
則
）

　

出
石
町
片
間
ふ
れ
あ
い
農
園

は
、
ラ
ベ
ン
ダ
ー
と
小
果
樹
（
ブ

ル
ー
ベ
リ
ー
、
ユ
ス
ラ
ウ
メ
、
ヤ

マ
モ
モ
等
）
の
観
光
農
園
と
し
て
、

平
成
5
年
に
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。

当
初
は
、
ラ
ベ
ン
ダ
ー
を
中
心
に

地
区
ぐ
る
み
で
イ
ベ
ン
ト
を
行
い
、

多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
土
地
に
合
わ
な
か
っ
た

の
か
、
ラ
ベ
ン
ダ
ー
は
病
気
で
枯

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
小

果
樹
の
中
か
ら
、
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー

を
主
力
に
農
園
を
運
営
す
る
こ
と

に
な
り
、
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
の
品
種
は
、
ラ

ビ
ッ
ト
ア
イ
系
が
収
穫
期
は
や
や

遅
く
な
る
も
の
の
作
り
や
す
い
の

で
、
主
力
品
種
に
な
っ
て
い
ま
す
。

現
在
約
7
0
0
本
が
植
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
オ
ー
プ
ン
し
て
約
28

年
経
過
し
ま
す
が
、
コ
ロ
ナ
禍
で

厳
し
い
面
も
あ
る
も
の
の
、
何
と

か
農
園
を
維
持
す
る
程
度
の
売
り

上
げ
を
保
っ
て
い
ま
す
。
現
在
の

商
品
は
ジ
ャ
ム
、ソ
ー
ス
、ピ
ュ
ー

レ
が
主
で
す
が
、
う
ど
ん
、
そ
ば

の
委
託
加
工
も
し
て
い
ま
す
。
生

の
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
も
あ
り
ま
す
。

　

ひ
ょ
う
ご
安
心
ブ
ラ
ン
ド
、

ひ
ょ
う
ご
認
証
食
品
、
コ
ウ
ノ
ト

リ
の
舞
の
認
証
を
受
け
、
た
じ
ま

ん
ま
、
コ
ウ
ノ
ト
リ
本
舗
、
出
石

観
光
セ
ン
タ
ー
、
神
鍋
道
の
駅
等

で
販
売
し
て
い
ま
す
。
希
望
が
あ

れ
ば
も
ぎ
取
り
も
で
き
ま
す
が
、

事
前
に
予
約
が
必
要
で
す
。

　

代
表
の
中
嶋
さ
ん
に
よ
り
ま

す
と
、
農
園
は
傾
斜
地
で
、
獣

害
も
あ
り
、
7
人
い
る
メ
ン
バ
ー

も
管
理
が
大
変
で
、
高
齢
化
対

策
と
担
い
手
の
確
保
が
課
題
と
の

こ
と
で
す
。
し
か
し
加
工
し
た
商

品
は
、
ブ
ラ
ン
ド
品
と
し
て
売
れ

ま
す
。
安
定
し
た
生
産
が
確
保
で

き
れ
ば
十
分
採
算
は
取
れ
る
の
で
、

頑
張
っ
て
続
け
た
い
と
言
わ
れ
て

い
ま
し
た
。

（
農
業
委
員　

大
原　

博
幸
）

ア
イ
ガ
モ
米
　
　

池
上
合
鴨
農
園
　
合
鴨
農
法
代
表 

池
上
敏
紀
さ
ん
（
豊
岡
市
下
宮
）

ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
　
　

片
間
ふ
れ
あ
い
農
園 

（
出
石
町
片
間
）

田んぼに放たれたアイガモ 大阪からやってきたアイガモの雛

ブルーベリーの実 生育は順調です
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きばっとんなる人らぁ○45 このコーナーでは、
地域で頑張るみなさんを紹介します。

親子で認定農業者 
農業に夢を持って

（水稲・野菜栽培）
田中 政明さん（７１歳）、
田中 吉章さん（４２歳）（日高町栃本）
　田中さん親子は揃って認定農業者で、
現在は、“日高農園たなか”を息子さん
が代表として経営されています。
　農業を始められたのは、会社員をして
いた４０才の時に足を痛めたのがきっか
けとなったそうです。当初５ヘクタール
から始まり現在は１６ヘクタールを作付
されていてトラクター、田植え機、コン
バイン、乾燥機等も大小複数台所有され
ています。春、秋の農繁期にはパートさ
んをお願いし、農閑期には西瓜、葡萄を
作付されているそうです。
　今後の課題と悩みは、田圃の面積が小
さいため中々水が来ない、作付地域が
バラバラでまとまらないので手がかかる、
農薬や肥料代が高いこと、もっと作付面
積を増やしたいが待っていても中々増や
せないこと、コロナ禍の中で米の価格が
下がり先が見えないこと等、色々不安要
素は多くありますが親子で頑張っていき
ますとのことです。
　農業へのこだわりは、有機肥料を使用
していることですが、今後も単価を下げ
る努力を続け、ブランド米を目指して精
進していきたいと今後の抱負を語ってお
られました。今後も夢をもって頑張って
ください。　　（農業委員　平野　　薫）

豊岡農業スクール
卒業生

藤原 大樹さん（竹野町二連原）
　竹野南地区にお住いの藤原大樹さんは、
大阪で歯科技工士をしていたものの、諸
事情により平成３１年３月にUターンし、
農業スクールを経て農業を始めた期待の
若手就農者です。春から秋にかけては父
親の水稲栽培を手伝いながらキャベツ・
ピーマンを栽培し、冬場には椎茸栽培を
行っておられます。ピーマン栽培につい
てはJ Aのピーマン部会に所属して経験
豊かな栽培農家に指導を仰ぎ、椎茸につ
いても栽培農家に実習に行くなど、栽培
方法の習得を積極的に行って農業に取組
む姿勢は、地元農業の将来を担える人材
として周囲の期待も大きい若者です。
　Uターン直前には待望の長女が誕生し、
その後、長男にも恵まれて家族４人の大
黒柱として毎日野菜作りに励んでおられ
ます。
　今年は春からキャベツ２千本・ピーマ
ン９百本を栽培し、秋には菌床椎茸を
１千床程度栽培する予定だそうです。 
　最後に今後の目標などを伺ったところ、

「今後は農業従事者の高齢化により耕作
困難となる圃場の増加が予想されるた
め、稲作への取り組みも考えている。」と、
非常に頼もしい言葉を聞くことができま
した。　　　　（農業委員　瀧下　康徳）

田中さん親子

頼もしい若手農業者です
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「珍しいもので特徴ある農業を目指したい」
　武田さんは出石町寺坂で両親と住んでいます。学校を卒業後、約
二十年間京都で野外活動センターや飲食店等で働いていました。いつ
かは豊岡に帰ろうと考えていましたが、市役所と相談した結果、地域
おこし協力隊という制度があることを知り応募しました。地域おこし
協力隊はＩターン、Ｕターン等地域外の人材により、地域協力活動を
行ってもらい、定住・定着をすることで、地域での生活や社会に貢献
していくことを目的にしています。令和二年度は農業関係でも多数の
応募があり、三人が活動されています。地域おこし協力隊員が一堂に
会する交流会もあり、各隊員が情報交換されています。　
　武田さんは現在グリーンいずしで活動していますが、今後一般社団
法人但馬地域経済活性化機構を構成している(株)Teams、中谷農事組
合法人、(株)夢大地、(有)あしたで、農業技術の習得をめざして活動
する予定です。三年間（2023年まで）の活動が終了したら、自宅のあ
る出石町寺坂を中心に農業経営を始めたいと考えています。稲作や野
菜作りに関心があり、どんな農業をやるのか、京都で働いていた経験
を活かし、珍しいもので、特徴のある農業を地域おこし協力隊の活動
を通じて考えたいそうです。今後は、地域の担い手として、農業のみ
ならず幅広い分野での活躍を期待します。

（農業委員　大原　博幸）

地域おこし協力隊　
武田 旭 さん 35歳 男性 （出石町寺坂）　
●協力隊任期　
2020年11月1日～2023年10月30日
●プロフィール　
京都市からUターン。実家が所有する約
50アールの農地を中心に独立自営の新規
就農を目指す。野菜栽培にも関心あり。

新規就農者の紹介

農林水産省との意見交換を実施　〜みどりの食料システム戦略について〜

　農林水産業を取り巻く様々な課題の中、地域の将来も見据えた持続可能な食料供給システムの構築が急務と
なっています。国内の食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現させるため、国
では「みどりの食料システム戦略」の検討が進められています。その中で農山漁村発の取り組みの事例として、
豊岡市のコウノトリと共生する地域づくり【農山漁村×生物多様性】が取り上げられています。4月８日に農林
水産省と豊岡会場をオンラインで繋ぎ実施された意見交換会では、ひぼこの大地を守る会 吉田準一会長ととも
に、農業委員会　大原博幸会長が参加し、市の取り組みについて活発な議論を行いました。
　環境と調和した食料生産、農産物のブランド化と観光業等との結びつけなど、持続的な地域の産業基盤の構
築に向け、今後の取り組みが期待されます。

オンラインでの意見交換の様子

豊岡市発の事例を紹介しました

ご不用の古米、くず米を無料引受いたします。
米粉にして牛の飼料として活用しています。
牧場では持続可能で自然と調和した畜産を目指しています。
　※カビや虫がついたものは不可となります。
　詳しくは下記へ問い合わせください。　　

電話　0796-29-0808 担当 わただ
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節税対策しながら年金積立！
老後の備えは
国民年金+農業者年金

老後生活への
備えは

十分ですか？

支払った保険料は
全額社会保険料控除の対象！

ポイント

1

農業経営の状況に応じて
保険料を増額し、節税額をアップ！

ポイント

3

運用益は非課税！
ポイント

2

国民年金
第1号
被保険者
国民年金保険料

納付免除者を除く

年間60日以上
農業に従事 60歳未満

加入条件

農業者年金 へは…

の方ならどなたでも加入できます。

詳しい内容のお問合せは…　お近くの農業委員会・JAへ！！

おかげさまで
10周年
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元気！本気！根気！三拍子揃って農地守るんジャー(^^)/

あなたの地域・地区を担当する
・ 　　　　　　　　　　　を紹介します。農業委員 農地利用最適化推進委員

地域名 担当地区名
農業委員 農地利用最適化推進委員

氏　名 住　所 氏　名 住　所

豊岡

八条・豊岡地区
西沢　泰裕 八社宮

中田　正夫 上佐野

中筋地区 池畑　一己 加陽

三江地区 河本　嘉一 六地蔵

田鶴野地区 村田　憲夫 野上 西　登己夫 船町

五荘地区
森田　　強 上陰

原田　益男 栃江

奈佐地区 石原　章二 内町

新田地区 栗原　安信
三宅

松岡　正人 河谷

神美地区 平峰　英子 松岡　秀明 上鉢山

港地区 高尾　利美 気比 絹本　　實 気比

城崎 全地区 石橋　重利 城崎町来日 岩本　照雄 城崎町上山

竹野
竹野南地区

瀧下　康徳 竹野町小城
井垣　和芳 竹野町小丸

中竹野・竹野地区 山根　秀次 竹野町羽入

日高

国府地区
平野　　薫 日高町中

三木　耕作 日高町池上

八代地区 中村　勝美 日高町八代

日高地区 宮岡　正則 日高町浅倉 安岡　平夫 日高町久田谷

三方地区 和田　敏明 日高町庄境 柴田　公男 日高町栗山

清滝地区 中島　　覚 日高町石井 西口　　覚 日高町頃垣

西気地区 原　　清美 日高町万劫 和藤　達也 日高町栗栖野

出石

弘道・福住・寺坂地区
井谷　勝彦 出石町桐野

川見　正康 出石町上野

菅谷・室見台地区 杉本　武己 出石町細見

小坂地区 大原　博幸 出石町田多地 川﨑　重雄 出石町三木

小野地区 仲川　弘之 出石町上村 中務　喜紹 出石町口小野

但東

資母地区
大谷　　均 但東町畑

松本　雅浩 但東町口藤

合橋地区 千原　武敏 但東町西谷

高橋地区 上坂　　定 但東町平田 桑田　　均 但東町平田
◆女性活躍担当（女性農業者相談窓口等）…　原　清美 農業委員、平峰　英子 農業委員

〇「現況が農地」または「登記地目が農地」の転用・売買等には、農業委員会や県知事の許可が必要です。
　ご相談は農業委員まで。
〇農地や農業、新規就農などのご相談は、地区の農地利用最適化推進委員まで。

≪問合せ≫農業委員会事務局　☎ 21-9021

豊岡市農業委員会
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　5月10日。気がかりだったお天気も、晴天が広がる「五月
晴れ」。今日は、港認定こども園の子どもたちがとっても楽
しみにしていたさつまいも苗の植え付けの日。くじら組（5
歳児）といるか組（4歳児）の25名が参加しました。
　農業委員会の5名とこども園の先生方は、この日朝早くか
ら畑の草を抜き、耕運機で耕して畝を作り、マルチを張って
子どもたちの到着を待つことにしました。
　農地利用最適化推進委員の岩本さんの指導のもと、子ども
たちは小さな手に1本ずつ、柔らかくて長い茎が折れないよ
うに大事そうに持って、支柱であけたマルチの穴にそおっと
植え付けていきました。
　「野菜が水を求めて根を伸ばしていく力を信じて、水はあ
まりやらないで育てましょう」という岩本さんのお話に、ジョ
ウロに水を一杯入れて運んできた子どもたちはびっくりして
いました。
　「10月には芋ほりができるかな」「早く食べたいなあ」「さ
つまいもカレーがいい」「焼き芋！」と話が盛り上がり、す
でに楽しい芋ほりで頭の中はいっぱいになっているようでし
た。農業委員の石橋さんの「さつまいもはツルも美味しいよ」
との言葉に、秋の収穫の楽しみがさらに増えたようです。
　秋の収穫まで約4か月。昨年のようなシカの食害に見舞わ
れることなく、さつまいもが大きく育つことを願いながら見
守りたいと思います。　　　　　　（農業委員　高尾　利美）
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全国農業新聞を購読してみませんか！

 ＊お申し込みは
農業委員会事務局または、地元の農業委員・推進委員まで

週刊（毎週金曜日発行）　月 700円
（送料、消費税込）

農業の最新情報を提供
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農委だより第49号は私たちが担当しました。
後列左から　瀧下委員、大原会長、宮岡委員
前列左から　高尾委員、平野委員

「おいもさん はやくおおきくなあれ！」表紙について

さつまいものお話を聞いてます

あきになるのがたのしみ！

令和3年4月1日付人事異動により事務局職員の異
動がありました。

豊岡市農業委員会事務局　次長

　　　 上阪 善晴　お世話になりました。
　　　 兼井 伸二　よろしくお願いします。

職員人事異動

前 任
後 任


