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八木小学校の2年生が
餅つきにチャレンジ！

おいしかったよ！



農
地
転
用
と
は
、
人
為
的
に
農
地
を
農

地
以
外
に
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。「
農

地
以
外
に
す
る
」
と
は
、
耕
作
の
目
的
に

な
っ
て
い
る
土
地
を
耕
作
の
目
的
に
供
さ

れ
る
土
地
以
外
に
す
る
全
て
の
事
実
行
為

を
い
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
形
質
変
更
を
加
え
ず
資
材
置

き
場
に
す
る
場
合
や
養
魚
池
と
す
る
場
合

に
も
農
地
転
用
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
規

制
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

農
業
生
産
の
基
盤
で
あ
る
農
地
は
、
食

料
の
安
定
供
給
を
図
る
上
で
重
要
な
役
割

を
担
っ
て
お
り
、
農
地
法
に
基
づ
く
農
地

転
用
許
可
制
度
は
、
良
好
な
営
農
条
件
を

備
え
て
い
る
農
地
を
確
保
す
る
一
方
、
社

会
経
済
上
必
要
な
土
地
需
要
に
も
適
切
に

対
応
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

農
地
法
に
基
づ
き
転
用
の
許
可
を
受
け

る
場
合
は
、
農
業
委
員
会
を
窓
口
と
し
て

府
知
事
に
申
請
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。南

丹
市
農
業
委
員
会
で
は
毎
月
20
日

（
閉
庁
日
の
場
合
は
直
前
の
開
庁
日
）
に

受
付
け
を
締
切
り
、
翌
月
５
日
前
後
の
農

地
部
会
で
審
議
し
て
お
り
、
許
可
相
当
・

不
許
可
相
当
の
意
見
を
決
定
し
て
京
都
府

知
事
宛
に
意
見
書
を
提
出
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
市
街
化
区
域
内
の
農
地
の
場
合

な
ど
は
、
許
可
申
請
で
は
な
く
届
出
を
提

出
い
た
だ
く
こ
と
で
足
り
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

農
地
転
用
の
許
可
の
基
準
は
、
大
き
く

分
け
て
、
農
地
が
優
良
農
地
か
否
か
の
面

か
ら
見
る
「
立
地
の
基
準
」
と
、
確
実
に

転
用
事
業
が
行
わ
れ
る
か
、
周
辺
の
営
農

条
件
に
悪
影
響
を
与
え
な
い
か
な
ど
の
面

か
ら
み
る
「
一
般
基
準
」
か
ら
な
り
、
こ

れ
ら
の
基
準
に
よ
り
許
可
の
可
否
が
判
断

さ
れ
ま
す
。

転
用
許
可
を
受
け
な
い
で
農
地
を
転
用

し
た
場
合
に
は
、
農
地
法
に
違
反
す
る
こ

と
に
な
り
、
農
地
な
ど
の
権
利
取
得
の
効

力
が
生
じ
な
い
の
み
な
ら
ず
、府
知
事
は
、

「
立
地
基
準
」

　
（
優
良
農
地
か
否
か
で
判
断
）

　

×
農
用
地
区
域
内
農
地
＝
原
則
不

　
　

許
可

特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
無
断

転
用
者
に
対
し
、
工
事
な
ど
の
中
止
、
ま

た
は
原
状
回
復
そ
の
他
違
反
行
為
の
是
正

の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が

で
き
る
ほ
か
、
罰
則
を
適
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
無
断
転
用
者
が
原
状
回
復
そ
の

他
違
反
を
是
正
す
る
た
め
の
措
置
命
令
に

従
わ
な
か
っ
た
と
き
な
ど
は
、
府
知
事
が

自
ら
違
反
者
に
代
わ
っ
て
原
状
回
復
な
ど

を
行
い
、
こ
れ
に
要
し
た
費
用
は
行
政
代

執
行
法
を
準
用
し
て
徴
収
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

①違反転用
３年以下の懲役または

３００万円以下の罰金（法

人は１億円以下の罰金）
②違反転用における

　原状回復命令違反

　

×
甲
種
農
地
＝
原
則
不
許
可

　

×
第
１
種
農
地
＝
原
則
不
許
可

　

△
第
２
種
農
地
＝
第
３
種
農
地
に

　
　

立
地
困
難
な
場
合
な
ど
に
許
可

　

○
第
３
種
農
地
＝
原
則
許
可

※
甲
種
農
地
、
第
１
、２
、３
種
農
地

　

の
判
断
は
、
農
地
法
施
行
令
に
基

　

づ
き
、
土
地
改
良
事
業
の
実
施
状

　

況
や
市
街
化
の
状
況
な
ど
を
照
ら

　

し
合
わ
せ
て
行
い
ま
す
。

「
一
般
基
準
」

　

×
転
用
の
確
実
性
が
認
め
ら
れ
な

　
　

い
場
合
（
他
法
令
の
許
認
可
の

　
　

見
込
み
が
な
い
、
関
係
権
利
者

　
　

の
同
意
が
な
い
な
ど
）は
不
許
可

　

×
周
辺
農
地
へ
の
被
害
防
除
措
置

　
　

が
適
切
で
な
い
場
合
は
不
許
可

　

×
一
時
転
用
の
場
合
に
農
地
へ
の

　
　

原
状
回
復
が
確
実
と
認
め
ら
れ

　
　

な
い
場
合
は
不
許
可

農
地
を
転
用
す
る
と
は
？

な
ぜ
転
用
の
規
制
が
必
要
な
の
？

農
地
転
用
の
具
体
的
な
手
続
き
は
？

許
可
の
判
断
基
準
は
？

無
断
で
転
用
す
る
と
？

農
地
の
法
律
手
続
あ
れ
こ
れ
　
そ
の
■

農
地
の
法
律
手
続
き
で
、
農
地
の
売
買
・
貸
借
、
農
地
以
外
へ
の
転
用
な
ど
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

２
回
目
の
今
回
は
、
農
地
を
農
地
以
外
に
転
用
す
る
行
為
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。
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平成２３年１２月５日（月）に、南丹
市長に対して建議書の提出を行いまし
た。
建議書の内容は、農政部会で審議を
重ね、３つの項目に絞った内容となって
います。

農業委員会が提出した南丹市農業施策に関する建議書の内容（要約）

１．中山間地域の農業について

中山間地域の農地は、農業生産の面だけではなく、水源かん養、洪水の防止や景観形成など多面的な機能を

有していることや、平場地域と比べて農業生産性が低いことなどからも、他の地域と比べてより手厚い支援策

により守っていく必要があるといえる。

中山間地域等直接支払い制度などにより条件不利地に対する施策はあるが、平場地域との格差の是正ができ

たとするには程遠いのが現状であることから、国、府に対してさらなる制度の拡充を要望するとともに、全国

一律の制度では細やかな支援に限界があることから、地域性を考慮した市独自の施策の創出や構造改革特区の

設定などにより、中山間地域の農業の再生を図られたい。

２．農地利用集積円滑化事業についてについて

農地利用集積円滑化団体（注１）が調整を行えば、農業経営の規模拡大を目指す農家は、多数の農地所有者

と交渉することなく面的な集積が可能となり、自ら耕作者を探せない者の農地についても、公的機関が受け手

を捜すことで農地の耕作放棄化が防げるなどのほか、要件を満たせば農業者戸別所得補償制度による規模拡大

加算を得られるなどの利点があることから、農家が制度の恩恵を最大限享受できるように、本制度の周知と事

業を積極的に実施するための体制の整備を図られたい。

３．有害鳥獣対策について

鳥獣被害が頻発する要因の一つとして、人と鳥獣を隔てる緩衝地帯としての里山が荒廃したことが挙げられ

ることから、農地近くの山林の伐採、下草刈りなどの共同作業などによる里山の整備・管理を行う事業に対し

て、農林業の予算や組織の枠を超えた支援体制を確立し、市の重点施策として取り組まれたい。

注１：農用地の利用の集積の円滑化を図る目的により規程を定め、その規程を市町村が承認した団体。南丹
　　　　市では、園部町は（財）園部町農業公社、八木町・日吉町・美山町は南丹市が農地利用集積円滑化団
　　　　体となっています。
注２：建議書の全文は南丹市農業委員会のホームページでご覧になれます。
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ン
グ
を
重
ね
、
説
明
の
徹
底
な
ど
で
対
応

し
て
い
ま
す
。

販
売
は
、
直
売
所
「
か
や
の
里
」
で
の

対
面
販
売
が
主
で
、
そ
の
場
で
食
べ
て
頂

い
た
お
客
さ
ん
の
声
を
大
切
に
し
て
商
品

に
反
映
し
て
い
ま
す
。対
面
販
売
の
他
は
、

美
山
町
内
の
売
店
で
の
販
売
や
京
都
市
内

を
始
め
全
国
各
地
か
ら
の
注
文
に
宅
配
で

対
応
し
て
い
ま
す
。

設
立
し
て
20
年
以
上
経
過
し
、
黒
字
経

営
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
そ
の

年
輪
の
積
み
重
ね
に
お
ご
る
事
な
く
、
後

継
者
の
育
成
に
も
全
員
で
取
り
組
み
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

北
村
き
び
工
房　
　
　
　
　
　
　

代
表　

中
野　

秀
代
さ
ん

美
山
町
の
か
や
ぶ
き
の
里
を
訪
れ
る
観

光
客
は
、
年
間
27
万
人
に
も
及
び
ま
す
。

そ
の
観
光
客
に
評
判
を
得
て
い
る
の
が
、

き
び
餅
、
あ
わ
餅
、
よ
も
ぎ
餅
、
三
色
だ

ん
ご
、
ち
ま
き
な
ど
の
加
工
食
品
で
す
。

こ
う
し
た
食
品
を
生
産
し
て
販
売
す
る

の
は
、
か
や
ぶ
き
の
里
と
府
道
を
挟
ん
で

隣
接
す
る
「
北
村
き
び
工
房
」
で
す
。「
北

村
き
び
工
房
」
は
、
平
成
元
年
に
国
の
施

策
で
あ
る
「
ふ
る
さ
と
創
生
事
業
」
に
後

押
し
さ
れ
て
設
立
さ
れ
、
地
元
の
男
性
４

人
、
女
性
11
人
が
地
域
振
興
の
た
め
に
活

動
を
始
め
ま
し
た
。
男
性
は
主
に
原
材
料

と
な
る
農
産
物
の
生
産
に
携
わ
り
、
女
性

は
主
に
加
工
と
販
売
に
携
わ
っ
て
い
ま

す
。「

こ
だ
わ
り
」
を
大
切
に
、
原
材
料
は

全
て
地
元
産
を
使
用
し
、
原
材
料
の
生
産

か
ら
加
工
ま
で
の
過
程
を
一
貫
し
て
地
元

で
行
い
、
本
物
の
味
に
仕
上
げ
ま
す
。

餅
は
全
く
の
無
添
加
の
た
め
、
２
日
も

す
れ
ば
す
ぐ
に
固
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い

う
短
所
も
あ
り
ま
す
が
、「
こ
だ
わ
り
」

を
貫
き
ま
す
。
こ
の
た
め
、
土
産
と
し
て

持
ち
帰
っ
た
観
光
客
か
ら
ク
レ
ー
ム
が
来

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
日
々
ミ
ー
テ
ィ

昔ながらの製法で手間暇かけて作られる餅

都市部から訪れる観光客に、“こだわり”を提供する「北村きび工房」

か
や
ぶ
き
の
里
に
味
の
彩
り
を

その6

食 農業と

南丹市農業委員会は、農業の果たす役割
と、食の大切さを多くの市民の方に知ってい
ただくために、食と農業に係わる人や団体の
シリーズを掲載しています。
今回は、「観光」をテーマに地場産物の生
産から加工、販売に積極的に取り組み、地域
の活性化を支えている「北村きび工房」を紹
介します。（取材：梅津　義明委員）
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園
部
町
大
西
に
お
住
ま
い
の
小
畠
完
さ

ん
（
38
歳
）
は
、
平
成
22
年
３
月
に
、
妻

の
麻
希
さ
ん
と
農
薬
を
使
わ
な
い
農
法
に

よ
る
農
園
「
コ
バ
タ
ケ
フ
ァ
ー
ム
」
を
立

ち
上
げ
ま
し
た
。

小
畠
さ
ん
一
家
の
所
有
す
る
農
地
約

１
・
２
㌶
で
、
父
母
も
加
わ
り
４
人
が
合

鴨
農
法
に
よ
る
米
づ
く
り
を
中
心
に
、麦
・

野
菜
・
果
物
な
ど
の
栽
培
の
他
、
食
品
加

工
・
養
鶏
・
乳
用
山
羊
飼
育
・
狩
猟
な
ど

も
行
っ
て
い
ま
す
。

小
畠
さ
ん
は
、「
で
き
る
こ
と
は
自
分

た
ち
の
手
で
」
を
信
条
に
農
園
を
経
営
し

て
い
て
、「
こ
れ
ら

は
昔
の
農
家
さ
ん
が

普
通
に
し
て
い
た
こ

と
で
、
特
別
な
こ
と

を
し
て
い
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
」
と

言
い
ま
す
。

ま
た
、
直
売
所
や

無
人
販
売
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
販

売
は
一
切
行
わ
ず
、

生
産
者
と
消
費
者
の

お
互
い
の
顔
が
見
え

る
販
売
に
こ
だ
わ

り
、
約
50
件
の
食
卓
を
支
え
る
小
さ
な
規

模
の
農
業
を
目
指
し
て
い
ま
す
。「
ス
ー

パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
同
じ
よ
う
に
全
て
の

食
材
を
提
供
す
る
こ
と
は
難
し
い
で
す

が
、
旬
の
食
べ
物
を
一
番
美
味
し
い
と
き

に
お
客
様
の
手
に
届
け
ら
れ
る
よ
う
に
」

と
日
々
研
究
を
重
ね
て
い
ま
す
。

「
こ
の
よ
う
な
小
さ
な
農
家
が
増
え
て

い
く
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
農
地

を
守
る
方
法
の
一
つ
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
」
と
小
畠
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

中
山
間
地
域
に
お
い
て
大
規
模
な
営
農

を
展
開
す
る
こ
と
は
難
し
い
た
め
、
小
畠

さ
ん
の
よ
う
な
農
家
が
増
え
る
こ
と
で
、

農
地
が
保
全
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ

ま
す
。

取
材　

北　

和
憲
委
員

生
産
者
と
消
費
者

顔
の
見
え
る
農
業
を
目
指
し
て

小畠　完さん一家

雑草を取る役割も担う山羊

12その

これからの南丹市の農業を担っていく、新規

就農者を旧町ごとに１人ずつ紹介します。

園部町は小畠完さん、八木町は堀悦雄さん、

日吉町は吉田辰男さん、美山町は三㟢幸夫さん

を紹介します。

新規就農者特集
～ これからの南丹市の農業を担う ～



堀
悦
雄
さ
ん
（
59
歳
）
の
農
業
は
、
17

年
前
に
八
木
町
室
河
原
で
２
枚
の
田
ん
ぼ

を
借
り
た
と
き
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

当
初
か
ら
無
農
薬
、
無
化
学
肥
料
で
栽

培
を
行
い
、「
田
ん
ぼ
に
草
が
生
え
て
ご

近
所
に
迷
惑
を
お
掛
け
し
た
こ
と
も
あ
っ

た
」
と
言
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
耕
作
を
頼

み
に
来
ら
れ
る
方
が
あ
り
、
少
し
ず
つ
経

営
面
積
が
増
え
て
き
て
、
今
で
は
約
６
㌶

に
な
り
ま
し
た
。

数
年
前
ま
で
は
未
整
備
の
圃
場
ば
か
り

で
、
獣
害
が
酷
い
こ
と
も
あ
り
、
な
か
な

か
思
っ
た
よ
う
な
結
果
が
出
な
か
っ
た
そ

う
で
す
が
、
続
け
て
い
く
う
ち
に
徐
々
に

地
力
が
回
復
し
、
管
理
の
コ
ツ
も
つ
か
む

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
無
肥
料
で
も
あ

る
程
度
、
稲
が
育
ち
実
っ
て
く
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

安
全
で
お
い
し
い
お
米
に
育
て
る
こ
と

を
最
優
先
に
取
り
組
み
、
そ
れ
を
理
解
し

た
う
え
で
買
い
、
食
べ
て
も
ら
え
る
お
客

さ
ん
を
探
す
こ
と
で
、
生
産
を
継
続
す
る

こ
と
が
可
能
に
な
り
、「
お
客
さ
ん
に
も

本
当
に
喜
ん
で
食
べ
て
も
ら
え
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
」
と
堀
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

ま
た
、「
真
面
目
に
取
り
組
み
、
農
の

現
場
を
あ
り
の
ま
ま
に
お
話
し
し
て
い
ま

す
」
と
い
う
こ
と
で
、
消
費
者
に
理
解
し

て
も
ら
う
姿
勢
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

そ
の
一
環
と
し
て
、
営
農
を
始
め
た
当

初
か
ら
お
客
さ
ん
や
ご
縁
の
あ
っ
た
方
々

に
田
植
え
や
稲
刈
り
を
体
験
し
て
も
ら

い
、
日
々
自
分
の
食
べ
て
い
る
お
米
が
育

つ
環
境
や
状
況
を
知
っ
て
も
ら
う
取
り
組

み
も
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
地
元
の
小
学
校
で
も
、
数
年
前

か
ら
「
た
ん
ぼ
の
学
校
」
と
し
て
田
植
え
、

稲
刈
り
、
学
校
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
干
し
た

稲
の
脱
穀
を
体
験
し
て
も
ら
い
、
冬
に
は

自
分
た
ち
の
育
て
た
お
米
を
給
食
で
食
べ

た
り
、
餅
つ
き
を
し
た
り
す
る
こ
と
で
、

地
元
の
農
業
や
農
産
食
品
へ
の
関
心
を
高

め
て
も
ら
う
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

社
会
の
流
れ
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
よ

う
に
、
農
業
者
、
農
業
関
係
者
だ
け
で
日

本
の
農
業
が
守
り
き
れ
る
わ
け
で
は
な

く
、「
こ
ん
な
と
き
だ
か
ら
こ
そ
、
地
元

産
品
を
食
べ
る
こ
と
で
、
農
業
と
い
う
産

業
が
守
ら
れ
、
日
本
の
食
が
守
ら
れ
、
ふ

る
さ
と
の
環
境
が
守
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
、
消
費
す
る
人
た
ち
に
理
解
し
て
い
た

だ
く
必
要
が
あ
る
」
と
堀
さ
ん
は
言
い
ま

す
。
ま
た
、
消
費
者
と
生
産
者
は
協
力
者

で
あ
り
た
い
と
い
う
考
え
か
ら
、「
私
も

命
の
限
り
皆
さ
ん
に
安
心
で
お
い
し
い
食

を
提
供
で
き
る
よ
う
努
力
し
ま
す
の
で
、

消
費
者
で
あ
る
皆
さ
ん
は
、買
う
こ
と
で
、

食
べ
る
こ
と
で
ふ
る
里
を
守
る
人
で
あ
っ

て
い
た
だ
き
た
い
」
と
力
強
く
語
っ
て
い

ま
し
た
。

取
材　

若
井　

勝
美
委
員

堀　悦雄さん

田
ん
ぼ
に
か
け
る
思
い

6
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吉
田
辰
男
さ
ん
（
60
歳
）
は
、

長
年
会
社
員
や
自
営
業
を
し
て

い
ま
し
た
が
、
今
か
ら
４
年
前

に
妻
千
鶴
子
さ
ん
の
父
親
が
亡

く
な
ら
れ
た
た
め
に
、
日
吉
町

中
世
木
の
千
鶴
子
さ
ん
の
実
家

に
Ｉ
タ
ー
ン
し
て
農
業
を
始
め
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

中
世
木
は
50
戸
余
り
の
集
落
で
、
高
齢

化
が
進
み
限
界
集
落
に
な
り
つ
つ
あ
り
、

耕
作
面
積
も
11
㌶
と
少
な
く
、
獣
害
の
多

い
地
域
で
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
集
落
で
、
吉
田
さ
ん
は
ハ

ウ
ス
４
棟
で
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
を
栽
培
し
、

露
地
栽
培
で
は
水
稲
の
他
に
、
ナ
ス
や
九

条
ネ
ギ
、
ミ
ニ
白
菜
、
ト
レ
ビ
ス
、
ニ
ン

ニ
ク
、
チ
ン
ゲ
ン
サ
イ
、
ダ
イ
コ
ン
、
ブ

ル
ー
ベ
リ
ー
な
ど
多
種
多
様
な
品
目
を
作

付
け
て
い
ま
す
。
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
に
つ
い

て
は
70
本
を
栗
林
に
植
え
ま
し
た
が
、
鹿

と
イ
ノ
シ
シ
に
荒
ら
さ
れ
、
全
滅
し
た
苦

い
経
験
も
あ
り
ま
す
。

農
法
に
つ
い
て
は
、
近
隣
で
は
合
鴨
農

法
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
る
人
も
い
ま
す

が
、
吉
田
さ
ん
は
Ｅ
Ｍ
自
然
農
法
（
※
）

を
行
っ
て
い
ま
す
。「
ど
ち
ら
も
安
心
・

安
全
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
れ
ば
、
す

ば
ら
し
い
村
お
こ
し
が
で
き
る
と
信
じ
て

い
ま
す
」
と
吉
田
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

吉
田
さ
ん
は
、「
地
域
の
人
た
ち
が
マ

イ
ナ
ス
思
考
に
な
る
こ
と
が
一
番
心
配
。

何
事
も
プ
ラ
ス
思
考
で
考
え
、
責
任
世
代

が
一
丸
と
な
っ
て
ビ
ジ
ョ
ン
を
持
っ
て
村

づ
く
り
が
で
き
れ
ば
」
と
力
強
く
語
り
ま

す
。吉

田
さ
ん
が
一
番
好
き
な
言
葉
は
、「
農

は
国
の
基
な
る
ぞ
」
だ
そ
う
で
、「
農
林

業
に
誇
り
を
持
ち
、
中
世
木
な
ら
で
は
の

特
産
品
の
開
発
や
観
光
産
業
化
ま
で
で
き

れ
ば
」
と
夢
は
膨
ら
み
ま
す
。

同
じ
夢
を
持
つ
同
志
と
と
も
に
、
郷
土

の
歴
史
や
資
源
を
調
査
、
研
究
し
て
お

り
、
中
世
木
ブ
ラ
ン
ド
の
立
ち
上
げ
に
向

け
て
、
夢
は
現
在
進
行
形
で
す
。

※
有
用
微
生
物
群
（
Ｅ
Ｍ
）
を
土
の
中
に
多

　
　

く
存
在
さ
せ
て
健
康
な
土
壌
を
作
り
、
丈

　
　

夫
な
作
物
が
育
つ
よ
う
に
す
る
農
法

取
材　

中
川　

輝
男
委
員

三
㟢
幸
夫
さ
ん
（
37
歳
）
は
、
大
阪
の

高
校
を
卒
業
後
、
会
社
勤
め
を
し
て
い
ま

し
た
が
、
妻
正
子
さ
ん
の
実
家
が
美
山
町

内
久
保
の
専
業
農
家
だ
っ
た
こ
と
も
あ

り
、
だ
ん
だ
ん
農
業
に
興
味
を
持
つ
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

家
族
と
い
つ
も
一
緒
に
食
事
や
会
話
が

で
き
る
喜
び
や
、
手
を
抜
か
ず
に
頑
張
れ

ば
結
果
に
結
び
つ
く
仕
事
の
や
り
が
い
な

ど
を
見
る
に
つ
け
、
そ
の
思
い
は
強
い
も

の
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
思
い
を
実
現
す
る
た
め
、
一
念
発

起
し
て
、
平
成
17
年
に
会
社
を
退
職
し
、

美
山
町
内
久
保
で
就
農
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
が
、
最
初
は
経
営
と
し
て
成
り
立

つ
か
、家
族
の
協
力
が
得
ら
れ
る
か
な
ど
、

不
安
な
思
い
を
抱
え
な

が
ら
の
ス
タ
ー
ト
と
な

り
ま
し
た
。

幸
い
に
も
、
正
子
さ

ん
の
実
家
に
大
型
の
農

業
機
械
が
そ
ろ
っ
て
い

て
、
手
入
れ
さ
れ
た
農

地
や
住
居
も
あ
り
、
初

心
者
に
と
っ
て
贅
沢
な

環
境
の
中
で
、
無
心
に

取
り
組
む
こ
と
が
で
き

た
お
か
げ
で
、
不
安
は

徐
々
に
取
り
除
か
れ
て

い
き
ま
し
た
。

就
農
か
ら
６
年
経
っ
た
現
在
、
約
１
・

５
㌶
の
農
地
で
、
万
願
寺
ト
ウ
ガ
ラ
シ
、

み
ず
菜
、
小
カ
ブ
、
ネ
ギ
、
水
稲
を
生
産

し
、
安
心
・
安
全
な
野
菜
を
家
族
や
地
域

社
会
に
届
け
る
こ
と
が
で
き
、
経
営
的
に

も
軌
道
に
乗
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
後
継
者
の
少
な
い
地
域
の
な
か

で
少
し
で
も
役
に
た
と
う
と
、
消
防
団
活

動
な
ど
の
地
域
の
活
動
に
も
積
極
的
に
取

り
組
み
、
美
山
町
内
久
保
に
な
く
て
は
な

ら
な
い
人
材
と
な
っ
て
い
ま
す
。

家
事
や
農
業
の
手
伝
い
を
笑
顔
で
頑
張

る
正
子
さ
ん
と
保
育
園
に
通
う
２
人
の
娘

の
笑
い
声
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
、
豊
な
自

然
環
境
の
な
か
で
、
三
㟢
さ
ん
は
農
作
業

や
地
域
の
活
動
に
、
充
実
し
た
毎
日
を
過

ご
し
て
い
ま
す
。取

材　

梅
津　

義
明
委
員

吉田　辰男さん

三﨑　幸夫さん一家

農
業
と
村
お
こ
し
に

か
け
る
夢

農
業
に
興
味
を
持
ち
、
一
念
発
起
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現
広
報
委
員
に
と
っ
て
最
終
号
と
な
る
今
回
は
、
新
規
就
農
や
定
年
帰
農
で
新
し
く
農
業
を

始
め
ら
れ
た
方
々
の
抱
負
や
現
状
を
特
集
し
ま
し
た
。
農
業
を
取
り
巻
く
環
境
は
厳
し
い
で
す

が
、
皆
さ
ん
に
と
っ
て
実
り
豊
な
一
年
と
な
る
こ
と
を
祈
念
し
ま
す
。

（
広
報
委
員
長
　
塩
貝
　
洋
一
）

　とにかく広い南丹市。

　南丹市のあちらこちらでは、その地域ならではの面白く、

楽しい、また興味深い取り組みがされています。

　そんな南丹市の、あっちこっちのできごとを紹介します。

旬のだいこんを中国風の味付けでいただきます。若い人にも好まれるごはんの進む一品です。
〈材料〉２人分
　・豚ミンチ　　　４５ｇ　　・にんじん　　　　　６０ｇ　
　・だいこん　　　１８０ｇ　・たけのこ水煮　　　４５ｇ
　・たまねぎ　　　９０ｇ　　・酒　　　　　　　　小さじ１
　・さとう　　　　小さじ２　・濃い口しょう油　　小さじ１
　・ごま油　　　　少量　　　・オイスターソース　小さじ１／２
　・水　　　　　　２００㏄　・かたくり粉　　　　小さじ２
　・トウバンジャン　小さじ１／４・赤みそ　　　　　　小さじ２と１／２
　・にんにく　　　１／２片
〈作り方〉①だいこん、にんじんは厚めのいちょう切り、たまねぎはひと口大に切る。②たけのこは
　　短冊切りにして、下ゆでする。③鍋に少量のごま油をひき中火にかけ、にんにくのみじん切りを
　入れ、香りが出たら、豚ミンチを炒める。④たまねぎ、にんじん、だいこんも加えてさらにいた
　め、たけのこと酒、オイスターソース、さとう、水を加え弱火にして煮こむ。⑤だいこんがすき
　通ってきたら、みそ、しょう油、トウバンジャンを加え味を含ませる。⑥かたくり粉を小さじ４
　の水（分量外）で溶いて加え、しばらく煮こんでトロミをつける。
　　※野菜は皮をむいた後の重さで表示しています。　※きざみネギをのせると彩りがよくなります。

《《《《 南丹市の給食レシピ紹介 》》》》

国
民
文
化
祭

食
の
祭
典

ス
プ
リ
ン
グ
ス
ひ
よ
し

　
　
　
　道
の
駅
に
登
録

国
民
文
化
祭
の
催
し
の
一
つ
と
し

て
南
丹
食
の
祭
典
が
、
10
月
29
日
、

30
日
に
国
際
交
流
会
館
前
の
特
設
テ

ン
ト
ブ
ー
ス
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

農
産
物
の
加
工
グ
ル
ー
プ
や
鹿
肉

を
使
っ
た
料
理
を
提
供
す
る
団
体
な

ど
が
出
店
し
、
多
く
の
人
で
賑
わ
い

ま
し
た
。

ま
た
、
加
工
食
品
コ
ン
テ
ス
ト
に

は
、
地
元
の
食
材
を
用
い
た
ア
イ
デ

ア
い
っ
ぱ
い
の
10
品
が
出
品
さ
れ
、

味
や
商
品
性
、
地
域
性
を
活
か
し
て

い
る
か
な
ど
の
審
査
を
経
て
、
菓
子

工
房
「
み
も
ざ
」
の
「
南
丹
彩
り

ク
ッ
キ
ー
」
が
最
優
秀
賞
を
受
賞
し

ま
し
た
。

　
（
取
材
　
塩
貝
　
洋
一
委
員
）

日
吉
ダ
ム
に
隣
接
す
る
ス
プ
リ
ン

グ
ス
ひ
よ
し
が
、
平
成
23
年
10
月
に

国
土
交
通
省
に
よ
り
道
の
駅
に
登
録

さ
れ
ま
し
た
。

日
吉
町
の
特
産
品
を
販
売
す
る
農

産
物
販
売
ス
ペ
ー
ス
も
約
５
０
０
㎡

に
拡
大
さ
れ
、
会
員
約
40
人
が
そ
の

日
の
朝
に
採
っ
た
安
心
・
安
全
な
野

菜
が
数
多
く
並
び
ま
す
。

こ
の
他
に
も
、
レ
ス
ト
ラ
ン
・
温

泉
・
温
水
プ
ー
ル
・
体
育
館
・
グ
ラ

ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
場
な
ど
が
あ
り
ま
す

の
で
、
お
近
く
を
通
ら
れ
た
と
き
に

は
ぜ
ひ
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

（
取
材
　
塩
貝
　
洋
一
委
員
）

☆マーボー大根☆

～南丹市栄養教諭部会～


