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平成 22 年 10月号

　八木町神吉地区は、みず菜、九条ねぎ、トマト、トルコギ
キョウなどを栽培する京都ブランド野菜の産地です。神吉「風
の市」は、農家が市場に出せなかった規格外品や、自家用
で作って食べきれない野菜などを、地域の方に安く提供でき
る場所を確保できないかと考え生まれました。
　４月から１２月の第２土曜日に、神吉自治会館前で、京野
菜をはじめ加工食品、コーヒー、うどんなどを提供しています。
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心地よい風を吹かせたい
〜手作り市「風の市」〜



農地制度が変わりました！農地制度が変わりました！その4

～農地を転用する場合には、農地法による手続きを～
　農地を転用する場合には、農地法の許可が必要ですが、許可を受けないで行われる、いわゆる
「無断転用」が後を絶ちません。農地転用許可制度を正しく理解して、法令遵守に努めましょう。
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農
地
転
用
許
可
制
度
は
、
優
良
農
地
の
確

保
と
計
画
的
な
土
地
利
用
の
推
進
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
。

　

農
地
は
農
業
上
大
切
な
も
の
で
あ
り
、
ま

た
、
農
地
以
外
の
も
の
に
さ
れ
る
と
元
に
戻

す
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
将
来
に

向
か
っ
て
、
優
良
な
農
地
を
確
保
で
き
る
よ

う
、
土
地
の
合
理
的
な
利
用
を
踏
ま
え
、
適

正
な
農
地
の
転
用
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
し
て

い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
に
農
地
転
用
許
可
制
度
が
適
切

な
実
施
に
よ
り
、
農
業
構
造
政
策
の
円
滑
な

推
進
お
よ
び
農
地
の
乱
開
発
や
遊
休
農
地
の

防
止
等
に
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
も
の
が

あ
り
ま
す
。
南
丹
市
に
お
い
て
の
転
用
面
積

は
、
平
成
19
年
2.9
㌶
、
20
年
2.2
㌶
、
21
年
1.2

㌶
で
、
近
年
は
減
る
傾
向
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

一
方
で
農
業
、
農
村
を
め
ぐ
る
経
済
的
社

会
的
環
境
の
変
貌
に
対
応
し
て
、
そ
の
適
切

な
運
用
の
改
善
も
図
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

農
地
は
、
大
切
な
食
料
の
供
給
基
盤
で
す
。

　

一
度
、
農
地
以
外
に
転
用
さ
れ
る
と
元
に

戻
す
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
こ
と
か
ら
、
無

秩
序
な
転
用
に
よ
る
農
業
環
境
の
悪
化
を
防

止
し
、
適
切
に
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

平
成
21
年
12
月
か
ら
の
新
し
い
農
地
制
度

で
は
許
可
の
対
象
を
ひ
ろ
げ
、
違
反
転
用
の

罰
則
が
強
化
さ
れ
る
な
ど
、
農
地
転
用
規
制

が
厳
格
に
な
り
ま
し
た
。

　

わ
が
国
の
食
料
自
給
率
を
高
め
、
食
料
安

全
保
障
の
た
め
、
み
ん
な
で
優
良
な
農
地
を

守
り
ま
し
ょ
う
。

　

食
料
の
安
定
供
給
の
基
盤
で
あ
る
優
良
農

地
の
確
保
と
農
業
以
外
の
土
地
利
用
と
の
調

整
を
図
り
、
農
地
転
用
を
農
業
上
の
利
用
に

支
障
が
少
な
い
農
地
に
誘
導
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

農
地
を
住
宅
や
工
場
な
ど
の
建
物
敷
地
、

資
材
置
場
、
駐
車
場
、
道
水
路
、
山
林
な
ど
、

農
地
以
外
の
用
地
に
転
換
す
る
こ
と
で
す
。

農
地
の
転
用
に
は

許
可
が
必
要
で
す

農
地
転
用
許
可
制
度
の
目
的
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
？

農
地
転
用
っ
て
具
体
的
に
は
、

ど
の
よ
う
な
こ
と
で
す
か
？

こ
の
制
度
の
ポ
イ
ン
ト

な
お
一
時
的
に
資
材
置
場
や
砂
利
採
取
場
な
ど
に
利

用
す
る
場
合
も
転
用
に
な
り
ま
す
。

　

市
街
地
に
近
接
し
た
農
地
や
生
産
力
の
低
い
農
地

な
ど
か
ら
順
次
転
用
さ
れ
る
よ
う
誘
導
す
る
た
め
、

立
地
基
準
（
農
地
区
分
）
に
応
じ
て
、
次
に
よ
り
転

用
の
可
否
が
判
断
さ
れ
ま
す
。

農
地
転
用
許
可
の
基
準
は
？

農地区分 要　　件 許可の方針

農用地区域内農地 市町村が定める農業振興地域整備計画にお
いて農用地区域とされた区域内の農地 原則不許可

甲　種　農　地

市街化調整区域内の
・農業公共投資後8年以内の農地
・集団農地で高性能農業機械での営農可能
　農地

原則不許可
ただし、土地収用法認定事業な
ど公益性の高い事業（第 1種
農地の場合を更に限定）の用に
供する場合などは許可

第 １ 種 農 地
・集団農地（10ha以上）
・農業公共投資対象農地
・生産力の高い農地

原則不許可
ただし、土地収用法対象事業な
ど公益性の高い事業の用に供す
る場合などは許可

第 ２ 種 農 地
・農業公共投資の対象となっていない小集
　団の生産力の低い農地
・市街地として発展する可能性のある農地

第3種農地に立地困難な
場合などに許可

第 ３ 種 農 地 ・都市的整備がされた区域内の農地
・市街地にある農地 原則許可

※立地基準のほか、事業実施の確実性や周辺農地への被害防除措置など（一般基準）についても審査が行われます。

▲農業委員会ではパトロールを行っています
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米
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
法
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す

　

平
成
22
年
10
月
か
ら
「
米
穀
等
の
取
引
等
に
係
る
情
報
の
記
録
及
び
産
地
情
報
の
伝
達

に
関
す
る
法
律
」
（
米
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
法
）
が
施
行
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
法
律
で
は
、
生
産
者
、
小
売
事
業
者
、
加
工
事
業
者
な
ど
の
「
米
や
米
加
工
品
」

に
関
わ
る
事
業
者
の
方
が
、
「
米
や
米
加
工
品
」
の
取
引
な
ど
を
行
っ
た
場
合
に
は
取
引

記
録
を
作
成
・
保
存
す
る
と
共
に
、
平
成
23
年
７
月
か
ら
は
産
地
情
報
の
伝
達
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

無
断
転
用
し
た
場
合
や
、
転
用
許
可
に
係

る
事
業
計
画
ど
お
り
に
転
用
し
て
い
な
い
場

合
は
、
農
地
法
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
り
、

工
事
の
中
止
や
原
状
回
復
な
ど
の
命
令
が
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。（
農
地
法
第
51
条
）

　

罰
則
の
適
用
も
あ
り
ま
す
（
農
地
法
第
64

条
、
67
条
）。
平
成
21
年
12
月
か
ら
の
新
し

い
農
地
制
度
の
も
と
で
、
罰
則
が
強
化
さ
れ
、

罰
金
額
が
大
幅
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

無
断
転
用
し
た
り
許
可
ど
お
り

転
用
し
な
か
っ
た
ら
…

罰則強化

事項 これまで

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300万円以下の罰金）

②違反転用における
　原状回復命令違反

6ヶ月以下の懲役または
30万円以下の罰金
（法人は30万円以下の罰金）

これから

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）

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）

※法律の詳しい内容は、農林水産省のホームページ
（http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/kome_toresa/index.html)

問い合わせ先　　近畿農政局　食糧部計画課　TEL 075-414-9731
米トレーサビリティ法
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日
吉
学
校
給
食
共
同
調
理
場

　
　
　
　
　
　
所
長
　
太
田
眞
裕
美
さ
ん

　

平
成
21
年
4
月
か
ら
殿
田
小
学
校
に
日
吉

共
同
調
理
場
が
併
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

以
前
は
そ
れ
ぞ
れ
の
小
学
校
で
給
食
調
理

を
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は
同
じ
メ

ニ
ュ
ー
で
調
理
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　

食
材
に
は
、
季
節
に
応
じ
た
旬
の
野
菜
や

お
米
な
ど
、
農
家
の
方
が
丹
精
こ
め
て
作
ら

れ
た
日
吉
町
産
の
も
の
を
で
き
る
限
り
使
用

し
て
い
ま
す
。
日
吉
町
特
産
の
壬み

生ぶ

菜
は
ハ

ウ
ス
栽
培
な
の
で
一
年
中
使
用
で
き
ま
す
。

胡
麻
あ
え
や
サ
ラ
ダ
は
子
ど
も
達
に
大
好

評
で
す
。
乾
燥
さ
れ
た
壬
生
菜
の
粉
は
ふ

り
か
け
や
ク
ッ
キ
ー
に
使
用
し
ま
す
。
丸
々

と
し
た
黒
大
豆
は
煮
物
や
特
製
の
寿
司
に

な
り
、
味
噌
汁
に
は
加
工
さ
れ
た
黒
大
豆

味
噌
を
使
用
し
ま
す
。
ま
た
、
椎
茸
や
平
茸
、

し
め
じ
は
日
吉
町
内
の
椎
茸
生
産
組
合
か

ら
納
品
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　

以
前
は
、
食
材
は
全
て
市
場
を
通
っ
て

き
た
も
の
で
、
地
元
産
は
あ
ま
り
使
っ
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
平
成
２
年
か
ら
初

め
て
地
元
産
の
食
材
を
使
用
し
、
子
ど
も

達
に
新
鮮
で
安
全
な
食
材
が
提
供
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

最
初
は
、
野
菜
が
生
育
不
足
で
予
定
ど

お
り
納
品
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
規
格
も
統

一
さ
れ
て
い
な
く
て
苦
労
も
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
食
材
が
ど
ん
な
環
境
で
育
っ
て
収

穫
さ
れ
た
の
か
が
分
か
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
は
、
本
当
に
安
心
な
こ
と
で
す
。

　

１
日
の
作
業
が
終
わ
る
と
、
子
ど
も
達
の

反
応
や
感
想
を
栄
養
士
の
先
生
や
配
送
の
方

に
聞
か
せ
て
も
ら
い
、
次
回
の
参
考
に
し
ま

す
。
切
り
方
に
つ
い
て
は
、
煮
物
を
大
き
め
、

苦
手
な
子
が
多
い
茄
子
や
ピ
ー
マ
ン
は
小
さ

め
な
ど
、
ど
う
し
た
ら
喜
ん
で
食
べ
て
貰
え

る
か
を
常
に
考
え
て
い
ま
す
。

　

メ
ニ
ュ
ー
に
よ
っ
て
星
型
や
花
型
に
し
た

と
き
、
子
ど
も
達
が
ち
ゃ
ん
と
気
づ
い
て
喜

ん
で
い
た
こ
と
を
先
生
か
ら
聞
く
と
、
ま
た

頑
張
ろ
う
と
元
気
が
出
ま
す
。

　

日
吉
町
は
自
然
に
恵
ま
れ
て
お
り
、
子
ど

も
達
が
毎
日
通
っ
て
く
る
道
の
周
り
に
は
田

畑
が
一
杯
で
す
。
畑
に
実
っ
て
い
る
き
ゅ
う

り
や
ト
マ
ト
が
、「
今
日
の
給
食
に
入
っ
て

い
る
ん
だ
な
ぁ
」
と
思
っ
て
く
れ
、
暑
い
中

汗
だ
く
で
作
業
さ
れ
て
い
る
方
に
感
謝
し
て

く
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
ま
す
。

　

私
達
は
、
子
ど
も
達
の
力
の
素
と
な
る
給

食
を
、
最
高
の
食
材
で
愛
情
と
自
信
を
持
っ

て
調
理
し
て
い
ま
す
。
子
ど
も
達
が
大
人
に

な
っ
て
小
学
生
の
時
の
給
食
を
懐
か
し
く
思

い
出
し
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
、
元
気
に

大
き
く
な
っ
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
作
り
手

も
元
気
で
な
く
て
は
と
張
り
切
っ
て
い
ま
す
。

食
育
を
通
じ
た

農
業
の
果
た
す
役
割

その2

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のシリーズを掲
載することとしました。南丹市の学校給食を
支えるさまざまな人の取り組みを紹介します。

▲様々な方の努力により、おいしい給食が提供される

▲ハウス栽培の壬生菜は食材として一年中使用できる



5

発
行
所　
　

全
国
農
業
会
議
所

発
行
日　
　

毎
週
金
曜
日

購
読
料　
　

月
額
６
０
０
円

　

私
達
は
、
衛
生
面
に
気
を
付
け
て
食
材
の

良
さ
を
活
か
す
よ
う
、
日
々
調
理
に
励
ん
で

い
ま
す
。　

（
仲
川
さ
ん
）

　

新
鮮
な
地
元
の
野
菜
を
使
っ
て
、
子
ど
も

の
喜
ぶ
声
を
聞
き
な
が
ら
給
食
を
作
っ
て
い

ま
す
。　

　
　
　
　
　
　
　
（
伊
藤
さ
ん
）

　

新
鮮
な
ま
ま
届
け
ら
れ
る
生
産
さ
れ
た
方

の
思
い
の
詰
ま
っ
た
野
菜
で
、
子
ど
も
達
の

健
康
な
体
が
育
つ
よ
う
心
を
こ
め
て
調
理
を

さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
（
小
畠
さ
ん
）

給
食
調
理
師
　
山
内
さ
ん

　

地
元
で
採
れ
る
野
菜
を
中
心
に
、
米
、
き

の
こ
類
、
味
噌
な
ど
の
食
材
を
使
っ
て
給
食

を
作
っ
て
い
ま
す
。
食
材
を
作
っ
て
い
る
の

は
顔
見
知
り
の
人
た
ち
な
の
で
、
安
全
で
新

鮮
な
物
が
届
き
ま
す
。
こ
の
間
も
、
あ
ま
り

に
も
良
い
ピ
ー
マ
ン
だ
っ
た
の
で
、「
良
い

ピ
ー
マ
ン
で
す
ね
」
と
言
っ
て
い
る
と
、「
給

食
用
に
置
い
と
き
ま
し
た
」
と
言
わ
れ
、
す

ご
く
嬉
し
い
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

　

健
康
な
体
を
作
る
た
め
に
は
、
バ
ラ
ン
ス

よ
く
何
で
も
食
べ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
何

で
も
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
声

で
パ
ワ
ー
を
貰
い
、
子
ど
も
達
の
元
気
な
声
、

頑
張
っ
て
い
る
姿
に
パ
ワ
ー
を
貰
い
ま
す
。

　

子
ど
も
の
成
長
に
必
要
な
、「
食
」
に
関

わ
る
事
が
で
き
る
私
達
も
、
健
康
で
頑
張
っ

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

食
の
安
全
を
目
指
し
て

夢
の
あ
る
農
業
を
目
指
し
て

子
ど
も
達
の
健
康
を
願
っ
て

新
鮮
な
野
菜
を
調
理
し
て
い
ま
す

生
産
者
　
谷
口
農
園
　
谷
口
成
生
さ
ん

　

谷
口
成
生
さ
ん
（
日
吉
町
東
胡
麻
）
は
、

高
校
を
卒
業
し
て
す
ぐ
に
農
業
実
習
を
さ
れ

た
後
、
日
吉
町
特
産
の
壬
生
菜
を
50
㌃
、
黒

大
豆
を
40
㌃
、
無
農
薬
の
水
稲
を
中
心
に
４

㌶
の
農
業
経
営
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

壬
生
菜
は
ハ
ウ
ス
栽
培
の
た
め
、
１
年
を

通
し
て
給
食
セ
ン
タ
ー
に
納
品
さ
れ
、
様
々

な
料
理
に
使
用
さ
れ
ま
す
。
特
に
、
谷
口
さ

ん
の
奥
さ
ん
が
考
案
さ
れ
た
壬
生
菜
や
黒
豆

を
使
っ
た
料
理
レ
シ
ピ
は
大
人
気
で
す
。

　

農
業
の
後
継
者
が
少
な
く
な
る
中
、「
夢

の
あ
る
農
業
・
夢
の
持
て
る
農
業
」
を
実
現

し
、
が
ん
ば
っ
て
お
ら
れ
る
谷
口
さ
ん
に

エ
ー
ル
を
送
り
、
こ
れ
か
ら
も
子
ど
も
達
に

夢
の
続
き
を
提
供
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
願

い
ま
す
。

（
取
材　

梅
津
義
明
委
員
）

　

水
田
経
営
所
得
安
定
対
策
な
ど
、
農

業
を
取
り
巻
く
環
境
が
大
き
く
変
わ
ろ

う
と
し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
中
、
情
報
の
先
取
り
が
こ

れ
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ら
の
農
業
経
営
を
左
右
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る
と

い
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て
も
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で
は
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せ
ん
。
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業
・
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の
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き
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農
業
経
営
と
経
済
、
暮
ら
し
の
情
報
が

て
ん
こ
盛
り
の
情
報
誌
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農
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。
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込
み
は
農
業
委
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務
局
ま
で

　
　
　
　
　
　
　

℡
６
８
―
０
０
６
７

▲認定農業者でもある谷口さん

▲地元産へのこだわり

▲日吉学校給食共同調理場の皆さん



6

　
「
風
の
市
」
は
、
４
月
か
ら
12
月
ま
で
の

間
、
毎
月
１
回
、
第
２
土
曜
日
に
八
木
町
の
神

吉
自
治
会
館
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

　
農
家
の
方
が
、
出
荷
で
き
な
い
規
格
外
の
野

菜
を
地
域
の
方
に
提
供
す
る
目
的
で
、
平
成
18

年
か
ら
始
ま
り
、今
年
で
５
年
目
に
な
り
ま
す
。

今
で
は
、
野
菜
や
ト
ル
コ
ギ
キ
ョ
ウ
の
他
に
、

ケ
ー
キ
や
パ
ン
、
布
製
品
な
ど
多
彩
な
商
品
が

並
び
ま
す
。

　「
風
の
市
」を
運
営
し
て
い
る
の
は
、
地
域
の

村
お
こ
し
に
つ
い
て
賛
同
さ
れ
た
方
で
、
前
日

か
ら
の
ぼ
り
の
設
置
や
会
場
案
内
板
の
設
置
な

ど
の
準
備
を
さ
れ
ま
す
。大
規
模
な
宣
伝
活
動

は
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
出
店
者
と
お
客
さ
ん

の
交
流
が
少
し
ず
つ
広
が
っ
て
い
き
、
口
コ
ミ

に
よ
り
参
加
者
は
増
え
て
い
ま
す
。今
で
は
毎

回
1
０
０
人
か
ら
2
０
０
人
の
来
場
者
で
賑
わ

い
ま
す
。

　「
風
の
市
」の
立
ち
上
げ
か
ら
携
わ
っ
て
お
ら

れ
る
代
表
者
の
松
崎
祐
紀
代
さ
ん
（
八
木
町
神

吉
）に
、市
を
始
め
ら
れ
る
き
っ
か
け
な
ど
を
伺

い
ま
し
た
。

　
我
が
家
で
栽
培
し
て
い
る
ト
ル
コ
ギ
キ
ョ
ウ

は
、
出
荷
す
る
際
に
規
格
外
の
も
の
が
出
る
た

め
、
捨
て
る
の
を
も
っ
た
い
な
く
思
っ
て
い
ま

し
た
。ま
た
、友
達
も
天
然
酵
母
菌
を
使
っ
て
パ

ン
を
焼
い
て
い
て
、
二
人
し
て
地
元
で
な
ん
と

か
消
費
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
い
、
色
々
な

方
に
声
を
掛
け
、
手
作
り
品
を
持
ち
寄
っ
て
お

店
を
開
い
て
み
よ
う
と
相
談
し
た
の
が
き
っ
か

け
で
す
。

　　
日
々
の
中
で
、
こ
の
手
作
り
市
が
な
け
れ
ば

顔
を
合
わ
せ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
方
々
同
志

が
、お
茶
を
飲
み
な
が
ら
、お
菓
子
を
食
べ
な
が

ら
、た
わ
い
も
な
い
話
を
し
、楽
し
か
っ
た
と
思

え
る
一
日
に
し
よ
う
と
い
う
思
い
で
や
っ
て
い

ま
す
。

　
地
元
の
小
さ
な
子
ど
も
達
か
ら
高
齢
者
の

方
々
や
、遠
方
よ
り
来
て
下
さ
る
方
々
が
、風
の

市
に
来
て
く
だ
さ
っ
た
時
に
、
暑
い
日
に
窓
か

ら「
ス
ー
」と
入
る
心
地
よ
い
風
の
よ
う
に
、
こ

こ
ち
よ
く
過
ご
し
て
も
ら
え
れ
ば
最
高
で
す
。

「
風
の
市
」
代
表
者

松
崎
裕
紀
代
さ
ん
か
ら
ひ
と
言

　
心
地
よ
い
気
持
ち
い
い
風
を
吹
か
せ
た
い

と
、
手
作
り
の
市
、
「
風
の
市
」
を
始
め
て
5

年
。
地
域
の
皆
様
に
、
温
か
く
見
守
っ
て
頂

き
、
日
々
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　
喫
茶
店
の
な
い
神
吉
に
、「
風
の
市
」の
喫
茶

店
が
開
店
す
る
と
、
子
ど
も
達
や
ご
年
配
の

方
々
が
、一
人
二
人
と
集
ま
っ
て
来
ら
れ
て
、お

茶
を
飲
み
な
が
ら
の
座
談
会
が
始
ま
り
ま
す
。

　
の
ん
び
り
と
時
間
が
流
れ
て
い
る
、神
吉「
風

の
市
」に
、
皆
さ
ん
一
度
お
越
し
く
だ
さ
い
。お

待
ち
し
て
い
ま
す
。

石
橋
律
子
さ
ん
の
声

　
地
域
活
性
化
と
い
う
大
そ
れ
た
目
標
の
も

と
、全
て
に
お
い
て
手
作
り
に
こ
だ
わ
り
、看
板

か
ら
旗
、ち
ら
し
、作
品
、お
花
、農
作
物
、準
備
、

後
片
付
け
に
至
る
ま
で
、
皆
の
協
力
が
な
け
れ

ば
な
り
た
た
な
い
の
が
、「
風
の
市
」で
す
。市
に

足
を
運
ん
で
く
だ
さ
っ
た
方
か
ら
、
や
さ
し
く

声
を
か
け
て
頂
き
、
和
気
あ
い
あ
い
と
楽
し
い

ひ
と
と
き
を
過
ご
す
こ
と
が
出
来
る
こ
と
に
、

幸
せ
を
感
じ
て
い
ま
す
。「
風
の
市
」に
行
け
ば
、

必
ず
誰
か
が
い
る
。お
茶
を
飲
み
な
が
ら
、風
を

肌
で
感
じ
、
笑
顔
に
出
会
い
、
会
話
が
は
ず
む
。

「
来
て
良
か
っ
た
」と
誰
も
が
思
え
る
憩
い
の
場

で
あ
り
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。手
作
り
の
品

で
あ
れ
ば
、
誰
で
も
気
軽
に
参
加
で
き
る
市
で

す
。一
人
で
も
多
く
の
方
の
参
加
を
願
っ
て
い

ま
す
。

徳
山
春
代
さ
ん
の
声

　
市
を
開
く
朝
、
ス
タ
ッ
フ
の
み
ん
な
で
作
っ

た
旗
や
看
板
を
立
て
ま
す
。神
吉
に
二
車
線
の

「
え
ぇ
」
道
が
出
来
て
20
年
近
く
に
な
り
ま
す
。

週
末
に
は
何
台
も
の
車
や
バ
イ
ク
、
自
転
車
が

そ
の
「
え
ぇ
」
道
を
通
り
過
ぎ
て
い
き
ま
す
。心

地
よ
い
緑
の
風
が
吹
き
抜
け
る
静
か
な
山
里

に
、ぜ
ひ
足
を
と
め
、そ
の
風
を
感
じ
て
い
た
だ

き
た
い
。そ
し
て
知
っ
て
ほ
し
い
。

　
こ
こ
は「
神
吉
」！
　
ま
ぁ
ち
ょ
っ
と
い
っ
ぷ

く
し
て
く
だ
さ
い
な
。

き
っ
か
け
は
？

は
じ
め
ら
れ
て
？

8その

▲「トルコギキョウはいかがですか」 松崎裕紀代さん

▲お茶を飲みながらの座談会が始まる

　八木町神吉地区は豊かな自然のある里山です
が、京都市に隣接することで、都会から短時間で立
ち寄れます。新鮮野菜はもちろん手作りパンや巻き
寿司などをご賞味ください。（取材：小川幸雄委員）

神吉・風の市
（八木町神吉地区）

～ 安全な京野菜を安価で提供 ～

ちょっと立ち寄ってみたくなる
場所を目指して

南丹市役所
八木支所

まずは農業委員会にご相談を！

そこで「農業者のための年金」を活用しませんか！
　農業者年金は、日本農業の担い手である農業者の方々の、老後生活の安定を図ることなどを目的と
した、農業者だけが加入できる「農業者のための年金」です。
　農業者年金は、国民年金の第１号被保険者である農業者の皆様がより豊かな老後生活を過ごすこと
が出来るよう国民年金（基礎年金）に上乗せした任意加入の公的な年金制度です。
　保険料は、積み立て方式で、月額20,000円を最低とし、1,000円刻みで67,000円まで、増や
すことができます。
　また、一定条件を満たしている方は、特例保険料を選択することができ、国庫補助により保険料の
一部について政策支援を受けることができます。

　　保険料を毎月欠かさず納めて、65歳から受給できる老齢基礎年金の額は、月額　６万６千円（１人）　
13万２千円（夫婦）になりますが、保険料の未納があった場合は、その分減額されます。
　平均的な毎月の生活費として、夫婦で23万円が必要になりますが、このうち、13万２千円を
国民年金で賄うとして、残りの約10万円をどのように準備するのかが課題となります。　

Ｑ：　国民年金だけで、十分ですか？

農業者年金国が支える。安心が大きくなる。

老後の生活設計をご検討の際には、農業者のためのメリットがたくさんある、
農業者のための年金『農業者年金』の活用を、是非、お考えください！！

神吉地区
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こ
こ
は「
神
吉
」！
　
ま
ぁ
ち
ょ
っ
と
い
っ
ぷ

く
し
て
く
だ
さ
い
な
。

き
っ
か
け
は
？

は
じ
め
ら
れ
て
？

8その

▲「トルコギキョウはいかがですか」 松崎裕紀代さん

▲お茶を飲みながらの座談会が始まる

　八木町神吉地区は豊かな自然のある里山です
が、京都市に隣接することで、都会から短時間で立
ち寄れます。新鮮野菜はもちろん手作りパンや巻き
寿司などをご賞味ください。（取材：小川幸雄委員）

神吉・風の市
（八木町神吉地区）

～ 安全な京野菜を安価で提供 ～

ちょっと立ち寄ってみたくなる
場所を目指して

南丹市役所
八木支所

まずは農業委員会にご相談を！

そこで「農業者のための年金」を活用しませんか！
　農業者年金は、日本農業の担い手である農業者の方々の、老後生活の安定を図ることなどを目的と
した、農業者だけが加入できる「農業者のための年金」です。
　農業者年金は、国民年金の第１号被保険者である農業者の皆様がより豊かな老後生活を過ごすこと
が出来るよう国民年金（基礎年金）に上乗せした任意加入の公的な年金制度です。
　保険料は、積み立て方式で、月額20,000円を最低とし、1,000円刻みで67,000円まで、増や
すことができます。
　また、一定条件を満たしている方は、特例保険料を選択することができ、国庫補助により保険料の
一部について政策支援を受けることができます。

　　保険料を毎月欠かさず納めて、65歳から受給できる老齢基礎年金の額は、月額　６万６千円（１人）　
13万２千円（夫婦）になりますが、保険料の未納があった場合は、その分減額されます。
　平均的な毎月の生活費として、夫婦で23万円が必要になりますが、このうち、13万２千円を
国民年金で賄うとして、残りの約10万円をどのように準備するのかが課題となります。　

Ｑ：　国民年金だけで、十分ですか？

農業者年金国が支える。安心が大きくなる。

老後の生活設計をご検討の際には、農業者のためのメリットがたくさんある、
農業者のための年金『農業者年金』の活用を、是非、お考えください！！

神吉地区
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吉
富
小
学
校
の
１・２
年
生
の
生
徒
た
ち
が
田
ん
ぼ

の
学
習
を
始
め
て
７
年
目
に
な
り
ま
す
。

　

春
に
は
て
ん
と
う
虫
や
蝶
、カ
エ
ル
、お
た
ま
じ
ゃ
く

し
、秋
の
稲
刈
り
に
は
赤
と
ん
ぼ
や
イ
ナ
ゴ
、バ
ッ
タ
な

ど
多
く
の
生
き
物
が
生
徒
た
ち
を
迎
え
て
く
れ
ま
す
。

　

生
徒
た
ち
は
、色
々
な
生
き
物
な
ど
に
お
世
話
に

な
っ
て
、初
め
て
お
米
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
学

び
ま
し
た
。食
事
の
時
に
手
を
合
わ
せ
て
、「
い
た
だ
き

ま
す
」と
言
う
の
は
、お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
に
感
謝

す
る
の
と
同
時
に
、多
く
の
生
き
物
の「
命
を
い
た
だ
き

ま
す
」と
言
う
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。

　

生
徒
た
ち
が
育
て
た
稲
は
、10
月
に
稲
刈
り
を
し
、学

校
の
グ
ラ
ン
ド
で
乾
し
て
か
ら
足
踏
み
脱
穀
機
で
脱
穀

を
し
、す
り
鉢
と
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
で
籾
摺
り
を
し
ま
す
。

　

育
て
た
黒
米
は
モ
チ
の
品
種
で
す
。１
月
に
学
校
で
、

黒
米
の
入
っ
た
お

餅
を
み
ん
な
で
つ

い
て
食
べ
ま
す
。

　

ま
た
、こ
こ
数
年

は
吉
冨
小
学
校
の

生
徒
た
ち
が
育
て

た
お
米
を
、１
日

分
だ
け
で
す
が
南

丹
市
の
学
校
給
食

に
使
っ
て
頂
き
、生

徒
た
ち
が
し
た
仕

事
を
市
内
の
他
の

小
学
生
に
知
っ
て

も
ら
っ
て
い
ま
す
。

（
取
材　

若
井
勝
美
委
員
）

　

日
吉
町
殿
田
の
子
ど
も
達
が
、大
向
営
農
組
合
に
貸

農
園
を
提
供
し
て
い
た
だ
き
、６
月
26
日
に
さ
つ
ま
い

も
の
苗
を
植
え
ま
し
た
。一人
に
五
本
ず
つ
、み
ん
な「
ど

う
す
る
の
？
こ
れ
で
い
い
の
？
」と
わ
い
わ
い
楽
し
く
作

業
を
行
い
、収
穫
が
楽
し
み
で
す
。　
　

　

今
年
は
植
え
付
け
後
、日
和
続
き
で
水
か
け
が
大
変

で
し
た
が
、大
き
い
さ
つ
ま
い
も
を
掘
る
こ
と
が
出
来

る
の
を
楽
し
み
に
頑
張
り
ま
し
た
。ま
た
、草
引
き
に
も

頑
張
り
、収
穫
を
心
待
ち
に
し
て
い
ま
す
。

（
取
材　

吉
田
陽
子
委
員
）

　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。

吉
冨
小
学
校
の
食
育

貸
農
園
で

さ
つ
ま
い
も
植
え

ふ
る
さ
と
探
検
隊

in
南
丹

　
「
ふ
る
さ
と
探

検
隊
in
南
丹
」

は
、次
世
代
を
担

う
子
ど
も
達
に
、

地
域
の
農
業
生

産
や
身
近
な
生

活
環
境
を
見
て
、

そ
の
役
割
や
歴

史
を
学
ぶ
こ
と

に
よ
り
、ふ
る
さ

と
に
誇
り
と
愛

着
を
持
っ
て
い
た

だ
く
こ
と
を
目

的
に
毎
年
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
年
は
船
岡
地
区
一
体
の
農
地
を
潤
し
て
い
る「
大
西

井
堰
」の
ト
ン
ネ
ル（
勝か
ち

抜ぬ
き

隧ず
い

道ど
う

）の
探
検
を
行
い
ま
し

た
。日
吉
ダ
ム
の
直
下
流
に
あ
る
大
西
井
堰
は
、安
永
元

年
に
創
設
さ
れ
た
農
業
用
水
路
で
す
。昭
和
16
年
に
日

吉
町
殿
田
と
園
部
町
船
岡
を
直
結
す
る
ト
ン
ネ
ル（
勝

抜
隧
道
）を
掘
り
、用
水
路
が
短
縮
さ
れ
ま
し
た
。現
在

も
大
西
井
堰
土
地
改
良
区
に
よ
っ
て
大
切
に
管
理
さ
れ
、

50
㌶
の
農
地
に
水
を
送
り
続
け
て
い
ま
す
。

　

当
日
34
名
の
子
ど
も
達
が
参
加
し
、担
当
の
方
か
ら

井
堰
や
水
路
の
歴
史
、地
域
の
農
業
に
つ
い
て
の
話
を

聞
き
ま
し
た
。ト
ン
ネ
ル（
勝
抜
隧
道
）で
は
、安
全
対
策

で
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
し
て
通
り
抜
け
ま
し
た
。人
力
で

掘
っ
た
と
聞
い
て
、参
加
し
た
み
ん
な
は
、作
業
の
大
変

さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

（
取
材　

河
村
明
義
委
員
）

　
例
年
を
上
回
る
猛
暑
の
夏
も
過
ぎ
、
本
号
で
紹
介
し
て

い
る
、
神
吉
「
風
の
市
」
の
安
心
安
全
な
手
作
り
野
菜
も
、

秋
が
旬
の
も
の
が
主
流
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　
学
校
で
は
二
学
期
も
始
ま
り
、「
食
と
農
業
」
で
紹
介
し

た
よ
う
に
、
地
元
農
家
が
丹
精
こ
め
て
作
っ
た
食
材
を
利

用
し
た
給
食
が
提
供
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
農
政
に
お
い
て
は
、
農
地
転
用
制
度
や
米
ト
レ
ー
サ
ビ

リ
テ
ィ
制
度
な
ど
、
農
地
と
米
に
関
す
る
制
度
を
主
に
取

り
上
げ
ま
し
た
。
ま
た
、「
あ
っ
ち
こ
っ
ち
」
で
は
、
元
気

な
地
域
の
取
り
組
み
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　
南
丹
市
内
で
元
気
に
活
動
さ
れ
て
い
る
農
業
団
体
や
、

子
ど
も
達
の
農
業
体
験
な
ど
、
身
近
な
活
動
が
あ
り
ま
し

た
ら
、
広
報
委
員
会
ま
で
情
報
の
提
供
を
お
願
い
し
ま
す
。

（
広
報
委
員
長
　
塩
貝
洋
一
）

▲238年前にできた大西井堰

▲命をいただくことに感謝して収穫


