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活力ある酒田農業を目指して（２面）
「あねちゃまめ」＆「酒田まめほの香」（３面）

～ 新たな特産品のデビュー ～
実りの秋に収穫の喜びを（４面）

～ 次代を担うさかたっ子が農業体験 ～
農業委員会レポート（５面）
新規就農者の紹介　Fresh Farmer　はじめの一歩（６面）
若手農業者リレーエッセー　かぜ
農業 一筋　　短信（７面）
酒田の“旬”を食す　－秋－（８面）

「平田赤ねぎの収穫」　 ～平田地区～
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―
市
長
に「
建
議
書
」「
要
望
書
」を
提
出
―

○
自
然
災
害
へ
の
き
め
細
か
く
素
早

い
支
援
条
件
を
緩
和
し
た
対
応
と
、

老
朽
化
し
た
施
設
へ
の
支
援
条
件

の
緩
和

○
酒
田
市
の
友
好
都
市
、
武
蔵
野
市

や
新
た
に
展
開
予
定
の
ア
ン
テ
ナ

シ
ョ
ッ
プ
へ
の
酒
田
の
魅
力
の
発

信
と
Ｐ
Ｒ

　

同
日
、
米
価
の
下
落
に
関
す
る
対

策
に
つ
い
て
、
市
長
と
市
議
会
議
長

に
緊
急
要
請
書
を
提
出
し
ま
し
た
。

　

米
価
変
動
に
対
す
る
経
営
安
定
対

策
、
備
蓄
米
の
確
保
や
米
の
多
用
途

利
用
に
向
け
た
政
策
と
米
の
需
要
を

喚
起
す
る
対
策
に
つ
い
て
要
請
し
た

も
の
で
す
。

　

農
業
委
員
会
で
は
、
農
業
現
場
の

声
を
本
市
農
業
政
策
に
反
映
さ
せ
る

た
め
に
、
九
月
一
七
日
、
市
長
へ「
建

議
書｣

「
要
望
書
」
を
提
出
し
ま
し
た
。

　

作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
広
く
農
業

者
、
農
業
関
係
団
体
等
の
意
見
を
集

約
し
、
取
り
ま
と
め
ま
し
た
。

　

建
議
、
要
望
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

○
高
食
味
の
良
質
米
生
産
や
飼
料
米

の
多
収
に
向
け
た
、
水
田
の
土
壌

改
良
剤
散
布
へ
の
助
成

○
生
産
者
が
地
域
に
合
っ
た
売
れ
る

作
物
づ
く
り
に
取
り
組
め
る
よ
う
、

確
実
性
が
あ
り
、
量
も
こ
な
せ
る

施
設
と
し
て
の
庄
内
バ
イ
オ
研
修

セ
ン
タ
ー
の
拡
充

活
力
あ
る
酒
田
農
業
を
目
指
し
て

要
望
内
容（
抜
粋
）

緊
急
要
請
書
を
提
出

建
議
書
、要
望
書
、緊
急
要
請
書
を
市
長
に
提
出

平成26年度 建議の骨子
１．農地中間管理事業の推進
○中山間地等の条件不利農地の現状を把握し、実態に即した効
果的な施策等を検討する。

○市町を越えて耕作する農業者が不利益を被らないよう他市町
との連携協力を推進する。

○農地情報の把握・管理主体としての農業委員及び事務局の適
正かつ円滑な業務執行のため体制の整備強化を図る。

２．中山間地の抱える諸問題
○数量払いの交付金制度にあっては、一律の基準単収から地域
の実状に合った段階的な基準を設けるなど検討する。

○中山間地域等直接支払交付金の有効活用が図られるよう相談
機能の充実を図る。

○条件不利地の作業軽減のために、小規模区画農地の畦畔除去
や棚田法面のステップ敷設などの農地整備を図る。

○草刈り作業の負担が大きいため、法面草刈り機やトラクター
装着の草刈り機の導入に支援を検討する。

３．担い手育成、確保と支援の確立
○新たな技術の習得や経営拡大に取り組む農業者が、小人数の
グループや個人でも研修できる支援策を図る。

○水稲副産物としての籾殻や異業種の視点をとらえた育苗床土
の開発等により、労働コストの負担軽減を図る。

４．女性農業者の育成等
○酒田農業の魅力アップと情報発信を図るため、アグリサポー
ター（仮称）の設置を検討する。

○地域活性化のため、また、女性農業者の活動の場との視点か
らも農業青年を対象とした婚活事業の継続を図る。

○女性農業者の斬新でしなやかな発想が反映できるように、
様々な会議等の場に積極的に参画できる環境を整える。

５．農林水産業関連の各種機能を併設した ｢道の駅」 の
設置
○６次産業化やグリーンツーリズムの推進による農業振興を図
るため、直売施設や農家レストラン等を併設した「道の駅」
の設置を検討する。

○直売施設等の併設に伴い、コーディネイトや支援する人材の
確保と常駐させる体制を検討する。

６．山砂採取の再考を
○造成後の植林は、防風防砂対策にできるだけ早くその効果を
発揮できるよう検討する。

○砂防林の育成は長い年月を要するが破壊は一瞬であることを
踏まえ、県や関係団体と連携しながら将来像を示すよう検討
する。

市議会議長に対し緊急要請書を提出

特集
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鶴
」
の
品
種
改
良
に
よ
り
作
ら
れ
た
新

品
種
。「
女
鶴
」
は
栽
培
面
で
の
難
し

さ
が
あ
っ
た
た
め
、
庄
内
バ
イ
オ
研
修

セ
ン
タ
ー
で
、
品
種
の
開
発
に
着
手
し
、

そ
の
結
果
、
１
ｍ
ほ
ど
あ
っ
た
丈
の
長

さ
を
85
㎝
前
後
に
縮
め
、
収
量
も
増
加

さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
、
平
成
一
三
年

に
「
酒
田
女
鶴
」
の
品
種
登
録
が
認
め

ら
れ
ま
し
た
。

教
授
（
現
客
員
教
授
）
が
開
発
し
た
新

品
種
の
枝
豆
「
ア
ベ
チ
ャ
33
」
は
、
平

成
二
一
年
に
山
形
大
学
が
農
林
水
産
省

に
品
種
登
録
申
請
し
、
平
成
二
五
年
に

登
録
が
認
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　

「
ア
ベ
チ
ャ
33
」
は
、
良
食
味
で
粒

は
や
や
大
粒
な
の
で
食
べ
応
え
が
あ
り
、

収
穫
期
も
遅
め
の
た
め
、
生
産
現
場
に

お
い
て
は
、
枝
豆
生
産
期
間
の
幅
の
拡

大
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

庄
内
バ
イ
オ
研
修
セ
ン
タ
ー
で
は
、

セ
ン
タ
ー
の
育
成
品
種
で
あ
る
「
酒
田

女
鶴
※
」
の
原
種
の
生
産
を
行
う
一
方

で
、
水
稲
新
品
種
の
開
発
に
も
取
り
組

み
、
平
成
一
九
年
か
ら
研
究
を
重
ね
、

開
発
さ
れ
た
新
品
種
の
糯
米
が
「
酒
田

糯
14
号
」
で
す
。

　

酒
田
女
鶴
と
紅
香
を
交
配
さ
せ
た
結

果
、そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
で
あ
る
「
こ
し
」

の
強
さ
と
き
め
細
や
か
な
舌
触
り
に
加

え
て
、
枝
豆
に
似
た
香
り
を
も
つ
こ
と

が
特
徴
で
す
。
平
成
二
六
年
に
酒
田
市

で
農
林
水
産
省
に
品
種
登
録
申
請
し
ま

し
た
。
酒
田
女
鶴
に
香
り
が
つ
い
た
こ

と
で
、
幅
広
い
用
途
で
の
使
用
が
期
待

さ
れ
て
い
ま
す
。

※「
酒
田
女
鶴
」は
、そ
の
親
で
あ
る「
女

　

庄
内
バ
イ
オ
研
修
セ
ン
タ
ー
の
地
域

特
産
農
作
物
の
改
良
・
開
発
事
業
に
お

け
る
「
大
豆
・
枝
豆
の
品
種
改
良
」
の

一
環
と
し
て
、
酒
田
市
が
平
成
一
五
年

度
か
ら
山
形

大
学
農
学
部

に
研
究
委
託

を
行
い
、
開

発
さ
れ
た
の

が
「
ア
ベ
チ

ャ
33
」
で
す
。

　

阿
部
利
徳

　
本
市
で
は
、
お
い
し
い
農
産
物
の
新
品
種
開
発
に
向

け
て
、
研
究
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
開
発
さ
れ
た
の
が
枝
豆
「
ア
ベ
チ
ャ
33
」

と
糯
米
「
酒
田
糯
14
号
」
で
す
。

　
ま
た
、
こ
の
二
品
種
を
酒
田
の
特
産
品
と
し
て
定
着

さ
せ
ブ
ラ
ン
ド
化
を
図
る
た
め
に
、
多
く
の
方
か
ら
愛

さ
れ
親
し
み
や
す
い
名
称
を
公
募
し
ま
し
た
。

　
そ
の
中
か
ら
「
あ
ね
ち
ゃ
ま
め
」
と
「
酒
田
ま
め
ほ

の
香
」
と
い
う
す
ば
ら
し
い
名
称
を
つ
け
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
品
種
の
特
性
を
表
現
し
た
酒
田
ら
し
い
・

庄
内
ら
し
い
名
前
で
す
。

命
名
者
に
記
念
品
が
贈
ら
れ
ま
し
た

～新たな特産品のデビュー～
「あねちゃまめ」＆「酒田まめほの香」

「あねちゃまめ」

「酒田まめほの香」
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「
わ
ー
い
大
き
い
」
と
歓
声
が
上
が

り
ま
す
。

　

私
が
こ
の
交
流
を
始
め
て
一
〇
数

年
。
ほ
か
に
も
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
ミ

ニ
ト
マ
ト
等
の
生
育
を
一
緒
に
観
察

し
な
が
ら
、
子
ど
も
た
ち
が
野
菜
を

好
き
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
交
流
し

て
い
ま
す
。

　

体
験
後
は
、
サ
ツ
マ
イ
モ
で
作
っ

た
私
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
ス
イ
ー
ツ
「
い

も
棒
」
の
お
や
つ
に
舌
鼓
。

（
農
業
委
員　

村
上
淳
子
）

　

本
楯
保
育
園
の
園
児
た
ち
が
一
〇

月
一
五
日
に
サ
ツ
マ
イ
モ
の
収
穫
体

験
を
行
い
ま
し
た
。
ど
ろ
ん
こ
遊
び

も
織
り
交
ぜ
て
の
楽
し
い
収
穫
の
始

ま
り
で
す
。
み
ん
な
で
力
い
っ
ぱ
い

引
っ
張
り
あ
げ
た
サ
ツ
マ
イ
モ
に
、

ラ
キ
ラ
さ
せ
て
答
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　

五
月
の
田
植
え
か
ら
こ
の
ほ
場
で

作
業
を
行
っ
て
き
た
子
ど
も
た
ち
、

米
が
で
き
る
ま
で
の
体
験
を
通
し
て

食
物
を
大
切
に
す
る
こ
と
、
み
ん
な

で
協
力
し
合
う
こ
と
の
意
味
を
知
っ

た
よ
う
で
す
。

（
農
業
委
員　

千
葉　

明
）

橋
一
郎
）
と
土
里
夢
の
会
（
会
長　

関
口
友
子
）
の
み
な
さ
ん
が
、
市
立

浜
田
小
学
校
五
年
の
児
童
と
つ
や
姫

の
稲
刈
り
作
業
を
行
い
ま
し
た
。

　

秋
と
は
思
え
な

い
ほ
ど
の
強
い
日

差
し
の
中
、
額
に

汗
し
な
が
ら
鎌
を

手
に
一
生
懸
命
刈

り
取
り
す
る
子
ど

も
、
途
中
で
イ
ナ

ゴ
を
発
見
し
て
遊

ん
で
し
ま
う
子
ど

も
と
様
々
で
す
。

ま
た
、「
口
よ
り
も

手
を
動
か
し
て
」

と
先
生
の
声
も
か

か
り
ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
は

「
稲
刈
り
を
す
る

の
は
初
め
て
で
楽

し
い
」「
ご
飯
大

好
き
」
と
目
を
キ

　

九
月
二
九
日
、
中
平
田
地

区
農
振
協
議
会
（
会
長　

髙

　

食
育
交
流
活
動
事
業
が
ス
タ
ー
ト
し
て
八
年
目
を
迎
え

ま
し
た
。
こ
の
事
業
は
、
農
業
者
が
市
内
の
保
育
所
、
幼

稚
園
や
小
中
学
校
の
児
童
や
生
徒
と
農
業
体
験
を
通
し
て

交
流
を
行
う
も
の
で
す
。

　

今
年
も
、
市
内
各
地
で
実
施
し
て
い
ま
す
。
実
り
の
秋

を
迎
え
て
の
収
穫
体
験
の
様
子
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

＝次代を担うさかたっ子が農業体験＝
実りの秋に収穫の喜びを

つ
や
姫
稲
刈
り
体
験

サ
ツ
マ
イ
モ
の
収
穫
体
験

麻
ひ
も
で
結
ん
で
杭
が
け
し
ま
す

鎌を手に丁寧に刈り取ります

「ハイ、サツマイモ！」と収穫を喜ぶ本楯保育園児たち
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ま
す
。
ま
た
、
形
式
に
と
ら
わ
れ
な

い
構
成
も
考
え
て
み
た
い
で
す
。

　

農
業
委
員
活
動
の
「
見
え
る
化
」

が
求
め
ら
れ
て
い
る
中
、
地
域
の
農

家
や
消
費
者
と
共
に
歩
む
農
業
委
員

会
の
活
動
を
お
伝
え
し
て
い
く
こ
と

の
大
切
さ
を
再
認
識
し
ま
し
た
。

◆
ハ
イ
テ
ク
で
、
瞬
く
間
に
印
刷
さ

れ
る
ス
ピ
ー
ド
感
に
圧
倒
さ
れ
ま
し

た
。
輪
転
機
と
大
き
な
ロ
ー
ル
紙
が

高
速
で
回
転
す
る
と
、
か
な
り
の
振

動
が
あ
り
ま
す
。
一
〇
〇
件
に
近
い

組
織
と
媒
体
を
扱
っ
て
い
る
そ
う
で
、

ト
ラ
ブ
ル
へ
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制

が
万
全
に
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
紙

面
へ
の
色
の
出
具
合
な
ど
印
刷
技
術
に

対
す
る
こ
だ
わ
り
な
ど
に
感
心
し
ま
し

た
。

（
会
報
委
員
会
）

　

一
〇
月
一
〇
日
に
会
報
委
員
会
の
視

察
研
修
を
行
い
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
東
京
都
江
東
区
に
あ
る
全

国
農
業
新
聞
の
印
刷
工
場
を
会
場
に
、

新
聞
が
で
き
上
が
る
ま
で
の
工
程
の
見

学
や
、
全
国
農
業
会
議
所
の
方
か
ら

農
業
委
員
会
だ
よ
り
の
重
要
性
や
編

集
ポ
イ
ン
ト
の
説
明
を
受
け
ま
し
た
。

　
＊
＊
研
修
報
告
＊
＊

◆
全
国
の
農
業
委
員
会
で
発
行
し
て

い
る
会
報
を
見
せ
て
い
た
だ
き
な
が

ら
の
全
国
農
業
会
議
所
の
方
に
よ
る

編
集
の
ポ
イ
ン
ト
説
明
は
、
と
て
も

分
か
り
や
す
く
、
大
い
に
参
考
に
な

り
ま
し
た
。

　

今
後
、
会
報
を
編
集
し
て
い
く
う

え
で
、
生
か
し
て
い
き
た
い
と
思
い

よ
収
穫
の
時
を
迎
え
、
農
業
委
員
総
出

で
実
り
に
感
謝
し
つ
つ
、
心
地
よ
い
汗

を
流
し
ま
し
た
。

　

農
林
水
産
ま
つ
り
で
は
、
ホ
ク
ホ
ク

の
焼
き
芋
の
試
食
と
、
サ
ツ
マ
イ
モ
の

販
売
を
行
い
、
市
民
に
農
地
の
有
効
活

用
を
Ｐ
Ｒ
し
ま
し
た
。

（
佐
藤
六
雄
委
員
）

　

農
業
委
員
会
で
は
、
耕
作
放
棄
地
の

解
消
と
農
地
の
有
効
活
用
を
図
る
た
め

宮
野
浦
地
区
で
サ
ツ
マ
イ
モ
の
栽
培
に

取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　

今
年
も
宮
野
浦
地
区
の
畑
で
サ
ツ
マ

イ
モ
（
紅
あ
ず
ま
）
を
栽
培
し
ま
し
た
。

五
月
に
は
、
肥
料
散
布
後
に
定
植
作
業

を
行
い
、
七
月
に
は
除
草
作
業
を
実
施

し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
一
〇
月
一
八
日
、
い
よ
い

農
業
委
員
会

活
動
レ
ポ
ー
ト

サ
ツ
マ
イ
モ
の
栽
培
で

農
地
の
有
効
活
用
を

作
業
の
始
ま
り
は
肥
料
散
布
か
ら

全
国
の
会
報
を
参
考
に
説
明
を
受
け
ま
し
た

豊作を願いつつの定植作業収穫の喜びはひとしおです

新聞の印刷工程を見学

会報の重要性を再認識 ～会報委員会視察研修～
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長
男
は
六
年
勤
め
た
後
、
二
〇
一

一
年
春
か
ら
就
農
し
カ
ブ
栽
培
を
導

入
。
農
業
の
ポ
イ
ン
ト
は
天
候
と
土

と
考
え
、
気
象
デ
ー
タ
か
ら
作
業
計

画
を
立
て
ま
す
。
農
業
に
挑
戦
し
た

い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
が
ん
ば
っ

た
分
だ
け
作
物
は
応
え
て
く
れ
ま
す
。

　

農
地
を
拡
大
し
農
業
に
汗
を
流
す

両
親
の
姿
が
三
人
の
農
業
に
対
す
る

思
い
を
育
み
ま
し
た
。「
お
い
し
い

も
の
を
作
る
こ
と
が
農
業
の
基
本
。

こ
れ
か
ら
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
販
売

力
」
を
合
言
葉
に
コ
メ
は
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
販
売
、
そ
れ
ぞ
れ
が
別
々

の
シ
ョ
ッ
プ
を
開
設
し
異
な
る
顧
客

を
開
拓
、
販
路
拡
大
を
目
指
し
て
い

ま
す
。

　
「
土
作
り
を
含
め
た
循
環
型
農
業

を
実
践
し
、
付
加
価
値
を
つ
け
て
安

全
な
も
の
を
提
供
し
た
い
」
と
話
す

長
男
に
、「
農
業
は
厳
し
い
と
言
わ

れ
る
が
可
能
性
は
大
き
い
。
若
い
力

で
盛
り
上
げ
て
い
き
た
い
」
と
次
男
。

「
兄
の
発
想
力
は
柔
軟
で
新
鮮
」「
弟

の
農
業
感
覚
や
計
画
力
に
は
感
心
す

る
」
と
お
互
い
を
評
価
し
て
い
ま
す
。

遠
藤
兄
弟
は
、
三
人
で
あ
る
こ
と
に

力
強
さ
を
感
じ
、
今
後
も
農
業
に
挑

戦
し
続
け
ま
す
。

　

私
は
就
農
し
て
九
年
目

に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で

は
、
会
社
員
で
し
た
。
農

業
は
子
ど
も
の
こ
ろ
、
親

と
一
緒
に
田
ん
ぼ
に
行
き

カ
エ
ル
・
ザ
リ
ガ
ニ
・
イ

ナ
ゴ
な
ど
を
捕
ま
え
、
遊

び
な
が
ら
農
作
業
を
手
伝

う
程
度
で
、
農
業
に
か
か

わ
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
し
て
、
全
く
何
も
分

か
ら
な
い
ま
ま
農
業
を
ス

タ
ー
ト
し
ま
し
た
が
、
家

族
や
周
囲
の
方
々
の
支
え

も
あ
り
、
何
と
か
農
業
を

や
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま

す
。

　

水
稲
・
大
豆
・
メ
ロ
ン

・
ス
ト
ッ
ク
な
ど
の
水
稲

中
心
の
経
営
状
況
で
す
が
、
こ
こ
数

年
に
わ
た
り
、
春
は
低
温
や
日
照
不

足
、
夏
は
高
温
障
害
、
長
雨
、
大
型

台
風
な
ど
、
冬
は
大
雪
等
に
見
舞
わ

れ
、
異
常
気
象
が
起
こ
り
や
す
い
環

境
と
な
っ
て
お
り
、
自
然
を
相
手
に

し
て
の
農
作
業
は
、
経
験
・
情
報
・

技
術
力
が
今
後
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る

と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
加
え
て
、

米
の
低
価
格
・
Ｔ
Ｐ
Ｐ
問
題
が
あ
り
、

ど
の
よ
う
な
経
営
を
す
る
か
を

考
え
て
い
か
な
い
と
ダ
メ
だ
と

思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
生
産
者
が
精
一
杯
、

気
持
ち
を
込
め
て
、
お
い
し
い

お
米
・
お
い
し
い
野
菜
・
き
れ

い
な
花
を
出
荷
す
る
こ
と
と
、

ど
ん
ど
ん
新
し
い
こ
と
に
向
か

っ
て
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
す
る
こ
と

が
、
大
切
な
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。

　

今
回
こ
の
記
事
を
書
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
自
分
が
ど
の
よ
う

な
農
業
を
し
て
い
く
か
を
改
め

て
考
え
直
し
た
気
が
し
ま
す
。

農
業
を
や
り
続
け
る
に
は
、
ま

だ
ま
だ
学
ぶ
こ
と
が
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
が
、
今
後
も
人
と
の

つ
な
が
り
を
大
切
に
し
て
、
も

う
一
度
自
分
を
見
直
し
、
地
域

に
貢
献
で
き
る
よ
う
に
、
楽
し
ん
で

農
業
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

かぜ
～若手農業者リレーエッセー～

　

私
た
ち
は
、
両
親
と
共
に
水
稲
10

・
５
㌶
、
枝
豆
４
㌶
、
カ
ブ
約
13
㌶

を
栽
培
し
大
規
模
経
営
を
実
践
し
て

い
ま
す
。
次
男
は
就
農
し
て
一
〇
年

目
、
長
男
は
四
年
目
、
三
男
は
昨
春

か
ら
農
業
を
始
め
た
若
手
農
家
で
す
。

　

次
男
は
二
年
間
の
社
会
人
経
験
を

経
て
就
農
。
つ
や
姫
と
は
え
ぬ
き
、

七
品
種
の
枝
豆
や
30
㌃
の
小
玉
ス
イ

カ
を
栽
培
し
て
い
ま
す
。
つ
や
姫
は
、

特
別
栽
培
農
産
物
の
認
証
を
受
け
て

い
ま
す
。「
経
験
は
何
事
に
も
勝
る
。

両
親
が
先
生
」
と
家
族
そ
ろ
っ
て
の

農
作
業
に
魅
力
を
感
じ
て
い
ま
す
。

大
規
模
経
営
に
取
り
組
む
三
兄
弟

松山地区
遠藤 久道・広道・正道（左から長男、次男、三男です）

～ 新規就農者の紹介 ～
はじめの一歩はじめの一歩はじめの一歩はじめの一歩

農業と自分
落野目　山　木　貴　之
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農業委員がおじゃましてお聞きしました！

す
。
以
来
、
数
年
前
ま
で
Ａ
コ
ー
プ
、

め
ん
た
ま
畑
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど
で
販

売
し
、
人
気
と
な
り
ま
し
た
。　

　

ま
た
、
自
家
製
の
ニ
ン
ニ
ク
玉
を

二
十
年
近
く
愛
飲
し
て
い
る
せ
い
か
、

風
邪
を
ひ
く
こ
と
も
な
い
と
い
う
お

二
人
。
健
康
だ
か
ら
こ
そ
、
農
業
を

続
け
ら
れ
る
と
言
い
ま
す
。

　

富
樫
さ
ん
宅
で
す
ぐ
に
目
を
引
い

た
の
が
ピ
カ
ピ
カ
の
ラ
ジ
コ
ン
ヘ
リ
。

飛
ば
す
の
が
寛
幸
さ
ん
の
趣
味
と
か
。

一
方
、
ミ
ヨ
コ
さ
ん
は
「
一
番
の
楽

し
み
は
、
充
実
し
た
日
々
の
生
活
」

と
に
っ
こ
り
。
料
理
が
得
意
で
、
家

族
か
ら
は
、
い
つ
も
食
べ
た
い
物
を

リ
ク
エ
ス
ト
さ
れ
る
そ
う
で
す
。

　

ど
う
ぞ
こ
れ
か
ら
も
健
康
を
維
持

さ
れ
な
が
ら
、
お
二
人
で
お
い
し
い

野
菜
を
私
た
ち
の
食
卓
に
お
届
け
く

だ
さ
い
。�
（
土
田
治
夫
委
員
）

　

農
業
を
営
む
寛
幸
さ
ん（
七
七
歳
）

と
ミ
ヨ
コ
さ
ん
（
七
五
歳
）
は
結
婚

さ
れ
て
五
五
年
。
お
二
人
で
水
稲
と

野
菜
作
り
を
続
け
て
来
ら
れ
ま
し
た
。

直
売
所
「
め
ん
た
ま
畑
」
に
オ
ー
プ

ン
か
ら
一
日
も
休
ま
ず
に
出
荷
し
て

い
る
の
が
自
慢
で
す
。
赤
ネ
ギ
、
ナ

ス
、
葉
物
野
菜
、
花
、
豆
類
な
ど
多

品
目
を
出
荷
し
て
い
ま
す
。

　

食
味
が
一
番
の
こ
だ
わ
り
だ
そ
う

で
、
有
機
肥
料
を
使
い
、
お
い
し
い

米
や
野
菜
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

　

平
田
地
区
で
は
昭
和
五
〇
年
代
か

ら
ニ
ン
ニ
ク
が
特
産
品
の
一
つ
に
な

り
ま
し
た
。
こ
れ
が
き
っ
か
け
で
始

ま
っ
た
の
が
焼
き
肉
の
た
れ
作
り
で

　

農
業
委
員
の
選
挙
人
名
簿
は
、
毎

年
一
月
一
日
現
在
で
調
整
さ
れ
ま
す
。

申
請
書
は
、
平
成
二
七
年
一
月
一
〇

日
（
土
）
ま
で
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

住
所
要
件

　

平
成
二
七
年
一
月
一
日
現
在
で
、

酒
田
市
に
住
所
を
有
す
る
方

年
齢
要
件

　

平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
に
、
満

二
〇
歳
以
上
の
方
（
平
成
七
年
四
月

一
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
）

耕
作
要
件

①
一
〇
㌃
以
上
の
耕
作
業
務
を
営
む

方
（
経
営
者
）

②
耕
作
業
務
を
営
む
方
の
同
居
の
親

族
ま
た
は
配
偶
者（
耕
作
従
事
者
）

③
一
〇
㌃
以
上
の
耕
作
業
務
を
営
む

農
業
生
産
法
人
の
組
合
員
・
社
員

※
②
、
③
に
つ
い
て
は
、
年
間
六
〇

日
以
上
耕
作
に
従
事
す
る
方
で
す
。

決
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

参
考
賃
借
料
は
平
成
二
一
年
一
二

月
の
農
地
法
改
正
に
よ
り
、
地
主
と

耕
作
者
の
話
し
合
い
の
上
、
双
方
の

合
意
に
よ
り
決
定
し
て
い
た
だ
く
た

め
の
飽
く
ま
で
も
参
考
指
標
で
あ
る

こ
と
を
、
ご
理
解
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
今
後
に
お
い
て
も
現
状
の

米
価
の
動
向
を
十
分
加
味
し
な
が
ら
、

関
係
機
関
と
連
携
を
図
り
、
で
き
る

だ
け
早
期
に
参
考
賃
借
料
を
提
示
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

農
地
の
賃
貸
借
契
約
【
契
約
期
間

中
を
含
む
】
に
お
い
て
は
、
基
本
的

に
地
主
と
耕
作
者
双
方
で
賃
借
料
を

　
　
寛
　
幸

富
樫
　
　
　
ご
夫
妻

　
　
ミ
ヨ
コ

平
田
地
区
・
砂
越

農
業
委
員
選
挙
人
名
簿

登
録
申
請
に
つ
い
て

農
地
の
参
考
賃
借
料
に
つ
い
て

農家の経営とくらしに
役立つ情報を
お届けします!!
●発行日　毎週金曜日
●購読料１か月600円

＊Rose＆Garden＊
農業青年の出会い交流
イベントを開催
　10月11日（土）にバラの収穫と
ブーケ作り、交流パーティーが
行われ、積極的に交流する微笑
ましい光景が見られました。
　その結果２組のカップルが誕
生し参加者全員で祝福しました。
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昭
和
四
六
年
・
一
九
七
一
年
の
米

価
が
八
千
四
八
二
円
、
農
業
者
年
金

制
度
が
始
ま
っ
た
年
で
あ
る
。

　

あ
れ
か
ら
四
〇
有
余
年
が
経
過
し

た
。

　

今
年
の
米
価
仮
渡
金
が
、
は
え
ぬ

き
一
等
米
で
八
千
五
〇
〇
円
。
機
械

化
は
進
み
、
安
全
性
と
食
味
の
向
上

に
取
り
組
み
、
収
量
よ
り
も
質
に
こ

だ
わ
る
農
業
に
取
り
組
ん
で
き
て
、

こ
の
価
格
で
あ
る
。

　

エ
サ
米
栽
培
面
積
が
増
え
る
中
、

お
腹
い
っ
ぱ
い
に
食
べ
る
こ
と
の
で

き
な
い
貧
困
家
庭
や
生
活
保
護
世
帯

の
増
加
も
、
社
会
問
題
と
し
て
報
道

さ
れ
て
い
る
。
枠
を
超
え
た
国
民
が

納
得
す
る
政
策
を
打
ち
出
し
て
ほ
し

い
も
の
。

　

次
世
代
に
農
業
を
つ
な
ぐ
に
は
夢

が
必
要
で
あ
る
が
、
現
状
は
厳
し
す

ぎ
る
。

　

耕
作
放
棄
地
の
ま
す
ま
す
の
拡
大

や
農
村
の
共
同
の
精
神
・
自
治
体
の

存
続
に
も
、
農
業
の
衰
退
は
大
き
く

か
か
わ
っ
て
く
る
。

（
六
）

　柳小路の魚屋さんの店先は、炭火で焼くハタハタの
田楽のいいにおいが漂っていました。
　ハタハタの卵のぶりこを噛みながら歩いた思い出が、
よみがえります。
　家庭では、湯あげ、塩焼き、田楽と、一人で何尾も
食べていたものです。
　30年くらい前の酒田のハタハタは、安価の部類に入
る魚でありましたが、前回の「ねじり」と同様、今で
は高級魚の仲間入りです。
　今回は、洋風の田楽をお楽しみください。

ハタハタの洋風田楽

「食の都庄内」
親善大使
レストラン ロアジス
グランシェフ
太田　政宏

酒田の“旬”を食す

①　ハタハタのえらと胃袋を取り除き、塩コショウをし
て小麦粉を付ける。

②　フライパンにサラダオイルを入れ両面に焼き色を付
ける。

③　天板にオーブンシートを敷き、両面に洋がらしを塗
ったハタハタをのせ、尾をアルミホイルで巻く。
250℃のオーブンで約５～６分焼く。

④　③を皿に盛り、ワインビネガー、パセリのみじん切
りをふりかける。

⑤　フライパンにバターを入れ、きつね色になるまでこ
がし、④の上にかける。

⑥　付け合わせに茹でたじゃがいもを盛り付ける。

材料（１人前）
・ハタハタ･･････････････････････2尾
・洋がらし（ムータルド）････大さじ1杯
・ワインビネガー･･････････大さじ1杯
・パセリのみじん切り･･･････････少々
・バター････････････････････････ 15g
・塩コショウ･･･････････････････少々
・サラダオイル･････････････････少々
・小麦粉････････････････････････少々
・付け合わせのじゃがいも･･･････適量

ハタハタの洋風田楽

作り方

秋

編
集

後
記


