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　農業委員会では、増加傾向にある遊休農地の発生防止並びに解消に向けた取り組みとし
て、モデルほ場を設置し、農業委員自らが肥培管理（草刈・耕起・定植・収穫・整地など）
すると共に、看板「遊休農地を解消しよう」を設置し、地域住民への農地の有効利用を促
しています。
　平成２７年は、奈良盆地（市街地）に山間で栽培されている「まこもたけ」を植え付け、
遊休農地化した農地に植栽可能で有効な作物であるかどうか、試験栽培を行います。
　秋篠町にある約２０アールの農地をモデルほ場として選定し、約３アールに「まこもたけ」
約２００株の試験栽培を行い、残りに「ひのひかり」を植え付けます。

　６月上旬、「まこもたけ」と「ひのひかり」の水管理を分ける
ため仕切り板を設置し、啓発看板も設置しました。
　その後、まこもたけ・ひのひかりの植え付けを行いました。

　平
成
27
年
７
月
24
日
、
午
後
２
時

か
ら
奈
良
市
役
所
に
お
い
て
、
定

例
総
会
が
開
催
さ
れ
、
平
成
28
年
度

農
業
施
策
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、

総
会
の
場
で
仲
川
げ
ん
奈
良
市
長
へ

建
議
要
望
い
た
し
ま
し
た
。

　主
な
内
容
は
、
昨
年
12
月
に
実
施

し
た
農
業
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
の

集
計
結
果
や
地
域
農
業
者
の
意
見
を

踏
ま
え
、
本
市
農
家
が
抱
え
る
課
題

の
解
消
や
対
策
を
求
め
る
も
の
で
、

次
の
３
つ
の
事
項
に
つ
い
て
要
望
い

た
し
ま
し
た
。

　一
．
有
害
鳥
獣
被
害
対
策
の
強
化

　二
．
食
料
自
給
力
確
保
と

　
　
　食
料
自
給
率
の
向
上
対
策

　三
．
遊
休
農
地
解
消
・
荒
廃
農
地

　
　
　発
生
防
止
対
策
の
推
進

平
成
27
年
７
月
定
例
総
会

　氏　　名
中　田　武　文
大　西　崇　夫
北　中　正　純
嶋　田　圭　堂
長谷川　義廣
今　中　　　雄
谷　口　清　志
山　中　　浩
大　西　繁　實
須　川　章　夫
中　田　清　文
辰　巳　　貢
小　西　　功
藤　岡　正　則
今　井　勝　美
出口　礼次郎
小　川　正　一
高杉　美根子

地　区

奈　良

都　跡
平　城
伏　見
富　雄
辰　市

明　治

田　原
大柳生
東　里
月ヶ瀬
並　松
六　郷

　 住　　所
白毫寺町
法蓮町 
尼辻南町
秋篠町
菅原町 
石木町
東九条町
北之庄町
南永井町
水間町
阪原町 
南庄町 
月ヶ瀬長引
都祁相河町
荻町
中山町
月ヶ瀬石打
六条西三丁目

　  電話番号
54-1317
22-5093
33-8216
45-5068
44-6994
45-2555
62-1740
62-2828
61-6740
81-0745
93-0156
95-0396
0743-92-0662
0743-82-1211
0743-84-0752
45-3225
0743-92-0459
46-9001

　氏　　名
平　田　芳　道
武　野　義　男
吉　村　信　男
加　　　次　夫
大　畑　　稔
今　里　勝　亮
松村　楢太郎
巽　　一　孝
中　尾　義　永
荻　田　精　吾
山　中　正　三
岡　田　嘉　文
久保田　清隆
吉　井　　　次
西　井　　隆
吉　松　道　雄
松　本　嘉　平
今　西　正　延
北　　良　晃

地　区
奈　良
大安寺
都　跡
平　城
富　雄
東　市
帯　解
精　華
田　原
柳　生
大柳生
狭　川
月ヶ瀬

都　祁

　 住　　所
般若寺町
大安寺四丁目
五条町
山陵町
三碓四丁目
八島町
今市町
中畑町
日笠町
柳生町
大柳生町
狭川東町
月ヶ瀬桃香野
都祁白石町
針町
菅原町
針ヶ別所町 
狭川東町
都祁甲岡町

　  電話番号
23-6228
61-2609
33-2543
33-7567
45-1450
61-6694
61-8185
62-9375
81-0355
94-0487
93-0458
95-0195
0743-92-0858
0743-82-1491
0743-82-0735
45-5566
0743-84-0854
95-0979
0743-82-1380

奈良市農業委員会委員名簿　（平成27年７月27日から）
農地部会　　部会長　　中田　武文
　　　　　　副部会長　今中　　雄

農政部会　部会長　　松村　楢太郎 
　　　　　副部会長　荻田　精吾
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20

　
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
地
域
で
が
ん
ば
っ
て
お

ら
れ
る
農
業
者
を
紹
介
し
ま
す
。

　
奈
良
市
東
部
に
位
置
す
る
月
ヶ
瀬
。
自
然
あ
ふ

れ
る
環
境
の
中
で
、
ポ
ッ
ト
花
（
花
壇
苗
）
を
栽

培
し
て
お
ら
れ
る　
森
さ
ん
。

　
「
花
の
英
宏
園
」
で
は
、
32
棟
の
ハ
ウ
ス
で
１

年
間
を
通
し
て
出
荷
出
来
る
よ
う
に
、
作
付
し
て

い
ま
す
。
１
回
の
出
荷
で
お
よ
そ
１
万
２
千
ポ
ッ

ト
を
週
２
回
出
荷
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
作
付
品
目
は
、
年
間
約
40
品
目
に
も
及
び
、
主

な
花
と
し
て
春
は
ペ
チ
ュ
ニ
ア
・
サ
ル
ビ
ア
・
ベ

コ
ニ
ア・日
々
草
な
ど
、秋
は
パ
ン
ジ
ー・ビ
オ
ラ
・

ノ
ー
ス
ポ
ー
ル
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
月
ヶ
瀬
の
風
土
に
適
し
た
作
付
方
法
で
、
季
節

に
応
じ
た
品
目
・
品
種
を
選
び
、
市
場
の
ニ
ー
ズ

に
合
わ
せ
た
品
目
と
作
付
時
期
を
考
え
て
栽
培
し

て
お
ら
れ
ま
す
。

　
以
前
は
公
務
員
を
し
て
お
ら
れ
た
諄
一
さ
ん
。
は
じ

め
は
椎
茸
を
栽
培
し
て
お
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
後

ポ
ッ
ト
花
（
花
壇
苗
）
を
栽
培
し
て
、
35
年
に
な
る
そ

う
で
、
現
在
は
主
に
英
亮
さ
ん
が
切
り
盛
り
し
て
お
ら

れ
ま
し
た
。

　
最
近
の
原
油
高
で
資
材
の
コ
ス
ト
が
上
が
る
中
、
限

ら
れ
た
コ
ス
ト
の
中
で
出
来
る
だ
け
良
い
花
を
育
て
る

こ
と
を
大
切
に
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

　
種
は
、
播
種
機
で
蒔
か
れ
、
温
度
・
湿
度
調

整
さ
れ
た
ハ
ウ
ス
で
発
芽・育
成
さ
せ
、そ
の
後
、

成
長
し
た
プ
ラ
グ
苗
を
手
作
業
で
ポ
ッ
ト
に
植

え
て
い
き
ま
す
。（
右
写
真
参
照
）

　
花
の
種
類
・
品
質
な
ど
の
特
徴
で
ハ
ウ
ス
内

の
環
境
を
整
え
、
そ
れ
ぞ
れ
に
合
っ
た
温
度
・

湿
度
・
光
・
水
分
な
ど
を
調
整
し
な
が
ら
、
一

つ
一
つ
愛
情
を
込
め
て
育
て
て
い
き
ま
す
。

　
中
に
は
、
季
節
に
よ
っ
て
一
つ
で
３
〜
６
ヶ

月
以
上
か
か
る
ポ
ッ
ト
花
も
あ
る
そ
う
で
す
。

　
成
長
に
よ
り
、
外
気
に
近
づ
け
て
い
き
、
出

荷
時
に
は
、
外
気
と
同
じ
状
態
に
し
て
い
ま
す
。

　

森　

諄
一
さ
ん
（
69
歳
）

　

森　

英
亮
さ
ん
（
40
歳
）

に
し
も
り　
　

 

の
ぶ
い
ち

に
し
も
り　
　

 

え
い
す
け

　

自
然
に
囲
ま
れ
た
月
ヶ
瀬
に
向
か
う
と
、
ビ
ニ
ー

ル
ハ
ウ
ス
が
点
々
と
見
え
て
き
ま
し
た
。
花
の
英
宏

園
の
ハ
ウ
ス
で
す
。
32
棟
も
の
ハ
ウ
ス
が
あ
る
そ
う

で
す
。
訪
問
し
た
際
は
、
丁
度
出
荷
前
で
、
様
々
な

花
が
咲
き
、
私
た
ち
を
迎
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　

園
芸
の
仕
事
に
転
職
し
て
35
年
、
ポ
ッ
ト
花
（
花

壇
苗
）の
品
評
会
で
は
、パ
ン
ジ
ー
を
は
じ
め
と
し
て
、

沢
山
の
賞
を
取
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
現
在
は
主
に
、

英
亮
さ
ん
が
仕
事
を
切
り
盛
り
さ
れ
て
お
ら
れ
、
私

た
ち
の
質
問
に
対
し
、
親
切
に
色
々
教
え
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
お
忙
し
い
中
、
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　

農
政
部
会　

第
３
部
門　

北
中　

正
純

　

梅
香
る
候
、
月
ヶ
瀬
石
打
で
「
花
の
英
宏
園
」
を

経
営
さ
れ
て
い
る　

森
さ
ん
を
訪
ね
ま
し
た
。

　

英
亮
さ
ん
は
２
代
目
で
、
家
族
４
人
と
従
業
員
数

名
で
ポ
ッ
ト
花
の
栽
培
を
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

こ
こ
２
〜
３
年
底
値
の
状
態
と
資
材
高
騰
の
煽
り

で
厳
し
い
経
営
状
態
の
中
、
頑
張
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

私
た
ち
が
訪
れ
た
時
は
、
出
荷
を
迎
え
た
花
々
が

色
と
り
ど
り
に
咲
き
誇
っ
て
い
ま
し
た
。

　

雪
・
風
の
対
策
、
換
気
（
温
度
・
湿
度
）
の
管
理
、

気
候
の
変
化
に
対
し
て
の
工
夫
な
ど
、
お
忙
し
い
中
、

一
つ
一
つ
丁
寧
に
お
話
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
本

当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
　
　
　

農
政
部
会　

第
３
部
門　

出
口　

礼
次
郎

▲ペチュニア

▲バーベナ

▲奥…なでしこ　手前…ヘリクリサム

　

取
材
時
に
は
、
沢
山
の
花
が
咲
き
誇
り
、
花
た
ち
は
出
荷
の
時
を
待
っ
て
い
ま
し
た
。

　
　
「
こ
ん
に
ち
は
。」
と　

森
さ
ん
家
族
を
は
じ
め
、
従
業
員
の
方
々
も
快
く
迎
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
従
業
員

の
中
に
は
、
外
国
人
研
修
生
の
方
も
数
名
お
ら
れ
、
皆
さ
ん
和
気
あ
い
あ
い
と
笑
顔
で
仕
事
に
取
り
組
ん
で
い
ら
っ

し
ゃ
る
の
が
、
と
て
も
印
象
的
で
し
た
。

　

様
々
な
賞
を
取
ら
れ
て
い
る　

森
さ
ん
は
、
認
定
農
業
者
と
し
て
も
頑
張
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

花
の
価
格
は
流
行
り
に
影
響
を
受
け
や
す
く
、
敏
感
に
反
映
さ
れ
る
た
め
、
出
荷
先
の
愛
知
・

大
阪
に
行
っ
た
際
に
は
、
い
ち
早
く
流
行
を
取
り
入
れ
る
よ
う
に
、
工
夫
を
す
る
な
ど
し
て
、

購
入
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
や
す
い
対
応
を
心
が
け
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

週
２
回
の
出
荷
、
毎
日
32
棟
の
ハ
ウ
ス
で
の
水
や
り
を
行
い
な
が
ら
、
時
間
の
合
間
に
は
、

ポ
ッ
ト
花
一
つ
一
つ
に
愛
情
を
注
ぐ
姿
勢
に
感
心
し
ま
し
た
。

　
　
「
花
を
育
て
る
事
の
楽
し
さ
を
、
多
く
の
方
々
に
知
っ
て
も
ら
え
る
と
、
私
た
ち
園
芸

農
家
は
嬉
し
く
思
い
ま
す
。」
と
語
っ
て
く
だ
さ
っ
た
英
亮
さ
ん
。
笑
顔
で
花
と
向
き
合
っ
て

い
る
姿
が
印
象
的
で
し
た
。
お
忙
し
い
中
、
色
々
と
お
話
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
り
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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 POINT  POINT  POINT
保険料の国庫補助 税制上の優遇措置 80歳まで保証
特定の要件を満たす農業者には、
一定の条件の下で保険料の国庫
補助が受けられます。

①支払う保険料は全額社会保険料控除の対象
②受けとる年金は公的年金等控除が適用
③運用費も非課税

仮に加入者や受給者が80歳前
に亡くなられた場合でも「死亡
一時金」をお支払いできます。

メリットがたくさんある農業者年金に加入して、老後に備えましょう。

.

50%

22%

26%

2%

.
16%

10%

20%48%

6%

.

33%

28%7%

19%

10%
3%

農
業
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
の
集
計
結
果

　
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
か
ら
、
今
一
番
の
農

業
問
題
と
し
て
農
産
物
価
格
の
低
迷
や
食

料
自
給
率
の
向
上
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　
日
本
の
農
業
を
衰
退
さ
せ
な
い
た
め
に

は
、
早
期
に
解
決
し
て
い
く
こ
と
が
必
要

と
思
わ
れ
ま
す
。

　
中
で
も
、
食
料
自
給
率
を
向
上
さ
せ
る

た
め
の
取
り
組
み
と
し
て
、
安
全
で
安
心

な
農
産
物
の
地
産
地
消
を
推
進
す
る
こ
と

が
必
要
と
考
え
ら
れ
、
半
数
以
上
の
方
が

行
政
か
ら
の
農
業
や
農
家
へ
の
支
援
を
望

ん
で
い
ま
す
。

　
国
産
の
「
も
の
」、
旬
の
「
も
の
」
を
食

べ
る
こ
と
を
心
が
け
、
私
た
ち
一
人
一
人

の
行
動
が
、
食
料
自
給
率
を
ア
ッ
プ
さ
せ

る
力
に
な
り
ま
す
。
身
近
で
食
べ
物
が
得

ら
れ
る
こ
と
の
大
切
さ
を
今
一
度
考
え
、

日
本
の
豊
か
な
自
然
環
境
と
農
地
や
農
村

文
化
を
次
世
代
に
引
き
継
ぐ
た
め
に
も
、

農
業
を
も
っ
と
大
切
に
考
え
て
、
食
べ
物

の
こ
と
を
、
も
っ
と
真
剣
に
考
え
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

　
耕
作
放
棄
地
が
お
よ
ぼ
す
周
辺
地
域
の
営
農
環
境
へ
の

影
響
と
し
て
は
、
病
害
虫
・
鳥
獣
被
害
の
発
生
・
雑
草
の

繁
茂
に
よ
り
、
用
排
水
施
設
の
維
持
管
理
に
支
障
を
き
た

し
ま
す
。
地
域
住
民
の
生
活
環
境
へ
の
影
響
と
し
て
は
、

土
砂
・
ゴ
ミ
等
の
不
法
投
棄
や
、
火
災
発
生
の
原
因
と
な

り
ま
す
。
耕
作
放
棄
地
は
農
業
に
従
事
す
る
も
の
だ
け
で

な
く
、
地
域
住
民
に
と
っ
て
も
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　
一
方
、
日
本
の
食
料
自
給
率
は
主
要
先
進
国
の
中
で
も

最
低
の
水
準
と
言
わ
れ
て
お
り
、
１
９
６
０
年
に
は
79
％

あ
っ
た
自
給
率
が
半
世
紀
ほ
ど
の
間
で
半
減
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。
こ
の
原
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
米
の
消

費
が
減
り
、
肉
類
や
油
脂
を
た
く
さ
ん
使
う
料
理
を
食
べ

る
よ
う
に
な
っ
た「
食
の
欧
米
化
」で
す
。
さ
ら
に「
外
食
」

が
増
え
た
こ
と
な
ど
、
日
本
人
の
食
生
活
の
変
化
が
食
料

自
給
率
に
大
き
く
影
響
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
農
業
委
員
会
で
は
、
農
業
問
題
や
鳥
獣

の
被
害
の
状
況
、
食
料
自
給
率
に
つ
い
て
、
地
域
の
方
々

が
ど
の
よ
う
な
意
見
や
意
向
を
持
っ
て
い
る
か
を
調
査
し

ま
し
た
。

　
ア
ン
ケ
ー
ト
数
は
３
０
０
名
で
し
た
。
ご
協
力
い
た
だ

き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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昨
年
８
月
に
「
な
ら
農
業
委
員
会
だ
よ
り
」
の
編
集

委
員
に
農
政
部
会
か
ら
新
た
に
選
ば
れ
、
２
回
目
の
発

行
と
な
り
ま
す
。
本
委
員
会
だ
よ
り
は
、
農
業
委
員
の

活
動
報
告
や
委
員
会
か
ら
の
報
告
、
情
報
を
お
伝
え
し

て
お
り
ま
す
。

　
好
評
の
シ
リ
ー
ズ
「
が
ん
ば
る
フ
ァ
ー
マ
ー
」
は
市

内
で
精
力
的
に
農
業
に
取
り
組
み
、
頑
張
っ
て
お
ら
れ

る
農
家
を
紹
介
し
て
お
り
ま
す
。
今
回
は
月
ヶ
瀬
で
ポ

ッ
ト
花
の
栽
培
を
さ
れ
て
い
る　
森
さ
ん
を
紹
介
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
春
夏
秋
冬
、
季
節
に
合
っ
た
色
々
な
種
類
の
花
を
作

ら
れ
て
い
ま
す
。
栽
培
方
法
の
難
し
い
中
、
今
に
至
る

ま
で
の
ご
苦
労
は
、大
変
な
も
の
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
農
耕
と
神
事
は
、
都
祁
山
口
神
社
御
田
祭
を
取
り
上

げ
ま
し
た
。
拝
殿
で
御
田
植
神
事
が
奉
納
さ
れ
、
今
年

も
豊
作
で
あ
る
よ
う
祈
願
さ
れ
ま
し
た
。
昔
か
ら
続
く

習
わ
し
は
、
い
つ
ま
で
も
大
切
に
し
た
い
も
の
で
す
。

　
取
材
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
さ
ま
、
お
忙
し

い
中
、
お
時
間
を
作
っ
て
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
親
し
み
読
ん
で
い
た
だ
く
紙

面
を
目
指
し
、
編
集
委
員
一
同
、
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

　
皆
さ
ま
の
ご
意
見
・
ご
感
想
・
情
報
等
を
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
の
で
、
今
後
と
も
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。　
農
政
部
会　
第
３
部
門　
藤
岡　
正
則

　
こ
の
祭
事
は
、
山
口
神
社
を
氏
神
と
崇
め
る
都
祁

小
山
戸
町
と
相
河
町
の
神
社
役
員
と
社
守
８
名
の
人

達
に
よ
る
、
太
鼓
や
鐘
の
音
に
豊
作
を
願
う
歌
に
あ

わ
せ
て
、
田
を
耕
し
杉
穂
の
若
苗
を
田
植
す
る
神
事

の
所
作
を
奉
納
し
、『
豊
作
と
苗
の
す
こ
や
か
な
成

長
』
を
祈
願
す
る
祭
事
で
、
毎
年
４
月
下
旬
の
日
曜

日
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
宮
司
に
よ
る
神
事
が
執
り
行
わ
れ
た
後
に
、
神
社

役
員
２
名
が
笛
や
太
鼓
・
鐘
の
音
に
次
の
歌
を
あ
わ

せ
て
、
社
守
が
前
に
か
が
ん
で
牛
役
と
な
り
神
社
役

員
１
名
が
牛
使
い
と
な
っ
て
、
一
緒
に
拝
殿
内
を
一

周
し
な
が
ら
田
を
耕
す
所
作
を
す
る
こ
と
か
ら
始
ま

り
ま
す
。

　
一
．
春
田
の
よ
そ
ほ
い

　
　
　
打
っ
て
の
こ
づ
ち

　
　
　
シ
ャ
ン 

シ
ャ
ン 

シ
ャ
ン

　
　
　
シ
ャ
ン 

シ
ャ
ン 

シ
ャ
ン

　
　
　
シ
ャ
ン 

シ
ャ
ン 

シ
ャ
ン

　
次
に
、
神
社
役
員
２
名
が
な
ら
ん
で
鍬
を
持
っ
て
、

笛
や
太
鼓
・
鐘
の
音
に
次
の
歌
を
あ
わ
せ
て
、
田
を

耕
す
所
作
を
し
な
が
ら
、
前
に
進
ん
で
行
っ
て
後
退

し
な
が
ら
戻
っ
て
き
ま
す
。

　
二
．
若
苗
と
る
は　
女
の
手
ど
り

　
　
　
採
る
手
も
い
く
え　
採
ら
ぬ
手
も　
い
く
え

　
　
　
シ
ャ
ン 

シ
ャ
ン 

シ
ャ
ン

　
　
　
シ
ャ
ン 

シ
ャ
ン 

シ
ャ
ン

　
　
　
シ
ャ
ン 

シ
ャ
ン 

シ
ャ
ン

　
最
後
は
、
笛
や
太
鼓
・
鐘
の
音
に
次
の
歌
を
あ
わ
せ
て
、

お
供
え
を
し
て
い
る
杉
穂
の
若
苗
を
田
植
す
る
所
作
を
奉
納

し
て
終
わ
り
ま
す
。

　
三
．
山
田
へ
田
植
ふ
く
万
石

　
　
　
わ
が
所
へ
作
り　
作
り
す
ま
し
た

　
　
　
シ
ャ
ン 

シ
ャ
ン 

シ
ャ
ン

　
　
　
シ
ャ
ン 

シ
ャ
ン 

シ
ャ
ン

　
　
　
シ
ャ
ン 

シ
ャ
ン 

シ
ャ
ン

　
祭
事
が
終
わ
る
と
こ
の
杉
穂
の
若
苗
は
、
氏
子
の
各
戸
に

配
布
さ
れ
ま
す
。
家
々
で
は
、
こ
の
若
苗
を
苗
代
田
や
水
田

の
水
入
口
に
挿
し
て
豊
作
を
お
祈
り
し
ま
す
。

～御田祭　都祁山口神社～
おんださい
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