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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、試験栽培を行いました。
　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」を植え付けました。

１０月上旬、「まこもたけ」「ひのひかり」の収穫を行い、
収穫したものは、農業イベント等でふるまい、啓発グッズ
と共に配布しました。

　１０月上旬、いよいよ「まこもたけ」の収穫時期を迎えました。
「まこもたけ」は、育ち過ぎると硬くなってしまいます。一番美味
しい時期を見極め、収穫していくのが難しいです。２ｍほどになり
背丈を越えた葉の根元には「まこもたけ」が白い顔をのぞかせ、
収穫を今か今かと待っていました。
　「まこもたけ」の収穫はすべて手作業です。覆い茂った葉の中を
掻き分けて入り、根元の「まこもたけ」をカマで刈っていきます。
　カマは、他の「まこもたけ」を傷つけてしまわないように、刃の
短いものを使用しました。水は張ったままなので、子ども用のソリ
にカゴを乗せ、水の中を引っ張りカゴの中に収穫したものを入れて
いきます。収穫した「まこもたけ」は、葉を１枚残して３０㎝くら
いの長さにカットします。
　３週間に渡って収穫した結果、約３,０００本の「まこもたけ」を
収穫することが出来ました。
　後日には、「ひのひかり」の収穫も行いました。

　今回のモデル事業で試験栽培
を行った「まこもたけ」をもっと
知っていただくために、奈良市内
の農業イベント等にて、様々な
ＰＲ活動を行いました。

奈良競輪場で行われた
「平城 “食と農” ふれあいフェス
タ2015」会場にて
特設ブースを用意していただき、
参加者に啓発パンフレットなどを
配布しました。また、地元の婦人
会の方々にご協力いただき、炒め
た「まこもたけ」を試食していた
だきました。

阪原町営農組合主催
「コスモス祭」にて
特設ブースを用意していた
だき、参加者に無料配布し
ました。
皆さん「まこもたけ」に興味
を持っていただき、熱心に
質問していました。

東部地域おこし協力隊主催
「収穫感謝祭」にて
参加者に試食（焼き・蒸し）
していただき、無料配布しました。
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○
ま
こ
も
た
け
と
は
・
・
・

　

ま
こ
も
は
、
日
本
を
は
じ
め
中
国
の
東
部
か
ら
東
南

ア
ジ
ア
に
広
く
分
布
し
て
い
る
イ
ネ
科
の
多
年
草
で
す
。

中
国
原
産
の
植
物
で
、
２
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
高
さ
に

な
り
ま
す
。
そ
の
ま
こ
も
に
、食
用
菌
で
あ
る「
黒
穂
菌
」

が
寄
生
し
て
茎
の
根
元
が
肥
大
し
て
き
ま
す
。
こ
の
肥

大
部
分
が
ま
こ
も
た
け
で
、
中
華
料
理
で
は
高
級
食
材

で
す
。
低
カ
ロ
リ
ー
で
食
物
繊
維
が
豊
富
で
味
に
癖
が

な
く
、筍
の
よ
う
な
食
感
と
ほ
の
か
な
甘
み
が
特
徴
で
す
。

　

奈
良
市
で
ま
こ
も
た
け
を
栽
培
し
て
い
る
田
原
地
区

で
は
、
１
反
ほ
ど
栽
培
し
て
い
ま
す
。
奈
良
県
内
で
は
、

天
理
市
和
爾
町
で
も
１
反
ほ
ど
栽
培
し
て
い
ま
す
。

○
ま
こ
も
た
け
の
栽
培
で

 

　
　
　
　
　  

苦
労
す
る
こ
と
は
・
・
・

　

苦
労
し
て
い
る
こ
と
は
、
農
薬
が
使
え
な
い
の

で
雑
草
防
除
が
で
き
な
い
こ
と
で
す
。
最
初
の
２

年
間
は
、
奈
良
県
北
部
農
林
の
職
員
の
方
に
、
指

導
や
雑
草
取
り
も
手
伝
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
こ
３
年
は
放
任
栽
培
で
雑
草
の
中

で
生
え
て
い
る
状
態
で
す
。
た
だ
、
ま
こ
も
た
け

は
２
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
に
成
長
す
る
の
で
、
少
々
草

が
生
え
て
も
負
け
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

植
え
る
間
隔
は
、
株
と
株
の
間
は
 
メ
ー
ト
ル

で
１
株
は
３
本
植
え
て
い
ま
す
。
収
穫
時
期
に
は
、

１
株
で
20
本
か
ら
30
本
に
成
長
し
、
そ
の
中
の
６

割
を
収
穫
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
現
在
は
約
600

株
を
植
え
て
い
ま
す
。

○
ま
こ
も
た
け
の
収
穫
と
出
荷
・
・
・

　

収
穫
は
、
９
月
中
旬
か
ら
９
月
下
旬
ま
で
の
午
前

中
に
行
い
、
そ
の
日
の
内
に
出
荷
し
ま
す
。
ま
こ
も

た
け
は
成
長
が
早
く
、
適
期
を
逃
す
と
商
品
価
値
が

下
が
る
の
で
、
雨
の
日
も
収
穫
作
業
を
行
い
ま
す
。

　

収
穫
作
業
が
大
変
で
す
。
水
を
張
っ
た
水
田
の
中

を
歩
き
な
が
ら
、
株
と
株
の
間
に
船
を
浮
か
べ
て
、

株
の
中
か
ら
茎
の
部
分
が
筍
状
に
肥
大
し
収
穫
適
期

の
ま
こ
も
た
け
を
１
本
ず
つ
見
分
け
て
カ
マ
で
刈
り

取
り
、
茎
か
ら
出
荷
用
の
30
セ
ン
チ
の
長
さ
に
切
っ

て
船
に
入
れ
収
穫
し
て
い
き
ま
す
。
切
っ
た
必
要
の

な
い
葉
は
、
水
田
に
捨
て
肥
料
に
し
て
い
ま
す
。

　

収
穫
後
に
出
荷
用
の
茎
の
部
分
を
持
ち
帰
り
、
皮

１
枚
を
残
し
３
本
か
ら
４
本
を
パ
ッ
ク
詰
め
に
し
て

出
荷
し
ま
す
。
作
業
は
簡
単
で
す
が
、
非
常
に
手
間

が
か
か
り
ま
す
。

　

ま
こ
も
た
け
の
最
大
の
販
路
は
、
京
都
に
あ
る
食

の
安
全
を
考
え
て
無
農
薬
野
菜
専
門
の
宅
配
会
社
が

最
大
の
出
荷
先
で
す
。
そ
れ
と
同
じ
規
模
で
販
売
し

て
も
ら
っ
て
い
る
の
が
、
コ
ー
プ
の
押
熊
・
学
園
前
・

六
条
・
生
駒
の
４
店
舗
で
田
原
ふ
る
里
ほ
っ
と
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
で
も
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

販
売
で
苦
労
す
る
の
は
、
収
穫
の
時
期
が
非
常
に

短
く
出
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
３
週
間
ほ
ど
し
か
な

い
こ
と
か
ら
、
レ
ス
ト
ラ
ン
や
食
の
イ
ベ
ン
ト
に
出

品
し
よ
う
と
し
て
も
、
収
穫
の
時
期
が
定
ま
ら
な
い

こ
と
か
ら
出
品
す
る
の
が
難
し
い
状
況
で
す
。

○
今
後
の
課
題
・
目
標
に
つ
い
て
・
・
・

　

日
持
ち
は
、
新
鮮
な
状
態
で
食
べ
る
の
で
あ
れ

ば
冷
蔵
庫
で
保
存
し
て
１
週
間
か
ら
10
日
位
で
、

炒
め
物
な
ど
加
工
し
て
食
べ
る
の
で
あ
れ
ば
も
う

少
し
日
持
ち
し
ま
す
。
保
存
期
間
が
短
い
の
が

ネ
ッ
ク
で
す
。

　

一
番
の
課
題
は
、
栽
培
は
簡
単
で
す
が
出
荷
が

２
〜
３
週
間
ほ
ど
と
短
い
こ
と
で
す
。
ま
こ
も
た

け
の
現
物
を
持
っ
て
、
相
手
と
販
売
交
渉
を
し
て

い
る
間
に
時
期
が
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

ま
こ
も
た
け
を
普
及
さ
せ
る
に
は
、
い
つ
で
も

食
べ
ら
れ
る
保
存
・
加
工
方
法
を
確
立
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
瓶
詰
、
缶
詰
、

袋
詰
に
し
た
加
工
品
の
ま
こ
も
た
け
が
普
及
し
、

シ
ー
ズ
ン
だ
け
生
の
高
級
な
ま
こ
も
た
け
と
し
て

販
売
で
き
る
の
が
理
想
で
す
。

　

今
後
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
り
、
ま
こ
も
た

け
を
も
っ
と
普
及
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。

　

ま
こ
も
た
け
の
栽
培
は
収
益
が
目
的
で
な
く
、

１
人
で
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
農
地
を
ど
の

様
に
管
理
し
て
い
く
の
が
良
い
の
か
を
こ
の
４
人

で
考
え
て
い
ま
す
。

　

作
業
中
で
忙
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
つ
一

つ
丁
寧
に
お
答
え
く
だ
さ
っ
た
、
中
誓
多
林
営
農

組
合
の
皆
さ
ま
。
ま
こ
も
た
け
に
愛
情
い
っ
ぱ
い

注
い
で
育
て
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
姿
が
印
象
的
で
し

た
。
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

出荷作業の様子・・・ 収穫作業の様子・・・
希
少
作
物
の
ま
こ
も
た
け
・
・
・

奈
良
市
誓
多
林
町

「
中
誓
多
林
営
農
組
合
」

　
　仲

　
　伸
彦
さ
ん
（
68
歳
）

　
　
　岡

　
　隆
さ
ん
（
68
歳
）

　
　垣
内

　保
昭
さ
ん
（
66
歳
）

　
　大
谷

　
　進
さ
ん
（
66
歳
）

植え付け作業はすべて手作業なので大変です。
上の写真は、植え付け後の田んぼの様子です。

左から　𠮷岡さん、　垣内さん、　仲さん、　大谷さん

収穫作業の様子・・・

1．5
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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運用益も非課税

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。

03-3502-3945

0742-34-4776

経営移譲年金用

老齢年金用

農業委員会の法改正について①
農業委員会等に関する法律の改正により、農業委員会・農地制度が変わります。
なら農業委員会だよりでは、変わるポイントを掲載してまいります。
次回は、農業委員の選出及び農地利用最適化推進委員について掲載いたします。

農委会の役割が「農地等の利用の最適化の推進」として強化されます

平成28年
奈良市農業委員会１月定例総会開催
　平成28年１月28日、仲川市長・浅川
市議会議長を来賓に招き、奈良市役所
において、１月定例総会が開催されま
した。
　総会では、議案について慎重審議さ
れ、原案どおり可決されました。

『議案』
　１．平成28年度奈良市農業委員会
　　　事業計画（案）について
　　・事業方針
　　・事業計画
　　・平成28年度の目標及びその達成
　　　に向けた活動計画（案）について

奈 良 市 賃 借 料 情 報
　地域の実勢にあった賃借料情報を提供いたします。
　平成27年１月１日から平成27年12月31日までに、農地法及び
農業経営基盤強化促進法により賃貸借契約された賃借料の水準
は、下記のとおりとなっています。
　なお、この賃借料は目安ですので、実際の賃借料を決める際
は、当事者間で話しあいの上で決めてください。
　※金額の算定については、１０円単位（四捨五入）で表示して
います。
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平
成
28
年
度
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
年
２
回

の
「
な
ら
農
業
委
員
会
だ
よ
り
」
の
発
行
に
よ
り
、

農
業
や
そ
れ
に
関
連
す
る
こ
と
等
、
農
業
委
員
会

の
活
動
状
況
を
皆
様
に
ご
報
告
し
て
お
り
ま
す
。

　

農
業
も
だ
ん
だ
ん
厳
し
い
状
況
に
な
っ
て
き
て

お
り
ま
す
。
農
業
者
の
高
齢
化
、
遊
休
農
地
の

増
加
や
鳥
獣
被
害
の
増
加
等
、
ま
た
、Ｔ
Ｐ
Ｐ
が

一
層
拍
車
を
か
け
る
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
さ
れ

ま
す
。
私
達
農
業
委
員
は
、
農
村
社
会
を
守
る
、

農
地
を
守
る
、
農
業
者
を
守
る
を
本
分
と
し
て
、

農
地
法
令
業
務
や
農
政
業
務
に
励
ん
で
お
り
ま
す
。

　

シ
リ
ー
ズ
「
が
ん
ば
る
フ
ァ
ー
マ
ー
」
で
は
、

今
回
高
級
食
材
に
な
る
「
ま
こ
も
た
け
」
の
栽
培

に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
る
、
中
誓
多
林
営
農
組
合

を
取
材
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
ま
た
、「
農
耕
と

神
事
」
で
は
、
奈
良
県
指
定
文
化
財
の
都
祁
吐
山

町
の
「
吐
山
太
鼓
踊
り
」
を
保
存
会
事
務
局
長
の

中
島
さ
ん
や
地
域
の
皆
様
に
お
世
話
に
な
り
、

取
材
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　

こ
の
広
報
が
皆
様
へ
の
情
報
誌
と
し
て
よ
り

一
層
、
紙
面
の
充
実
に
努
め
ま
す
の
で
、
ご
意
見

等
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　

農
政
部
会　

第
３
部
門　

西
井　

隆

　

吐
山
の
太
鼓
踊
り
は
、
奈
良
県
東
部
の

代
表
的
な
神
事
で
、
大
太
鼓
の
み
で
構
成

さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。
元
禄
時
代

か
ら
農
業
に
必
要
な
水
が
不
足
す
る
干
ば

つ
時
の
雨
乞
い
祈
願
と
雨
が
降
っ
た
こ
と

へ
の
感
謝
の
お
礼
と
し
て
、
地
区
の
氏
神

で
あ
る
下
部
神
社
に
踊
り
が
奉
納
さ
れ
て

き
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
吐
山
地
区
の
各
組
か
ら
奉
納

さ
れ
た
６
台
の
大
太
鼓
が
公
民
館
に
集
合

し
た
後
、
車
輪
の
つ
い
た
台
に
載
せ
ら
れ

た
各
組
の
大
太
鼓
は
、
公
民
館
と
吐
山
小

学
校
及
び
下
部
神
社
の
裏
側
の
３
箇
所
に

分
か
れ
て
神
社
へ
向
か
い
ま
す
。

　

公
民
館
の
行
列
に
は
「
ヤ
ク
ハ
ラ
イ
」
の
天
狗
を
先

頭
に
、
幟
・
大
太
鼓
・
踊
り
子
・
シ
デ
振
り
の
一
向
が

太
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
な
が
ら
神
社
に
向
か
い
ま
す
。
途

中
の
辻
で
小
学
校
の
一
行
と
合
流
し
「
辻
太
鼓
」
が
打

た
れ
、
鳥
居
の
前
で
三
者
が
一
緒
に
神
社
の
境
内
に
練

り
こ
み
ま
す
。

　

本
殿
前
で
、
大
太
鼓
の
周
り
を
く
る
く
る
回
り
な
が

ら
叩
き
手
が
交
代
し
、「
千
田
踊
り
」
や
「
松
虫
踊
り
」

の
歌
と
太
鼓
に
合
わ
せ
て
、
青
と
赤
の
シ
デ
が
波
の
よ

う
に
ゆ
れ
て
大
変
美
し
く
風
流
な
踊
り
で
す
。

　

奈
良
市
立
吐
山
小
学

校
で
は
、
放
課
後
子
供

教
室
な
ど
の
ク
ラ
ブ
活

動
で
太
鼓
踊
り
が
教
え

ら
れ
て
い
て
、
今
回
も
、

小
学
校
の
子
供
た
ち
に

よ
る
太
鼓
お
ど
り
が
奉

納
さ
れ
ま
し
た
。

～吐山の太鼓踊り　下部神社～
おりべ




