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湘
南
地
区
農
業
委
員
会
連
合

会
の
機
関
誌
「
ふ
れ
あ
い
第

二
十
号
」
の
発
行
に
当
た
り
、

日
頃
の
ご
協
力
に
厚
く
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

　

平
成
十
三
年
の
第
一
号
の
発

行
か
ら
二
十
年
を
経
て
、
元
号

は
令
和
へ
と
変
わ
り
ま
し
た
。
農
業
分
野
に
お
い
て
も
、

食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
計
画
の
策
定
や
、
食
料
自
給
率

が
四
十
％
を
割
り
込
む
な
ど
、
様
々
な
施
策
や
情
勢
の
変

化
が
起
こ
り
、
ま
さ
に
激
動
の
時
代
を
経
た
も
の
と
感
じ

て
お
り
ま
す
。

　

湘
南
地
区
農
業
委
員
会
連
合
会
は
、
昭
和
五
十
六
年
に
、

三
市
一
町
に
よ
る
農
業
委
員
会
の
連
携
と
知
識
の
研
鑚
を

目
的
に
組
織
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
一
致
団
結
し
活
動
を
続
け

て
き
ま
し
た
。
そ
の
間
、
過
去
の
紙
面
か
ら
も
わ
か
る
よ

う
に
、
多
く
の
農
家
に
お
い
て
世
代
が
替
わ
る
と
と
も
に
、

大
規
模
化
や
先
進
的
な
機
械
の
導
入
な
ど
、
時
代
に
合
っ

た
効
率
的
な
経
営
へ
と
変
化
を
遂
げ
て
お
り
ま
す
。

　

今
後
も
連
合
会
と
し
て
多
く
の
有
益
な
情
報
を
発
信
し
、

湘
南
地
区
の
農
業
の
益
々
の
発
展
に
向
け
て
、
努
力
を
続

け
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
今
後
と
も

皆
様
の
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

湘
南
地
区
農
業
委
員
会
連
合

会
の
農
業
だ
よ
り
「
ふ
れ
あ
い
」

が
二
十
号
の
節
目
を
迎
え
ら
れ

ま
し
た
こ
と
を
、
心
よ
り
お
祝

い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
二
十
年
の
長
き
に
渡

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
発
行

に
携
わ
ら
れ
た
農
業
委
員
、
推
進
委
員
そ
し
て
事
務
局
の

皆
様
の
た
ゆ
ま
ぬ
ご
尽
力
に
深
く
敬
意
を
表
す
る
次
第
で

ご
ざ
い
ま
す
。

　

湘
南
地
区
三
市
一
町
は
都
市
農
業
の
地
域
と
し
て
、
ト
マ

ト
や
バ
ラ
な
ど
施
設
園
芸
を
基
幹
と
し
て
生
産
性
の
高
い

農
業
を
展
開
し
て
い
る
ほ
か
、
米
の
県
内
主
産
地
で
も
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
大
型
の
農
産
物
直
売
施
設
の
充
実
が
図

ら
れ
て
い
る
地
域
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
機
関
誌
を
通
じ

ま
し
て
、
農
家
、
農
業
委
員
・
推
進
委
員
、
消
費
者
、
そ

し
て
行
政
等
各
方
面
の
皆
様
と
の
情
報
交
換
や
交
流
が
図

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
農
業
振
興
や
地
域
の
活
性
化
に
と
っ

て
誠
に
有
意
義
な
も
の
と
存
じ
ま
す
。

　

最
後
に
、
コ
ロ
ナ
禍
の
折
、
様
々
な
面
で
困
難
な
状
況

に
は
あ
り
ま
す
が
、
二
十
年
に
渡
っ
て
築
き
上
げ
ら
れ
た

成
果
が
さ
ら
に
発
展
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
と
と
も
に
、

皆
様
の
益
々
の
ご
健
勝
と
ご
多
幸
を
祈
念
い
た
し
ま
し
て

お
祝
い
の
言
葉
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

湘
南
地
区
農
業
委
員
会
連
合
会
会
長
　
齋
藤
　
義
治

（
一
社
）
神
奈
川
県
農
業
会
議
会
長
　
持
田
　
文
男

記念誌に寄せて
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あの人の今は…

　

あ
れ
か
ら
十
年
、
創
業
九
十

年
を
迎
え
た
井
出
ト
マ
ト
農

園
で
は
、
先
代
か
ら
事
業
を

継
承
し
、
時
代
に
即
し
た
最

新
技
術
を
次
々
と
取
入
れ
る

事
で
、
継
承
後
わ
ず
か
八
年

で
年
商
二
・
二
億
を
突
破
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

年
間
四
万
本
、
収
穫
量
に

す
る
と
三
百
ト
ン
以
上
も
の

ト
マ
ト
を
生
産
す
る
井
出
ト

マ
ト
農
園
で
は
、
時
代
の
変

化
に
合
わ
せ
ト
マ
ト
の
管
理

方
法
も
大
き
く
変
化
し
た
と
い

い
ま
す
。
ハ
ウ
ス
内
の「
温
度
」

や「
湿
度
」、太
陽
光
の「
照
度
」、

そ
れ
か
ら
「
二
酸
化
炭
素
の
濃

度
」
な
ど
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
際

に
、
パ
ソ
コ
ン
に
よ
る
最
適
化

制
御
を
行
う
こ
と
で
、
こ
だ
わ

り
抜
い
た
ト
マ
ト
の
生
産
が
で

き
る
と
い
い
ま
す
。
農
業
は
自

然
が
相
手
と
な
る
た
め
「
経
験

や
勘
」
も
大
事
で
す
が
、
高
品

質
の
ト
マ
ト
を
作
り
続
け
る
た

め
に
は
パ
ソ
コ
ン
に
よ
る
デ
ー

タ
収
集
が
欠
か
せ
な
い

そ
う
で
す
。

　

ま
た
一
年
を
通
し
て

お
い
し
い
ト
マ
ト
を
お

客
様
の
手
に
届
け
た
い
、

そ
ん
な
気
持
ち
か
ら
生

産
拠
点
を
新
た
に
静
岡

県
富
士
宮
市
に
も
拡
大

し
ま
し
た
。
二
産
地
体

制
で
生
産
を
行
う
こ
と

に
よ
り
今
ま
で
収
穫
し

て
い
な
か
っ
た
八
月
〜

十
月
の
収
穫
に
成
功
し

周
年
栽
培
を
実
現
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

十
年
間
で
様
々
な
挑
戦
を

し
て
き
た
井
出
ト
マ
ト
農
園

で
す
が
「
お
客
様
に
お
い
し

い
ト
マ
ト
を
食
べ
て
い
た
だ

き
た
い
！
」
そ
の
気
持
ち
だ

け
は
、
創
業
当
初
か
ら
今
も

変
わ
っ
て
い
な
い
と
井
出
さ

ん
は
話
し
て
い
ま
し
た
。

藤沢市
創業当初からの変わらぬ気持ち

宮原地区　井
い

出
で

　寿
ひさ

利
とし

さん

就農時（H24 年当時） 現　在

経 営 主 井出　弘文（父） 井出　寿利（子）

耕作面積（約） 1.0（ha） 1.4（ha）

耕作地の場所 藤沢市 藤沢市、富士宮市

栽 培 管 理 経験と勘 経験とデータ

栽 培 時 期 11 月～ 7 月 周年栽培
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あの人の今は…

　
「
ふ
れ
あ
い
第
九
号
（
平
成

二
十
一
年
十
月
発
行
）」
で
ご

紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
鎌
倉

市
関
谷
地
区
の
盛
田
さ
ん
は
、

現
在
も
同
じ
地
で
、
変
わ
ら
ず

精
力
的
に
農
業
を
営
ん
で
お
ら

れ
ま
す
。

　

約
十
年
の
時
を
経
て
、
今
回

の
取
材
を
受
け
て
い
た
だ
く
こ

と
と
な
り
、
昔
と
の
違
い
や
変

わ
ら
な
い
想
い
に
つ
い
て
お
話

を
お
伺
い
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

　
「
前
回
取
材
を
受
け
た
と
き

は
、
母
と
妻
と
の
三
人
で
農
業

を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
頃

も
鎌
倉
は
作
付
け
の
種
類
の
多

さ
か
ら
『
七
色
畑
』
と
表
現
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
で
は
大

根
だ
け
で
も
十
種
類
以
上
と
、

七
色
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
数
え

き
れ
な
い
ほ
ど
の
種
類
の
作
付

け
に
挑
戦
、成
功
し
て
い
ま
す
。

母
は
引
退
し
ま
し
た
が
、
新
し

い
世
代
と
し
て
今
は
息
子
が
活

躍
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。」
と
、

笑
顔
で
紹
介
し
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。

　

息
子
の
恭
祐
さ
ん
は
「
前
の

世
代
が
地
道
に
地
元
で
野
菜
作

り
を
続
け
、
守
っ
て
き
た
結
果

が
今
の
『
鎌
倉
や
さ
い
』
を

創
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
想
い
を
引
継
ぎ
、
こ
れ
か
ら

先
も
ブ
ラ
ン
ド
の
名
前
に
恥
じ

な
い
よ
う
な
野
菜
作
り
を
、
手

抜
き
を
せ
ず
守
っ
て
い
き
た
い

で
す
。」
と
語
っ
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
。

　

盛
田
さ
ん
曰
く
、農
業
も「
時

代
の
波
に
乗
っ
て
い
く
」
が
重

要
な
テ
ー
マ
に
な
る
と
思
う
と

の
こ
と
。
直
売
所
（
連
売
）
で

自
身
の
作
っ
た
野
菜
を
販
売
す

る
際
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
も
積
極
的
に

活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。「
販
売

の
現
場
で
は
見
る
こ
と
の
で
き

な
い
畑
の
様
子
や
作
り
手
の
コ

メ
ン
ト
を
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
載
せ
て
い

ま
す
。
直
売
所
に
来
る
こ
と
が

で
き
な
い
方
も
含
め
、
よ
り
多

く
の
人
に
本
当
の
意
味
で
の

『
鎌
倉
や
さ
い
』
の
良
さ
を
伝

え
て
い
き
た
い
で
す
。」

　

盛
田
さ
ん
の
変
わ
ら
ぬ
想
い

は
、
時
代
の
波
に
乗
っ
て
新
し

い
畑
の
未
来
を
描
い
て
い
た
。

鎌倉市
変わらぬ想いを時代の波に乗せて

関谷地区　盛
もり

田
た

　勝
かつ

美
み

さん

就農時 (H19 年当時 ) 現　在

耕作地の場所 関谷 関谷

労 働 力 ( 母、自分、妻の ) ３人 ( 自分、妻、息子の ) ３人

主な販路・販売方法 農協連即売所
（連売）

農協連即売所（連売）、
スーパー、インターネット

主 な 収 穫 物 ホウレンソウ、
小松菜、大根

ルッコラ、ワサビ菜、
スイスチャード、葉物
数十種類、大根十種類
以上、人参多種類
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あの人の今は…

　

六
年
前
に
新
規
就
農
者
と

し
て
、
ふ
れ
あ
い
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
に
答
え
て
く
だ
さ
っ

た
脇
祥
平
さ
ん
。
最
近
の
様

子
に
つ
い
て
、
再
び
お
伺
い

し
ま
し
た
。

　

茅
ヶ
崎
市
中
島
の
畑
に
脇
さ

ん
を
訪
ね
る
と
、
農
機
具
を
入

れ
る
白
い
ハ
ウ
ス
と
育
苗
施
設

を
新
た
に
建
て
て
い
ま
し
た
。

ハ
ウ
ス
の
中
に
は
ト
ラ
ク
タ
ー

な
ど
の
農
機
具
が
数
台
置
い
て

あ
り
ま
す
。

　

農
業
を
始
め
て
か
ら
は
試
行

錯
誤
の
日
々
。
五
年
く
ら
い

た
っ
て
や
っ
と
今
の
形
に
落
ち

着
き
ま
し
た
。
最
初
に
手
に
入

れ
た
の
は
ト
ラ
ク
タ
ー
。
農
作

業
を
し
な
が
ら
探
し
て
い
た

が
、
思
う
よ
う
な
も
の
が
な
か

な
か
見
つ
か
ら
ず
、
結
局
先
輩

農
家
さ
ん
か
ら
中
古
の
も
の
を

譲
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
自
分

に
は
ち
ょ
う
ど
よ
い
大
き
さ
で

使
い
勝
手
の
い
い
も
の
が
手
に

入
り
ま
し
た
。そ
の
後
マ
ル
チ
、

ハ
ン
マ
ー
ナ
イ
フ
と
徐
々
に
揃

え
て
い
き
、
や
っ
と
今
の
形
に

落
ち
着
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
就
農
当
初
は
作
物
が

決
ま
っ
て
い
な
く
て
水
菜
、
チ

ン
ゲ
ン
菜
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
品

種
を
作
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今

は
作
業
効
率
を
考
え
て
、
品
目

を
絞
っ
て
作
付
け
し
て
い
ま

す
。
夏
は
ナ
ス
が
メ
イ
ン
。
隣

の
畑
で
は
枝
豆
や
ズ
ッ
キ
ー
ニ

も
実
を
つ
け
て
い
ま
し
た
。
風

に
弱
い
ナ
ス
の
実
を
守
る
た

め
、
周
囲
に
風
よ
け
を
植
え
て

囲
っ
て
い
ま
す
。
知
り
合
い
の

つ
て
を
た
ど
り
、
近
隣
の
農
家

さ
ん
に
教
え
て
も
ら
っ
た
も
の

で
す
。

　

最
近
は
営
農
に
集
中
で
き
て

い
る
と
実
感
し
て
い
る
そ
う
で
、

年
の
近
い
新
規
就
農
者
の
つ
な

が
り
も
あ
り
ま
す
。
今
で
は
後

輩
の
新
規
就
農
者
へ
ア
ド
バ
イ
ス

を
す
る
こ
と
も
あ
る
そ
う
で
す
。

　

収
穫
し
た
野
菜
は
、
農
協
へ

出
荷
す
る
ほ
か
、
す
ぐ
に
袋
づ

め
し
て
近
隣
の
ス
ー
パ
ー
へ
卸

し
て
い
ま
す
。「
新
鮮
な
野
菜
を

消
費
者
の
方
に
食
べ
て
も
ら
う

の
が
う
れ
し
い
。」
と
話
し
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。

　
「
普
段
は
手
伝
い
に
来
て
く
れ

る
母
と
二
人
で
作
業
し
て
い
る

が
、
母
親
の
年
齢
も
考
え
て
今

後
は
営
農
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど

も
考
え
て
い
る
。」
と
親
孝
行
な

一
面
も
見
せ
て
い
ま
し
た
。

茅ヶ崎市
経験を積み重ねて今の形に

中島地区　脇
わき

　祥
しょう

平
へい

さん

就農時（H25 年当時） 現　在
耕作面積（約） 0.15（ha） 0.8（ha）
耕作地の場所 中島 中島
労 働 力 （本人）1 人 （本人、母）2 人
主 な 販 路・
販 売 方 法 直売所 直売所 ( スーパー )、

農協共販出荷

主 な 収 穫 物 ナス、インゲン、
小松菜

ナス、長ネギ、リーフレタス、
ブロッコリー、枝豆、カボチャ

主 な 農 機 具 管理機、動力噴霧機、
播種機

管理機、動力噴霧機、播種機、
トラクター、ハンマーナイフ、
マルチャー
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あの人の今は…

　

倉
見
・
宮
山
で
鉢
物
栽
培
を

行
っ
て
お
り
、
十
一
年
前
初
め

て
取
材
を
受
け
た
時
は
ま
だ
就

農
し
た
ば
か
り
で
し
た
。
大
学

を
卒
業
後
花
の
卸
売
り
市
場
で

働
き
、
そ
こ
で
鉢
物
業
界
の
現

状
と
課
題
を
学
び
ま
し
た
。
そ

の
時
に
で
き
た
人
脈
は
今
で
も

情
報
交
換
す
る
こ
と
で
技
術
の

向
上
に
役
立
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
父
の
伝
統
を
継
承
し
つ

つ
新
し
い
技
術
を
取
り
入
れ

る
こ
と
で
売
り
上
げ
は
順
調

に
伸
び
て
い
ま
す
。

　

当
初
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ポ
ッ

ト
マ
ム
・
ペ
ラ
ル
ゴ
ニ
ウ
ム
・

ポ
ッ
ト
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
パ

ン
ジ
ー
・
ビ
オ
ラ
を
栽
培
し
て

お
り
、
今
で
は
カ
ラ
ン
コ
エ
を

追
加
し
て
い
ま
す
。
よ
り
多
く

の
品
目
に
挑
戦
し
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
が
、
品
目
を
増
や
し

す
ぎ
る
と
、
品
質
が
下
が
っ
て

し
ま
う
危
険
が
あ
る
た
め
効
率

を
常
に
考
え
な
が
ら
注
意
し
て

栽
培
し
て
い
ま
す
。

　

販
売
方
法
と
し
て
は
就
農
当

初
か
ら
市
場
や
直
売
所
へ
出
荷

し
て
い
ま
す
が
、
最
近
で
は
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
や
直
送
販

売
、
委
託
販
売
の
シ
ェ
ア
も
増

や
し
て
お
り
、
お
客
様
か
ら
好

評
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
湘

南
花
の
展
覧
会
や
産
業
ま
つ
り

へ
の
参
加
や
鉢
物
部
で
の
花
育

活
動
を
行
う
こ
と
で
、
需
要
の

拡
大
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

鉢
物
栽
培
に
限
ら
ず
、
農

業
で
は
お
客
様
の
満
足
度
も

意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
に
は
、
質
が
良
い
長
持
ち

の
す
る
鉢
物
栽
培
の
研
究
と

需
要
拡
大
に
向
け
た
取
り
組

み
に
引
き
続
き
努
め
た
い
と

思
い
ま
す
。

寒川町
たくさんの方に鉢物を広めたい

倉見・宮山地区　鈴
すず

木
き

　和
かず

憲
のり

さん

就農時（H19 年当時） 現　在
労 働 力 父・母・和憲さん 父・母・和憲さん

収 穫 量
5 寸：2 万 5 千鉢 
4 寸：3 万鉢 
3.5 寸：2 万 5 千鉢

5 寸：2 万鉢 
4 寸：3 万 3 千鉢
3.5 寸：2 万 5 千鉢

販 売 方 法 市場・直売所 市場・直売所・ 
インターネット販売・直送販売

収 穫 物

マーガレット・
ペラルゴニウム・
ポットカーネーション・
ポットマム・ダリア・
カリブアコア・パンジー・
ビオラ

マーガレット・
ペラルゴニウム・
ポットカーネーション・
ポットマム・パンジー・
ビオラ・カランコエ

ふれあい　第20号
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農業者年金の特徴
1　農業に従事されている方は誰でも加入できます

　60歳未満の国民年金第1号被保険者（国民年金保険料納付免除者を除く。）であって年間
60日以上農業に従事している方は誰でも加入できます。配偶者や後継者など家族農業従事者
の方も加入できます。

2　保険料は自分で選べ、いつでも見直しできます
　自分が必要とする年金額の目標に向けて、保険料を自由に決められ（月額2～6万7千円の
間で千円単位）、経営状況や老後設計に応じていつでも見直せます。

3　税制面で大きな優遇措置があります
◦支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税が節税になります。
（支払った保険料の15％～ 30％が節税）
◦農業者年金基金が保険料を運用して得られる収益（保険料の運用益）は非課税です。
◦将来受け取る農業者年金には公的年金等控除が適用されます。 
（65歳以上の方は公的年金等の合計額が120万円までの場合は、全額控除できます）

つまり入口から出口まで税制上の優遇措置があります

農業者年金のポイント！！
～しっかり積立、がっちりサポート、安心で豊かな老後を！～

まだまだ特徴はあります、詳しくは…

独立行政法人　農業者年金基金
TEL：03-3502－3199（相談員）　TEL：03－3502－3942（企画調整室）

ホームページ：http://www.nounen.go.jp
農業者年金の内容やご相談については、最寄りの農業委員会かJAまたは農業者年金基金にお問い合わせください。

老後の備えは万全ですか？
現在65歳の農業者年金受給者の
平均余命は、男性が22年（87歳）、
女性が27年（92歳）です。

女性の老後は男性以上に長い道のりです。

農業者の老後の生活の収入は、

国民年金＋農業者年金が基本です！
国民年金の支給額は月額最高6万5千円、

夫婦お二人で約13万円です。
一方、高齢農家の家計費は夫婦お二人で
23万8千円が必要となるデータがあります。

➡月額約10万円不足！

家族経営協定を結べば
保険料の国庫補助も受けられます。

認定農業者で青色申告をしている方と
家族経営協定を結んで農業経営に

参画している配偶者も
保険料の国庫補助が受けられます。

農業者年金の加入には
農地の権利名義は要りません。

ご主人だけが農業者年金へ加入していたとしたら、
先にご主人が亡くなった時、あなたの老後の支えは

国民年金だけになってしまいます。
一人一人の備えが大切です。

女性農業者の長い老後を
しっかりサポートします

国民年金の不足分を
しっかりカバーします

女性の農業経営への参画を
しっかり応援します！

自らの力で
老後に安心を！

日本人の平均寿命は、男性84歳、女性89歳となっており、
農業者年金受給者の平均余命の方が長くなっています。

ふれあい　第20号
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農地中間  管理機構

農　業　委　員

意 見

意 見

意 見

連　携

連　携

2  農地利用最適化推進指針等を作成します

1  農地の貸借・売買の許可、決定等及び農地転用許可への意見

　農業委員会は農地等の利用の最適化の推進に関する目標や推進の方法につ
いて「指針」を定めます。農業委員は農地利用最適化推進委員の意見を聴き
ながら、指針の検討を行い、農業委員会の「活動計画」を作成します。

　農地の貸借・売買、農地転用許可について、総会又は部会に出席して審議、
判断を行うのが農業委員の役割です。判断にあたっては、申請書類一式、農
地台帳等の資料を確認するほか、現地調査も実施します。

❶ 農地の貸借・売買の許可、決定等
農地の貸借・売買には農地法第３条に基づく「許可」が必要となります。
また、利用集積計画、配分計画にはそれぞれ農業委員会による「決定」、「意
見」が求められます。いずれも現地調査も行い、許可、決定等を審議します。

❷ 遊休農地に対する措置
所有者等への意向調査や中間管理機構との協議勧告を行います。

❸ 農地転用許可への意見
転用許可には都道府県知事等の許可が必要です。農業委員会は申請書の内
容について検討を行い、都道府県農業会議の意見を聴いたうえで、農業委
員会の意見を付して申請書を都道府県知事等に送付します。意見を決定す
る際には、農地の立地条件や転用によって周辺の農地の営農に支障が生じ
ないか等、現地調査を行い、検討します。

農 業 委 員 会  制 度 に つ い て
ふれあい　第20号
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農地中間  管理機構

※鎌倉市は農業委員が務めます。

農地利用最適化推進委員

連　携

連　携

1  農地利用最適化のための 実践活動 が主体となります

2  総会等に出席し、農地利用の最適化推進に関する意見を述べます
　総会や部会の求めに応じて、あるいは自ら農地利用の最適化推進に関して
意見を述べることができます。

❶ 担い手への農地利用の集積・集約化
地域の農業者の話し合いの推進、農地の出し手と受け手への働きかけを行
い、農地中間管理機構と連携し、担い手への農地利用の集積を進めます。

❷ 耕作放棄地の発生防止・解消
毎年一回管内すべての農地の利用状況調査をし、遊休農地所有者等に利用
意向の確認を行います。また、所有者等の意向も踏まえて、農地中間管理
機構と連携し、担い手への農地のあっせんや利用関係の調整を行います。

❸ 新規参入
新規就農者や参入企業等のために、就農候補地を見つけたり、農地所有者
との架け橋になるなど親身な活動が期待されます。

3  農地利用最適化推進指針の作成に参画します

　推進委員は担当区域の農地利用と担い手の状況を踏まえて農業委員会の
最適化推進指針づくりに参画するとともに、指針に基づいて現場活動を行
います。

農 業 委 員 会  制 度 に つ い て
ふれあい　第20号

− 9 −



最適化推進委員紹介

鎌
倉
市
農
業
委
員
会

農
業
委
員

会
　
長

平
　
井
　
保
　
男

副
会
長

和
　
田
　
雅
　
裕

副
会
長

飯
　
田
　
正
　
実

委
　
員

小
　
川
　
和
　
己

委
　
員

浜
　
野
　
清
　
一

委
　
員

石
　
澤
　
一
　
英

委
　
員

市
　
川
　
幸
　
子

委
　
員

小
　
泉
　
紀
久
夫

委
　
員

柏
　
木
　
博
　
明

委
　
員

落
　
合
　
る
み
こ 鎌倉市

任期：令和 2 年 7 月 20 日～令和 5 年 7 月 19 日

藤
沢
市
農
業
委
員
会

農
業
委
員

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

会
　
長

齋
　
藤
　
義
　
治

会
長
職
務

代
　
　
理

吉
　
原
　   

豊

委
　
員

井
　
上
　
哲
　
夫

委
　
員

三
　
上
　
健
　
一

委
　
員

井
　
出
　
茂
　
康

委
　
員

小
　
林
　
正
　
幸

委
　
員

飯
　
田
　
芳
　
一

委
　
員

上
　
田
　
洋
　
子

委
　
員

加
　
藤
　
義
　
一

委
　
員

田
　
代
　
惠
美
子 藤沢市

委
　
員

山
　
口
　
貞
　
雄

委
　
員

加
　
藤
　   

登

委
　
員

西
　
山
　
弘
　
行

委
　
員

漆
　
原
　
豊
　
彦

委
　
員

落
　
合
　
喜
　
治

委
　
員

北
　
村
　
利
　
夫

委
　
員

吉
　
川
　   

誠

委
　
員

櫻
　
井
　
一
　
雄

委
　
員

宮
　
治
　
時
　
男

委
　
員

佐
　
川
　
俊
　
夫

委
　
員

佐
　
藤
　
智
　
哉

委
　
員

澤
　
野
　
孝
　
行

委
　
員

平
　
川
　
勝
　
昌

委
　
員

神
　
﨑
　
享
　
子

委
　
員

福
　
岡
　
則
　
夫

ふれあい　第20号
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農 業 委 員・ 農 地 利 用

寒
川
町
農
業
委
員
会

農
業
委
員

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

会
　
長

磯
　
川
　   

浩

会
長
職
務

代
　
　
理

相
　
田
　   

孝

委
　
員

市
　
川
　
幹
　
雄

委
　
員

三
　
留
　
清
　
一

委
　
員

福
　
岡
　
善
　
輝

委
　
員

中
　
村
　
基
　
寛

委
　
員

藤
　
井
　   

薰

委
　
員

金
　
子
　
隆
　
夫

委
　
員

相
　
原
　
善
　
久

委
　
員

小
　
島
　
新
　
弥

委
　
員

大
久
保
　
泰
　
明 寒川町

茅
ヶ
崎
市
農
業
委
員
会

農
業
委
員

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

会
　
長

原
　
田
　
勝
　
幸

会
長
代
理

遠
　
藤
　
信
　
行

会
長
代
理

齋
　
藤
　
和
　
子

委
　
員

鈴
　
木
　
邦
　
夫

委
　
員

髙
　
橋
　
久
　
雄

委
　
員

岡
　
崎
　
和
　
彦

委
　
員

郷
　
原
　   

均

委
　
員

三
　
橋
　
義
　
昭

委
　
員

石
　
射
　
祥
　
光

委
　
員

村
　
越
　
重
　
芳

委
　
員

小
　
澤
　   

昇

委
　
員

廣
　
瀬
　
正
　
実

委
　
員

三
　
橋
　
清
　
高

委
　
員

野
　
﨑
　
雅
　
博

委
　
員

阿
　
部
　
富
　
美

委
　
員

吉
　
田
　
恵
　
子

委
　
員

石
　
腰
　
明
　
美

委
　
員

市
　
川
　
達
　
夫

委
　
員

生
　
川
　   

仁

委
　
員

髙
　
橋
　
宗
　
一

委
　
員

永
　
野
　   

晃

委
　
員

平
　
牧
　
直
　
樹

茅ヶ崎市

※�

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
は
設
置

し
て
い
ま
せ
ん

ふれあい　第20号
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松
田
さ
ん
は
、
令
和
元
年
六

月
に
藤
沢
市
高
倉
地
区
で
約
二

反
（
二
千
平
米
）
の
農
地
を
借

り
入
れ
て
、
新
規
に
就
農
を
開

始
し
ま
し
た
。

　

も
と
も
と
松
田
さ
ん
は
、
大

学
で
畜
産
を
学
び
、
卒
業
後
は

海
外
青
年
協
力
隊
と
し
て
活
躍

し
て
い
た
の
で
す
が
、
市
民
農

園
を
借
り
た
こ
と
を
き
っ
か
け

に
、「
や
は
り
私
が
や
り
た
い
こ

と
は
野
菜
作
り
だ
」
と
思
う
よ

う
に
な
り
ま
す
。
振
り
返
っ
て

み
る
と
、
野
菜
作
り
へ
の
興
味

は
小
学
生
の
頃
か
ら
で
、
当
時

か
ら
、
畑
を
借
り
て
み
た
い
と

母
に
言
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

幼
い
こ
ろ
か
ら
の
夢
と
い
う

こ
と
も
あ
り
今
回
、
仕
事
を
辞

め
新
た
に
新
規
就
農
へ
と
踏
み

切
っ
た
そ
う
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
は
、
ア
グ
リ
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
大
学
校
に
通
い
な

が
ら
愛
川
町
の
有
機
野
菜
農
家

千
葉
氏
の
も
と
で
研
修
生
と
し

て
栽
培
技
術
を
学
び
、
卒
業
後

は
大
学
校
の
農
場
長
と
し
て
農

場
を
管
理
す
る
こ
と
で
営
農
に

必
要
な
知
識
や
技
術
を
習
得
し

た
そ
う
で
す
。
こ
れ
ら
の
経
験

を
経
て
藤
沢
市
で
の
新
規
就
農

に
至
り
ま
し
た
。

　

現
在
は
有
機
栽
培
に
て
サ
ツ

マ
イ
モ
、
ズ
ッ
キ
ー
ニ
、
オ
ク

ラ
な
ど
多
品
目
を
扱
っ
て
い

て
、
そ
の
中
で
も
、
ニ
ン
ジ
ン

に
か
な
り
力
を
入
れ
て
い
る
と

い
い
ま
す
。

　

そ
の
理
由
は
、「
師
匠
（
千

葉
氏
）
の
作
っ
た
ニ
ン
ジ
ン
を

食
べ
た
と
き
に
、
今
ま
で
食
べ

た
も
の
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら

な
い
ほ
ど
甘
く
、
と
て
も
感
動

し
自
分
も
あ
れ
ほ
ど
の
も
の
を

作
れ
る
よ
う
に
な
り
た
い
」
と

思
っ
た
か
ら
だ
そ
う
で
す
。

　

そ
ん
な
松
田
さ
ん
で
す
が
、

将
来
の
目
標
を
聞
い
て
み
た
と

こ
ろ
、「
今
よ
り
農
地
を
増
や
し

人
を
雇
え
る
ぐ
ら
い
の
農
家
に

な
る
こ
と
だ
」
と
話
し
て
い
ま

し
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
自
分

で
限
界
を
決
め
ず
日
々
農
業
に

励
ん
で
い
く
こ
と
だ
と
松
田
さ

ん
は
意
気
込
ん
で
い
ま
し
た
。

幼いころからの夢！

高倉地区の松
まつ

田
だ

由
ゆ

貴
き

さん

令和元年６月より新規就農しました。

新 規 就 農 者 の 紹 介
藤沢市
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自
然
豊
か
な
環
境
で
生
ま
れ

育
っ
た
佛
木
さ
ん
は
、
会
社
勤

め
を
経
て
平
成
三
十
年
四
月

茅
ヶ
崎
市
の
赤
羽
根
地
区
に
約

二
．
五
反
（
二
千
五
百
平
米
）

か
ら
就
農
し
ま
し
た
。

　

農
業
を
志
し
始
め
た
の
は
、

高
齢
化
で
農
業
を
や
る
人
が
少

な
く
な
っ
て
い
る
現
状
を
テ
レ

ビ
で
見
て
か
ら
で
す
。
ま
た
会

社
で
働
い
て
い
る
と
、
自
分
の

代
わ
り
は
た
く
さ
ん
い
て
、
自

分
で
何
で
も
決
め
て
経
営
で
き

る
農
業
に
魅
力
を
感
じ
始
め
ま

し
た
。
生
ま
れ
育
っ
た
環
境
が

自
然
豊
か
だ
っ
た
こ
と
も
あ

り
、
同
じ
よ
う
な
自
然
と
共
に

生
き
ら
れ
る
農
業
を
や
っ
て
い

こ
う
と
数
年
間
か
け
決
断
し
た

よ
う
で
す
。

　

農
業
ア
カ
デ
ミ
ー
を
経
て
、

就
農
し
て
か
ら
は
、
自
分
に
適

し
た
野
菜
を
収
穫
量
、
収
穫
に

伴
う
時
間
・
労
力
な
ど
経
験
し

て
き
た
こ
と
を
ベ
ー
ス
に
考
え

て
模
索
。
他
の
農
家
の
方
に
ア

ド
バ
イ
ス
を
も
ら
い
に
行
っ
た

り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ

た
り
し
て
よ
り
よ
い
野
菜
を
育

て
ら
れ
る
よ
う
に
研
究
し
て
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

積
極
的
に
他
の
農
家
の
方
に

話
を
聞
き
に
行
っ
た
こ
と
で
、

農
法
や
、
野
菜
の
育
て
方
の
情

報
を
教
え
て
も
ら
う
だ
け
で
な

く
、
農
機
具
を
安
く
譲
り
受
け

た
り
、
農
地
を
拡
大
で
き
た
り

し
た
と
の
こ
と
。
就
農
し
て
か

ら
様
々
な
方
か
ら
応
援
し
て
も

ら
え
て
本
当
に
う
れ
し
い
と
話

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
佛
木
さ
ん
に
就
農
し

て
み
て
感
じ
て
い
る
こ
と
を
伺

う
と
「
野
菜
は
鮮
度
で
味
が
違

う
。
そ
の
こ
と
を
も
っ
と
他
の

方
に
も
知
っ
て
い
た
だ
き
た

い
」
と
の
こ
と
。
ま
た
、「
自

分
で
農
法
や
販
路
な
ど
何
で
も

決
め
ら
れ
る
こ
と
が
本
当
に
楽

し
い
」
と
会
社
勤
め
で
は
得
ら

れ
な
か
っ
た
魅
力
を
語
っ
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。

　

佛
木
さ
ん
は
今
年
に
入
っ
て

か
ら
も
新
た
に
耕
作
面
積
を
増

や
す
こ
と
が
決
ま
っ
て
お
り
、

今
後
も
赤
羽
根
地
区
を
中
心
に

活
躍
し
続
け
て
く
だ
さ
る
若
手

だ
と
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

新鮮野菜を味わってもらいたい

赤羽根地区の佛
ほと

木
ぎ

吾
ご

郎
ろう

さん

平成 30 年 4 月より新規就農しました。

茅ヶ崎市

新 規 就 農 者 の 紹 介
ふれあい　第20号
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農地の貸し借りについて

利用権設定とは

利用権設定の特徴

　農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定（以下、「利用権設定」と言
います。）とは、各市町と農業委員会が貸主と借主の間に入り、賃貸借契約（又
は使用貸借契約）を成立させる制度です。

　通常、農地の貸し借りには農地法第３条に規定する許可を受ける必要があ
りますが、利用権設定では許可申請よりも簡易な手続きで安心して農地を貸
し借りすることができます。

　利用権設定を行うことができる農地は、市街化調整区域内に所在する
農地に限ります。

　農地を借りられる方の要件やその他詳細につきましては、各市町農業
委員会にお問い合わせください。

農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定

詳細について

利用権設定を行うことができる農地

設定した契約期間が経過すれば、農地の賃貸借（又は使用
貸借）は自動的に終了し、農地が貸主に必ず返還されます。

特徴
1

賃貸借（又は使用貸借）を継続したい場合は、更新手続き
を行うことにより引き続き賃貸借（又は使用貸借）を行う
ことが可能です。

特徴
2

契約期間中に諸事情が生じ利用権設定の解除を行いたい場合
には、双方合意のうえ解除申出書をご提出いただくことによ
り利用権設定の解除を行うことができます。

特徴
3

ふれあい　第20号
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寒
川
町
農
業
委
員
会
で

は
、
耕
作
さ
れ
ず
荒
廃
し
て

し
ま
っ
て
い
る
農
地
を
復
元

す
る
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

近
年
で
は
「
花
い
っ
ぱ
い
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
い
う
遊
休

農
地
か
ら
お
花
畑
へ
と
再
生

す
る
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

対
象
地
は
農
用
地
で
南
側

に
Ｊ
Ｒ
相
模
線
が
接
し
て
い

る
。
土
地
所
有
者
は
ご
高
齢

で
簡
単
に
は
復
元
で
き
な
い

約
一
反
（
千
平
米
）
の
荒
廃

農
地
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の

ま
ま
で
は
近
隣
農
地
へ
影
響

が
出
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
そ

こ
で
、
所
有
者
と
農
作
業
受

委
託
契
約
を
締
結
し
作
業
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

五
月
中
旬
、
農
業
委
員
会
で

草
刈
り
を
行
い
、
耕
う
ん
し
た

土
地
に
ひ
ま
わ
り
の
種
を
蒔

き
ま
し
た
。
今
年
は
コ
ロ
ナ
禍

で
昨
年
度
使
用
し
て
い
た
種

子
が
手
に
入
ら
な
か
っ
た
り
、

天
候
が
不
順
で
不
安
も
あ
り

ま
し
た
が
、
た
く
さ
ん
の
方
々

の
努
力
に
よ
り
、
七
月
に
は

無
事
に
開
花
し
ま
し
た
。

　

例
年
で
は
、
一
般
開
放
し

て
開
花
し
た
ひ
ま
わ
り
の
摘

み
取
り
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、

今
年
は
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
も

あ
り
、
残
念
な
が
ら
開
放
は

中
止
し
ま
し
た
。

　

十
月
以
降
に
は
、
再
度
耕

う
ん
を
行
い
菜
花
を
植
え
る

予
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

ち
ら
も
開
花
後
に
は
一
般
開

放
を
行
い
、
地
域
住
民
の
方
々

に
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
、
遊
休
農
地
の
復

元
作
業
を
継
続
し
、
地
域
と

連
携
し
て
遊
休
農
地
の
解
消

に
取
り
組
み
ま
す
。

遊 休 農 地 の 解 消
寒川町

ふれあい　第20号
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利用状況調査を実施しています！

農地法違反に対する是正指導！

　

各
農
業
委
員
会
で
は
、
違
反
地
の
是
正
状
況
の
確
認

や
農
地
の
無
断
転
用
の
発
見
、
防
止
の
た
め
の
農
地
パ

ト
ロ
ー
ル
を
行
っ
て
い
ま
す
。
年
間
を
通
し
て
随
時
に

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
っ
た
後
、
違
反
地
と
し
て
判
断

し
た
土
地
の
所
有
者
へ
の
是
正
指
導
を
行
い
、
違
反
地

ゼ
ロ
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

今
後
も
、
各
関
係
機
関
と
連
携
し
、
引
き
続
き
違
反

地
是
正
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

　

各
市
町
村
の
農
業
委
員
会
で
は
、
農
地
利
用
促
進
に
繋
げ

る
た
め
の
情
報
収
集
を
目
的
と
し
て
、
毎
年
八
月
頃
か
ら
管

内
の
農
地
を
一
筆
ご
と
に
確
認
し
、
遊
休
化
や
耕
作
放
棄
と

さ
れ
て
い
る
農
地
、
違
反
転
用
等
が
さ
れ
て
い
な
い
か
を
調

査
し
て
い
ま
す
。

　

調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
適
切
な
管
理
が
な
さ
れ
て
い

な
い
農
地
に
つ
い
て
、
土
地
所
有
者
へ
文
書
に
よ
る
通
知
を

行
い
、今
後
の
農
地
利
用
に
つ
い
て
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
農
業
委
員
会
に
よ
る
遊
休
農
地
の
解
消
活
動
や
農

地
中
間
管
理
機
構
へ
の
斡
旋
等
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

農
地
利
用
の
最
適
化
は
農
業
委
員
会
の
必
須
業
務
の
一
つ

と
な
っ
て
い
ま
す
。
今
後
も
遊
休
農
地
等
の
発
生
の
防
止
に

努
め
て
い
き
ま
す
。

ふれあい　第20号
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～生産緑地と特定生産緑地制度について～

　生産緑地として管理していきたいという土地所有者の方については、先に述べた生産緑地法の改正
により市がその土地を、「特定生産緑地」として指定することで、従来の生産緑地に措置されてきた
税制優遇が10年間継続されます。

　他にも、自治体の条例により生産緑地指定の下限面積を300㎡まで引き下げることや農業用施設以
外の直売所等の設置が可能となっています。
　また、引き続き生産緑地の指定を希望しない土地所有者の方については、30年の期間満了後に市に
生産緑地の買取り申出をすることが可能となり、市が買い取らなかった場合には農業委員会から取得
を希望される農家の方への斡旋を行うことになります。その後、買取り希望者がいなかった場合は生
産緑地の行為制限が解除となるため、解除後はその土地を転用し売買することも可能になります。

（※転用には農業委員会への届出等の手続きが必要です。）

■生産緑地の今後について
　1992年に生産緑地法によって定められ、指定された生産緑地は2022年に指定後30年を迎えるこ
とになります。前述のように、今まで生産緑地だった土地の指定の解除により、宅地等に一斉に転用
され売買等が進むことなども近年問題視されているようです。
　生産緑地は、良好な景観や災害時の避難場所としての機能が期待される存在として「あるべきもの

（守るべきもの）」です。生産緑地を保持していきやすくするため、2018年度に法改正が行われ、生
産緑地の指定を受けた農地を他の農業者へ賃借した場合や市民農園を開設した場合でも、納税猶予が
継続して受けられる制度などが設けられ、生産緑地の維持・活用の可能性も広がっています。
　都市部にあるべきものとしての存在意義についても、今一度考えなくてはなりません。

農
地
等
利
害
関
係
人

へ
通
知

指
定
の
公
示

都
市
計
画
審
議
会
で

の
意
見
聴
取

特
定
生
産
緑
地
の

指
定
申
出

農
地
等
利
害
関
係
人

の
同
意
取
得

※詳しくは各市の都市計画部門担当課へお問い合わせください。

特定生産緑地の指定申出手続きの流れ

ふれあい　第20号
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いま確認しておきたい
■生産緑地と生産緑地法
　1992年に生産緑地法によって定められた生産緑地は、都市部の良好な都市景観を守るために残す
べき緑地として定義されてきました。その後の2015年に都市農業振興基本法が定められたことによ
り、市街化区域内の農地は緑がもたらす良好な景観や災害時の避難場所としての機能が期待される
存在として、「宅地化すべきもの」から「あるべきもの（守っていくべきもの）」として捉えられるよ
うになりました。さらに、都市農地を引き続き保全できるよう2017年には生産緑地法が改正され、
2018年4月から施行されています。

■指定の解除と特定生産緑地制度について
　現在指定されている生産緑地の土地所有者の方は、該当の土地を農地等として管理し続けることに
より、税制優遇等を受けることができますが、1992年の法制定当初の指定から30年が経過しようと
している今、生産緑地の土地所有者の方は、指定から30年が経過する前に特定生産緑地の指定
を受けるかどうかを選択する必要があります。（次の表で、特定生産緑地の指定を選択した場合
と選択しなかった場合の違いを大まかに示していますので、検討する際の参考としてください。）

特定生産緑地を選択する 特定生産緑地を選択しない

営農を続ける際の比較 ● 固定資産税等は引き続き農地評
価です
特定生産緑地の固定資産税・都市
計画税は引き続き、農地評価・農
地課税です。

● 10年毎に継続の可否を判断でき
ます
特定生産緑地の指定は、10年毎
の更新制です。（10年の間に相続
が生じた場合、これまで同様、買
取り申出が可能です。）

●固定資産税等の負担が急増します
５年後には、宅地並み課税になり
ます。

● 30年経過後は、特定生産緑地を
選択することはできません
特定生産緑地は、生産緑地地区の
指定後30年が経過する前までに
しか指定できません。

相続する際の比較 ● 次の相続での選択肢が広がります
次世代の方は、次の相続時点で相
続税の納税猶予を受けて営農を
継続するか、買取り申出するかを
選択できます。

●農地を残しやすくなります
次世代の方が、第三者に農地を貸
しても、相続税の納税猶予が継続
されます。

●次の相続での選択肢が狭まります
特定生産緑地を選択しないと、
次世代の方は納税猶予を受ける
ことができません。（現世代の納
税猶予は、次の相続まで継続し
ます）

ふれあい　第20号
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藤
沢
市
・
鎌
倉
市
・
茅
ヶ
崎
市
・

寒
川
町
の
農
業
委
員
会
で
構
成
す
る

湘
南
地
区
農
業
委
員
会
連
合
会
で
は
、

定
期
的
に
農
業
委
員
と
農
地
利
用
最

適
化
推
進
委
員
の
研
修
会
を
開
催
し

て
い
ま
す
。

　

今
年
度
は
、
委
員
改
選
が
あ
り
、

制
度
に
関
す
る
基
本
的
な
知
識
を
学

ぶ
こ
と
を
目
的
に
、
第
一
回
目
の
研

修
会
を
七
月
三
十
一
日
（
金
）
藤
沢

商
工
会
館
で
予
定
し
て
い
ま
し
た
が
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ

り
中
止
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
た
め
各
市
町
で
、
そ
れ
ぞ
れ
、

毎
月
の
定
期
総
会
な
ど
に
合
わ
せ
て
、

事
務
局
職
員
が
講
師
と
な
り
農
地
法

や
農
業
委
員

会
の
制
度
に

つ
い
て
勉
強

会
を
行
い
、

各
委
員
の
知

識
向
上
を
図

る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

　

今
年
も
こ
の
農
業
だ
よ
り

「
ふ
れ
あ
い
」第
二
十
号
を
発

行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。こ

れ
も
ひ
と
え
に
皆
様
方
の
ご
協

力
の
た
ま
も
の
と
、心
よ
り
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
今
年
に
入
り
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
影
響
も
あ
り
、農
業

を
取
り
巻
く
環
境
は
と
て
も
厳

し
い
状
況
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
な
か
、取
材
に
ご

協
力
い
た
だ
い
た
方
々
に
、お
礼

を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

私
ど
も
三
市
一
町
の
都
市
農

業
に
お
い
て
は
、そ
の
取
り
巻

く
環
境
が
ま
す
ま
す
厳
し
く

な
っ
て
お
り
ま
す
が
、こ
の「
ふ

れ
あ
い
」が
皆
様
の
機
関
誌
と

し
て
少
し
で
も
役
立
ち
、ご
愛

読
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、

よ
り
充
実
し
た
紙
面
を
目
指
し

て
、今
後
も
努
力
し
て
ま
い
り

ま
す
。

　

ご
意
見
・
ご
要
望
を
お
寄
せ

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

研修で使用したテキスト

農
業
委
員
会
の
研
修
会

編
集
後
記

※お問い合わせは、各市町の農業委員会事務局へ
藤 沢 市0466-50-3565（直通） 鎌 倉 市0467-23-3000内線2482
茅ヶ崎市0467-82-1111内線1391 寒 川 町0467-74-1111内線753

ふれあい　第20号

− 20 −


