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平
成
29
年
に
農
業
経
営

改
善
計
画
認
定
書
を
い
た
だ
き

日
々
水
稲
栽
培
を
中
心
に
農
作
業
に
励

ん
で
お
り
ま
す
。
農
家
に
生
ま
れ
、
子

ど
も
の
頃
よ
り
わ
ず
か
な
が
ら
手
伝
い

を
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
自
身
が
農
業

者
と
し
て
取
り
組
む
に
あ
た
り
様
々
な

困
難
に
直
面
し
て
お
り
ま
す
。

　

私
の
耕
作
し
て
い
る
岡
屋
は
１
３
０
ヘ

ク
タ
ー
ル
も
の
農
地
を
擁
し
、
１
集
落
の

農
地
面
積
と
し
て
は
全
国
的
に
も
希
少

な
農
村
で
す
。

　

５
月
連
休
の
あ
た
り
か
ら
水
田
は
湖

面
の
如
く
姿
を
変
え
、
ま
さ
に
水
鏡
と

呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
く
日
本
の
四
季
を
感

じ
ま
す
。

　

こ
の
竜
王
町
岡
屋
に
お
い
て
環
境
保

全
を
念
頭
に
農
作
業
を
行
な
っ
て
お
り

ま
す
。
百
姓
と
い
う
言
葉
通
り
、
米
作

り
に
は
大
変
多
く
の
作
業
工
程
が
あ
り

そ
の
年
の
気
候
に
も
大
き
く
左
右
さ
れ

ま
す
。
環
境
こ
だ
わ
り
農
業
の一環
と
し

て
カ
バ
ー
ク
ロ
ッ
プ
（
蓮
華
の
作
付
）
に

挑
戦
し
た
と
こ
ろ
、
冬
場
の
湿
害
の
た
め

に
ほ
と
ん
ど
春
先
に
開
花
を
み
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
り
、
田
植
え
後
の
圃
場

の
水
も
ち
が
悪
か
っ
た
せ
い
で
一
面
に
稗

（
ひ
え
）
だ
ら
け
に
し
て
し
ま
い
草
取
り

に
汗
を
流
す
な
ど
の
思
い
を
繰
り
返
し
て

い
る
し
だ
い
で
す
。

　

農
家
軒
数
は
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す

が
、
か
つ
て
は
ほ
と
ん
ど
が
農
家
で
あ
り

離
農
さ
れ
ま
し
て
も
先
人
ら
の
知
恵
、

経
験
は
大
変
貴
重
な
も
の
で
あ
り
ま

す
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
農
業
ほ
ど
長
年
の

積
み
重
ね
ら
れ
た
経
験
が
も
の
を
い
う

仕
事
は
な
い
の
だ
な
と
痛
感
し
て
お
り
ま

す
。
水
稲
栽
培
は
熱
帯
雨
林
、
珊
瑚
礁

と
な
ら
ぶ
CO2

吸
収
の
３
要
素
の
１
つ
で
あ

る
と
農
業
セ
ミ
ナ
ー
で
教
え
て
も
ら
っ
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
地
球
温
暖
化
が
叫

ば
れ
て
久
し
い
で
す
が
、
先
祖
伝
来
の
農

地
を
守
る
、
そ
し
て
農
業
技
術
を
後
世

に
伝
え
て
ゆ
く
と
い
う
意
味
か
ら
も
農

業
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。
近
江
米
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い

米
作
り
の
た
め
に
も
こ
れ
か
ら
も
よ
り
多

く
の
皆
様
の
ご
指
導
ご
鞭
撻
を
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

竜
王
町

�

農
業
委
員
会
だ
よ
り
TEL：58－3712
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「
竜
王
白
太
ね
ぎ
」ブ
ラ
ン
ド
化
ま
で

竜
王
白
ネ
ギ
部
会

農
村
の
環
境
保
全

�
を
め
ざ
し
て

辻
澤 
孝
行
（
岡
屋
）

　

最
初
の
白
ネ
ギ
栽
培
は
、

16
年
前
に
庄
集
落
の
５
軒
で
栽

培
を
は
じ
め
ま
し
た
。
そ
の
時
に
道

の
駅
「
竜
王
か
が
み
の
里
」
の
販
売
先
が

で
き
、
安
土
の
信
長
ね
ぎ
も
あ
り
、こ
れ
か
ら
は
、

鍋
も
の
用
と
し
て
、
白
ネ
ギ
の
栽
培
に
取
組
み
、

販
売
計
画
を
た
て
ま
し
た
。

　

当
時
は
、
白
ネ
ギ
の
品
種
と
し
て
「
き
よ
た

き
」
を
栽
培
し
ま
し
た
が
難
し
い
こ
と
も
あ
り
、

品
種
を
「
ホ
ワ
イ
ト
・
ス
タ
ー
」「
ホ
ワ
イ
ト
・
タ

イ
ガ
ー
」
に
変
更
し
栽
培
に
取
組
な
が
ら
、
下

仁
田
ね
ぎ
に
も
挑
戦
し
ま
し
た
。

　

当
初
、
畑
で
栽
培
し
て
い
ま
し
た
が
、
土
寄

せ
を
５
回
す
る
内
２
回
～
３
回
程
度
し
か
で
き

な
く
、
難
し
い
こ
と
が
わ
か
り
、
水
田
で
栽
培

を
は
じ
め
ま
し
た
。
畝
幅
を
１
４
５㎝
と
広
く
と

り
、
５
回
以
上
土
寄
せ
が
出
来
る
圃
場
を
つ
く

り
ま
し
た
。
ま
た
、
収
穫
時
に
は
白
い
部
分
が

35㎝
以
上
の
白
ネ
ギ
を
栽
培
で
き
る
よ
う
に
考
え

ま
し
た
。
夏
場
の
病
害
虫
（
さ
び
病
・
ア
ザ
ミ
ウ

マ
）
の
対
策
、
ま
た
圃
場
の
排
水
対
策
に
苦
労

を
重
ね
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
白
ネ
ギ
生
産

者
が
増
え
、
平
成
28
年
に
白
ネ
ギ
部
会
を
立
ち

上
げ
、
出
荷
者
20
名
の
中
か
ら
初
代
部
長
に
西

隆
氏
を
中
心
に
、

部
会
運
営
を
行
い

ま
し
た
。
各
自
バ

ラ
バ
ラ
で
あ
っ
た
荷

造
り
、
出
荷
規
格

を
統
一（
白
ネ
ギ
の

長
さ
と
白
い
部
分
の
長
さ
、ネ
ギ
の
曲
が
り
具
合
、

ネ
ギ
の
太
さ
）
を
図
り
ま
し
た
。
次
に
、
白
ネ

ギ
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
滋
賀
県

よ
り
プ
ラ
ン
ナ
ー
を
招
き
ブ
ラ
ン
ド
名
の
会
議
を

重
ね
、「
竜
王
白
太
ね
ぎ
」
と
命
名
し
ま
し
た
。

そ
の
後
は
、
栽
培
研
修
会
（
圃
場
現
地
で
生
育

状
況
研
修
）、
種
苗
会
社
農
場
視
察
等
を
開
催

し
て
い
ま
す
。
今

後
は
、
品
質
向

上
・
道
の
駅
へ
の

計
画
出
荷
で
数

量
、
価
格
の
安
定

に
努
め
、
白
ネ
ギ

部
会
員
の
経
営
安

定
・
部
会
運
営
活

動
を
深
め
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

編
集
後
記

　

昭
和
、
平
成
そ
し
て
令
和
へ
と
時
代
は
移
り
変
わ
り
農
業

を
取
り
巻
く
環
境
も
大
き
く
変
化
し
て
来
ま
し
た
。
家
族
を

中
心
と
し
て
、
親
戚
が
集
ま
っ
て
稲
作
を
し
て
い
た
昭
和
の

時
代
、
そ
の
殆
ど
が
兼
業
農
家
で
会
社
の
休
み
を
利
用
し

て
家
族
ぐ
る
み
で
、
お
じ
い
さ
ん
お
ば
あ
さ
ん
か
ら
小
さ
な

子
ど
も
ま
で
が
田
ん
ぼ
で
作
業
し
て
み
ん
な
で
ご
飯
を
食
べ

る
。
長
閑
な
風
景
の
あ
っ
た
時
代
、
そ
れ
な
り
に
後
継
へ
の

継
承
が
あ
っ
た
様
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
会
社
の
方
が
主

に
な
る
に
つ
れ
、
作
業
が
機
械
化
、
そ
の
経
営
が
法
人
化
さ

れ
る
こ
と
に
よ
り
大
型
機
械
化
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
時
代
に

合
わ
せ
た
改
革
施
策
、
作
業
の
効
率
化
も
必
要
で
は
あ
る
と

思
い
ま
す
が
、
周
囲
に
迷
わ
さ
れ
ず
現
実
と
大
き
く
乖
離
し

な
い
竜
王
町
な
ら
で
は
の
緑
と
文
化
を
守
る
施
策
を
話
し
合

い
で
構
築
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
法
人
化
等

で
会
社
組
織
化
さ
れ
て
も
、
農
作
物
を
作
る
に
は
丹
精
を
込

め
る
と
い
う
ひ
と
手
間
を
惜
し
ま
な
い
、
も
の
づ
く
り
の
心

を
残
し
田
畑
に
集
え
る
施
策
の
実
現
、
次
の
世
代
に
繋
げ
る

た
め
の
方
策
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
中
、
表
紙
に
登
場
し
て
頂
く
方
は
、
竜
王
町
農
業

の
明
日
を
担
っ
て
頂
け
る
で
あ
ろ
う
人
材
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当

て
、
ま
た
次
頁
以
降
は
農
家
の
皆
さ
ん
が
知
っ
て
得
す
る
情

報
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

　

長
き
に
わ
た
り
農
業
委
員
会
だ
よ
り
を
継
続
発
刊
し
て
こ

れ
た
の
も
、
沢
山
の
先
輩
方
々
に
支
え
ら
れ
て
の
事
だ
と
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。
今
回
記
念
す
べ
き
１
０
０
号
の
編
集
に

携
わ
る
こ
と
が
で
き
光
栄
で
す
。
今
後
も
新
し
い
時
代
に
ふ

さ
わ
し
い
農
業
を
確
立
す
る
た
め
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す

の
で
皆
様
の
ご
支
援
よ
ろ
し
く
お
願
し
ま
す
。

編
集
委
員

松
田
　
英
夫
　
　
竹
山
　
　
勉
　
　
勝
見
　
明
雄

松
瀬
　
　
伊
　
　
若
井
　
冨
嗣
　
　
久
田
　
順
子

山
本
　
孝
雄
　
　
山
中
　
　
修

しっかり積み立て、がっちりサポート 安心で豊かな老後を

農業者年金に
加入しませんか

農業者年金の特徴・メリット

▪農業者の方なら広く加入できる
▪少子高齢化時代に強い積立方式（確定拠出型）の年金
▪保険料（月額２万～６万７千円）は選べて、いつでも変更可能
▪終身年金で、たとえ80歳前に亡くなっても一時金が遺族へ
▪保険料の全額社会保険料控除など税制の優遇で節税に
▪認定農業者など意欲ある担い手には保険料の国庫補助あり

「田んぼをやっていたけれど、かさ上げして
畑として活用したい！」
こんな時・・・
「田畑転換等農地の形状変更」の届出が必要です

詳しくは竜王町農業委員会までご相談ください
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西出「人・農地プラン」の作成に関わって水稲育苗ハウスの遊休期間を活用しませんか？

    
 
◆担い手（認定農業者、集落営
農等）への農地集積を通じた構
造改革を加速化  
 
      
     
 
 

◆農地を守ろうとする集落の共
同活動を通して、これまで農村
で培われてきたコミュニティを
最大化  
 
     

これからの農業・農村政策 

地域
政策 

産業
政策 両輪 

① 
・誰に耕作を委ねていけばいいのか？ 

・農地の出し手側の農業離れが加速化し、農道、用排水路等の農業基盤を
どのように保全していくのか？ 

これから予測される事態 

② 
・野生獣による農作物対策をしっかりしないと、受け手がない。 

集落の将来を見据えた取組が必要 

農村・農業生産基盤 
の維持・向上 

 
 

担い手への農地集積 
・調整機能 

担い手の営農 

経営感覚に優れた担い手による営農 
  （大規模経営者、集落営農法人） 

 今後の集落の中心となる経営体 
 を明確にする 

（人・農地プランの作成） 
（中間管理事業） 

 農業生産基盤（農地、用排水路、農
道、獣害柵等）の整備 

（農村まるごと保全向上対策） 
 （集落ぐるみの獣害対策） 

・・・・・ 

・・・・・ 

・・・・・ 

集落 

③ 

営農

農事改良組合
集落住民

大規模個別経営体
集落営農法人
自給的耕作者

地権者

目指す姿を考えましょう。 
例：農地が集約され担い手が効率よく作業されています。 

インフラ維持管理は集落皆で守られています。 

集落で検討した 
人・農地プランの

作成 

　農業を基幹産業とする竜王町に於いては現在27の集落で営農が営まれております。その中で63経営体を数
える「担い手」と呼ばれる認定農業者を中心に、農地の維持と農業生産を行っています。
　しかしながら、集落農地の将来を見据えると様々な課題が見えてきます。
　「人・農地プラン」はこのような今後予測される事態を考える、これからの農村政策の設計図です。
　現在竜王町では町全体を設計するプランと集落単位プランの２種類が公表されております。
　このような中、山之上西出地区については水田農業だけでなく果樹や畜産も営まれ認定農業者に限らない
様々な活動をされている地域です。
　そこで今回西出地区の「人・農地プラン」を作成しました。集落の農事改良組合長を中心に県・町・JA
の支援を受けながら、全体農談会の開催後、農家アンケートの取り纏めや耕作地図の作成等、計４回の話し
合いを行い西出に合った設計図を公表しました。
　農業委員会組織ではこれからの農地利用の最適化を考え、地域における農業の将来の在り方を明確化し

「人・農地プランの実質化」を推進していきます。

　竜王町では、これまで19の集落営農法人が設立されており、これらを
含めた多くの個別経営体において、育苗ハウスによる水稲苗の育成に取
り組まれています。しかしながら、水稲苗の育成を終えたハウスの遊休
期間には、活用度合いが低下するなど、もったいない状況がしばしば見
られることから、今回は、この遊休期間を上手く活用して、一層の生産
振興や経営体の収入アップに繋げる取り組みを紹介します。
　竜王町内では、水稲育苗ハウスを活用し、（株）ファームタケヤマ、（農）
ファーム須恵の里でイチジクのポット栽培が行われています。
　また、近隣市町では、水稲育苗ハウスを活用して、資材費がほとんど
かからず簡単に始められる土耕リーフレタス栽培、ハウスの端に植栽す
るブドウ栽培、プランターを使った８月お盆向け加工用中輪ギク栽培が
増えています。
　これらの栽培方法も併せて紹介します。

◆イチジク（ポット）
　水稲の育苗が終わってから、ポットイチジクをハウスの中に並べ、枝
を伸ばします。収穫は、８月中旬から10月中旬まで。翌年の水稲育苗の
頃には、ハウスの外に持ち出すか、ハウスの隅に置いておくことで水稲
育苗管理が可能です。
　３月に挿し木し、１年目でも収穫できますが、２年目には、成園並の
収量となりますので、新規栽培者にも早期に収益が上がり気軽にできる
品目です（図１）。

◆リーフレタス（土耕）
　９月から、３～５日おきにセルトレイに播種し、10月に定植すると、
12月には収穫できます（図２）。
　近隣市町の直売所での売れ行きは好調で、町内直売所では、まだほと
んど売られていないおすすめ品目です。

◆ブドウ（ハウス端に植栽）
　ブドウの苗木をハウスの片側に2.5m間隔で栽植し、片側一文字整枝
の短梢せん定で仕立てます。サイドビニルが肩部まで開けられるハウス
が栽培に向いています。
　稲刈り前の８月（盆時期）に収穫できる品種「藤稔」「紅伊豆」を中
心に、９月上旬～中旬収穫の酸味少ない赤色系「クイーンニーナ」、９
月上旬～下旬収穫の人気の「シャインマスカット」も導入できます。

◆加工用中輪ギク（プランター、電照）
　加工用中輪ギクとは、関西仏花の組花素材として使われる長さ55～
65cmで出荷されるものです。
　挿し穂は毎年購入します。５月下旬までにプランターに直挿しするこ
とが必要であるため、水稲育苗が５月中旬までに終わる経営体に向いて
います。電照が必要なので、電気を取り込めることも必要です。収穫は
８月上旬で、秋冬作型の品目を組合せることでハウスをさらに有効活用
できます。

詳しい栽培技術のお問い合わせは、東近江農業普及指導センター園芸担当22-7727へ。
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農業委員　竹山　勉

図１　イチジク（上：３～５月、下：8月）

図２　リーフレタス

図４　加工用中輪ギク

図３　ブドウ


