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小
諸
市
は
浅
間
南
麓
の
南
西
傾

斜
地
と
千
曲
川
沿
い
の
台
地
か
ら

な
る
起
伏
に
富
ん
だ
地
形
が
特
徴

で
す
。
耕
地
の
標
高
は
５
８
０
ｍ

か
ら
１
２
０
０
ｍ
に
お
よ
び
、
中

山
間
地
特
有
の
傾
斜
地
で
あ
る
た

め
、
一
般
的
に
は
農
産
物
の
生
産

条
件
に
は
不
利
な
地
形
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
条

件
下
で
も
、
農
家
さ
ん
が
火
山
灰

土
・
粘
土
質
・
砂
地
等
の
土
壌
を

活
か
し
、
努
力
や
工
夫
を
重
ね
な

が
ら
適
地
適
作
を
進
め
て
き
た
こ

と
で
、
質
が
高
く
魅
力
的
な
農
産

物
（
品
目
）
が
数
多
く
生
産
さ
れ
、

消
費
者
の
も
と
へ
届
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

一
方
で
日
本
各
地
と
同
様
に
小

諸
市
で
も
、
高
齢
化
、
生
活
様
式

の
変
化
、
気
候
の
変
化
な
ど
か
ら

「
生
産
者
不
足
」「
後
継
者
不
足
」

と
い
っ
た
課
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
特
集
で
は
、
国
際
的
な

コ
ン
テ
ス
ト
で
賞
を
受
賞
す
る
な

ど
、
多
方
面
で
活
躍
さ
れ
て
い
る

農
家
・
清
水
房
雄
さ
ん
の
ご
活
躍

を
紹
介
し
つ
つ
、
農
業
の
未
来
を

皆
さ
ん
と
一
緒
に
考
え
て
い
く
【
地

域
計
画
】
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し

ま
す
。
小
諸
の
農
業
の
未
来
に
つ

い
て
、
一
緒
に
考
え
ま
し
ょ
う
。

高
品
質
な

小
諸
の
農
産
物

ご存じですか？
小諸で生産が盛んな農産物

令和 5 年 11 月 23 日、宮中恒例祭祀のなかでも最も重要な祭事とされる
新嘗祭が執り行われ、市内宮沢区の農家・清水房雄さんのお米が、長野県
からの献穀米として供進されました。小諸の米農家としては初の快挙です。

宮中祭祀「新
にいなめさい

嘗祭」に米を献穀
小
諸
初

ま
た
離
農
す
る
人
た
ち
も
今
後
増
え

て
く
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
篤
農
家

（
規
模
の
大
き
い
熱
心
な
農
家
）
に

あ
る
程
度
農
地
を
集
約
し
、
効
率
の

い
い
農
業
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ

る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
市
内

全
体
で
も
同
じ
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。」
と
農
業
の
課
題
に
も
触
れ
ま
し

た
。

　

そ
し
て
最
後
に
清
水
さ
ん
は
こ
う

締
め
く
く
り
ま
し
た
。「
地
域
ご
と
に

集
合
体
を
つ
く
り
、
農
地
管
理
に
つ

い
て
み
ん
な
で
考
え
、
盛
り
上
が
れ

ば
良
い
農
業
に
つ
な
が
る
と
思
い
ま

す
。
小
諸
全
体
の
農
業
の
ブ
ラ
ン
ド

力
が
上
が
り
、
ゆ
く
ゆ
く
は
〝
小
諸

の
農
産
物
は
何
を
食
べ
て
も
お
い
し

い
ね
〟
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と

嬉
し
い
で
す
。」

　
「
最
初
に
献
穀
米
の
話
を
い
た
だ
い

た
時
は
〝
嬉
し
さ
半
分
・
驚
き
半
分
〟

が
正
直
な
気
持
ち
で
し
た
。
し
か
し

自
分
の
米
作
り
に
は
自
信
を
持
っ
て

取
り
組
ん
で
い
る
た
め
、
県
内
で
も

美
味
し
い
お
米
を
作
る
農
家
が
た
く

さ
ん
い
る
中
、
今
回
献
穀
米
に
選
ば

れ
た
の
は
名
誉
な
こ
と
で
あ
り
、
と

て
も
嬉
し
く
思
い
ま
す
。」
と
清
水
さ

ん
は
笑
顔
を
み
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

　

作
っ
て
い
る
米
の
品
種
は
コ
シ
ヒ

カ
リ
。
作
り
始
め
た
当
初
か
ら
栽
培

方
法
は
大
き
く
変
え
て
お
ら
ず
、
こ

れ
か
ら
も
同
じ
方
法
で
続
け
て
い
く

と
言
い
ま
す
。中
で
も
特
に
こ
だ
わ
っ

て
い
る
の
は
土
づ
く
り
で
す
。「
毎
年

３
月
20
日
頃
に
肥
料
を
土
に
混
ぜ
、

微
生
物
を
増
や
し
、
お
い
し
い
お
米

に
つ
な
げ
て
い
ま
す
。
耕
作
地
の
御

牧
ケ
原
は
雑
排
水
が
少
な
く
、
微
生

物
の
生
育
に
も
良
い
環
境
で
す
。
稲

の
生
育
状
態
は
分ぶ
ん

け
つ
（
枝
分
れ
）

を
見
て
判
断
し
て
い
ま
す
。」
と
話
し

て
く
れ
ま
し
た
。
な
お
昨
年
は
酷
暑

だ
っ
た
た
め
、
稲
刈
り
は
例
年
よ
り

10
日
ほ
ど
早
か
っ
た
と
の
こ
と
。「
収

穫
量
は
例
年
よ
り
二
割
増
で
し
た
が
、

刈
取
り
の
タ
イ
ミ
ン
グ
は
味
に
直
結

す
る
の
で
非
常
に
難
し
か
っ
た
で

す
。」

　

技
術
系
の
仕
事
に
就
い
て
い
た
清

水
さ
ん
。
米
作
り
に
も
そ
の
ノ
ウ
ハ

自
分
の
米
作
り
を

信
じ
て

ウ
を
活
か
し
て
お
り
、〝
方
向
性
を
決

め
た
ら
、
ぶ
れ
ず
に
同
じ
作
り
方
を

続
け
る
〟〝
そ
の
過
程
で
足
り
な
い
も

の
が
あ
っ
た
ら
、
情
報
収
集
し
な
が

ら
直
し
て
い
く
〟
と
い
う
二
つ
の
点

を
大
切
に
し
て
い
る
と
言
い
ま
す
。

　
今
後
に
つ
い
て
、「
米
作
り
は
続
け

つ
つ
、
地
域
で
技
術
を
共
有
し
て
い

き
た
い
で
す
。
今
で
も
情
報
交
換
は

し
て
い
ま
す
が
、
地
域
全
体
で
米
作

り
の
技
術
が
上
が
り
、
最
終
的
に
は

御
牧
ケ
原
の
お
米
が
銘
柄
米
に
な
る

と
嬉
し
い
で
す
ね
。」
と
穏
や
か
に
、

そ
し
て
熱
く
想
い
を
話
し
て
く
れ
ま

し
た
。

　
「
私
の
ま
わ
り
で
も
農
家
の
数
は

減
っ
て
い
ま
す
。
高
齢
化
や
農
地
の

不
整
形
が
主
な
原
因
で
す
。
効
率
の

悪
い
農
地
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も

多
く
、
特
に
畑
は
耕
作
さ
れ
て
い
な

い
と
こ
ろ
が
目
立
っ
て
き
て
い
ま
す
。

農
業
の
課
題
と

こ
れ
か
ら

清水 房雄さん（80 歳）宮沢区
小諸米

マイ
スターズクラブ代表。小諸市御牧ケ原土地改

良区理事長。元農業委員。平成 28 年から 8 年連続
でベストファーマーの認定を受けており、令和 4 年
12 月の「第 24 回米・食味分析鑑定コンクール国際
大会㏌小諸」では最高賞の国際総合部門・金賞を受賞。

伝達式での清水さん。宮内庁から
の伝達書・磁器の杯と一緒に。

冷めても、美味しい
清水さんのお米は一つ一つ
の粒が立っており、噛むほ
どに甘さが出て旨味が広が
ります。おかず無しでも完
食できる逸品です。また、
ふるさと納税の返礼品にも
なっています。

米作りでは頂点を極めることができました
次は地域農業の発展にも力を尽くしていきたいです

三岡地区を中心に栽培さ
れる桃「浅間水蜜桃」は
高い糖度が特徴です。
㈱明治屋様からは品質
の高さを評価いただき、
昨年 10月に発売された
ヌーボージャム「桃」の
原材料として採用されま
した。

×
浅
間
水
蜜
桃

明
治
屋

ヌ
ー
ボ
ー
ジ
ャ
ム

ヨーグルトなどにも
合います

COLUMNCOLUMN

小
諸
の

小
諸
の
農農
業
の
未
来
、

業
の
未
来
、

一
緒
に
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

一
緒
に
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

■ 野菜・米
ブロッコリー生産量は県下随一。また、冷涼な気候で育つ
レタス・キャベツ・白菜などの高原野菜は鮮度が良いため、
市場から品質の良さが評価されています。良食味米の産地
でもあり、国際的なコンクールでは入賞者も多数です。

■ 果樹
「雨が少なく晴天率が高い」「昼夜の寒暖差が大きい」気候
のため、桃、林檎、ブルーベリー、ワイン用ぶどうなど果樹
の生産も盛んです。昼間は太陽光を浴び、夜は寒さから実
を守るために糖分が蓄えられて、おいしい果物が作られます。

■ 伝統野菜
「ひしの南蛮」「そら南蛮」「御牧いちご」「白土馬鈴薯」
など歴史ある品種が、農家さんの手で守られています。
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■【目標地図】作成のイメージ

2/17 ㈯
▶ 13:30 ～

　10 年後の農地利用の姿を示した地図が【目標地図】です。守るべき農地のエリアを
決め、農地 1 筆ごとに農業の担い手を明記します。また、条件の良くない農地は粗放的
利用※とし、どのように利用していくかを明確化します。

▶会　場　ベルウィンこもろ　（相生町 2-3-5）
▶参加者　地域の農業者、中山間地域等直接支払制度組織、
　　　　　多面的機能支払制度組織、農業委員、推進委員、JA、
　　　　　土地改良区、その他地域の関係者　など
▶内　容　〇地域計画の概要について制度説明
　　　　　　（長野県、長野県農業会議より）
　　　　　〇意見交換会（地区別）
　　　　　　地域の農業の現状と課題、地域における農業の将来の在り方、　
　　　　　 　地区毎の今後の協議の進め方　など

地
域
計
画

問
　
農
業
委
員
会
事
務
局

農
業
の
地
域
計
画
を
策
定
し
ま
す

持
続
可
能
な
農
業
の
た
め

■ 各地区内で【目標地図】を作成するエリアを設定
■ エリア内の農地所有者の方へ、将来の農地利用に関する意向調査票を発送
■ 意向調査の結果を地図に反映し、地図を活用しながら地域での話し合い
■ 地域ごとの集約化に関する将来の方針と【目標地図】の作成

■【地域計画】策定にむけた具体的な取組み内容

【
地
域
計
画
】

と
は
？

10
年
後
の
農
業
を

見
据
え
て

〝
自
分
は
あ
と
何
年
農
業
を
や
っ

て
い
け
る
だ
ろ
う
か
〟〝
先
祖

代
々
田
畑
を
守
っ
て
き
た
が
、

農
業
を
継
い
で
く
れ
る
人
が
い

な
く
て
心
配
だ
〟〝
自
分
の
農
地

を
使
っ
て
耕
作
し
て
く
れ
る
人

は
い
る
だ
ろ
う
か
〟

　

農
業
の
今
後
に
つ
い
て
、
不

安
を
持
っ
て
い
る
農
業
者
は
多

い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
〝
新
規
に
農
業
を
始
め

た
い
け
ど
、
ど
こ
で
始
め
た
ら

い
い
か
分
か
ら
な
い
〟〝
始
め
た

は
い
い
が
、
う
ま
く
続
け
ら
れ

る
か
心
配
だ
〟
と
い
う
若
い
方

の
声
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

日
本
各
地
で
農
業
者
の
減
少

は
進
ん
で
お
り
、
小
諸
で
も
直

近
20
年
で
農
業
就
業
人
口
が
約

30
％
の
減
少
、
耕
地
面
積
も
約

33
％
減
少
し
、
今
後
農
地
が
適

切
に
利
用
さ
れ
な
く
な
る
こ
と

が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
た
課
題
の
解
決
に
は
、

農
業
者
を
は
じ
め
、
普
段
農
業

に
関
わ
る
こ
と
が
少
な
い
若
い

世
代
や
女
性
の
方
も
踏
ま
え
て
、

ま
ず
は
地
域
ぐ
る
み
で
話
し
合

い
を
し
、
農
地
利
用
の
将
来
に

つ
い
て
み
ん
な
で
考
え
て
い
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

農
業
の
将
来
を

み
ん
な
で
考
え
る

【
地
域
計
画
】
を
進
め
、
農
作
業

を
し
や
す
い
環
境
を
作
っ
て
い

く
に
は
、
農
業
者
だ
け
で
は
な

く
、
様
々
な
人
の
意
見
を
取
り

入
れ
な
が
ら
計
画
策
定
を
進
め

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

今
回
、
小
諸
の
農
業
の
未
来

を
考
え
る
意
見
交
換
会
を
開
催

し
ま
す
。
普
段
農
業
に
触
れ
る

こ
と
が
少
な
い
方
も
、
ぜ
ひ
ご

意
見
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　

農
業
者
の
高
齢
化
な
ど
に
よ

り
、
農
地
が
適
切
に
利
用
さ
れ

な
く
な
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て

お
り
、
効
率
的
で
持
続
可
能
な

農
業
経
営
を
行
う
た
め
、
農
地

の
集
約
化
や
後
継
者
の
確
保
な

ど
を
計
画
的
に
行
う
必
要
が
あ

り
ま
す
。

【
地
域
計
画
】
と
は
、
10
年
後
の

農
業
の
か
た
ち
を
地
域
ご
と
に

話
し
合
い
、
農
地
を
集
約
化
し

な
が
ら
、
将
来
「
誰
が
」「
ど
の

よ
う
に
」
利
用
す
る
か
を
明
確

に
し
た
【
目
標
地
図
】
を
記
す

計
画
の
こ
と
で
す
。
計
画
の
策

定
に
よ
り
農
業
を
維
持
・
発
展

さ
せ
、
食
糧
の
安
定
供
給
や
効

率
的
な
農
作
業
を
機
能
さ
せ
る

こ
と
を
目
標
と
し
て
い
ま
す
。

従
来
は
【
人
・
農
地
プ
ラ
ン
】
に

よ
り
農
業
の
将
来
像
を
地
域
で
話

し
て
い
ま
し
た
が
、【
地
域
計
画
】

で
は
そ
れ
に
加
え
て
「
誰
が
耕
作

す
る
か
」
話
し
合
い
【
目
標
地
図
】

の
作
成
を
行
い
ま
す
。

令
和
５
年
に
農
業
経
営
基
盤
強
化

促
進
法
が
改
正
さ
れ
、
令
和
７
年

３
月
ま
で
に
計
画
を
策
定
す
る
こ

と
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

■ 具体的なスケジュール

令和 5 年 12 月以降
■意向調査
先 行 3 地 区 に 将 来 の
農 地 利 用 に 関 す る 意
向調査の発送、実施。

2 月 17 日㈯
■意見交換会
地 域 計 画 の 概 要 の 説
明 と 地 域 ご と の 策 定
エ リ ア と 将 来 の 農 地
利 用 の 話 合 い の 実 施

（下記参照）。

3 月以降
■目標地図の素案
地 区 ご と に 協 議 の 場
を設置し、目標地図の
素 案 の 作 成 に 向 け て
話し合いを実施。

夏以降
■市内の各地区へ
残 り の 地 区 の 意 向 調
査の発送、協議の場の
設置、目標地図の素案
の作成。

▶ ▶ ▶

▶最新情報は市公式 HP からも
　ご確認できます。

➋ 【目標地図】の作成➊ 現状地図の確認
地図ごとに現在の作り手を色で表
した地図を作成します。

耕 作 地 を 入 れ 替 え て ま と め る こ と
で、作りやすさの効率が上がります。

現状の地図
C

B

DA

C A

A D

B C

A

B

B
A DC

B

目標地図
C

A

AA

A A

C C

B B

B

B

C
D DC

D

農地が離れ離れで耕作が大変… 移動時間も短縮でき、効率アップ

▲▲
▲

→
A ～ D は耕作者を表しています

農
地
を

　
ま
と
め
る
と
…

※一定面積の土地に対し、労力や資本の投下が少なく、自然の力に頼って営む農業

▶地域の農業の未来を考える
意見交換会

農業について、地域の方とお話をするチャンスです！

どなたでも参加可能！
▲▲▲

問　農業委員会事務局


