
1

安曇野市農業委員会だより

安曇野市

発　行　日／令和 4 年 7 月 20 日（水）

編集と発行／安曇野市農業委員会

安曇野市豊科 6000 番地

tel 0263（71）2497

農業委員会事務局ホームページアドレス

http://www.city.azumino.nagano.jp/

soshiki/49/　
申請書、届出書のダウンロードができます。

● 主な内容 ●
・農業功労者表彰…………………………… 2 ～ 3

・がんばる農業者 …………………………… 4 ～ 5

・農家の皆さんへの注意喚起 ……………… 6 ～ 7

・私のおすすめ …………………………………… 8

・旬の一句・一首 ………………………………… 8

第33号

三郷：（有）安曇野ファミリー農産ほ場にて三郷：（有）安曇野ファミリー農産ほ場にて
リンゴの花摘み作業（R4、5、2撮影）リンゴの花摘み作業（R4、5、2撮影）

リンゴの花（ピンクレディ®）リンゴの花（ピンクレディ®）



2

安曇野市農業委員会だより

こ
の
度
は
、
松
塩
筑
安
曇
農
業
委
員
会
協
議
会

に
お
い
て
「
地
域
農
業
振
興
等
功
労
者
」
表
彰
を

頂
き
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

三
澤
農
場
は
父
の
三
澤
豊
生
が
50
年
前
に
１
頭

の
豚
を
飼
い
始
め
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
し

た
。
有
限
会
社
と
し
て
、
昭
和
60
年
4
月
に
設
立

し
、
今
年
で
37
年
を
迎
え
て
お
り
ま
す
。
現
在
で

は
約
２
５
０
０
頭
の
豚
を
飼
育
し
、
年
間
４
３
０

０
頭
の
豚
を
出
荷
す
る
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。

農
場
で
生
ま
れ
た
子
豚
た
ち
は
敷
料
に
安
曇
野

の
お
米
農
家
さ
ん
か
ら
い
た
だ
い
た
籾
殻
と
信
州

産
の
木
材
か
ら
出
る
オ
ガ
ク
ズ
を
利
用
し
た
バ
イ

オ
ベ
ッ
ト
の
上
を
走
り
回
り
元
気
に
育
ち
ま
す
。

ま
た
、
日
々
排
出
さ
れ
る
豚
の
ウ
ン
チ
か
ら
堆
肥

が
作
ら
れ
、
近
隣
の
リ
ン
ゴ
農
家
さ
ん
や
野
菜
農

家
さ
ん
の
畑
で
活
用
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

出
荷
さ
れ
た
豚
は
長
野
県
産
豚
肉
と
し
て
、
一

部
は
信
州
オ
レ
イ
ン
豚
と
し
て
精
肉
店
、
飲
食
店

へ
、「
時
代
遅
れ
の
洋
食
屋
お
き
な
堂
」
さ
ん
で

は
三
澤
豚
と
し
て
店
舗
の
メ
ニ
ュ
ー
や
通
販
商
品

に
使
用
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

昨
年
は
南
安
曇
農
業
高
校
の
方
々
と
協
力
し
て

安
曇
野
産
ソ
バ
の
甘
皮
を
飼
料
に
育
て
た
「
信
州

安
曇
野
Ｓ
Ｏ
Ｂ
Ａ
豚
」
で
の
レ
ト
ル
ト
カ
レ
ー
製

品
化
に
携
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
お
い
し

い
豚
肉
で
食
卓
に
笑
顔
が
届
け
ら
れ
る
よ
う
に
、

す
く
す
く
元
気
な
豚
を
育
て
命
を
伝
え
て
い
く
こ

と
を
大
事
に
、
養
豚
を
通
し
て
豚
肉
と
堆
肥
が
地

域
資
源
を
循
環
さ
せ
る
一
つ
の
役
割
と
な
れ
る
よ

う
、
地
域
農
業
に
貢
献
す
る
農
場
と
な
れ
る
よ
う

努
力
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

地
域
農
業
振
興
等
功
労
者
表
彰

地
域
農
業
振
興
等
功
労
者
表
彰

（
有
）三
澤
農
場
　
　
取
締
役
三
澤 

伸
幸
さ
ん
（
43
歳
）　
　
安
曇
野
市
三
郷
野
沢

バイオベッドで寝転ぶ豚たちバイオベッドで寝転ぶ豚たち

地域のリンゴ農家で活用される堆肥製造地域のリンゴ農家で活用される堆肥製造

南農生の農場視察



3

安曇野市農業委員会だより

当
時
は
、
シ
ー
ダ
ー
苗
の
生
産
と
田
植
え
作
業

を
担
っ
て
い
ま
し
た
。

２
条
田
植
機
を
５
台
購
入
し
６
～
７
年
使
い
ま

し
た
が
、
そ
の
後
乗
用
の
田
植
え
機
に
代
わ
っ
て

い
き
ま
し
た
。

育
苗
作
業
は
、
土
を
振
っ
て
芽
出
し
種
を
播
き

育
生
し
ま
し
た
。
ピ
ー
ク
時
で
は
１
６
０
０
０
枚

を
生
産
し
ま
し
た
が
、
時
代
が
進
み
、
減
反
施
策

等
に
よ
り
減
少
傾
向
に
。

令
和
4
年
度
は
４
５
６
０
枚
で
し
た
。

現
在
は
、こ
の
場
所
で
育
苗
作
業
を
し
た
あ
と
、

中
堀
集
落
内
に
3
戸
あ
る
農
家
の
ハ
ウ
ス
を
お
借

り
し
て
田
植
え
ま
で
の
管
理
を
任
せ
て
い
ま
す
。

半
世
紀
以
上
の
取
り
組
み
で
、
課
題
は
い
く
ら

で
も
り
ま
す
が
、特
に
組
合
員
の
高
齢
化
と
施
設
・

設
備
の
老
朽
化
が
長
年
の
課
題
で
す
。

屋
根
か
ら
雨
漏
り
し
て
い
て
も
、
組
合
員
が
自

ら
修
理
を
す
る
な
ど
し
て
経
費
を
抑
え
て
き
て
お

り
ま
す
。

た
だ
、
中
堀
集
落
の
水
稲
生
産
の
一
助
と
し
て

受
益
者
や
地
域
の
た
め
に
な
れ
ば
と
の
思
い
で
続

け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
ほ
ど
「
地
域
農

業
振
興
に
貢
献
し
た
」
と
の
評
価
を
頂
き
表
彰
さ

れ
た
こ
と
は
、
会
員
一
同
、
続
け
て
い
て
良
か
っ

た
と
誠
に
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。　
　
　
　
　

        　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
合
長
　
　
坪
田
　
繁
秋

副
組
合
長
　
遠
藤
　
朝
雄

副
組
合
長
　
大
谷
　
　
高

中
堀
共
同
育
苗
組
合
（
堀
金
烏
川
）

（
半
世
紀
以
上
の
地
域
貢
献
を
評
価
さ
れ
ま
し
た
）受賞を喜ぶ坪田繁秋組合長（右）

育苗温度調整室育成室

中
堀
共
同
育
苗
組
合

昭
和
45
年
度
の
国
の
補
助
事
業
で
育
苗
作
業
場
や

加
温
設
備
、
歩
行
用
田
植
え
機
な
ど
を
整
備
し
た
。

当
初
、
中
堀
集
落
の
受
益
戸
数
は
75
戸
で
61
㌶
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が
ん
ば
る
農
業
者

農
業
を
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
き
っ
か
け

は
何
で
す
か
？

父
が
花
の
生
産
農
家
だ
っ
た
た
め
農
業
に
は
興

味
は
あ
り
ま
し
た
。
高
校
を
卒
業
し
て
県
の
松

代
農
業
試
験
場
学
生
と
し
て
在
籍
中
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
へ
国
際
農
友
会
を
通
じ
花
の
学
習
に
行
っ
た
こ
と

が
き
っ
か
け
で
す
。

　

留
学
は
1
年
間
。
Ｕ
Ｓ
フ
ラ
ワ
ー
と
い
う
企
業
で

切
り
花
の
生
産
を
し
な
が
ら
販
売
に
携
わ
り
ま
し

た
。

　

帰
国
後
、
ハ
マ
園
芸
で
社
員
と
し
て
入
社
し
、
園

芸
全
般
の
仕
事
に
つ
き
ま
し
た
。

現
在
の
主
力
品
目
は
何
で
す
か
？

今
の
主
力
は
「
ト
ル
コ
ギ
キ
ョ
ウ
」「
ひ
ま
わ

り
」
で
す
。
全
農
長
野
が
苗
の
供
給
を
し
て
く

れ
る
の
で
、「
物
日
」
に
合
わ
せ
栽
培
し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
父
の
日
の
「
ひ
ま
わ
り
」
な
ど
。

今
後
の
目
標
な
ど
あ
れ
ば
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い
。

家
族
（
６
人
）
が
暮
ら
せ
て
い
け
れ
ば
良
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
規
模
拡
大
な
ど
は
考
え
て
い

な
い
の
で
現
状
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
が
目
標
で

す
。

塚
田　

高
裕
さ
ん
（
55
歳
）（
堀
金
烏
川
）

経
営
面
積
等

水
稲
６
㌶
・
大
豆
１
㌶
・
施
設
園
芸
40
ａ

奥
さ
ん
と
お
母
さ
ん
と
の
３
人
で
複
合
経
営

ＱＱＱ ＡＡＡ
R4.5.2 撮影

ニンジン（ハウス栽培）トルコギキョウ（ハウス栽培）
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が
ん
ば
る
農
業
者

就
農
さ
れ
た
き
っ
か
け
は
？

父
（
現
在
83
歳
）
が
農
家
に
生
ま
れ
、
特
に

水
稲
種
子
栽
培
（
現
在
４
㌶
）
に
力
を
注
ぎ
、

松
本
平
の
水
稲
品
質
維
持
に
努
め
て
い
ま
し
た
。

　

私
は
、
学
業
を
終
え
た
後
、
シ
ス
テ
ム
エ
ン
ジ
ニ

ア
と
し
て
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
業
界
（
首
都
圏
）
に
入

り
、
パ
ソ
コ
ン
や
情
報
処
理
な
ど
に
携
わ
っ
て
い
ま

し
た
。
そ
ん
な
中
、
小
さ
い
頃
か
ら
見
て
い
た
父
の

姿
や
生
家
の
周
り
の
景
色
な
ど
を
思
い
、
20
年
間
務

め
た
会
社
を
辞
め
、
46
歳
か
ら
家
族
と
共
に
帰
郷
し

て
、
父
親
の
農
業
を
引
き
継
ぎ
ま
し
た
。

今
、取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

有
明
の
土
壌
に
適
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
肥
料
（
水

稲
用
）
を
成
分
設
計
し
地
元
農
家
さ
ん
に
提

供
し
て
い
ま
す
。

　

有
明
地
域
内
の
50
箇
所
か
ら
採
取
し
た
土
壌
を
分

析
し
、
長
年
培
っ
て
き
て
く
れ
た
父
の
経
験
ノ
ウ
ハ

ウ
か
ら
、
倒
伏
し
づ
ら
く
収
穫
量
が
多
い
米
づ
く
り

を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
は
、
地
域
内
の
65
戸
の
農
家
の
皆
さ
ん
か
ら

約
１
８
０
０
袋
（
面
積
約
70
㌶
）
を
使
っ
て
頂
き
高

評
価
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

今
後
の
目
標
は
あ
り
ま
す
か
？

Ａ
地
域
全
体
で
の
米
の
品
質
向
上
と
栽
培
基
準

の
統
一
が
で
き
れ
ば
、「
有
明
米
」
と
し
て
の
ブ
ラ

ン
ド
化
も
夢
で
は
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

荒
芝　

裕
一
さ
ん
（
56
歳
）（
穂
高
有
明
）

経
営
面
積
等
22
㌶

水
稲
15
㌶
（
内
採
種
圃
場
４
㌶
）

そ
ば
７
㌶

ＱＱＱ ＡＡ

乗用型 8条植えの田植機に苗を補充する荒芝さん今シーズン最後となる田植作業（5月 28日撮影）

地域ｵリジナル水稲肥料「有明パディー」を手にする荒芝さん
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熱中症への対策を熱中症への対策を

夏の農作業で心がけること
1. 日中の気温の高い時間帯を外して作業を行いましょう
☀特に70歳以上の方はのどの渇きや気温の上昇を感じづらくなるので高温
時の作業は避けましょう。

2. 作業前・作業中の水分補給、こまめな休憩をとりましょう
☀のどが渇いていなくても20分おき休憩し、毎
回コップ1～ 3杯以上を目安に水分を補給しま
しょう。
☀足がつったり節肉がピクピクする症状がみられ
たら、0.1 ～ 0.2％程度の食塩水（1ℓの水に1
～ 2ℊの食塩）、スポーツ飲料、塩分補給用のタ
ブレットを摂取しましょう。

※市販品を摂取する際は、必ず成分表示をチェックし、適切
な量を摂取してください。

☀休憩時は、日陰等の涼しい場所で休憩し、作業
着を脱ぎ、手足を露出して体温を下げましょう。

3. 熱中症予防グッズを活用しましょう
☀屋外では帽子、吸汗速乾性素材の衣服、屋内では送風機やスポットクーラー
などを活用しましょう。

4. 単独作業を避けましょう
☀作業は2人以上で行うか、時間を決めて水分・塩分補給の声かけを行うなど、
定期的に異常がないか確認し合うようにしましょう。

5. 高温多湿の環境を避けましょう
☀暑さ指数（WBGT）計、温度計、湿度計で、作業環境を確認しましょう。
☀作業場所には、日よけを設ける等できるだけ日陰で作業するようにしましょう。
☀特にビニールハウス等の施設内は風通しが悪く、早い時期、早い時間から
暑さ指数（WBGT）が高くなるため、断熱材を活用しましょう。
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秋の農繁期を控え、トラクター等の大事な農業機械や工具、丹精込めて作ら
れた農作物の盗難、農地へのいたずらが全国各地で起きています。不審者や
不審車両を見かけたときは警察に通報または連絡をお願いします。地域で犯
罪から機械や農作物を守りましょう！
もしもの時は 110 番もしくは☎ 0263-72-0110（安曇野警察署）へ

トラクター等農業機械の
盗難が多発しています！

県内でトラクター等農業機械の盗難被害が相次いでいます。
盗難防止対策を徹底し、盗難被害を防ぎましょう。

トラクター等を倉庫にしまおう
盗難の多くは田んぼや畑で発生しています。
ほ場にトラクター等を放置せず、
鍵が掛かる倉庫にしまいましょう。

トラクター等に鍵をかけよう
盗まれているものの多くは
施錠されていませんでした。
トラクター等を離れる際は必ず施錠しましょう。

作業者やトラクターに目印をつけよう
侵入者を見分けるためにも、
作業者は腕章等、トラクター等には
ステッカー等の目印を付けましょう。

放置して帰らないで！

〇〇農園
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だ
い
ぶ
以
前
か
ら
日
本
の
食
糧
自
給
率
の
低
下
が
問
題
視
さ
れ

て
い
ま
す
。
加
え
て
現
在
の
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
軍
事

侵
攻
が
世
界
の
食
糧
危
機
に
、
よ
り
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
ま

す
。
こ
の
２
カ
国
が
世
界
の
穀
物
生
産
に
占
め
る
割
合
が
３
０
％

に
も
及
ん
で
い
る
か
ら
で
す
。
日
本
の
場
合
こ
の
両
国
か
ら
の
輸

入
は
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
世
界
的
に
食
糧
の
余
剰
が
な
い
た

め
、
こ
れ
か
ら
は
日
本
も
世
界
の
食
糧
調
達
の
嵐
の
中
に
投
げ
込

ま
ざ
る
を
得
な
い
で
し
ょ
う
。

世
界
の
中
の
日
本
の
食
糧
事
情
を
考
え
る
と
、
国
内
の
農
業
生

産
、
自
給
率
向
上
が
以
前
に
も
増
し
て
重
要
に
な
っ
て
い
る
と
言

え
ま
す
。
現
在
の
よ
う
に
不
安
定
な
国
際
情
勢
の
も
と
で
は
、
食

料
生
産
を
他
の
国
に
依
存
す
る
と
い
う
国
際
分
業
の
考
え
方
は
非

常
に
危
険
で
す
。
平
時
の
円
滑
な
国
際
貿
易
が
で
き
る
時
の
こ
と

を
考
え
る
だ
け
で
な
く
、
今
の
よ
う
な
不
測
の
事
態
が
起
き
た
と

き
の
備
え
を
し
て
い
く
こ
と
は
重
要
で
す
。
国
際
紛
争
は
人
災
で

す
が
、
備
蓄
は
自
然
災
害
へ
の
備
え
と
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
。

世
界
の
動
き
は
「
他
人
事
」
で
は
な
く
、
コ
ロ
ナ
禍
が
教
え
て

い
る
よ
う
に
、
世
界
は
緊
密
に
繋
が
っ
て
い
て
地
球
上
の
ど
こ
か

で
起
き
た
こ
と
も
、
瞬
く
間
に
全
世
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
安
曇
野
と
い
う
世
界
の
片
隅
で
起
き

て
い
る
こ
と
さ
え
、
世
界
の
大
き
な
流
れ
か
ら
は
決
し
て
自
由
で

は
な
い
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
食
糧
自
給
率
の
向
上
や
農
業
・
農
村
問
題
の
よ
う

に
大
き
な
課
題
が
、
一
朝
一
夕
に
解
決
で
き
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。

で
も
私
た
ち
の
身
の
周
り
の
農
業
を
巡
る
問
題
を
、
何
も
せ
ず
成

り
行
き
に
任
せ
て
良
い
は
ず
は
な
く
、
狭
い
範
囲
で
の
わ
ず
か
な

こ
と
だ
と
し
て
も
、
将
来
世
代
の
た
め
の
努
力
は
す
べ
き
だ
と
思

い
ま
す
。

文
責　

請
地　

康
仁

【
農
業
委
員
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会
】　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

編
集
委
員
長　

笠
原　

哲
雄

　
　
　

委
員　

岡
山
き
み
子　

委
員　

中
村　

洋
子

　
　
　
　

〃　

田
口　

博
之　
　

〃　

丸
山　

隆
也

　
　
　
　

〃　

山
田　

太
一　
　

〃　

請
地　

康
仁

　
　
　
　

〃　

藤
原　

光
弘

編

集

後

記

旬
しゅん

の一句・一首

紫
陽
花
や

　
　

時
の
移
ろ
ひ

　
　
　

身
に
受
け
て

有
明　

媼
お
う
な　

歌
友
は

　

農
の
先
輩
助
詞
よ
り
も

　
　

豆
の
追
肥
を
的
確
に
言
ふ

堀
金
小
田
多
井　

一
志
み
ゆ
き　

新
涼
や

　
　

母
と
揃
い
の

　
　
　
　

日
和
下
駄

豊
科　

古
幡　

菊
子　

諍
ひ
の

　
　

無
き
処
へ
と

　
　
　
　
　

蟻
の
列

三
郷　
　

有
馬　

恭
子　

田
植
え
前
の

　

水み
ず
た田
に
映
つ
る

　
　
　

ア
ル
プ
ス
は

　
　
　

逆
し
ま
に
な
り

　
　
　
　

小さ
ざ
な
み波
に
ゆ
る
る

明
科
上
押
野　

大
石　

和
子　

い
　
ご

明
科　

遠
藤　

昭
子 

さ
ん

お
祭
・
お
盆
・
お
正
月
な
ど
に
も
作
る
行
事
食

で
す
。

【
材
料
】

い
ご
草
50
ｇ
・
水
1
㍑

酢　

大
さ
じ
1

【
作
り
方
】

①
い
ご
草
を
水
に
少
し
浸
し
、
日
差
し
の
強
い

日
に
ゴ
ミ
を
拾
い
な
が
ら
広
げ
て
干
す
。
2

～
3
回
繰
り
返
す
と
、
白
さ
が
増
し
て
く
る
。

②
①
の
い
ご
草
を
洗
っ
て
水
分
を
切
り
、
鍋
に
分

量
の
水
を
入
れ
て
火
に
か
け
、
沸
騰
し
た
ら

弱
め
る
。

③
酢
を
入
れ
、
木
べ
ら
で
か
き
混
ぜ
な
が
ら
粘

り
が
出
る
ま
で
よ
く
練
る
。

④
す
っ
か
り
溶
け
た
ら
容
器
に
流
し
入
れ
、
冷

や
し
て
固
め
る
。

≪食べ方≫わさび・しょうが・からし醤油・
削り節などで。


