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平
成
23
年
、
霊
仙
寺
に
誕
生
し
た
障

が
い
者
支
援
施
設「
お
も
や
」。「
母
屋
」

の
あ
た
た
か
な
イ
メ
ー
ジ
か
ら
名
付
け

ら
れ
、
農
薬
も
肥
料
も
除
草
剤
も
一
切

使
わ
な
い
、「
自
然
栽
培
」
の
野
菜
の

お
い
し
さ
が
評
判
で
す
。

　

こ
こ
で
は
、
障
が
い
の
あ
る
人
が
就

労
し
、
手
間
を
十
分
に
か
け
た
野
菜
を

育
て
、農
業
の
担
い
手
に
な
る
こ
と
で
、

後
継
者
不
足
の
解
消
に
つ
な
が
る
な
ど

新
し
い
可
能
性
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

　
「
お
も
や
」
が
新
し
く
ス
タ
ー
ト
さ

せ
た
の
が
、「
こ
ん
に
ゃ
く
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」。
獣
害
や
耕
作
放
棄
地
が
増
え

る
金
勝
地
域
に
獣
害
が
少
な
い
品
種
で

あ
る
こ
ん
に
ゃ
く
芋
を
植
え
、
加
工

し
、
特
産
品
に
し
よ
う
と
い
う
取
組
み

で
す
。
獣
害
や
耕
作
放
棄
地
問
題
の
解

決
や
新
し
い
特
産
品
の
開
発
に
つ
な
が

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

５
月
18
日
、
こ
の
た
め
の
新
し
い
加

工
場
が
開
設
し
ま
し
た
。
原
料
と
な
る

芋
は
、
市
内
の
農
家
に
も
協
力
を
得
て

　

こ
ん
に
ゃ
く
芋
が
育
て
ら
れ
る
の

は
、
豊
か
な
自
然
が
広
が
る
井
上
地
域
。

２
０
０
０
㎡
の
畑
に
50
㎝
間
隔
で
植
え
て

い
き
ま
す
。
春
に
植
え
て
秋
に
収
穫
し
、

風
通
し
が
よ
く
、
暖
か
い
場
所
に
保
存
。

こ
の
作
業
を
３
年
ほ
ど
繰
り
返
し
、
収
穫

し
た
も
の
が
原
料
に
な
り
ま
す
。

　
「
水
や
り
や
草
刈
り
も
し
ま
す
。
自

分
た
ち
が
頑
張
っ
て
作
っ
た
野
菜
を
買

っ
て
も
ら
え
る
こ
と
が
う
れ
し
い
で

す
。
こ
ん
に
ゃ
く
も
多
く
の
人
に
食
べ

て
も
ら
え
た
ら
」
と
汗
を
流
す
、「
お

も
や
」
に
入
っ
て
５
年
目
の
塚
本
湧
也

さ
ん
。
農
業
を
指
導
す
る
西
川
真
司
さ

ん
は
「
地
域
と
の
信
頼
関
係
を
築
き
、

障
が
い
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
人
と
人

交
流
で
長
所
を
い
か
す
農
業

自
然
栽
培
こ
ん
に
ゃ
く
を
特
産
品
に

挑戦する「農」の担い手

自然豊かな井上地域でこんにゃく芋を植え付け

栽
培
。
収
穫
後
は
加
工
場
を
中
心
に
、

一
部
は
、
こ
ん
に
ゃ
く
製
造
業
老
舗
の

㈱
清
水
商
店
（
蜂
屋
）
が
加
工
・
販
売

し
ま
す
。一
連
の
過
程
を
栗
東
で
行
い
、

栗
東
な
ら
で
は
の
商
品
価
値
を
付
け
て

特
産
品
化
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　全国的に進む農業の高齢化と後継者不足。市でも、農業を仕事にしている人が 10 年間
で 200 人以上減っています。また、就農者の 81.5％は 60 歳以上の高齢者です。
　まちには強い信念をもって農業課題に挑む皆さんがいます。積極的な挑戦から、夢や可
能性がふくらんでいます。

夢
を
乗
せ
る「
こ
ん
に
ゃ
く
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

農 福
　

農
業
と
福
祉
分
野
の
連
携
で
、
農
業
に
障
が
い
の
あ
る
人
の
力
を
い
か
す

作
業
所
「
お
も
や
」。
さ
ら
な
る
地
域
連
携
に
よ
り
農
業
課
題
の
解
決
を
目

指
す
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
始
ま
り
ま
し
た
。
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が
交
流
し
、
互
い
の
長
所
を
い
か
す
こ

と
で
よ
り
よ
い
も
の
が
で
き
る
よ
う
に

頑
張
っ
て
い
ま
す
」
と
話
し
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。

か
い
、『
あ
り
が
と
う
』
の
言
葉
を
も

ら
い
、
少
し
自
分
の
こ
と
が
好
き
に
な

れ
る
、
そ
ん
な
仲
間
の
自
己
実
現
を
目

指
す
こ
と
が
で
き
た
ら
と
思
い
ま
す
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
だ
れ
も
が
安
心
し
て

楽
し
く
暮
ら
せ
る
共
生
の
ま
ち
を
住

民
、
行
政
、
他
団
体
と
と
も
に
創
る
こ

と
が
で
き
た
ら
」
と
続
け
ま
す
。

　

農
業
と
福
祉
分
野
の
連
携
か
ら
、
さ

ら
に
市
内
で
の
連
携
を
進
め
て
、
農
業

に
よ
る
共
生
の
ま
ち
の
実
現
へ
。
こ
ん

に
ゃ
く
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
夢
を
載

せ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
始
ま
っ
て
い

ま
す
。

　
「
昨
年
収
穫
し
た
１
５
０
㎏
を
使
い

実
際
に
こ
ん
に
ゃ
く
を
作
り
ま
し
た
。

石
灰
を
使
わ
ず
、
植
物
の
灰
か
ら
と
れ

た
灰
汁
を
使
っ
て
固
め
ま
し
た
が
、
な

か
な
か
固
ま
ら
ず
、
試
行
錯
誤
の
末
、

完
成
し
ま
し
た
」
と
苦
労
を
語
る
、「
お

も
や
」
施
設
長
の
杉
田
健
一
さ
ん
。

　
「『
お
も
や
』
の
運
営
方
針
は
、
障
が

い
の
あ
る
仲
間
が
農
の
担
い
手
と
な

り
、
生
き
る
価
値
を
生
む
こ
と
で
す
。

獣
害
や
耕
作
放
棄
地
が
増
え
る
金
勝
地

域
の
田
畑
は
、
視
点
を
変
え
れ
ば
『
あ

り
が
と
う
』
の
き
っ
か
け
が
多
い
と
こ

ろ
で
す
。
必
要
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
向

①自己実現を目指し、新しい加工場には、
利用者の目標が掲示されています②加工場
の竣工式。収穫物は、「おもや」や㈱清水商
店へ。市内の農家や学童保育所にも植えて
もらうことで、プロジェクトを広げます
③こんにゃく芋を丁寧に選別

１

２ ３

「オモヤキッチン」で特別メニュー

こんにゃくの肉巻き

こんにゃくといわし梅煮

「おもや」の畑でとれた自然栽培の野菜
や果物を味わえるのが、畑の近くに

ある「オモヤキッチン」。平成 27 年３月に
オープンし、調理補助や接客には障がいのあ
る皆さんが携わり、社会経験を積む場として
の役割も果たしています。
　５月 29 日は、特別に「こんにゃくといわ
し梅煮」「こんにゃくの肉巻き」の２種類の
ランチメニューが登場しました。
　肉巻きを食べた来店者の一人は、「こんに
ゃくがとてもやわらかく、食べたことのない
食感でおいしいです。昔ながらの製法で作ら
れていると聞き、おいしさに納得です」と笑
顔で話してくださいました。

共
生
の
ま
ち
を
目
指
し
て

　

５
月
29
日
を
「
こ
ん
に
ゃ
く
の
日
」

と
し
、
こ
の
日
、「
お
も
や
」
で
は
、

特
別
企
画
を
展
開
。
カ
フ
ェ
「
オ
モ
ヤ

キ
ッ
チ
ン
」
で
こ
の
日
の
た
め
に
用
意

し
た
ラ
ン
チ
メ
ニ
ュ
ー
の
提
供
、
大
宝

西
学
童
保
育
所
で
こ
ん
に
ゃ
く
芋
の
植

え
付
け
が
企
画
さ
れ
ま
し
た
。
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■
高
齢
化
が
進
む
市
の
農
業

　

全
国
的
に
人
口
が
減
少
す
る
と
推

測
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
本
市
は
今
後

も
一
定
の
人
口
増
加
が
見
込
ま
れ
る

地
域
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
農
業

は
、
全
国
同
様
に
高
齢
化
と
農
業
人

口
の
減
少
が
進
ん
で
い
ま
す
。

　

市
内
販
売
農
家（
経
営
面
積
30
ア
ー

ル
以
上
ま
た
は
農
産
物
販
売
額
が

50
万
円
以
上
）
の
う
ち
約
８
割
が
60

歳
以
上
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
10
年

で
２
４
４
人
も
減
少
し
て
い
ま
す
。

　

農
業
従
事
者
の
高
齢
化
や
担
い
手

不
足
な
ど
の
課
題
解
決
の
た
め
、
市
で

は
、
交
付
金
の
活
用
や
担
い
手
へ
の
農

地
集
積
、
集
落
営
農
法
人
化
支
援
な
ど

で
農
業
を
支
援
し
て
い
ま
す
。

　

農
業
に
関
す
る
相
談
・
問
合
せ
は

農
林
課
へ
。

0 200 400 600 800 1000

0.6％（5人）
15～ 39歳

年齢別農業経営者数

Ｈ17年

Ｈ27年

40～ 59歳 60歳以上

（人）

1.7％（10人）

16.8％
（98人）

30.8％
（255 人）

68.6％
（569 人）

81.5％
（477 人） 585 人

資料：農林業センサス

829人

業
を
教
え
て
も
ら
え
な
い
か
尋
ね
ま
し

た
。
こ
う
し
た
結
果
、
よ
き
出
会
い
が

あ
り
、「
給
料
は
い
ら
な
い
か
ら
農
業
を

教
え
て
く
だ
さ
い
」
と
頼
み
込
ん
で
研

修
を
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
農
地
も

農
業
を
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
先
輩
の
お

か
げ
で
借
り
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

現
在
、
農
業
を
始
め
て
９
年
目
に
な

り
ま
す
。
有
機
肥
料
１
０
０
％
の
葉
物

野
菜
を
作
り
、
20
人
の
同
志
で
立
ち
上

げ
た
㈱
リ
ッ
チ
グ
リ
ー
ン
に
所
属
し
て

い
ま
す
。
組
織
で
は
、
情
報
も
意
見
も

た
く
さ
ん
入
っ
て
き
ま
す
。
お
客
さ
ん

の
需
要
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
頑
張
っ
て

　

学
の
頃
か
ら
空
手
を
習
っ
て

い
て
、
25
歳
の
時
に
人
生
の

師
と
も
い
え
る
、
沖
縄
空
手
の
先
生

に
巡
り
合
い
ま
し
た
。
人
間
と
し
て

の
在
り
方
を
教
わ
り
、
自
分
自
身
の

こ
と
や
日
本
の
こ
と
を
深
く
見
つ
め

る
よ
う
に
な
り
、
食
糧
自
給
率
の
低

さ
や
後
継
者
不
足
な
ど
、
常
に
社
会

問
題
と
な
っ
て
い
る
農
業
に
挑
戦
し

よ
う
と
栗
東
に
移
住
し
ま
し
た
。

　

知
り
合
い
の
い
な
い
ま
ち
で
新
規

に
農
業
を
す
る
た
め
、
自
転
車
で
あ
ち

こ
ち
を
走
り
回
り
、
た
ん
ぼ
や
畑
で
仕

事
を
し
て
い
る
人
を
見
つ
け
て
は
、
農

い
ま
す
。
自
分
の
中
に
は
空
手
が
入
り

込
ん
で
い
て
、農
業
に
携
わ
る
こ
と
で
、

体
内
の
細
胞
が
い
き
い
き
と
活
性
化
し

て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。

　

最
近
、
ア
メ
リ
カ
の
農
場
を
訪
問
し

ま
し
た
。
感
じ
た
こ
と
は
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
大
切
さ
で
す
。
知
ら
な

い
人
に
積
極
的
に
話
し
か
け
る
こ
と

で
、
知
り
た
か
っ
た
農
業
の
情
報
な
ど

に
つ
な
が
り
ま
し
た
。
農
業
を
始
め
る

時
、
支
え
て
く
れ
る
人
と
出
会
っ
た
よ

う
に
、
ま
ず
は
話
し
か
け
る
こ
と
で
道

が
開
け
て
く
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、ア
メ
リ
カ
で
、Ｃ
Ｓ
Ａ
（C

om
m

u
nity Supported Agriculture 

）
ボ
ッ
ク

ス
を
知
り
ま
し
た
。
地
元
の
農
家
を
応

援
し
な
が
ら
、
季
節
を
通
じ
て
異
な
る

種
類
の
有
機
野
菜
が
詰
め
合
わ
さ
れ
た

箱
を
受
け
取
る
仕
組
み
で
す
。
栗
東
で

も
ぜ
ひ
実
現
で
き
た
ら
と
夢
が
ふ
く
ら

ん
で
い
ま
す
。

　市内には 500 人を超える農業経営者がいます。農業への思いを代表
して二人に聞きました。

藤田 真吾さん（38 歳・上砥山）

社会問題となっている農業に挑むため、新規就農

徳島県出身で、平成21年、栗東市に移住して新規就農。現在、
市内４地域をはじめ合計約２㌶の農地でほうれん草、水菜などの
葉物野菜を中心にハウス栽培を展開。湖南地域の若手農家ら約
20人が出資する野菜生産販売会社㈱リッチグリーン代表取締役。

消費者の需要にあわせた規格で育
てた小松菜を生活協同組合に出荷。

農業従事者の
約 80％が
60 歳以上の
高齢者

問
農
林
課 

農
政
係

  

☎
551-

０
１
２
４ 　

 

551-

０
１
４
８

FAX

中
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平
成
12
年
に
道
の
駅
ア
グ
リ
の

郷
栗
東
が
オ
ー
プ
ン
し
て
以

来
、
通
い
続
け
て
い
ま
す
。
栗
東
産

の
新
鮮
な
野
菜
や
果
物
に
は
生
産
者

の
名
前
が
書
か
れ
て
い
て
、
作
っ
た

人
の
顔
が
見
え
ま
す
。
そ
の
お
い
し
さ

か
ら
、
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
は
こ
の
人
、
い

ち
じ
く
は
こ
の
人
と
フ
ァ
ン
に
な
り
、

今
は
名
前
を
見
て
購
入
し
て
い
ま
す
。

　

実
際
、
生
産
者
に
畑
や
農
地
を
見
せ

て
い
た
だ
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ

こ
で
作
ら
れ
て
い
る
と
思
う
と
、
安
心

に
つ
な
が
り
ま
す
。
見
た
目
だ
け
で
な

く
、
作
り
手
の
顔
や
生
産
地
を
思
う
と

お
い
し
さ
が
増
し
ま
す
。
生
産
者
か
ら

お
す
す
め
の
食
べ
方
を
教
え
て
い
た

だ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

安
全
・
安
心
で
お
い
し
い
栗
東
産
の

農
作
物
。
私
た
ち
が
積
極
的
に
購
入
す

る
こ
と
で
農
業
を
応
援
で
き
ま
す
。
レ

ス
ト
ラ
ン
を
開
く
息
子
の
友
達
や
神

戸
の
友
人
な
ど
、
他
県
の
人
に
も
自
信

を
も
っ
て
お
す
す
め
し
て
い
ま
す
。

め
る
よ
う
に
、
産
地
な
ど
を
紹
介
し
た

紙
芝
居
も
手
作
り
し
て
い
ま
し
た
。

　

担
い
手
不
足
が
課
題
に
な
っ
て
い
ま
す

が
、
新
し
く
農
業
を
始
め
た
い
人
の
中
に

は
、
農
地
が
な
い
人
も
い
ま
す
。
各
機
関

が
連
携
し
、
農
業
を
仕
事
に
し
た
い
人
が

農
地
を
借
り
て
実
践
で
き
る
レ
ン
タ
ル
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
ハ
ウ
ス
の
よ
う
な
も
の
で
担

い
手
の
支
援
が
で
き
た
ら
と
思
い
ま
す
。

　

農
業
は
個
人
で
は
限
界
が
あ
り
、
地

域
力
の
重
要
性
を
実
感
し
て
い
ま
す
。

受
け
取
っ
た
農
業
の
バ
ト
ン
を
次
世
代

に
受
け
継
ぐ
の
は
、
住
民
の
責
任
で
す
。

そ
の
た
め
、
頑
張
る
自
分
の
背
中
を
見

　

社
員
の
時
、
農
業
関
連
の
仕
事

を
し
て
お
り
、
農
業
に
携
わ
る

い
き
い
き
と
し
た
人
を
見
て
、
自
分
も

夢
を
追
い
た
い
と
就
農
し
ま
し
た
。

　

親
か
ら
譲
り
受
け
た
農
地
に
12
棟

の
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
を
建
て
、
花
苗
の

栽
培
を
始
め
ま
し
た
。
湖
南
地
域
に
花

苗
の
栽
培
を
し
て
い
る
人
が
お
ら
ず
、

チ
ャ
ン
ス
だ
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。

　

お
客
さ
ん
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
こ

う
と
毎
年
、
ハ
ウ
ス
内
で
、
門
松
づ

く
り
、
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
を
企

画
し
て
い
ま
す
。
イ
チ
ゴ
狩
り
を
し

て
い
た
時
に
は
、
子
ど
も
達
も
楽
し

せ
る
こ
と
も
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

　

東
坂
地
域
で
は
８
年
ほ
ど
前
か
ら
農
家

の
若
者
を
集
め
、
農
業
の
研
修
会
を
し
て

い
ま
す
。
案
外
、
両
親
以
外
の
人
の
言
葉

は
素
直
に
聞
い
て
く
れ
る
も
の
で
す
。
自

主
的
に
田
植
え
や
稲
刈
り
を
し
て
く
れ
る

よ
う
に
な
り
、
つ
な
が
り
も
深
ま
っ
て
い

ま
す
。
獣
害
対
策
の
柵
も
農
家
で
な
い
人

も
一
緒
に
建
て
ま
し
た
。
地
域
の
農
業
へ

の
理
解
が
深
ま
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　

地
元
で
農
業
に
携
わ
り
、
家
族
で
楽

し
く
い
ろ
ん
な
こ
と
に
挑
戦
し
て
き
ま
し

た
。
数
年
前
に
ガ
ン
を
宣
告
さ
れ
、
死
を

考
え
た
経
験
が
さ
ら
な
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
に

な
っ
て
い
ま
す
。
栗
東
に
は
道
の
駅
な
ど

の
直
売
所
が
あ
り
ま
す
。
都
市
部
か
ら
来

た
人
に
も
栗
東
の
お
い
し
い
農
作
物
を

買
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
、
夢
や
可
能

性
が
広
が
り
ま
す
。
せ
っ
か
く
こ
の
世
に

受
け
た
命
。
今
後
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
続

け
て
い
き
た
い
で
す
。　

農業経営者に聞く ～きっかけ・現状・これから…～

竹村 明さん（59 歳・東坂）

地域に根ざしながら、チャレンジする農業

サラリーマンから転職し、平成６年に就農。12棟のハウスで35
種類の花や野菜の苗を中心に栽培。夫婦で農業に携わり、妻の
美智代さんは、イチゴ栽培を担当。地域の朝市にも長年関わる。
栗東市農業振興会長、農地利用最適化推進委員。

夫婦で「はなもも市」に出店。お客
さんとのふれあいも農業の楽しさ。

応援しよう！
安全・安心で
顔の見える
栗東産農作物

道の駅アグリの郷栗東に通う
森国 幹子さん

会
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