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ਫ
Ҵ

छ
։
ൃ
の
ྺ
࢙
と

ࡢ

の

ॵ

令
和
６
年
は
山
形
県
農
業
総

合
ݚ
ڀ
η
ン
タ
ー
水
田
農
業
ݚ

ڀ
所
の
前

で
あ
る
山
形
県
立

農
業
ࢼ
ݧ

庄
内


に
、
育

छ
ݚ
ڀ
係
が
設
置
さ
れ
て
60
年

と
な
る
અ

の
年
で
す
。
こ
の

間
、
23

छ
が
౻
ౡ
の
地
で
育

成
さ
れ
、
山
形
県
の
農
業
の
発

展
に
大
き
く
ߩ
ݙ
し
て
き
ま
し

た
。
現
在
で
は
、「
は
え
͵
き
」

「
つ
や
ඣ
」「
ઇ
ए
ؙ
」が
ϒ
ϥ
ン

ド
ถ
と
し
て
高
い
ධ
Ձ
を
受
け
、

育
成

छ
が
山
形
県
内
の
࡞


面
ੵ
の
84
％
を

め
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
は
ͻ
と
え
に
ܞ
わ
ら
れ

た
先
ഐ
方
の

力
と
、
生
産
ऀ

や
ؔ
係
機
ؔ
・
団
体
の
ޚ
支

援
・
ޚ
協
力
が
あ
っ
た
か
ら
に

ଞ
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の「
農
家

の
༑
」で
も
、
歴
代
৽

छ
の

ࢽ
上
࠲
ஊ
会
に
取
り
上
げ
、


り
上
げ
て
い
た
だ
い
た
と
ฉ
い

て
お
り
ま
す
。

人ަۀ࡞

イω̨̬̘༻छʮࢁ形ࣂឪ１３̔߸ʯ

今
年
、
ਫ
ా
農
業
ݚ
ڀ
所
の
ਫ
Ҵ
育
種
ݚ
ڀ
は
60
प
年
を
ܴ
͑
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
育
成
さ
れ
て

き
た
品
種
は
ࢁ
ܗ
ݝ
の
農
業
の
ൃ
ల
に
େ
き
͘
ߩ
ݙ
し
て
き
ま
し
た
が
、
農
業
を
取
り
巻
͘

ڥ

は
ܹ
し
い
ؾ
ީ
ม
ಈ
や
農
業
ࢿ
ࡐ
の
高
ಅ
な
ど
՝

が
ࢁ
ੵ
し
、
ܦ
営
の
େ
ن

化

ਐ
Μ
で
い

ま
す
。
こ
れ
ら
に
ର
Ԡ
す
る
た
め
、
ਫ
ా
農
業
ݚ
ڀ
所
で
は
新
た
な
ਫ
Ҵ
品
種
の
։
ൃ
に
取
り
組

Μ
で
い
ま
す
。
今
ճ
は
ݚ
ڀ
所
で
取
り
組
Μ
で
い
る
ਫ
Ҵ
品
種
の
։
ൃ
に
ͭ
い
て

հ
し
ま
す
。

に
対
Ԡ
で
き
る
よ
う
に「
は
え

͵
き
」や「
つ
や
ඣ
」な
ど
の
既

存

छ
と
ख़
ظ
の
ҟ
な
る

छ

の
開
発
を
進
め
て
い
ま
す
。

ञ
ถ
ỏ
ឪ
ถ
ỏ
ࣂ
ྉ
༻
Π

ω
ỏ
ࣂ
ྉ
༻
ถ
の
։
ൃ

酒
ถ
で
は
、「
ඒ
山
ۋ
」に
替

わ
る
酒
ถ

छ
を
開
発
し
て
い

ま
す
。「
ඒ
山
ۋ
」は
、
こ
れ
ま

で
育
成
し
て
き
た
県
Φ
Ϧ
ジ
φ

ϧ
の
酒
ถ

छ「
出
Ӌ
ࢆ
々
」

「
出
Ӌ
の
ཬ
」「
ઇ
ঁ
神
」と
は
酒

࣭
が
ҟ
な
り
、
酒

会
社
か
ら

も
一
定
の
ध
要
が
あ
り
ま
す
が
、


෬
し
や
す
く

ഓ
し
に
く
い

と
い
っ
た
ܽ

が
あ
り
ま
す
。

「
ඒ
山
ۋ
」の

ഓ
特
ੑ
を
改
ળ

一
方
で
、
令
和
５
年
は
ա
ڈ

に
ྫ
を
見
な
い

ॵ
と
な
り
、

ొ
ख़
ظ
間
の
高
温
に
よ
っ
て
ന

未
ख़
ཻ
が
多
発
し
ま
し
た
。
そ

の
Ө
ڹ
に
よ
り
県
全
体
の
一
等

ถ
比
率（
う
る
ち
）は
43
・
2
％

（
令
和
６
年
３
月
31
日
現
在
）に

と
ど
ま
り
、
現
行
の
ݕ
査
体
੍

が
࢝
ま
っ
て
以
来
、
ա
ڈ
࠷
低

の
数

と
な
り
ま
し
た
。
高
温


ੑ

छ
開
発

の
ظ

は
急


に
高
ま
っ
て
お
り
٤
ۓ
の
課

題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ओ
৯
༻
͏
る
ͪ
ถ
の
։
ൃ

近
年
、
地
ٿ
温
ஆ
化
に
よ
り

水
Ҵ
の
ऩ
ྔ
・

࣭
の
低
下
が

懸
念
さ
れ
る
中
、
国
の「
み
ど

り
の
食
料
γ
ス
テ
ム
ઓ
ུ
」が

ࣔ
さ
れ
、
今
後
の
農
業
に
は
、

化
学
農
ༀ
と
化
学
ං
料
の

用

ྔ
低
減
や
ؾ

ม
動

の
対
Ԡ

が
ٻ
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

生
産
現

で
は
୲
い
ख
ෆ

が


題
と
な
る
中
、
農
地
集
ੵ
に

山ݝܗにおけるਫҴの
　　　छ։ൃに͍ͭͯ

山形県農業総合研究センター
水田農業研究所

石　塚　　和
͠ࢦมಈʹෛ͚ͳ͍৽छの։ൃΛީؾ～ ～ͯ

よ
る
経
営
の
大
ن

化
が
進
み
、

מ
取
り
な
ど
の
࡞
業

ࢄ
が
ٻ

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
課
題
に
対
Ԡ
す
る

た
め
、
化
学
農
ༀ
低
減
に
向
け

た
、
い
も
ち
ප
な
ど
の
ප
害



߅
ੑ
の
強
化
や
化
学
ං
料
の

施
用
ྔ
を
低
減
し
て
も
ऩ
ྔ
・


࣭
を
֬
保
で
き
る

छ
の
開

発
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
ま

た
、
大
ن

経
営
の
࡞
ظ

ࢄ
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ఆϋスݕԹొख़ੑߴ

̙̣̖ϚーΧーબൈ

ま
た
、
%
/
"
Ϛ
ー
Χ
ー
બ
ൈ

は
人

ަ

か
ら
年
月
が
経
っ

て
い
な
い
ए
い
世
代
で
も
可
能

な
た
め
、

छ
開
発
の
ૣ
い
ஈ

֊
か
ら
બ
ൈ
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

山
形
県
で
は
%
/
"
Ϛ
ー
Χ

ー
を
活
用
し
、
育
成
中
の
Π
ω

に
い
も
ち
ප
や
Π
ω
ࣶ
葉
ރ
ප

等
の

߅
ੑ
Ҩ

子
を
ಋ
ೖ
し
、

ප
害

߅
ੑ
の
強
化
を
図
っ
て

い
ま
す
。
ප
害

߅
ੑ
を
強
化

し
た

छ
を
開
発
す
る
こ
と
で

ऩ
ྔ
や

࣭
を
҆
定
化
し
、
生

産
ऀ
の
所
ಘ
向
上
・
経
営
の
҆

定
化
に
つ
な
げ
て
い
き
ま
す
。

し
、「
ඒ
山
ۋ
」に
近
い
酒
࣭
を

も
つ

छ
の
開
発
を
進
め
て
い

ま
す
。

ឪ
ถ
で
は
、「
で
わ
の
も
ち
」

の
ܽ

で
あ
る

෬
の
し
や
す

さ
と
ึ
発
ժ
ੑ
を
改
ળ
し
た
൩

生
の

छ
開
発
を
行
っ
て
い
ま

す
。ま

た
、
ࣂ
料
用
Π
ω
で
は
、

出
ึ
が

く
県
内
で
の
࠾
छ
が

難
し
い
現
存

छ
に
替
え
て
、

「
山
形
ࣂ
ឪ
1
3
�
߸
」を
開
発

し
ま
し
た
が
、
さ
ら
に
ऩ
֭
が

ૣ
く
で
き
る
ૣ
生
で
、
県
内
で

छ
子
生
産
が
可
能
で
あ
り
、
Ҵ

体
の

含
ྔ
が
高
く
、
ڇ
の
ᅂ


ੑ
が
よ
い
ϗ
ー
ϧ
Ϋ
ϩ
ỽ
ϓ

サ
Π
Ϩ
ー
ジ（
8
$
4
）
छ
や

多
ऩ
の
ࣂ
料
用
ถ

छ
の
開
発

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

%
/
"
Ϛ
ồ
Χ
ồ
Λ
׆
༻

͠
ͨ

छ
։
ൃ

%
/
"
Ϛ
ー
Χ
ー
と
は
、

%
/
"

ྻ
の
個
体
同
士
の
違

い
を
ࣝ
別
す
る
た
め
の
、
ή
ϊ

ム
上
の

印
と
な
る
%
/
"


ྻ
の
こ
と
で
あ
り
、
両

や
֎

見
が
΄
΅
同
じ
Π
ω
で
も
%
/

"
Ϛ
ー
Χ
ー
બ
ൈ
ٕ
ज़
を
活
用

す
る
こ
と
で
有
用
Ҩ

子
の
保

有

定
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

ߴ
Թ
ొ
ख़

ੑ

छ
の
։
ൃ

高
温
に
強
い
ަ


本
の
બ

定
や
高
温
ొ
ख़

ੑ
を
ݕ
定
す

る
ϋ

ス
施
設
を
活
用
し
、
高

温
に
強
い

छ
の
開
発
・
બ
ൈ

を
進
め
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
高
温
ొ
ख़

ੑ
に

ؔ
係
す
る
Ҩ

ྖ
域
の
୳
ࡧ
も

行
っ
て
い
ま
す
。
令
和
５
年
の


ॵ
で
も

࣭
が
大
き
く
低
下

し
な
か
っ
た「
ઇ
ए
ؙ
」に
ண


し
、「
ઇ
ए
ؙ
」の
高
温

ੑ
に

つ
い
て
Ҩ

学
的
な
Ξ
ϓ
ϩ
ー

チ
か
ら
解
ੳ
を
進
め
て
い
ま
す
。

࠷
ऴ
的
に
は「
ઇ
ए
ؙ
」の
高
温


ੑ
に
ؔ
係
す
る
Ҩ

ྖ
域
を

解
明
し
、
৽
た
な
高
温

ੑ


छ
の
開
発
を
Ճ

し
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

͓
Θ
Γ
に

近
年
、
ؾ
ީ
ม
動
に
よ
る


ॵ
や
大
雨
な
ど
が
ස
発
し
、
ど

の
よ
う
な

ڥ
で
も
҆
定
し
て


ഓ
で
き
る

छ
の
開
発
は
急


と
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
水
Ҵ
の

छ
開
発

は
、
ަ

か
ら
৽

छ
が
σ
ビ

ュ
ー
す
る
ま
で
10
年
以
上
の
ࡀ

月
が
か
か
り
、
生
産
現

を
取

り
ר
く

ڥ
は
ࠁ
々
と
ม
化
し

て
い
ま
す
。
現
在
育
成
中
の
Π

ω
を
બ
ൈ
し
、
生
産
現

が

ἔ
今
ἕٻ
め
て
い
る

छ
を
数
年

後
に
出
せ
る
よ
う
に
育
成
と
બ

ൈ
を
進
め
る
と
と
も
に
、
10
年
、

20
年
先
を
見
据
え
、
こ
れ
か
ら

の
山
形
県
の
Ҵ
࡞
に
ߩ
ݙ
す
る

よ
う
な

छ
の
開
発
に
今
後
も

取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
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庄
内
地
域
の
農
࢈
Ճ

ॴ


と

ؒ
ൢ
ച
ֹ

庄
内
地
域
の
農
産
Ճ

施
設

は
、
ओ
に
も
ち
や
ご
൧
、

ר

な
ど
の
ถ
Ճ


と

か
Ϳ
௮

な
ど
の
௮
物
の


が
多
く
、

年
間
ൢ
ച
ֹ
1
�
�
万
ԁ
未
満

の
খ
ن

事
業
ऀ
が
地
域
全
体

の
５
割
を

め
て
い
ま
す
。
ま

た
、
年
間
の
ൢ
ച
ֹ
が
৳
び
て

い
る
一
方
で
、
Ճ

所
数
は
令

和
３
年
以
߱
、
減
少
し
て
い
ま

す（
図
１
）。
こ
れ
は
、
年
間
ൢ

ച
ֹ
̍
ԯ
ԁ
以
上
の
大
ن

な

事
業
ऀ
が
ൢ
ച
ֹ
を
৳
ば
し
て

い
る
一
方
で
、
多
く
の
খ
ن


事
業
ऀ
が
、
こ
こ
数
年
で
廃
業

し
て
い
る
た
め
で
す
。

౷
食


を
Ճ

ൢ
ച
し
て
い
る
生
産

ऀ
は
খ
ن

事
業
ऀ
が
多
く
、

庄
内
地
域
の
産
地
直
ച
所
で
は
、

そ
れ
ら
の


が
生

物
の
少

な
い
࣌
ظ
な
ど
の
人
ؾ


と

の
葉
で
แ
ん
だ
も
ち
ถ
を

౬

で
ࣽ
る
調
理
方
法
が
一
ൠ
的
で

す
が
、
鶴
岡
市
ೆ
部
で
は
ถ
を

փ
ो
水
に
ਁ
௮
し
て
ࣽ
る
調
理

方
法
が

く
ਁ
ಁ
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
แ
み
方
も
様
々
あ
り
、

庄
内
町
余

地
区
で
は
、
正
月

や
ࣣ
つ
ॕ
い
の
た
め
に

の
葉

を
50
ຕ
近
く

っ
た
大
き
な
ॕ

）ר
た
け
の
こ
ר
）（
ࣸ
ਅ
１
）を

࡞
り
、
集
落
内
の
各
家
ఉ
に
お

ॕ
い
と
し
て

る
෩
श
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
庄
内
地

域
で
は
、
地
域
に
よ
っ
て
多
࠼

な

ר
が
文
化
と
し
て

っ
て

お
り
、
鶴
岡
市
が
国
の
文
化
৹

な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
Ճ


ٕ
ज़
を
Ҿ
継
げ
る
৽
た
な
୲
い

ख
を

ん
で
い
ま
す
。

庄
内
地
域
の

౷
త
ͳ

農
࢈
Ճ


に
ͭ
͍
ͯ

こ
こ
で
は
、
庄
内
地
域
の
産

地
直
ച
所
で
よ
く
ൢ
ച
さ
れ
て

い
る

౷
的
な
農
産
Ճ


の

一
部
を
、
ޚ

հ
し
ま
す
。

ᶃ

ר


ר
は
、
ओ
に

ޕ
の
અ
۟

で
食
べ
ら
れ
て
き
た
行
事
食
で

あ
り
、
山
形
県
全
域
で
食
べ
ら

れ
て
い
ま
す
。


・
߅
ە
࡞

用
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
 ಈ࣮ଶௐࠪΑΓ׆ۀى�農林水産෦ɹݝ形ࢁ

図１. 庄内地域におけるՃࢪઃのؒൢചֹɹ
ɹɹとՃॴ数の推移

ࣸਅ１. ʣרʢͨけの͜רॕ

庄
内
地
域
で
は
、「
笹
巻
」
や
「
庄
内
あ
ら
れ
」
な
ど
が
地
域
に
伝
わ
る
伝
統
食
品
と
し
て
食
べ
ら
れ
、
ま
た
農
家
自
ら
が
加
工
す
る

農
産
加
工
品
と
し
て
、
特
に
産
地
直
売
所
で
販
売
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
近
年
、
作
り
手
の
高
齢
化
に
よ
っ
て
、
農
産
加
工
品
の
生
産
が

減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
食
品
衛
生
法
の
改
正
に
よ
り
H
A
C
C
P
が
制
度
化
さ
れ
、
今
年
６
月
か
ら
漬
物
製
造
業
が
完
全

に
営
業
許
可
業
種
と
な
る
な
ど
、
食
品
加
工
業
界
の
制
度
は
年
々
高
度
化
し
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
庄
内
総
合
支
庁
で
は
、
特
に
伝
統

食
品
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
た
農
産
加
工
品
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
加
工
技
術
の
継
承
と
新
た
な
担
い
手
の
育
成
に
向
け
た
取
組
み
を

行
っ
て
い
ま
す
。

ঙ地域の౷తͳ
農࢈Ճのٕज़ܧঝに͍ͭͯ

富　樫　恵　美山形県庄内総合支庁 産業経済部農業技術普及課
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議
会
に

ਃ
し
、
令
和
６
年
３

月
に「
庄
内
の

ר


ٕ
ज़
」

と
し
て
国
ొ

ແ
形
民
ଏ
文
化

ࡒ
に
ొ

さ
れ
ま
し
た
。
庄
内

地
域
で
は
、

ޕ
の
અ
۟
の
࣌

ظ
だ
け
で
な
く
、
年
間
を
௨
じ

て

ר
が
ൢ
ച
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
࡞
り
ख
の
高
齢
化
に
よ
り
、

ൢ
ച
数
が
減
っ
て
い
ま
す
。

ᶄ
ঙ

͋
Β
Ε

庄
内
あ
ら
れ
は
、
水
Ҵ
の
農

࡞
業
を
ऴ
え
た
ౙ
ظ
間
に
も
ち

を
つ
い
て
࡞
ら
れ
、
ס
૩
し
た

状
態
で
保
存
し
、
お
や
つ
と
し

て
一
年
中
食
べ
ら
れ
て
き
た


౷
食

で
す
。
市
ൢ
の
あ
ら
れ

や
ス
φ
ỽ
Ϋ
՛
子
と
は
ҟ
な
る

ը૾１.ʮ৯の庄内ʯ
ެࣜνϟϯωϧ

ࣸਅ２. 庄内͋ΒΕ

ࣸਅ３. ͖רͦ͠

ࣸਅ４. खश͍क़の༷ࢠʢ͖ͦ͠רʣ

ࣸਅ̑. खश͍क़の༷ࢠʢ庄内͋ΒΕʣ

庄内農ٕۀज़ීٴ՝
̩̚ ：̡0２３̑ ʖ̒４ʖ２１0３

ञా農ٕۀज़ීٴ՝
̩̚ ：̡0２３４ʖ２２ʖ̒ ２̑１

༏
し
い

さ
と
、
サ
Ϋ
サ
Ϋ
ܰ

い
食
ײ
が
特

の
お
՛
子
で
す
。

ಢ
や
あ
お
さ
、
ご
ま
等
の
様
々

な
෩
ຯ
の
庄
内
あ
ら
れ
が
ച
ら

れ
て
い
ま
す
が
、

ר
と
同
様

に
࡞
り
ख
の
高
齢
化
に
よ
っ
て

ൢ
ച
す
る
事
業
ऀ
が
年
々
減
っ

て
い
ま
す
。（
ࣸ
ਅ
２
）。

ᶅ
͠
ͦ
ר
͖

し
そ
ר
き
は
、
ٶ

県
な
ど

౦

地
方
の
多
く
の
地
域
で
食

べ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
み
そ
に

ถ
ค
と
ご
ま
等
を
ೖ
れ
て
ࠞ
ͥ

た
も
の
を
੨
じ
そ
で
แ
み
、
༉

で
༲
げ
た
Ն
の
定
൪
保
存
食
で

す
。
庄
内
地
域
で
は
、
年
間
を

௨
じ
て
ൢ
ച
さ
れ
て
お
り
、
生

産
ऀ
各
々
の
ຯ
に
ϑ
Ỹ
ン
が


い
て
い
る
人
ؾ


で
す（
ࣸ

ਅ
３
）。

ủ
ख
श
͍
क़
Ứの
取
組
み
と

ࠓ
ޙ
に

͚
ͯ

県
庄
内
総
合
支
庁
農
業
ٕ
ज़

ී
及
課
と
酒
田
農
業
ٕ
ज़
ී
及

課
の
両
ී
及
課
で
は
、
こ
れ
ら


౷
食

の
農
産
Ճ


に
つ

い
て
、
৽
た
な
୲
い
ख
の
育
成

と
Ճ

ٕ
ज़
の
継
ঝ
に
向
け
た

機
運
の
ৢ
成
を
図
る
こ
と
を


的
に
、
ख़
࿅
ٕ
ज़
ऀ
を
ߨ
ࢣ
と

し
た「
ख
श
い
क़
」を
開
࠵
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、「

ר

（
փ
ो
水
の
࡞
り
方
も
含
む
）」

「
し
そ
ר
き
」「
庄
内
あ
ら
れ
」等

を
テ
ー
Ϛ
に
開
࠵
し
て
き
ま
し

た（
ࣸ
ਅ
４
、
ࣸ
ਅ
̑
）。
ま
た
、

:
o
V
5
V
C
e
の「
食
の
都

庄
内
」ެ
ࣜ
チ
Ỿ
ン
ω
ϧ
で
は
、

ख
श
い
क़
で
実
施
し
た「
し
そ

ר
き
」と「
梅
ׯ
し
」の
࡞
り
方

を

հ
し
て
い
ま
す（
ը
૾
１
）。

令
和
６
年
度
は
Ն
ق
に「
梅
ׯ

し
」を
テ
ー
Ϛ
に
開
࠵
し
て
お

り
、
ౙ
ق
は
、「
ご
ま
౾

」と

「
庄
内
あ
ら
れ
」を
テ
ー
Ϛ
に
す

る
༧
定
で
す
。
こ
れ
ら
ख
श
い

क़
で
実
施
し
た
Ճ

ٕ
ज़
の
事

ྫ
に
つ
い
て
は
、
ٕ
ज़
資
料
と

し
て
ま
と
め
、
将
来
、
農
産
Ճ


事
業
を
ࢤ
す
方

ఏ
供
す
る

༧
定
で
す
。

両
ී
及
課
で
は
、
今
後
も
ख

श
い
क़
の
開
࠵
を
継
続
す
る
と

と
も
に
、
ࢼ
࡞
や
事
業
計
画
の

࡞
成
等
の
૬
ஊ
に
個
別
に
対
Ԡ

し
て
い
き
ま
す
。

౷
食

の

農
産
Ճ

事
業
を
開
࢝
し
た
い

と
考
え
て
い
る
方
は
、
ͥ
ͻ
両

ී
及
課
の
農
村
資
源
活
用
୲


ま
で
ޚ
૬
ஊ
く
だ
さ
い
。
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農
村
Ｒ
Ｍ
О
と
は

農
村
Ｒ
Ｍ
О
と
は「
農
村
型

地
域
運
営
組
織
」の
こ
と
で
、

Ｒ
Ｍ
О
は
、
R
e
g
i
o
n

M
a
n
a
g
e
m
e
n
t

O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n

の
頭
文
字
を
と
っ
た
言
葉
で
す
。

複
数
の
農
村
集
落
機
能
を
補
完

し
て
、
農
用
地
保
全
活
動
や
農

業
を
核
と
し
た
経
済
活
動
と
併

せ
て
、
生
活
支
援
等
地
域
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
の
維
持
に
資
す
る
取

組
み
を
行
う
組
織
と
定
義
さ
れ

て
い
ま
す
。

令
和
６
年
５
月
に
改
正
さ
れ

た「
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本

法
」に
お
い
て
は
、
人
口
減
少

化
に
お
け
る
農
村
の
地
域
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
の
維
持
が
位
置
づ
け

ら
れ
、
農
村
Ｒ
Ｍ
О
に
よ
る
活

動
促
進
は
中
山
間
地
域
振
興
の

具
体
的
施
策
と
し
て
明
記
さ
れ

ま
し
た
。

庄
内
地
域
の
人
口
減
少
と

農
業
集
落
の
状
況

直
近
の
国
勢
調
査
に
よ
れ
ば
、

庄
内
地
域
の
総
人
口
は
こ
こ
10

年
間
で
３
万
7
3
9
人
減
少

（
減
少
率
に
し
て
約
10
％
）し
て

お
り
、
今
後
も
一
定
割
合
で
減

少
見
込
み
で
あ
る
こ
と
が
報
告

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
中
山

間
農
業
地
域
に
お
け
る
人
口
減

少
幅
は
都
市
的
及
び
平
地
農
業

地
域
に
比
べ
倍
以
上
大
き
く
な

っ
て
い
る
現
状（
図
１
）に
あ
り

ま
す
。
さ
ら
に
、
農
地
の
保
全

等
を
含
む
集
落
活
動
の
実
施
率

が
急
激
に
低
下
す
る
と
さ
れ
る

一
集
落
の
総
戸
数
10
戸
未
満
の

集
落
割
合
も
中
山
間
農
業
地
域

は
突
出
し
て
高
く（
図
２
）、
今

後
の
人
口
動
態
を
踏
ま
え
る
と

中
山
間
地
域
で
の
集
落
活
動
実

図１. 庄内地域の人口推移と人口減少率

図２. 庄内地域における総戸数１0戸未満の集落割合

施
率
は
さ
ら
に
低
下
し
食
料
供

給
機
能
や
多
面
的
機
能
の
維

持
・
発
揮
に
支
障
が
生
じ
る
こ

と
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

中
山
間
地
域
の
農
村
集
落
で

は
、
事
実
、
高
齢
化
・
人
口
減

少
の
進
行
に
よ
り
農
業
生
産
活

動
の
み
な
ら
ず
農
地
・
水
路
等

の
地
域
資
源
の
荒
廃
や
買
い

物
・
子
育
て
な
ど
の
生
活
困
難

化
が
進
み
、
集
落
維
持
に
必
要

な
機
能
が
少
な
か
ら
ず
弱
体
化

足　達　雅　一山形県庄内総合支庁産業経済部

し
て
い
る
の
が
実
態
で
す
。

本
県
の
農
村
Ｒ
Ｍ
О
の
取

組
みこ

の
よ
う
な
現
状
を
踏
ま
え
、

将
来
に
わ
た
っ
て
農
村
の
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
機
能
を
維
持
・

強
化
し
て
い
く
仕
組
み
と
し
て
、

庄
内
総
合
支
庁
で
は
令
和
６
年

度
か
ら
農
村
Ｒ
Ｍ
О
形
成
推
進

事
業
を
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

事
業
に
お
い
て
は
、
農
村
Ｒ

Ｍ
О
協
議
会（
既
存
組
織
で
代

替
可
）を
設
置
し
、
話
合
い
に

よ
っ
て
農
地
保
全
、
地
域
資
源

活
用
、
生
活
支
援
に
係
る
将
来

ビ
ジ
ョ
ン
を
策
定
し
、
そ
の
ビ

ジ
ョ
ン
に
基
づ
く
個
別
事
業
に

必
要
な
調
査
や
実
証
を
行
え
る

内
容
と
な
っ
て
い
ま
す（
図
３
）。

本
県
に
お
い
て
は
、
酒
田
市
の

日
向
地
区
及
び
大
沢
地
区
で
そ

れ
ぞ
れ
４
月
、
６
月
に
農
村
Ｒ

Ｍ
О
協
議
会
を
設
立
し
、
将
来

ビ
ジ
ョ
ン
策
定
に
向
け
活
動
を

ス
タ
ー
ト
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

農
村
Ｒ
Ｍ
О
形
成
に
係
る

伴
走
支
援
体
制
の
構
築

農
村
Ｒ
Ｍ
О
は
、
い
わ
ゆ
る

地
域
づ
く
り
を
サ
ポ
ー
ト
す
る

中山間地域における
　　　　農村RMOの推進

～ガンバロ！大災害からの復旧・復興～
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ݮࢢগ
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組
織
で
す
。
構
成
す
る
複
数
の

農
村
集
落（
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
）の
農
地
の
現
状
、
地
域
に

存
在
す
る
人
的
・
物
的
資
源
の

存
在
、
生
活
す
る
う
え
で
困
っ

て
い
る
現
状
な
ど
を
住
民
自
ら

が
あ
ら
た
め
て
考
え
、
課
題
解

決
に
向
け
た
話
合
い
を
と
お
し

て
自
ら
行
動
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
将
来
に
わ
た
る
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
維
持
・
強
化
を
図
る

仕
組
み
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
個
々
の
農

村
集
落
を
み
れ
ば
、
自
治
会
組

図３. 農村RMOのイメージ

図４. 農村RMO形成伴走支援のスキーム

に
よ
り
、
酒
田
市
日
向
地
区
及

び
大
沢
地
区
の
住
宅
、
道
路
、

河
川
、
農
地
等
が
未
曽
有
の
被

害
を
受
け
ま
し
た
。
特
に
大
沢

地
区
に
お
い
て
は
、
地
区
を
流

れ
る
二
級
河
川
荒
瀬
川
が
至
る

所
で
氾
濫
し
、
県
道
・
市
道
が

複
数
箇
所
で
寸
断
さ
れ
、
住
宅

や
農
地
は
土
砂
や
流
木
で
埋
も

れ
る
な
ど
、
壊
滅
的
な
被
害
が

発
生
し
ま
し
た
。

両
地
区
共
に
農
村
Ｒ
Ｍ
О
協

議
会
を
設
立
し
、
将
来
ビ
ジ
ョ

ン
の
策
定
活
動
に
取
り
組
む
矢

先
の
出
来
事
で
し
た
。
地
区
住

民
の
皆
様
の
落
胆
は
い
か
ば
か

り
で
あ
っ
た
か
、
想
像
す
る
に

余
り
あ
り
ま
す
。

令
和
５
年
度
農
林
水
産
祭
の

む
ら
づ
く
り
部
門
に
お
い
て
内

織
の
活
動
す
ら
停
滞
し
て
い
る

と
こ
ろ
や
住
民
が
策
定
し
た
地

域
づ
く
り
計
画
等
が
あ
る
も
の

の
な
か
な
か
実
行
に
結
び
つ
い

て
い
な
い
な
ど
、
地
域
づ
く
り

の
課
題
は
様
々
な
の
が
実
態
で

す
。
ま
た
、
地
域
づ
く
り
は
集

落
ご
と
の
現
在
の
地
域
力
や
活

動
の
幅
に
合
わ
せ
て
進
め
る
こ

と
が
重
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

庄
内
総
合
支
庁
で
は
、「
農
村
Ｒ

Ｍ
О
形
成
伴
走
支
援
チ
ー
ム
」

を
結
成
し
、
農
村
Ｒ
Ｍ
О
の
形

成
に
取
り
組
む
又
は
近
い
将
来

取
り
組
み
た
い
と
考
え
て
い
る

地
区（
複
数
集
落
）に
対
し
て
伴

走
支
援
を
行
っ
て
い
き
ま
す

（
図
４
）。

チ
ー
ム
の
メ
ン
バ
ー
は
、
農

村
資
源
活
用
や
社
会
福
祉
を
専

門
と
す
る
大
学
教
員
を
は
じ
め
、

地
域
づ
く
り
活
動
の
民
間
支
援

団
体
、
市
町
及
び
庄
内
総
合
支

庁
の
行
政
職
員
で
構
成
し
て
い

ま
す
。
今
後
、
各
地
区
の
状
況

に
合
わ
せ
た
伴
走
支
援
を
継
続

的
に
実
施
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

７
月
25
日
豪
雨
災
害
か
ら

の
復
旧
・
復
興

７
月
25
日
の
梅
雨
前
線
豪
雨

閣
総
理
大
臣
賞
を
受
賞
し
た
鶴

岡
市
温
海
の
越
沢
集
落
の
復
興

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
頭
を
よ
ぎ
り

ま
す
。
昭
和
26
年
に
越
沢
大
火

が
起
こ
り
ま
し
た
。
1
1
2
世

帯
の
う
ち
92
世
帯
の
家
屋
が
焼

失
す
る
と
い
う
大
惨
事
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
集
落
住

民
は
自
ら「
越
沢
音
頭
」を
つ
く

り
、
住
民
同
士
の
絆
を
強
め
、

助
け
合
い
の
精
神
で
集
落
の
復

興
に
力
を
注
い
だ
と
い
う
逸
話

で
す
。
越
沢
集
落
の
地
域
づ
く

り
は
、
あ
の
大
火
か
ら
の
復
興

の
歴
史
な
く
し
て
は
語
れ
な
い

と
、
住
民
の
皆
さ
ん
が
口
を
そ

ろ
え
て
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
住

民
が
一
つ
に
な
っ
て
助
け
合
わ

な
け
れ
ば
、
同
じ
方
向
を
見
据

え
て
歩
ま
な
け
れ
ば
地
域
の
未

来
は
拓
け
な
い
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て

現
在
、
見
事
に
復
興
を
成
し
遂

げ
、
全
国
の
見
本
と
な
る
地
域

づ
く
り
を
展
開
す
る
農
村
集
落

と
な
り
ま
し
た
。

日
向
地
区
と
大
沢
地
区
は
、

間
違
い
な
く
地
域
の
復
興
を
成

し
遂
げ
未
来
を
切
り
拓
く
力
が

あ
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。「
災
害

か
ら
の
復
旧
・
復
興
」の
旗
印

を
か
か
げ
、
一
歩
一
歩
前
進
あ

る
の
み
で
す
。

自立・安定した農村RMOの形成を促進

将来ビジョン策定ワークショップ

★将来ビジョンの策定を支援します。

★ビジョンに基づく各種事業の実施を支援します。

★現在の集落機能診断（地域力診断）を行います。

★課題解決のためのワークショップ開催を支援します。

★地域活性化に関する不安や悩みの相談に応じます。

農村RMO形成伴走支援チーム

地域づくり支援団体

庄内総合支庁

市 町

農村RMO
協議会 大 学

出典：農林水産省
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庄内フラワーショー庄内フラワーショー庄内フラワーショー第58回第58回第58回
　庄内花き生産組織連絡協議会は９月20日㈮～22日㈰、酒田駅前ミライニにて「第58回
庄内フラワーショー」を開催しました。
　この催しは、庄内地区で生産している花を広く地域の方々にPRして消費拡大を推進す
ることと、会員の栽培技術の向上をはかることを目的としています。
　庄内地区JAから、トルコギキョウ、ケイトウ、ダリア、キク、ユリ、クルクマなど計
63点が出展されました。20日は花き審査会を開催し、以下のとおり受賞されました。

21日は、普段花を飾らない人にも自宅で気軽に花を楽しんでもらいたい、という思い
から30㎝程度の花を来場者へプレゼントし、庄内産花きの魅力を伝えながら展示された
様々な花をお楽しみいただきました。
　また、同日に行った来場者がお気に入りの花きに投票する人気投票では、佐藤潤子さ
ん（JAそでうら）のクルクマ/リボンが選ばれ、「特別賞」の受賞となりました。
22日には展示された花きの販売を行い、多くの方へ庄内産の花きをお届けしました。
　ご来場いただきました皆さま、大変ありがとうございました！

菅原　功さん（ＪＡ庄内みどり）
ケイトウ/サカタプライド

佐藤正志さん（ＪＡそでうら）
八重ユリ/アミスタッド

菅原裕典さん（ＪＡ庄内たがわ）
スプレー菊/セイリムー

工藤豊章さん（ＪＡあまるめ）
トルコギキョウ/エレスライトピンク

佐藤潤子さん（ＪＡそでうら）
クルクマ/リボン

庄内
花き連
金賞

庄内
花き連
銀賞

庄内
花き連
銅賞

庄内
花き連
銅賞

特別賞
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