
問
い
合
わ
せ

い
ち
ば
ん
づ
く
り
課
い
ち
ば
ん
づ
く
り
係

☎
０
８
２
４
‐
73
‐
１
２
７
８

問
い
合
わ
せ

農
業
振
興
課
農
業
振
興
係

☎
０
８
２
４
‐
73
‐
１
１
３
２

このコーナーでは、
農業のちょっとしたこつを、
市の営農指導員から
お知らせします。
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土
壌
肥
料
と
栽
培
管
理
に
関
連
す
る

“
故
事
・
こ
と
わ
ざ
”
が
各
地
域
に
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
内
容
を
よ
く
吟
味

し
て
み
る
必
要
は
あ
り
ま
す
が
、
農
業

の
こ
つ
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

土
づ
く
り
関
係

▼
精
農
は
土
を
つ
く
る　

熱
心
な
農
家

は
土
づ
く
り
を
重
視
す
る　

▼
駄
農
は

草
を
つ
く
る　

管
理
が
行
き
届
か
な
い

と
雑
草
は
よ
く
生
え
る
が
、
作
物
は
と

れ
て
い
な
い　

▼
作
を
肥
や
さ
ず
土
を

肥
や
せ　

作
物
を
よ
く
育
て
る
に
は
、

土
づ
く
り
が
必
要
で
あ
る　

▼
山
が
里

に
下
る
と
作
が
良
い　

野
山
の
草
に
例

え
、
有
機
物
施
用
の
土
づ
く
り
で
増
収

す
る　

▼
肥
料
よ
り
鍬　

肥
料
を
た
く

さ
ん
や
る
よ
り
も
、
よ
く
耕
し
て
土
づ

く
り
を
す
る
ほ
う
が
大
切
で
あ
る

肥
料
資
材
、
施
肥
関
係

▼
千
駄
の
肥
よ
り
一
時
の
季　

肥
料
は

一
度
に
多
量
に
施
す
よ
り
、
適
期
適
量

施
用
の
方
が
効
果
が
あ
る　

▼
魚
肥
は

一
服
吸
う
間
に
効
く　

魚
肥
は
成
分
が

多
く
肥
効
も
早
い　

▼
灰
は
白
く
焼
く

よ
り
黒
く
焼
け　

白
く
な
る
ま
で
焼
く

と
不
溶
性
に
な
り
肥
効
が
劣
る　

▼
瓜

に
砂
糖
肥　

砂
糖
を
肥
と
し
て
施
し
て

営
農
指
導
員
の

ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
ア
ド
バ
イ
ス

営
農
指
導
員
　
若わ
か
や
ま山

　
　
譲
ゆ
ず
る

も
甘
い
瓜
は
で
き
な
い
。
無
駄
な
こ
と

は
し
な
い

栽
培
関
係
管
理

▼
肥
よ
り
も
鍬
、
七
度
削
れ
ば
肥
い
ら

ず　

除
草
、
中
耕
、
土
寄
せ
な
ど
管
理

の
大
切
さ
を
い
う　

▼
田
畑
の
肥
は
主

人
の
足
跡　

作
物
の
管
理
を
よ
く
す
る

方
が
肥
よ
り
大
切
で
あ
る　

▼
一
年
草

取
ら
ぬ
と
九
年
の
わ
ず
ら
い　

雑
草
は

よ
く
取
ら
な
い
と
、
い
つ
ま
で
も
害
す

る
も
の
で
あ
る　

▼
苗
半
作　

苗
の
良

否
は
収
量
の
半
分
を
決
め
る
。
健
苗
の

必
要
を
い
う　

▼
大
苗
に
豊
作
な
し　

苗
は
伸
び
過
ぎ
る
も
の
を
植
え
る
と
、

収
量
が
上
が
ら
な
い　

▼
夏
作
は
布
子

を
着
せ
よ
、
冬
作
に
は
か
た
び
ら
を
着

せ
よ　

夏
作
に
は
土
を
厚
く
か
け
、
冬

作
に
は
あ
ま
り
か
け
な
い　

▼
野
菜
づ

く
り
の
野
良
荒
し　

細
か
い
事
に
熱
心

に
な
る
と
、
全
体
が
手
ぬ
か
り
に
な
る

　

▼
ナ
ス
は
友
露
受
け
ね
ば
千
な
る　

ナ
ス
は
密
植
し
な
け
れ
ば
収
穫
が
多
い

　

▼
根
程
葉
拡
が
る　

根
の
拡
が
り
ほ

ど
枝
葉
は
茂
る
。
根
を
養
わ
な
い
と
枝

葉
は
伸
び
な
い

　

以
上
、
一
部
で
は
あ
り
ま
す
が
、
紹

介
し
ま
し
た
。
最
後
に
、
作
物
栽
培
に

は
土
づ
く
り
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら

“
人
が
土
を
守
れ
ば
、土
が
人
を
守
る
”

を
付
け
加
え
ま
す
。

比婆山御陵

“
比
婆
い
ざ
な
み
街
道
”
と
は

　

本
市
の
北
部
に
位
置
し
、
東
西
に
貫

く
総
延
長
61
・
４
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
街
道

で
す
。

　

沿
線
の
各
地
域
に
存
在
す
る
多
様
な

資
源
を
一
体
的
な
地
域
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て

発
信
す
る
た
め
、
平
成
27
年
に
高
野
イ

ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
か
ら
西
城
町
・
熊
野
神

社
前
を
経
由
し
て
東
城
イ
ン
タ
ー
チ
ェ

ン
ジ
に
至
る
路
線
を
“
比
婆
い
ざ
な
み

街
道
”
と
し
て
設
定
し
ま
し
た
。

　

こ
の
沿
線
地
域
の
資
源
を
生
か
し
た

観
光
振
興
や
に
ぎ
わ
い
創
出
、
交
流
・

定
住
を
促
進
す
る
た
め
、
資
源
活
用
に

関
す
る
方
向
性
や
施
策
・
事
業
な
ど
を

整
理
し
た
「
比
婆
い
ざ
な
み
街
道
物
語

（
庄
原
市
北
部
資
源
活
用
計
画
）」
に
基

づ
き
、
取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。

日
本
誕
生
の
女
神
　
　
　
　
　
　
　

イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト

　
“
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
”
は
日
本
神

話
の
女
神
で
あ
り
、
８
世
紀
に
編
さ
ん

さ
れ
た
日
本
最
古
の
歴
史
書『
古
事
記
』

に
そ
の
名
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
『
古
事
記
』
の
記
述
に
よ
る
と
、
夫

で
あ
る
“
イ
ザ
ナ
キ
ノ
ミ
コ
ト
”
と
と

“
故
事
・
こ
と
わ
ざ
”
か
ら
　
　

農
業
を
学
び
ま
し
ょ
う
!!

　
高
野
町
か
ら
比
和
町
・
西
城
町
を
経

由
し
て
東
城
町
ま
で
を
結
ぶ
“
比
婆
い

ざ
な
み
街
道
”。 

　
景
観
・
食
そ
し
て
人
な
ど
、
街
道
沿

線
に
存
在
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
資
源
を
シ

リ
ー
ズ
で
お
伝
え
し
ま
す
。

物語 第１話

も
に
、
日
本
国
土
を
形
づ
く
る
多
数
の

島
（
淡
路
島
・
隠
岐
島
か
ら
や
が
て
日

本
列
島
）
を
生
み
、
さ
ら
に
山
・
海
な

ど
多
く
の
神
々
を
生
ん
だ
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

そ
の
後
、
亡
く
な
っ
た
際
、
そ
の
な

き
が
ら
は
出
雲
国
と
伯ほ

う
き
の
く
に

伎
国(

伯
耆)

と
の
境
の
「
比ひ

ば

の

や

ま

婆
之
山
」
に
葬
ら
れ
た

と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
「
比
婆
之
山
」

は
、
本
市
と
島
根
県
安
来
市
に
所
在
す

る
い
ず
れ
も
「
比
婆
山
」
の
２
説
が
有

力
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
市
の
比
婆
山

御
陵
は
、“
美み

こ

と

古
登
山
”
と
も
称
さ
れ
、

山
頂
に
は
“
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
”
の

陵
墓
と
も
伝
え
ら
れ
る
苔
む
し
た
巨
石

が
横
た
わ
っ
て
い
ま
す
。

 3　2019.4 ／広報しょうばら


