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組
合
員
の
皆
様
と
ご
家
族
、
地
域
住
民

の
皆
様
に
対
し
ま
し
て
、
謹
ん
で
新
年
の

お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
日
頃

よ
り
Ｊ
Ａ
事
業
に
つ
き
ま
し
て
ご
理
解
と

ご
協
力
を
賜
り
、
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま

す
。

 

昨
年
一
年
を
振
り
返
る

　

昨
年
は
、
2
月
下
旬
に
は
雪
解
け
が
始

ま
り
、
早
い
農
作
業
の
ス
タ
ー
ト
と
な
り

ま
し
た
。
例
年
と
は
変
わ
っ
て
山
に
雪
が

少
な
か
っ
た
の
と
、
ラ
ニ
ー
ニ
ャ
現
象
が

発
生
す
る
と
い
う
予
報
が
あ
り
、
不
安
な

ス
タ
ー
ト
と
な
り
ま
し
た
。
案
の
定
、
春

先
の
天
候
が
思
わ
し
く
な
く
田
ん
ぼ
の
乾

燥
が
進
ま
ず
、
耕
起
や
田
植
え
に
難
儀
す

る
農
家
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

5
月
中
旬
に
は
気
温
も
上
が
り
、
そ
の

時
に
田
植
え
し
た
農
家
と
、
そ
の
後
田
植

え
を
始
め
た
農
家
で
は
生
育
の
違
い
が
顕

著
に
な
り
ま
し
た
。
県
内
で
も
水
不
足
の

影
響
が
心
配
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
後
の

天
候
が
安
定
し
、
暑
い
夏
を
迎
え
た
と
き

は
高
温
障
害
が
心
配
さ
れ
ま
し
た
。
夜
温

が
下
が
ら
ず
米
の
品
質
に
影
響
が
出
な
い

か
心
配
で
し
た
が
、
ふ
た
を
開
け
て
み
る

と
大
潟
村
始
ま
っ
て
以
来
の
収
量
と
な
り

ま
し
た
。

　

加
工
用
米
作
付
け
が
定
着
し
、
増
収
技

術
の
普
及
が
定
着
し
て
き
た
結
果
だ
と
思

っ
て
い
ま
す
。
全
国
的
に
飼
料
用
米
作
付

け
が
増
加
し
、
主
食
用
米
の
需
給
が
引
き

締
ま
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
概
算
金
も
昨
年

よ
り
千
円
以
上
値
上
が
り
ま
し
た
。
全
国

的
に
作
況
指
数
「
１
０
３
」
と
い
う
状
況

で
す
が
、
値
上
が
り
し
た
こ
と
に
よ
り
、

今
後
の
米
価
の
行
方
が
心
配
さ
れ
ま
す
。

 

米
以
外
の
状
況

　

大
豆
に
つ
き
ま
し
て
は
播
種
時
期
に
よ

り
生
育
差
が
大
き
く
、
６
月
中
旬
ま
で
に

播
種
を
終
え
た
ほ
場
で
は
生
育
が
順
調
で

し
た
が
、
そ
の
後
に
播
種
を
し
た
ほ
場
で

は
初
期
生
育
が
停
滞
ぎ
み
で
推
移
し
ま
し

た
。
ま
た
、
夏
場
の
日
照
不
足
に
よ
り
収

量
・
品
質
の
低
下
が
心
配
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
収
穫
期
の
悪
天
候
も
重
な
り
、
一

部
で
汚
損
粒
の
被
害
も
あ
り
ま
し
た
。

　

小
麦
に
つ
き
ま
し
て
は
、
ネ
バ
リ
ゴ
シ

か
ら
銀
河
の
ち
か
ら
へ
品
種
を
転
換
し
、

面
積
も
拡
大
さ
せ
な
が
ら
本
格
的
な
生
産

に
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。
生
育
期
間
を

通
し
、
茎
数
は
平
年
よ
り
少
な
め
に
推
移

し
ま
し
た
が
、
病
害
虫
の
被
害
も
な
く
収

穫
期
の
天
候
に
も
恵
ま
れ
た
た
め
、
収
量

・
品
質
と
も
に
高
い
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

　

南
瓜
に
つ
き
ま
し
て
は
育
苗
期
の
気
温

が
平
年
並
み
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
順
調
に

生
育
し
ま
し
た
が
、
定
植
後
の
多
雨
に
よ

り
、
雄
花
・
雌
花
の
開
花
が
遅
れ
ま
し
た
。

6
月
上
旬
・
中
旬
の
開
花
時
に
も
多
雨
だ

っ
た
こ
と
に
よ
り
1
番
果
が
着
果
出
来

ず
、
出
荷
時
期
が
例
年
よ
り
遅
れ
、
収
量

自
体
も
例
年
に
比
べ
、
減
少
し
ま
し
た
。

代表理事組合長　小 林 　 肇

年頭にあたって
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30
年
問
題

　

ご
存
じ
の
と
お
り
、
平
成
30
年
産
米
か

ら
国
に
よ
る
生
産
調
整
関
与
が
廃
止
さ
れ

ま
す
。
そ
れ
と
共
に
生
産
調
整
達
成
者
へ

支
払
わ
れ
て
い
た
、
米
の
直
接
支
払
い
交

付
金
（
７
，
５
０
０
円
／
俵
）
が
廃
止
さ

れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
米
価
が
ど
の
よ
う

に
推
移
す
る
の
か
心
配
さ
れ
る
声
が
聞
こ

え
て
き
ま
す
。

　

今
の
と
こ
ろ
、農
林
水
産
省
に
よ
る「
米

に
関
す
る
マ
ン
ス
リ
ー
レ
ポ
ー
ト
」
で
、

民
間
在
庫
と
民
間
消
費
量
を
把
握
す
る
し

か
な
く
、
こ
の
情
報
に
よ
り
米
価
が
動
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
情
報
を
読
み
取

る
こ
と
に
よ
る
経
営
者
判
断
が
必
要
に
な

っ
て
き
ま
す
。
政
府
や
Ｊ
Ａ
界
は
、
米
価

を
上
げ
る
た
め
に
飼
料
用
米
作
付
け
を
推

進
し
て
い
ま
す
。
米
価
格
上
昇
は
、
需
給

縮
小
と
い
う
リ
ス
ク
も
あ
り
、
人
口
減
少

に
よ
る
消
費
減
退
を
勘
案
し
な
が
ら
作
付

け
を
考
え
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
今
ま
で

以
上
に
情
報
が
大
切
に
な
っ
て
く
る
と
思

わ
れ
、
米
先
物
市
場
価
格
も
見
な
が
ら
、

米
以
外
の
作
物
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
営

農
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
今
後
、
Ｊ
Ａ

も
米
以
外
の
収
益
性
あ
る
作
物
の
研
究
を

重
ね
て
ま
い
り
ま
す
。

 

農
協
改
革

　

昨
年
11
月
、
規
制
改
革
推
進
会
議
よ
り

農
協
改
革
に
関
わ
る
提
言
が
出
さ
れ
ま
し

た
。「
全
農
の
購
買
事
業
縮
小
と
、
1
年

以
内
の
買
い
取
り
販
売
へ
の
移
行
」「
信

用
事
業
の
農
林
中
金
へ
の
事
業
譲
渡
」「
ク

ミ
カ
ン
制
度
の
廃
止
」
な
ど
、
唐
突
と
も

言
え
る
踏
み
込
ん
だ
提
言
と
な
り
ま
し

た
。
そ
の
後
、与
党
に
よ
る
協
議
の
結
果
、

今
取
り
組
ん
で
い
る
全
農
の
3
ヶ
年
計
画

の
実
行
の
推
移
を
見
守
る
こ
と
で
お
お
む

ね
決
着
し
ま
し
た
。
信
用
事
業
譲
渡
は
、

「
選
択
肢
に
入
れ
る
」
と
言
う
事
、
ク
ミ

カ
ン
に
つ
い
て
は
「
地
域
の
実
情
に
合
わ

せ
組
合
員
経
営
に
資
す
る
運
用
」
と
言
う

方
向
で
決
定
し
ま
し
た
。

　

当
Ｊ
Ａ
で
は
、「
全
農
も
一
つ
の
卸
」

と
い
う
考
え
方
か
ら
商
系
と
の
競
争
で
仕

入
れ
を
行
い
、
一
円
で
も
安
く
資
材
を
提

供
す
る
方
針
は
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
総

合
口
座
（
ク
ミ
カ
ン
）
に
つ
い
て
も
、
検

討
委
員
会
を
設
け
、
今
後
の
運
営
に
つ
い

て
協
議
を
進
め
て
い
ま
す
。
低
米
価
が
続

い
て
い
る
中
、
現
在
の
利
用
枠
設
定
で
良

い
の
か
、
マ
イ
ナ
ス
金
利
時
代
に
、
今
の

調
達
金
利
で
良
い
の
か
を
検
討
し
て
ま
い

り
ま
す
。

　

大
規
模
稲
作
の
低
コ
ス
ト
化
に
も
限
界

が
出
て
き
た
中
で
、
家
族
労
働
力
を
ど
の

よ
う
に
利
用
し
て
い
く
の
か
、
米
以
外
の

作
物
も
含
め
た
生
産
体
系
を
確
立
し
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
大
潟
村
に
は
、
特

別
栽
培
米
生
産
技
術
や
多
収
技
術
が
あ

り
、
安
全
安
心
な
平
準
化
さ
れ
た
高
品
質

米
を
安
定
的
に
大
ロ
ッ
ト
で
対
応
出
来
る

一
大
産
地
で
す
。実
需
企
業
に
合
わ
せ
た
、

き
め
細
や
か
な
対
応
が
可
能
な
産
地
で
あ

る
と
い
う
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
を
、
実
需
側

に
も
っ
と
情
報
発
信
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

今
後
も
農
家
経
営
の
相
談
役
と
し
て
、

皆
様
か
ら
気
軽
に
お
声
掛
け
い
た
だ
け
る

よ
う
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら

も
ご
理
解
・
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

代
表
理
事
組
合
長	

小
　
林
　
　
　
肇

専
務
理
事	

細
　
川
　
忠
　
通

常
務
理
事	

高
　
橋
　
勇
　
輝

（
学
識
経
験
役
員
）

理　
　
　

事	

桑
　
原
　
秀
　
夫

理　
　
　

事	

深
　
井
　
源
八
郎

理　
　
　

事	

大
　
沼
　
葉
　
子

理　
　
　

事	

中
　
島
　
達
　
也

理　
　
　

事	

橋
　
本
　
考
　
由

代
表
監
事	

谷
　
口
　
良
　
一

監　
　
　

事	

松
　
井
　
　
　
仁

常
勤
監
事	

菅
　
原
　
誠
　
一

（
員
外
監
事
）

参　
　
　

与	

山
　
本
　
嘉
　
子

参　
　
　

与	

川
　
﨑
　
あ
か
ね

	

外
　
職
員
一
同

謹
ん
で

  

新
年
の
お
慶
び
を

　
　
申
し
上
げ
ま
す
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い
つ
で
も
だ
れ
で
も
　

チ
ャ
レ
ン
ジ
！

様
々
な
挑
戦

フ
レ
ッ
シ
ュ
ミ
ズ
の
活
動
を

の
ぞ
い
て
み
ま
せ
ん
か

　

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本
年
も
ど

う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

　

私
達
が
こ
の
よ
う
に
活
動
で
き
る
の
も
、
多
く
の
み

な
さ
ま
か
ら
の
ご
支
援
ご
協
力
の
お
陰
と
、
心
よ
り
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

28
年
度
、
女
性
部
の
活
動
は
３
月
の
村
内
施
設
め
ぐ

り
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
個
人
で
は
な
か
な
か
見
る
こ

と
が
出
来
な
い
、
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
・
野
菜
栽
培
活
動
グ

ル
ー
プ
畑
・
パ
ン
プ
キ
ン
パ
イ
加
工
所
を
見
学
し
ま
し

た
。
７
月
、
Ｊ
Ａ
秋
田
み
な
み
女
性
部
と
の
交
流
会
で

は
、菊
の
花
の
メ
ガ
団
地
を
見
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

若
い
方
た
ち
が
就
農
し
や
す
い
よ
う
に
、
ハ
ウ
ス
も
機

械
も
Ｊ
Ａ
が
貸
し
出
し
、
栽
培
指
導
員
の
指
導
も
受
け

ら
れ
る
シ
ス
テ
ム
で
し
た
。
12
月
、女
性
部
研
修
で
は
、

執
行
部

花
塚
香
菜
子
さ
ん

部
　
長

栄
田
　
幸
悦
さ
ん

部
　
長

三
村
　
敏
子
さ
ん

　
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

各
関
係
各
位
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
日
頃
よ

り
青
年
部
活
動
に
ご
理
解
、
ご
協
力
を
賜
り
厚
く
お
礼

申
し
あ
げ
ま
す
。

　

青
年
部
は
現
在
34
名
で
学
習
と
交
流
の
２
つ
を
中
心

に
活
動
し
て
お
り
ま
す
。

　

学
習
部
で
は
、
ハ
ウ
ス
巡
回
、
生
育
調
査
、
営
農
経

営
研
修
、
農
業
政
策
等
、
主
に
稲
作
に
関
す
る
技
術
、

知
識
向
上
を
目
指
し
活
動
し
て
お
り
ま
す
。

　

交
流
部
で
は
、
村
内
他
団
体
の
活
動
の
手
伝
い
を
通

し
て
交
流
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
村
外
の
Ｊ
Ａ

青
年
部
な
ど
の
農
場
等
の
視
察
を
行
い
学
習
、
交
流
を

兼
ね
た
活
動
も
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

日
頃
私
達
の
活
動
に
ご
支
援
・
ご
協
力
い
た
だ
い
て

い
る
皆
様
に
、
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

お
か
げ
様
を
持
ち
ま
し
て
、
昨
年
も
研
修
や
料
理
教

室
、
ボ
ウ
リ
ン
グ
や
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
等
の
ス
ポ
ー
ツ
交

流
な
ど
、
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
皆
と
一
緒
に
楽
し
む
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　

今
年
度
か
ら
若
妻
会
は
フ
レ
ッ
シ
ュ
ミ
ズ
と
名
前
を

変
え
、
既
婚
・
未
婚
を
問
わ
ず
参
加
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
同
じ
世
代
の
女
性
同
士
、
ワ
イ
ワ
イ
に
ぎ

や
か
に
、
気
さ
く
に
交
流
を
深
め
て
い
ま
す
。

　

昨
今
フ
レ
ッ
シ
ュ
ミ
ズ
は
、
人
数
の
減
少
に
よ
り

様
々
な
問
題
に
直
面
し
て
い
ま
す
。
一
時
は
１
０
０
名

女
性
部

青
年
部

フ
レ
ッ
シ
ュ
ミ
ズ

「
新
年
に
思
う
こ
と
」　

Ｊ
Ａ
と
深
い
つ
な
が
り
を
持
つ
女
性
部
長
・
青
年

部
長
・
フ
レ
ッ
シ
ュ
ミ
ズ
執
行
部
代
表
よ
り
、
昨
年

の
反
省
や
今
年
の
展
望
な
ど
「
新
年
に
思
う
こ
と
」

を
、
そ
れ
ぞ
れ
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

新
春
特
集
❶

新春特集❶
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「
香
り
で
健
康
寿
命
を
延
ば
す
」
と
い
う
演
題
で
中
田

邦
子
氏
か
ら
の
講
演
と
、
フ
ー
ド
バ
ン
ク
の
立
ち
上
げ

な
ど
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
保
坂
ひ
ろ
み
さ
ん
か
ら
講
演

頂
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
冬
季
間
、
今
年
度
の
テ
ー
マ

「
い
つ
ま
で
も
元
気
で
」
に
沿
い
、
地
域
の
つ
な
が
り

場
と
し
て
健
康
館
を
利
用
し
、
軽
い
体
操
な
ど
の
事
業

を
行
い
ま
す
。

　

さ
て
、
昨
年
は
選
挙
の
年
に
な
り
ま
し
た
。
６
月
の

Ｊ
Ａ
理
事
選
挙
で
は
、
8
名
が
立
候
補
し
、
そ
の
う
ち

女
性
は
２
名
で
し
た
。
女
性
１
名
当
選
。
も
う
1
名
は

１
０
７
票
の
同
数
で
、
抽
選
の
結
果
に
よ
り
、
残
念
な

が
ら
、女
性
理
事
は
増
え
ま
せ
ん
で
し
た
。７
月
は
、思
っ

て
も
み
な
か
っ
た
東
京
都
知
事
選
挙
が
あ
り
、
小
池
百

合
子
氏
の
当
選
で
女
性
知
事
が
誕
生
し
ま
し
た
。
８
月
、

村
長
選
挙
と
村
議
会
議
員
選
挙
が
あ
り
ま
し
た
。
村
議

会
は
女
性
議
員
が
２
名
か
ら
３
名
と
な
り
、
25
％
（
12

名
中
３
名
）
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
東
京
都
区
議
会

と
同
じ
％
で
す
（
ち
な
み
に
女
性
議
員
50
％
の
議
会
は

神
奈
川
県
大
磯
町
・
葉
山
町
・
大
阪
府
島
本
町
で
す
）。

ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
選
挙
で
は
、
ガ
ラ
ス
の
天
井
を
ヒ

ラ
リ
ー
・
ク
リ
ン
ト
ン
氏
が
打
ち
破
る
だ
ろ
う
と
大
変

楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
が
、
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た

ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
氏
の
勝
利
に
終
わ
り
ま
し
た
。

　

Ｊ
Ａ
秋
田
女
性
組
織
協
議
会
で
は「
踏
み
出
す
勇
気
」

が
テ
ー
マ
の
一
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
今
年
度
の
女
性

組
織
協
議
会
総
会
か
ら
、
各
Ｊ
Ａ
女
性
部
員
が
５
分
間

発
表
す
る
と
い
う
、
多
く
の
人
た
ち
の
前
で
話
す
経
験

を
積
む
機
会
を
作
り
ま
し
た
。
7
月
に
行
わ
れ
る
家
の

光
大
会
、
９
月
の
リ
ー
ダ
ー
研
修
で
の
発
表
も
そ
う
で

す
。
踏
み
出
す
こ
と
は
、
や
は
り
な
か
な
か
大
変
な
も

の
で
す
。
勇
気
が
必
要
で
す
。
女
性
部
活
動
を
通
し
て
、

仲
間
と
し
ゃ
べ
っ
て
笑
っ
て
学
ん
で
、経
験
を
積
ん
で
、

い
つ
で
も
だ
れ
で
も
一
歩
踏
み
出
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

み
ん
な
で　

チ
ャ
レ
ン
ジ
！

　

今
年
度
か
ら
は
新
た
な
活
動
と
し
て
、
青
年
部
圃
場

に
お
い
て
、
米
以
外
の
農
産
物
の
栽
培
技
術
習
得
に
向

け
、
か
ぼ
ち
ゃ
、
玉
ね
ぎ
の
栽
培
を
行
っ
て
お
り
ま

す
。
正
直
申
し
上
げ
ま
す
と
、
計
画
通
り
に
は
、
な
か

な
か
栽
培
す
る
こ
と
が
で
き
て
お
り
ま
せ
ん
、
し
か
し

な
が
ら
、
こ
こ
で
の
失
敗
を
来
年
の
糧
と
し
、
い
ず
れ

は
、
個
々
の
農
家
の
経
営
向
上
へ
と
繋
げ
て
い
け
れ
ば

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
１
月
中
旬
に
は
台
湾
へ
の
研
修
を
予
定
し
て

お
り
ま
す
。
青
年
部
と
し
て
の
海
外
研
修
は
、
初
め
て

の
試
み
で
す
が
、
新
た
な
視
野
、
新
た
な
経
験
を
す
る

為
に
と
思
い
計
画
し
て
お
り
ま
す
。

　

昨
今
の
先
行
き
不
透
明
な
農
業
情
勢
に
柔
軟
に
対
応

す
べ
く
、
新
た
な
技
術
、
知
識
を
習
得
す
る
た
め
に
、

様
々
な
活
動
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。　

　

青
年
部
は
、
多
種
多
様
な
経
営
、
栽
培
品
目
、
そ
れ

に
伴
っ
た
知
識
、
情
報
を
持
っ
た
仲
間
が
た
く
さ
ん
い

ま
す
。
時
に
は
、
こ
れ
か
ら
の
大
潟
村
を
担
っ
て
い
く

べ
く
、
学
習
、
交
流
を
行
う
場
と
し
て
、
時
に
は
、
お

酒
を
酌
み
交
わ
し
な
が
ら
仕
事
等
の
ス
ト
レ
ス
発
散
の

場
と
し
て
活
動
し
て
行
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
ん
な
青
年
部
に
、最
初
は
お
試
し
で
構
い
ま
せ
ん
、

活
動
に
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
？
興
味
の
あ
る
方
は
、

Ｊ
Ａ
営
農
支
援
課
ま
た
は
、
お
近
く
の
青
年
部
員
ま
で

ご
連
絡
下
さ
い
。

　

本
年
も
、
皆
様
の
深
い
ご
理
解
と
ご
協
力
、
変
わ
ら

ぬ
ご
指
導
ご
鞭
撻
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま

す
。

以
上
い
た
と
い
う
メ
ン
バ
ー
は
、平
成
26
年
度
は
52
名
、

27
年
度
は
42
名
、
そ
し
て
28
年
度
は
33
名
に
ま
で
減
り

ま
し
た
。

　

年
々
人
数
が
減
る
背
景
に
は
、
若
い
女
性
の
数
自
体

が
減
っ
て
い
る
こ
と
や
、
結
婚
し
て
も
外
で
仕
事
を
続

け
る
女
性
が
増
え
た
こ
と
で
、
従
来
の
農
家
の
お
嫁
さ

ん
に
合
わ
せ
た
活
動
内
容
や
時
間
が
皆
に
マ
ッ
チ
し
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
す
。何
よ
り
、

昔
と
違
い
娯
楽
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
も
あ

ま
た
あ
る
現
在
、時
間
が
取
ら
れ
る
「
わ
ず
ら
わ
し
い
」

活
動
に
、
わ
ざ
わ
ざ
進
ん
で
関
わ
り
た
く
な
い
、
と
い

う
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

実
際
私
自
身
も
そ
う
で
し
た
。
そ
れ
が
お
誘
い
を
い

た
だ
き
加
入
し
て
１
年
、
い
き
な
り
執
行
部
員
に
も

な
っ
た
の
で
大
変
な
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
た
く
さ

ん
の
貴
重
な
体
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
村
や

Ｊ
Ａ
の
知
ら
な
か
っ
た
面
を
知
り
、
イ
ベ
ン
ト
に
は
お

客
さ
ん
で
は
な
く
裏
方
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
で
地
域

の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
実
感
し
、
何
よ
り
多
く
の
方
々

と
知
り
合
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
わ
ず
ら
わ
し
さ
を

超
え
た
と
こ
ろ
で
手
に
入
れ
た
経
験
は
、
か
け
が
え
な

く
貴
重
な
も
の
だ
と
、
今
は
感
じ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
い
っ
た
活
動
の
場
が
、
今
後
ど
ん
ど
ん
縮
小
し

て
し
ま
う
と
し
た
ら
、
と
て
も
も
っ
た
い
な
い
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。

　

も
し
少
し
で
も
興
味
が
お
あ
り
で
し
た
ら
、
フ
レ
ッ

シ
ュ
ミ
ズ
の
活
動
を
の
ぞ
い
て
み
ま
せ
ん
か
？
体
験
入

会
は
い
つ
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
お
近
く
の
会
員

や
Ｊ
Ａ
ま
で
、気
軽
に
声
を
か
け
て
み
て
く
だ
さ
い
ね
。

　

今
年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

「新年に思うこと」

新
春
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新
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

一
年
の
計
は
元
旦
に
あ
り
。

新
た
な
気
持
ち
で
お
正
月
を
迎
え
て
い
る
人
も

多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
こ
で
心
機
一
転
の
お
正
月
ク
イ
ズ
。

テ
ー
マ
は
日
本
語
。

皆
さ
ん
日
本
語
を
正
し
く
使
っ
て
い
ま
す
か
。

「
日
本
語
検
定
」か
ら
選
り
す
ぐ
り
の
問
題
を
出
題
し
ま
す
。

一
年
の
始
ま
り
に
ぜ
ひ
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

【
　
】の
よ
う
な
と
き
、　
　  

部
分
は
ど
の
よ
う
な
言

い
方
を
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。□
の
中
に
入
れ
る

の
に
最
も
適
切
な
漢
字
一
字
を
選
ん
で
、番
号
で
答

え
て
く
だ
さ
い
。

【
送
別
会への
出
欠
の
返
事
を
督
促
す
る
文
面
で
】

…
…

御
返
事
を
□
首
申
し
上
げ
て
お
り
ま
し
た
が
、

残
念
な
が
ら
、本
日
ま
で
落
掌
い
た
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

ま
こ
と
に
恐
縮
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、早
急
に
御
返
事

を
賜
り
ま
す
よ
う
、重
ね
て
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

１ 

雁
　  

２ 

鶴
　  

３ 

鷺
　  

４ 

鳩

（
　
）に
当
て
は
ま
る
語
と
し
て
、　
　   

部
分
の
言
葉

と
は
対
照
的
な
意
味
を
表
す
言
葉
を
選
ん
で
、番
号

で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
国
は
先
の
大
戦
で
、前
線
の
兵
士
か
ら（
　）の
女

性
や
子
ど
も
ま
で
、全
国
民
が
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
た
。

１ 

銃
後
　
２ 

人
後
　
３ 

後
背
　
４ 

後
尾

【   

】の
よ
う
な
場
面
で
、（
　
）に
入
る
最
も
適
切
な

言
い
方
を
選
ん
で
、番
号
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

【
自
社
の
応
接
室
に
案
内
し
た
来
客
に
】

部
長
の
斎
藤
は
ま
も
な
く（
　）ま
す
。

１ 

い
ら
っ
し
ゃ
い

２ 

参
り

３ 

参
ら
せ
て
い
た
だ
き

【
固
唾
を
呑
む
】と
い
う
言
葉
が
適
切
に
使
わ
れ
て
い

る
の
は
、ど
ち
ら
の
文
で
し
ょ
う
か
。番
号
で
答
え
て

く
だ
さ
い
。

１
決
勝
戦
は
接
戦
と
な
り
、観
客
は
固
唾
を

呑
ん
で
勝
負
の
ゆ
く
え
を
見
守
っ
た
。

２
決
勝
戦
で
惜
し
く
も
敗
れ
た
母
校
の
選

手
た
ち
は
、固
唾
を
呑
ん
で
甲
子
園
を
後

に
し
た
。

（
　
）に
入
る
正
し
い
漢
字
を
選
ん
で
、番
号
で
答
え

て
く
だ
さ
い
。

バ
ス
や
電
車
の
中
で
、お
年
寄
り
や
か
ら
だ
の
不
自
由

な
人
に
席
を
ゆ
ず
る
の
は
常（
　）だ
と
思
う
。

１ 

式     

２ 

織     

３ 

識 

次
の
文
で
、（   

）に
入
る
言
い
方
と
し
て
適
切
な
の

は
、１
と
２
の
ど
ち
ら
で
し
ょ
う
か
。番
号
で
答
え
て

く
だ
さ
い
。

昼
休
み
の
ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
で
、山
田
君
の
投
げ
た
ボ
ー

ル
が
速
す
ぎ
て（   

）な
かっ
た
。

１ 

よ
け
ら
れ      

２ 

よ
け
れ 

（
　
）の
中
の
言
葉
は
、ど
ち
ら
が
正
し
い
書
き
表
し

方
で
し
ょ
う
か
。番
号
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

ぼ
く
は
、  （ 

１ 

か
ん
ず
め   

２ 

か
ん
づ
め 

）  

の
み
か

ん
が
大
す
き
で
す
。

平成27年度第1回検定問題  1級  敬語

2「鶴」を入れた「鶴首」は、何かの実現を長く待ちわびることの意で、これが適切。1の「雁首（がんく
び）」は、煙管の火皿の付いた頭部のこと。3「鷺」を入れた「鷺首」という言葉は一般に使われな
い。4の「鳩首」は、人々が集まり、額を突き合わせて相談すること。

平成27年度第1回検定問題  2級  語彙

「前線」は、敵軍と直接的な戦闘を行うことになる可能性がある戦場。戦場の後方、転じて、戦いの
場に直接出ることはなく、国内で戦争の成り行きを見守る一般国民を表す、1「銃後」が対義語。
2「人後」は、他人の後ろの意であるが、単なる位置関係を表すのに用いるのは一般的でなく、多
く、他人より劣らないことを表す「人後に落ちない」の形で用いられる。3「後背」は、後ろの意である
が、多く「後背地」の形で、経済活動の盛んな都市や港の周辺に位置し、その影響が及ぶ地域のこ
とを表す。4「後尾」は、長い列などの後ろの方の位置。

平成27年度第2回検定問題  3級  敬語

来客に、自社の部長がまもなく「来る」ことを、謙譲語「参る」を用いて言っている、2「参ります」が適
切。1「いらっしゃいます」は、自社の部長の行為に尊敬語を用いていて不適切。3「参らせていただ
きます」は、部長が来ることについて、来客の許可を得る必要はないので不適切。

平成27年度第1回検定問題  4級  言葉の意味

【固唾を呑む】…事の成り行きを、どうなることかと緊張しながら見守るという意味の言葉なので、
1の使い方が適切。2は、「涙を呑んで」などが適切。

平成27年度第2回検定問題  5級  漢字

社会に出ている人なら誰でも持っていなければならないとされている知識やものの考え方をい
う、「常識」となる、3「識」が適切。1「式」は、ある決まった形のやり方や作法という意味を表す。
2「織」は、糸を組み合わせて布地を作るという意味を表す。

平成27年度第1回検定問題　6級　文法

「よける」は「よけ（ない）・よけ（ます）・よける・よける（とき）・よけれ（ば）・よけろ・よけ（よう）」と形が
変わる下一段活用の動詞で、「受ける」と同じ変わり方をする。「～できる」という意味で使うときに
は「られる」を付けて、1「よけられ（なかった）」と言うのが適切。

平成27年度第2回検定問題　7級

2「かんづめ」が正しい書き表し方。「かんづめ」のように、「かん+つめ（る）」の二つの言葉からでき
ていて、後の言葉の始めに「つ」がある場合は、「づ」と書く。他には「みかづき（みっか〔三日〕+つき
〔月〕）」「こづつみ（こ〔小〕+つつみ）」などがある。

問1　 正答：2

問2　 正答：1

問3　 正答：2

問4　 正答：1

問5　 正答：3

問6　 正答：1

問7　 正答：2

正答と解説

日本語を使う全ての人のための検定です。

検定の概要 6つの領域

検定内容

受検級の目安

　普段私たちが何げなく使っている日本語ですが、思わぬ勘違いや思い違いも多く見られます。日本語
検定は、日本語を正しく使えるようになるための手立てとなります。6月と11月に全国で実施しています。

　日本語の総合的な運用能力を測るため、6つの領域から幅広く出題します。領域ごとの得意不得意が分
かるよう、受検後に送る成績表（個人カルテ）には、それぞれの領域の得点率を記載します。小学校低学年レ
ベルの7級から社会人上級レベルの1級までを設けており、子どもから大人まで幅広い人が受検できます。

　以下の6つの領域から幅広く出題されます。
敬語……場面や相手に応じて、尊敬語や謙譲語を適切に使い分けることができる。
文法……規範的な文法に従って語と語を連接させることができる。
語彙……さまざまな言葉を正しく理解し､適切に使うことができる。
言葉の意味……慣用句などを含め、意味と用法を的確に把握することができる。
表記……漢字、仮名遣い、送り仮名について、文脈に合った適切な使い方をすることができる。
漢字……漢字や熟語の読み方と意味を理解し、適切に使い分けることができる。

受検級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級

受検料（税込）
6000円
5000円
3500円
2000円
1500円
1500円
1400円

受検時間

60分

50分

団体受検料※2

5600円
4700円
3200円
1800円
1400円
1400円
1300円

検定開始時刻※3

13:30
11:00
13:30
11:00
13:30
11:00
13:30

レベル
社会人上級レベル

大学卒業レベル～社会人中級レベル
高校卒業レベル～社会人基礎レベル

中学校卒業レベル
小学校卒業レベル
小学校4年生レベル
小学校2年生レベル

認定級※1

1級または準1級
2級または準2級
3級または準3級
4級または準4級
5級または準5級
6級または準6級
7級または準7級

受検の目安
社会人 大学生 高校生 中学生 小学校高学年 小学校中学年 小学校低学年

※1  得点率に応じて2種類の認定級があります。　※2  学校または企業などで5人以上がまとまって受検する場合は、団体受検を申し込むことができます。詳細は日本語検定HPをご覧ください。　※3  検定時刻が異なる級に限り併願受検が可能です。

●受検に関する問い合わせ・申し込み……特定非営利活動法人 日本語検定委員会　　http://www.nihongokentei.jp/　　info@nihongokentei.jp　　電話0120-55-2858

出
題
：
特
定
非
営
利
活
動
法
人

　日
本
語
検
定
委
員
会日本語検定公式キャラクター

にほごん

特
集
❷

新
春
特
集
❶

新春特集❶
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新
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

一
年
の
計
は
元
旦
に
あ
り
。

新
た
な
気
持
ち
で
お
正
月
を
迎
え
て
い
る
人
も

多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
こ
で
心
機
一
転
の
お
正
月
ク
イ
ズ
。

テ
ー
マ
は
日
本
語
。

皆
さ
ん
日
本
語
を
正
し
く
使
っ
て
い
ま
す
か
。

「
日
本
語
検
定
」か
ら
選
り
す
ぐ
り
の
問
題
を
出
題
し
ま
す
。

一
年
の
始
ま
り
に
ぜ
ひ
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

【
　
】の
よ
う
な
と
き
、　
　  

部
分
は
ど
の
よ
う
な
言

い
方
を
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。□
の
中
に
入
れ
る

の
に
最
も
適
切
な
漢
字
一
字
を
選
ん
で
、番
号
で
答

え
て
く
だ
さ
い
。

【
送
別
会への
出
欠
の
返
事
を
督
促
す
る
文
面
で
】

…
…

御
返
事
を
□
首
申
し
上
げ
て
お
り
ま
し
た
が
、

残
念
な
が
ら
、本
日
ま
で
落
掌
い
た
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

ま
こ
と
に
恐
縮
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、早
急
に
御
返
事

を
賜
り
ま
す
よ
う
、重
ね
て
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

１ 

雁
　  

２ 

鶴
　  

３ 

鷺
　  

４ 

鳩

（
　
）に
当
て
は
ま
る
語
と
し
て
、　
　   

部
分
の
言
葉

と
は
対
照
的
な
意
味
を
表
す
言
葉
を
選
ん
で
、番
号

で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
国
は
先
の
大
戦
で
、前
線
の
兵
士
か
ら（
　）の
女

性
や
子
ど
も
ま
で
、全
国
民
が
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
た
。

１ 

銃
後
　
２ 

人
後
　
３ 

後
背
　
４ 

後
尾

【   

】の
よ
う
な
場
面
で
、（
　
）に
入
る
最
も
適
切
な

言
い
方
を
選
ん
で
、番
号
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

【
自
社
の
応
接
室
に
案
内
し
た
来
客
に
】

部
長
の
斎
藤
は
ま
も
な
く（
　）ま
す
。

１ 

い
ら
っ
し
ゃ
い

２ 

参
り

３ 

参
ら
せ
て
い
た
だ
き

【
固
唾
を
呑
む
】と
い
う
言
葉
が
適
切
に
使
わ
れ
て
い

る
の
は
、ど
ち
ら
の
文
で
し
ょ
う
か
。番
号
で
答
え
て

く
だ
さ
い
。

１
決
勝
戦
は
接
戦
と
な
り
、観
客
は
固
唾
を

呑
ん
で
勝
負
の
ゆ
く
え
を
見
守
っ
た
。

２
決
勝
戦
で
惜
し
く
も
敗
れ
た
母
校
の
選

手
た
ち
は
、固
唾
を
呑
ん
で
甲
子
園
を
後

に
し
た
。

（
　
）に
入
る
正
し
い
漢
字
を
選
ん
で
、番
号
で
答
え

て
く
だ
さ
い
。

バ
ス
や
電
車
の
中
で
、お
年
寄
り
や
か
ら
だ
の
不
自
由

な
人
に
席
を
ゆ
ず
る
の
は
常（
　）だ
と
思
う
。

１ 

式     

２ 

織     

３ 

識 

次
の
文
で
、（   

）に
入
る
言
い
方
と
し
て
適
切
な
の

は
、１
と
２
の
ど
ち
ら
で
し
ょ
う
か
。番
号
で
答
え
て

く
だ
さ
い
。

昼
休
み
の
ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
で
、山
田
君
の
投
げ
た
ボ
ー

ル
が
速
す
ぎ
て（   
）な
かっ
た
。

１ 

よ
け
ら
れ      
２ 
よ
け
れ 

（
　
）の
中
の
言
葉
は
、ど
ち
ら
が
正
し
い
書
き
表
し

方
で
し
ょ
う
か
。番
号
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

ぼ
く
は
、  （ 

１ 

か
ん
ず
め   

２ 

か
ん
づ
め 

）  

の
み
か

ん
が
大
す
き
で
す
。

平成27年度第1回検定問題  1級  敬語

2「鶴」を入れた「鶴首」は、何かの実現を長く待ちわびることの意で、これが適切。1の「雁首（がんく
び）」は、煙管の火皿の付いた頭部のこと。3「鷺」を入れた「鷺首」という言葉は一般に使われな
い。4の「鳩首」は、人々が集まり、額を突き合わせて相談すること。

平成27年度第1回検定問題  2級  語彙

「前線」は、敵軍と直接的な戦闘を行うことになる可能性がある戦場。戦場の後方、転じて、戦いの
場に直接出ることはなく、国内で戦争の成り行きを見守る一般国民を表す、1「銃後」が対義語。
2「人後」は、他人の後ろの意であるが、単なる位置関係を表すのに用いるのは一般的でなく、多
く、他人より劣らないことを表す「人後に落ちない」の形で用いられる。3「後背」は、後ろの意である
が、多く「後背地」の形で、経済活動の盛んな都市や港の周辺に位置し、その影響が及ぶ地域のこ
とを表す。4「後尾」は、長い列などの後ろの方の位置。

平成27年度第2回検定問題  3級  敬語

来客に、自社の部長がまもなく「来る」ことを、謙譲語「参る」を用いて言っている、2「参ります」が適
切。1「いらっしゃいます」は、自社の部長の行為に尊敬語を用いていて不適切。3「参らせていただ
きます」は、部長が来ることについて、来客の許可を得る必要はないので不適切。

平成27年度第1回検定問題  4級  言葉の意味

【固唾を呑む】…事の成り行きを、どうなることかと緊張しながら見守るという意味の言葉なので、
1の使い方が適切。2は、「涙を呑んで」などが適切。

平成27年度第2回検定問題  5級  漢字

社会に出ている人なら誰でも持っていなければならないとされている知識やものの考え方をい
う、「常識」となる、3「識」が適切。1「式」は、ある決まった形のやり方や作法という意味を表す。
2「織」は、糸を組み合わせて布地を作るという意味を表す。

平成27年度第1回検定問題　6級　文法

「よける」は「よけ（ない）・よけ（ます）・よける・よける（とき）・よけれ（ば）・よけろ・よけ（よう）」と形が
変わる下一段活用の動詞で、「受ける」と同じ変わり方をする。「～できる」という意味で使うときに
は「られる」を付けて、1「よけられ（なかった）」と言うのが適切。

平成27年度第2回検定問題　7級

2「かんづめ」が正しい書き表し方。「かんづめ」のように、「かん+つめ（る）」の二つの言葉からでき
ていて、後の言葉の始めに「つ」がある場合は、「づ」と書く。他には「みかづき（みっか〔三日〕+つき
〔月〕）」「こづつみ（こ〔小〕+つつみ）」などがある。

問1　 正答：2

問2　 正答：1

問3　 正答：2

問4　 正答：1

問5　 正答：3

問6　 正答：1

問7　 正答：2

正答と解説

日本語を使う全ての人のための検定です。

検定の概要 6つの領域

検定内容

受検級の目安

　普段私たちが何げなく使っている日本語ですが、思わぬ勘違いや思い違いも多く見られます。日本語
検定は、日本語を正しく使えるようになるための手立てとなります。6月と11月に全国で実施しています。

　日本語の総合的な運用能力を測るため、6つの領域から幅広く出題します。領域ごとの得意不得意が分
かるよう、受検後に送る成績表（個人カルテ）には、それぞれの領域の得点率を記載します。小学校低学年レ
ベルの7級から社会人上級レベルの1級までを設けており、子どもから大人まで幅広い人が受検できます。

　以下の6つの領域から幅広く出題されます。
敬語……場面や相手に応じて、尊敬語や謙譲語を適切に使い分けることができる。
文法……規範的な文法に従って語と語を連接させることができる。
語彙……さまざまな言葉を正しく理解し､適切に使うことができる。
言葉の意味……慣用句などを含め、意味と用法を的確に把握することができる。
表記……漢字、仮名遣い、送り仮名について、文脈に合った適切な使い方をすることができる。
漢字……漢字や熟語の読み方と意味を理解し、適切に使い分けることができる。

受検級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級

受検料（税込）
6000円
5000円
3500円
2000円
1500円
1500円
1400円

受検時間

60分

50分

団体受検料※2

5600円
4700円
3200円
1800円
1400円
1400円
1300円

検定開始時刻※3

13:30
11:00
13:30
11:00
13:30
11:00
13:30

レベル
社会人上級レベル

大学卒業レベル～社会人中級レベル
高校卒業レベル～社会人基礎レベル

中学校卒業レベル
小学校卒業レベル
小学校4年生レベル
小学校2年生レベル

認定級※1

1級または準1級
2級または準2級
3級または準3級
4級または準4級
5級または準5級
6級または準6級
7級または準7級

受検の目安
社会人 大学生 高校生 中学生 小学校高学年 小学校中学年 小学校低学年

※1  得点率に応じて2種類の認定級があります。　※2  学校または企業などで5人以上がまとまって受検する場合は、団体受検を申し込むことができます。詳細は日本語検定HPをご覧ください。　※3  検定時刻が異なる級に限り併願受検が可能です。

●受検に関する問い合わせ・申し込み……特定非営利活動法人 日本語検定委員会　　http://www.nihongokentei.jp/　　info@nihongokentei.jp　　電話0120-55-2858

出
題
：
特
定
非
営
利
活
動
法
人

　日
本
語
検
定
委
員
会日本語検定公式キャラクター

にほごん
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女性部「活動
だよ
り」

第390号
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  ☆これからの行事予定

だきました。
　日常に香りを取り入
れアンチエイジングの
敵であるストレスやネ
ガティブな思考を軽
減させ心身を若く保つ
ことを目標とする療法
を教えていただきまし
た。
　認知症の予防として
は、日中活動時に（ロー
ズマリー＋レモン）の
香りで集中力や記憶力を高め、気分を沈静化したい夜には
（ラベンダー＋オレンジ）の香りで不眠や不安を取り除き、
気持ちを安定させる作用があるようです。
　グレープフルーツの香りには交感神経を活性化し、中性
脂肪を下げる成分があるということで、試してみたいと思い
ました。	 （齊藤直子記）

◎ＪＡ大潟村女性部研修・第二部（12月２日）
　「手を差しのべる支
援活動」と題して、秋
田たすけあいネットあ
ゆむ	事務局	保坂ひろ
み氏からお話を伺いま
した。
　この会は生活困窮者
への食糧支援、学校制
服のリユース、無償の
学習塾、子育て世帯や
高齢者のサポート見守
り等の活動をされています。お話によると秋田県では６世帯
に１世帯が困窮世帯といわれ、十分な食事を摂ることがで
きない人たちがいるという、信じられないような現実がある
のです。
　厳しい冬を暖かく過ごせるように、保坂氏の話で点火さ
れた思いを支援へとつなげていけたらと思います。
※あぐりプラザにはたすけあいネットの支援につながる食品
が置かれています。買うことでも支援ができます。

	 	 （木村真澄記）

～女性部研修の際、皆様からご協力いただいた赤い羽根募
金では、10,861円となりました。全額社会福祉協議会に届
けました。ありがとうございました～

◎野菜栽培活動グループ（11月19日）
　大豆を刈り、乾燥後豆こきをしたものを選別しました。
　選別後、量ってみると186㎏ありました。途中で枝豆とし
て、３回あぐりプラザで販売したり、会員で試食したりした
うえでの、この収量です。
　１反歩に満たない土地でしたが、１反歩当たり３俵の計算
になるようです。まずまずの出来と言ってよいようです。
　12月10日に、この豆（鶴の子）で豆腐を作り、会員で食
べてみました。	 （鈴木富士子記）

◎大潟村食農推進会議（11月29日）
　平成24年に「第１次大潟村食農推進プラン」を策定し推
進してきました。が、依然として課題があり５年目の見直し
の今年、全ての村民が生涯にわたって健康で心豊かに生活
できるように第２次の素案をつくりさらに５年間推進するた
めに検討をしました。
　食育とは「食」に関する知識とそれを選択する力をつけ、
健全な食生活を実践できる人を育てることをいいます。
　人の生命と健康を守る根源は「食」にあります。ですか
ら食糧生産に大きな役割を担う私達の村が「食」と「農」
を結びつけ推進するのは極めて自然なことです。
　重点的取り組みの１つに「大潟村らしい食生活を実現す
る…」というのがあります。みなさんはどんなことを連想し
ますか。
　大潟村といえば「米」だから、おいしいごはんと安全な
野菜でつくるおかずなのでは。とか、村の土でつくる炭水化
物の野菜は特においしいとか。そして同じ野菜でも他の地
域に比べると特に栄養価が高いということも聞いたことがあ
ります。
　とにかく子ども達には、安全な食材でつくったものを、た
くさん食べて健康な体をつくってほしいと思います。
　「食べる」ということは「命をいただく」ということ。自
分のために死んでくれたことを思えば食べ物を粗末にでき
ないはず。そして、食材を生産してくれた人のこと、調理し
てくれる人のことなど、一口の食べ物にたくさんの人の手が
かかっていることに気がつきます。私たちはその啓発に努め
なければならないと思いました。	 （浅沼トク子記）

◎ＪＡ大潟村女性部研修・第一部（12月２日）
　「香りで健康寿命を延ばす～45歳からのアンチエイジン
グ」と題してパレアンヌ代表・中田邦子氏より講演していた

★活動報告と各種会議報告

◎１月27日
健康講座　10時～11時30分　健康館
　「認知症と介護について」
　　　ひだまり苑　施設長　鈴木　学 氏
◎１月30日
地域とのつながり場
生活ヨガ　10時～ 11時30分　健康館
◎２月２日
コメ油料理教室
９時～１時30分　村民センター
◎２月３日（予定）
村民と議員との懇談会　１時30分～　公民館

２ポイント

２ポイント

２ポイント

「香りで健康寿命を延ばす」と
題して講演した「パレアンヌ」
代表の中田邦子氏

「秋田たすけあいネット」の
保坂ひろみ氏

たすけあいネットの支援につながる商品を
あぐりプラザで販売しています

あぐりプラザ入ってすぐの
所にコーナーがありますの
で、ぜひご利用ください



営農　 だより 

※このコーナーは隔月で掲載致します。

作況指数108、あきたこまち１等米比率98％
～平成28年度  水稲の生育状況と作柄を振り返る～

　平成28年大潟村産米は、全体の平均単収659㎏、作況指数108の「良」、あきたこまち１等米比
率98％となりました。生育状況と作柄について、気象経過や坪刈などのデータをもとにまとめま
したので、29年度の参考にしてください。
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（１）育苗期
　浸種期間を通して好天日が多く、気温もやや高めに推移したた
め、種籾の吸水が進み催芽は順調であった。播種期間に気温が上
下し、一部で出芽の不揃いが見られたが、５月に入ってから気温
が上昇したことで、育苗の中盤から生育が急激に早まった。この
ため、立枯れ病などの病害は少なかったものの、ハウスを早めに
開放する等、管理に苦慮した方が多く見受けられた。

（２）田植え～生育初期
　苗の生育が早まったことと、５月中旬以降気温が上昇したこと
で、田植え始期が５月13日頃と早まり、田植え盛期は15日頃と
なった。田植え期間中好天に恵まれたことで活着が早く、６月８
日（１回目）の生育調査では茎数が平年比で103%、田植後の強
風で停滞が見られた前年比では114%と初期生育は順調に確保さ
れたが、田植え時に側条ペースト等を施用した圃場と慣行田植
えの圃場とでは、㎡当り40本程度側条施肥した圃場が上回った。
草丈は平年比94%、葉齢は同比－0.5葉であった。

（３）分げつ期
　６月に入って日照が不足したことと、気温日較差小さかったこ
とから分げつの発生が抑制され、２回目以降の調査から茎数の増
加が減少した。最高分げつ期に当る７月８日（４回目）の調査で
は、茎数412本/㎡と平年比（平年477本/㎡）で87%であった。
また、同調査日での生育は平年比で草丈が88%、葉齢－0.6葉、
SPAD97%で、いずれも平年を下回ったが、側条ペースト等を施
肥した圃場の平均は平年並みで、生育に圃場間差が見られた。こ
れについては、雪解けから耕起作業まで降雨日が多く、土壌の乾
土効果が得られず、地力窒素の供給が少なかったと考えられ、田
植時の側条施肥がそれを補ったものと思われる。

図–1  草丈・稈長（あきたこまち平均）

図–2  茎数・穂数（あきたこまち平均）

図–3  葉数（あきたこまち平均） 
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２　生育概況（あきたこまち）
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　「あきたこまち」収量構成要
素では穂数が391本/㎡（平年
比95％）で、１穂籾数も（同
比97％）やや不足していたこ
とから、㎡当籾数が約31.7千
粒と平年（同比92％）を下回っ
たが、登熟歩合が94.1%（同比
107％）と高く、千粒重(篩い目：
1.85㎜）も21.7gとやや上回っ
た。
　定点調査区の坪刈収量は「あ
きたこまち」で603kg/10a（平
年比104％）の「やや良」であ
り、収量構成要素の結果から、
「登熟歩合が高く、千粒重が大
きい」ことが要因であると考え
られる。

（４）幼穂形成期～出穂期
　７月19日（５回目）の調査から、あきたこまちの平均幼穂形成期は
平年並みの７月14日であったと予想される。同日の調査では、草丈
62.2㎝（平年比93%）、茎数412本（同比90%）、葉齢－0.2葉であった。
７月中旬以降は高温多照で推移したことと、茎数が少なかったことで
無効茎割合が低く、出穂前の７月28日の調査では、茎数が402本/㎡で
平年（420本/㎡）対比96%まで回復した。この期間の茎数減少率は平
年8.7%に対し、本年は2.5%に留まった。
　この期間においても「茎数少なめ」、「草丈短め（5㎝～ 6㎝）」、「葉
色平年並み」であったことから、幼穂形成期の栄養診断では「籾数や
や不足」傾向の圃場が多く、さらに本年は夏～秋にラニーニャ現象の
傾向が強まる予想で、登熟期の高温障害が懸念されたことから、減数分裂期の穂肥を実施した圃場が平年より多く
見受けられた。あきたこまちの村内平均の出穂期は８月４日と平年並みであった。

（５）登熟期
　出穂以降も高温多照で経過したことに加え、８～９月に台風による倒伏被害がほとんど無かったことや、出穂以
降も葉色が維持されていたこと等から、受光体制が保たれ登熟が良好となった。
　あきたこまちの成熟期調査では稈長81.8㎝（平年86.1㎝）、穂長17.9㎝（同18.0㎝）、穂数391本/㎡（同410本）
と「草丈短く、穂数少なめ」であった。

⑴ い も ち 病 ６月中旬～７月中旬に寡少傾向であったため、発生が懸念されたものの、７月中旬以降は好天日が
多く、葉いもち、穂いもちとも発生は少なかった。

⑵ 稲こうじ病 全体的に発生は少なかったが、梅雨明け頃に出穂した早生品種や、出穂前後に葉色が濃かった圃場
等を主体に発生が見られた。

⑶ 紋　枯　病 昨年は発生がやや目立ったが、本年は平年並みの発生であった。茎数の多いもち品種の圃場で、畦
畔沿いを主体とした発生であった。

⑷ 斑点米カメムシ類 本年は「アカヒゲホソミドリカスミカメ」「アカスジカスミカメ」ともに発生量が多く、防除を施
さなかった圃場等では減収や品質低下の要因となった。

３　病害虫発生状況

４　作柄状況（収量・品質）

H28年  収量構成要素（あきたこまち平均） H28年  粒厚分布重量（あきたこまち）

表–Ⅰ　定点調査区13 ヶ所収量調査結果

あきたこまち
（生育調査13地点平均）

精玄米重
（kg/10a）

穂　数
（本/㎡）

一穂籾数
（粒/穂）

㎡籾数
（千粒/㎡）

登熟歩合
（％）

千粒重
（ｇ）

603 391 81.2 31.7 94.1 21.7
平年比％（Ｓ58 ～Ｈ27） 104   95 97 92 107 102

前年比％ 101 93 118 110 101 99
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図–4  葉緑素計値（あきたこまち平均）
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　一般的に籾数と登熟歩合は反比例の関係にあることから、籾数の増加に伴い登熟歩合は低下する。村内でも過去
10年間のうち平成22年と平成26年を除くと、籾数/㎡が多い年は、出穂後の登熟期間に高温・多照の条件が揃わ
ないと登熟歩合や千粒重が低下する傾向がある。また、それらの年は、品質においても未熟粒や同割れ粒の割合が
高い傾向にあった。登熟期間に高温・多照条件にあった平成24年と平成28年はどちらも登熟歩合と単収は高いが、
平成24年は籾数が多いことから千粒重が小さく品質も劣っていた。このことから、収量と品質の安定を図るには
適正な籾数/㎡確保が重要と思われる。
　秋田県の指導指針では、県内の過去調査データから「あきたこまち」の（品質を伴った）目標収量を570㎏/10a
としており、その場合の県中央部の目標値を穂数が440本/㎡、１穂籾数が69粒で、これらを乗じた㎡当り籾数が
30.4千粒と示している。大潟村の場合、年によって㎡当り穂数に変動はあるが、村内の平均１穂籾数は80粒～ 85
粒で概ね安定しているため、㎡当りの目標籾数を定めることで、目標穂数/㎡も逆算でき、なお且つ穂数/㎡の目標
値が明確になることで栽培管理の参考となる。
　過去10年間で「登熟・千粒重・単収」の数値が高く、「気温・日照」が平年値並み又は下回っていることを条件
とした場合、平成21年と平成27年が当てはまるが、平成27年は籾数/㎡が極端に少なかったため、日照が平年値
を下回っていたものの、登熟歩合が確保されたと考えられる。これにより、平成21年の籾数である32.6千粒/㎡前
後が、収量と品質において安定的な籾数と考えられる。
　この32.6千粒/㎡の籾数を確保するための穂数は概ね380～410本/㎡となるが、登熟期間に減少する無効茎が村
内では平均10本/㎡であるため、これを加えた390～420本/㎡が目標穂数となる。登熟期間の気温や日照は不確
定要素であり、出穂後の技術対応も困難であることから、概ねこの穂数/㎡を確保しながら登熟期を迎えることで
収量と品質の安定に繋がってくると思われる。
　また、登熟を促進する要素としては他にも光合成の度合があり、出穂後の葉色（葉緑素）や水といった光合成に
不可欠な項目も加え、今後の課題として検討していく必要がある。

５　大潟村予想収穫量（主要品種の作柄調査結果）

―参　考―

　作況については、農林水産統計とは別に営農支援課で地区別・品種別に約60点を調査した結果。

　全体の平均単収が659kg、作況指数は108の「良」となった。
　［昨年は大潟村：638kg、作況指数107］ 
　品種別では、あきたこまち：622kg
　　　　　　　たつこもち　：706kg
　　　　　　　きぬのはだ　：676kg
　品質については、全般的に整粒割合が平年より高く、等級割合は高まった
が、充実度不足や着色等による被害粒も一部晩生品種に見られた。
　当ＪＡ検査実績での「あきたこまち」の等級比率は11月現在で、１等米
比率が約98％となっている。

※平年単収は過去５年間の最高と 
最低を除く平均値　６１２㎏ 

　　平成２３年　　５８５ ㎏
　　平成２４年　　６３７ ㎏
　　平成２５年　　６１４ ㎏
　　平成２６年　　５８４ ㎏
　　平成２７年　　６３８ ㎏

●あきたこまち穂数に係わる登熟期の気温と日照条件（村内あきたこまち生育調査区 過去10年間）

※平成22年は高温障害、平成26年は日照不足とアワヨトウ被害により登熟歩合低下と減収。

年次 出穂日 籾数/㎡
（千粒）

出穂翌日からの積算温度と日照時間
登熟歩合

（％）
千粒重
（g）

単収
（㎏/10a）30日間 40日間 50日間

気温℃ 日照 気温℃ 日照 気温℃ 日照
Ｈ19 8/3 41.9 708.0 160.7 935.4 197.2 1,152.9 253.9 85.1 20.4 593
Ｈ20 8/8 39.0 673.0 160.9 869.2 249.9 1,055.4 290.6 89.0 21.6 592
Ｈ21 8/10 32.6 655.8 180.3 836.4 243.1 1,019.9 296.4 93.8 21.8 594
Ｈ22 8/2 33.0 795.8 200.1 1,037.2 268.7 1,250.6 307.2 80.4 21.4 510
Ｈ23 8/5 31.6 746.4 170.3 969.7 203.7 1,158.9 236.8 87.7 21.9 557
Ｈ24 8/5 34.5 776.4 243.9 1,017.9 299.9 1,251.4 353.1 93.2 21.1 603
Ｈ25 8/3 31.1 747.8 156.0 959.9 194.9 1,168.5 259.7 93.8 21.6 586
Ｈ26 8/3 35.9 706.7 108.3 919.8 171.4 1,100.9 245.3 78.4 21.4 547
Ｈ27 8/2 28.8 716.9 165.9 927.0 196.4 1,111.6 259.4 92.7 21.9 597
Ｈ28 8/4 31.7 759.6 258.1 989.8 302.9 1,186.2 340.6 94.1 21.7 603

平年値 8/4 34.4 704.9 187.1 912.4 238.5 1,099.4 287.5 88.1 21.3 581
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1月19日㈭・20日㈮
— 1月の特売 —

佐久総合病院名誉院長
松　島　松　翠乳がんの早期発見と治療

健康百科
　乳がんは、肺がんや食道がんなど他のがんに比
べると進行が比較的遅い場合が多く、早期のうち
に発見できれば治る可能性が高いがんです。その
ため診察や検査をきちんと受けることが、まずは
大切です。
　医師にかかるとまず第１に「視触診」が行われ
ます。これは、しこりの有無、しこりがあれば、
その位置、大きさ、数などを調べます。また脇の
下のリンパ節が腫れていないか、乳頭からの分泌
物がないかどうかを調べます。
　第２は「マンモグラフィー」という検査です。
乳房のＸ線検査です。乳房を上下、左右から挟ん
で平らにし、エックス線撮影を行います。がんは
白く写ります。ただし、乳腺も白く写るため、乳
腺の豊富な若い女性の乳房では、がんが正常な乳
腺に隠れて見えないこともあります。
　第３は、超音波を利用した「画像検査」です。
乳腺は白く、がんは黒く映し出されます。若い女

性では放射線の被ばくを受けないので、適した検
査といえるでしょう。
　第２、第３の方法は、集団検診でもよく使われ
ている方法ですが、さらにがんの広がりや転移な
どの有無を調べるために、ＣＴやＭＲＩなどの検
査も行われます。
　治療としては、第１には「手術療法」があります。
それにも部分的に切除する「乳房温存術」と、乳房
を全て切除する「乳房切除術」とがあります。それ
ぞれの病状と患者さんの希望によって異なります。
　その他、乳がんの術後の薬物療法として、ホル
モン療法、分子標的療法、
化学療法の三つがありま
す。乳がん再発予防が目
的ですが、最近出た新し
い薬もありますので、医
師とよく相談してから、
使ってください。
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表紙のご紹介

「ＪＡ大潟村女性部研修」

「香りで健康寿命を延ばす～45歳からのアンチエイジング～」
の講師・中田邦子氏（左から２人目）に質問する参加者

あぐりプラザ
トクトク情報

お問い合わせは生活課（45−2214）まで。

1月17日㈫・27日㈮
★ポイント３倍優待日

　女性部は12月２日、ＪＡ会館大会議室を会場に、午
前の部の講演会「香りで健康寿命を延ばす～45歳から
のアンチエイジング～」と、午後の部の講演会「手を
差しのべる支援活動」を開催し、約50人が参加しまし
た。（詳細は８ページ「女性部活動だより」をご覧ください）

１月12日㈭〜14日㈯
★新春シールポイント引換日

※３月５日（日）までは毎週日曜日が定休日となりま
すので、お間違えのないようにお願いいたします。

中学校学生服・体育着の展示会及び採寸を
ＪＡ会館２Ｆ和室で行います
　１月20日㈮
　　PM 3：30～PM 5：30
　１月21日㈯
　　AM10：00～PM 3：00
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※「フォトニュース」「ＪＡの概況」は休みます。「理事会報告」は２月号に掲載します。

活動報告と予定
　随時部員を募集していますので、興味のある方
はぜひＪＡ大潟村営農支援課（TEL：45‒3033）ま
でご連絡ください！

青年部

●活動報告
12月13日　農協改革会議、忘年会

●活動予定
１月15～19日　台湾研修旅行

五城目警察署　TEL 018－852－4100

新年に 家族で誓おう 交通安全
～交通安全は家庭から～

五城目警察署からのおしらせ

　交通事故のない安全で安心な生活は、県民す
べての願いです。
　家族みんなで「交通事故に遭わない、交通事
故を起こさない」ことを約束しましょう。

【スリップ事故防止のために】

◆スピードを控えめにしましょう。

◆車間距離を十分にとりましょう。

◆いつでも止まることができるように余裕を
持った運転を心掛けましょう。

◎資材の予約注文を受け付け中です
　「平成29年用 肥料・農薬・生産資材注文書」を11
月末に組合員の皆様にお届けいたしました。少しでも
安く肥料等をお買い求めいただくために、栽培計画を
ご検討のうえ、予約注文いただきますようお願いいた
します。

◎肥料の早期引取りについて
　２月末日まで引き取っていただいた対象肥料につき
ましては奨励金をお支払いいたしますので、早期引取
りにご協力くださいますようお願いいたします。詳し
くは「注文書」をご覧ください。

　準備金制度とは認定農業者の方が受けられる税制優
遇措置で当該年の交付金を農機や農地を購入するため
に、交付金を積み立て、この積立金を、必要経費に算
入できること、また、目的の固定資産の取得時には、
固定資産の圧縮記帳を行うことができる制度です。
　例年、村内にて東北農政局による出張受付会が開催
されておりましたが、平成28年分の申請については
出張受付会が開催されないこととなりましたので、従
来通り、東北農政局秋田県拠点にて申請となります。
　なお、訪問の際には事前に予約が必要となりますの
でご注意ください。
◆連絡先
　東北農政局秋田県拠点
　〒010ー0951　秋田市山王７ー１ー５
　TEL　018ー862ー5720　農業準備金担当　畠山

資材課よりお知らせ

農業経営基盤強化準備金の
申請について（お知らせ）

年金個別相談会のご案内
　ＪＡでは、年金についての無料個別相談会を下記日
程で開催いたします。当日は年金専門の社会保険労務
士が年金に関するご質問にお答え致しますので、お気
軽にご来場の上、ご相談くださいますようご案内申し
上げます。なお、待ち時間軽減のため、事前のお申し
込みをお願いいたします。

日時：２月９日（木）午前９時～午後３時
場所：ＪＡ会館２階小会議室
対象：年金の受け取りを目前に控えている方や現在

年金を受け取っていて、疑問をお持ちの方
持物：認印・年金手帳・基礎年金番号通知書・年金

証書・年金定期便　など
お申し込み・お問い合わせは

金融課（45－3018または2211）まで。

給油所・あぐりプラザ・ＡＴＭの
終業時刻の変更について

　誠に勝手ではございますが、１月13日（金）は業務終
了後に従業員研修会を行うため、給油所とあぐりプラ
ザ、およびＡＴＭは下記のとおり終業時刻を変更させ
ていただきます。
　組合員はじめ、利用者の皆様にはご理解、ご協力を
賜りますよう、よろしくお願いいたします。

事　業　所 終 業 時 刻
給　油　所

午後５時あぐりプラザ
Ａ Ｔ Ｍ

お問い合わせは資材課（45－2934）まで。
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このコーナーに掲載希望の方はご連絡お待ちしております。TEL  45−2211　広報担当
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　僕は石川家の次男坊、三鶴

之と申します。名前は野球好

きのパパが「野球と言えばミ

ズノでしょ！」ということで

名付けました。

　おじいちゃんそっくりの笑

顔がチャームポイントです。

石川三
み

鶴
ず

之
の

ちゃん

　イタズラ大好き！食べるの

も大好き！

　２人のお兄ちゃんにもまれ

て日々成長中です。もりもり

いっぱい食べてお兄ちゃん達

みたいに大きくなってね！

　お誕生日おめでとう！

杉森　桃
とう

李
り

ちゃん

〒010－0443 秋田県南秋田郡大潟村字中央1－5　TEL 0185－45－2211㈹　FAX 0185－45－2273
インターネットアドレス http://www.ja-ogata.or.jp/　組合長ブログ http://blog.ja-ogata.or.jp/
発行／大潟村農業協同組合　 印刷：㈱八郎潟印刷

JAだより おおがた

　新年おめでとうございます。この欄に話題提供させて
いただく佐藤了です。力不足ですが、一所懸命努めます。
どうぞよろしくお願いします。

　昨年12月９日、日本の国会は、ＴＰＰを批准した。
３年前の国会決議「重要品目の除外又は再協議」は明ら
かに守られなかった。日本が交渉に入る前の2011年11
月に①関税撤廃率95%以上、②自由化しない「除外」を
認めない等の基準が米豪等の主導ですでに決められてい
た。それは日本の国会決議と両立しない。だが、日本政
府は、交渉から排除されないことを優先し、次々と関税
率を撤廃・削減していった。結果、重要５品目にも無傷
なモノはないと国会審議で政府も認める事態になった。
　日本政府は、昨年末、改訂版『農林水産業・地域の活
力創造プラン※』を出した。40ページに及ぶ体系的な
ものだが、ざっと見たところ、筆者には２つの不満が残っ
た。１つは、「強い農林水産業」と「美しく活力ある農
山漁村」を表裏一体で進めていくと総論では言うが、農
山漁村はもっぱら高いポテンシャルを持つものとして置
かれ、その存在の保全対策や保全自体が成長戦略だとい

う考え方が見られない点、２つは、「収入保険制度」は
登場するが、農産物の国境措置とそれと関連させた価
格・所得政策という、そもそもの土台となる政策が説得
的に位置づけられているとは思えない点だ。そうした肝
心なところをあいまいにしたまま、枝ぶりの良いところ
にだけ目を向ける対策では、若者が思い切って農業に立
ち向かえる土俵づくりにはつながらず、結局、新鮮で安
全な国内農産物を食べたいと思っている消費国民を裏切
ることにならないか。
　大潟村の方々のご意見を聞いてみたいものだ。

〈つづく〉

秋田県立大学　名誉教授

佐藤　　了

（さとう　さとる）
1949年秋田県生まれ。北海道大学大学院農学研究科博士
課程単位取得。農林省農事試験場、農林水産省農業研究セ
ンター、東北農業試験場で試験研究に従事。1997年に秋
田県立農業短期大学教授に就任。秋田県立大学生物資源科
学部教授、学部長を経て、2014年３月定年退職。専門は
農業経済と地域計画。

※http://www.kantei.go.jp/jp/singi/nousui/から閲覧できます。

第１回  農業者が活躍できる土俵づくりを

新連載

～日本のモデル農村建設のため、半世紀前に誕生した大潟村。効率の良い農地と、
担い手が確保されているという強みを持ち、常に先進的な農業を目指しています。
これからも村が日本の食糧基地としてあり続けるためのヒントを、大潟村農業に
造詣の深い秋田県立大学名誉教授の佐藤了氏からいただきます～

おぉがたな話題




