
私
も
い
つ
し
か
手
伝
う
よ
う
に

な
り
、
少
し
ず
つ
農
業
技
術
を

教
え
込
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
母

が
亡
く
な
り
父
と
二
人
三
脚
で

営
む
よ
う
に
な
り
、
そ
の
父
も

足
を
悪
く
し
て
か
ら
は
、
私
と

妻
で
規
模
を
小
さ
く
し
、
現
在
、

20
㌃
の
野
菜
と
10
㌃
の
果
樹
園

と
12
㌃
の
田
を
営
ん
で
い
ま
す
。

　

私
が
父
の
農
業
を
継
ぐ
こ
と

が
で
き
た
理
由
は
、
私
自
身
が

農
業
を
営
む
に
あ
た
り
何
ひ
と

つ
用
意
す
る
も
の
、
購
入
す
る

も
の
が
な
か
っ
た
か
ら
で
し
た
。

つ
ま
り
、
１
円
の
投
資
も
な
く

農
業
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
農
業
機
械
を
は
じ
め
、

ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
一
式
な
ど
、
そ

の
他
農
作
業
に
関
わ
る
す
べ
て

の
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ

ら
を
私
は
受
け
継
ぎ
、
現
在
、

農
業
を
営
む
こ
と
が
で
き
て
い

ま
す
。

　

新
規
に
農
業
を
営
も
う
と
す

る
に
は
、
農
地
の
取
得
を
は
じ

め
と
し
て
、
農
業
機
械
、
農
業

資
材
の
手
配
な
ど
、
莫
大
な
費

用
が
必
要

に
な
り
ま

す
。
何
を

ど
の
よ
う

に
栽
培

し
、
ど
の

よ
う
に
販
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農
業
委
員
会
長
　
松
永
晋
一

■
編
　
集
　
飯
山
市
農
業
委
員
会
　
情
報
委
員
会

飯山市
農業委員会事務局
飯山市役所農林課内
電話： 62 - 3111
　　　（内線261）   
FAX：62 - 6221

あしあと　１・２月の活動記録
1月10日 農業委員会役員会

29日 女性農業者との懇談会
〃　    1 月農業委員会総会

2月 4日 北信州農業委員会協議会研修会（中野市）
6日 遊休農地活用シンポジウム（長野市）
8日 農業委員会役員会
21日 2月農業委員会総会
〃　 市長との懇談会

23 農業委員会だより / 19.3

あ
ぜ
道
だ
よ
り

農
業
の
６
次
産
業
化
へ
の
取
り
組
み
の
た
め
に

市
長
と
の
懇
談
会

　

農
業
の
6
次
産
業
化
と
は
、

1
次
産
業
と
し
て
の
農
業
と
、

2
次
産
業
と
し
て
の
製
造
業
、

3
次
産
業
と
し
て
の
小
売
業
等

の
事
業
と
の
総
合
的
か
つ一体
的

な
推
進
を
図
り
、
農
村
の
豊
か

な
地
域
資
源
を
活
用
し
た
新
た

な
付
加
価
値
を
生
み
出
す
取
り

組
み
で
す
。
農
業
委
員
会
で
は
、

市
内
で
独
自
に
農
業
の
6
次
産

業
化
に
取
り
組
む
女
性
の
皆
さ

ま
と
懇
談
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　
懇
談
で
は
、
日
頃
の
皆
さ
ま
の

苦
労
や
工
夫
、
将
来
の
夢
な
ど

を
お
聞
き
し
ま
し
た
。そ
の
中
で
、

加
工
品
の
製
造
よ
り
も
販
売
が

難
し
い
。
農
繁
期
に
は
製
造
に

手
が
回
ら
な
い
。
加
工
品
の
ア
イ

デ
ア
は
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
個
人

レ
ベ
ル
で
は
加
工
施
設
の
設
備
投

資
が
で
き
な
い
。
個
人
で
は
製
造

に
限
界
が
あ
り
、
加
工
品
の
安

　

農
業
委
員
会
で
は
、
地
域
農

業
者
の
利
益
代
表
と
し
て
飯
山

市
農
業
の
発
展
に
つ
な
が
る
提

案
と
い
う
形
で
足
立
飯
山
市
長

と
懇
談
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
前
月
に
開
催
さ
れ

ま
し
た
、
市
内
で
農
業
の
6
次

産
業
化
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い

る
方
々
の
意
見
を
踏
ま
え
、「（
仮

称
）
6
次
産
業
セ
ン
タ
ー
の
設

置
」
お
よ
び
、
今
や
生
産
農
家

が
２
戸
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
地
域

ブ
ラ
ン
ド
で
あ
る
「
み
ゆ
き
ポ
ー

ク
の
振
興
」を
主
な
提
案
と
し
て
、

そ
れ
に
対
す
る
市
長
の
考
え
方

を
確
認
す
る
と
い
う
懇
談
を
持

ち
ま
し
た
。

　

懇
談
の
中
で
市
長
は
6
次
産

業
セ
ン
タ
ー
の
設
置
に
関
し
て
、

こ
う
い
っ
た
施
設
の
必
要
性
を
感

じ
つ
つ
も
、
今
ま
で
施
設
も
組
織

も
無
か
っ
た
。
市
で
は
施
設
を
造

る
こ
と
は
で
き
る
が
、
施
設
の
運

営
や
加
工
品
の
製
造
販
売
は
で

き
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
を
継
続
し

て
行
う
こ
と
の
で
き
る
農
業
者
の

私
と
農
業
の
関
わ
り
方

飯山地区農業委員
飛　澤　正　志

　

今
回
『
あ
ぜ
道
だ
よ
り
』
へ

の
投
稿
に
当
た
り
、
何
を
書
こ

う
か
と
考
え
ま
し
た
。「
農
業

委
員
１
年
生
と
し
て
の
取
り
組

み
」、「
昨
今
の
農
業
後
継
者
不

足
」、「
荒
廃
農
地
解
消
の
打
開

策
」
な
ど
。
し
か
し
、
今
の
私

の
知
識
力
、
考
察
力
不
足
で
文

章
を
起
こ
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

や
は
り
私
が
書
け
る
こ
と
は
、

私
自
身
の
農
業
と
の
関
わ
り
方
、

そ
し
て
今
後
の
農
業
経
営
の
進

め
方
で
す
。

　

私
の
家
は
、
両
親
が
農
業
を

営
ん
で
い
ま
し
た
の
で
、
私
も
お

の
ず
と
小
さ
い
頃
か
ら
農
作
業

に
は
慣
れ
親
し
ん
で
き
ま
し
た
。

両
親
は
、
昭
和
20
年
頃
か
ら
60

年
近
く
農
業
に
従
事
し
、
最
盛

期
に
は
リ
ン
ゴ
50
本
、
梨
10
本
、

プ
ラ
ム
10
本
、
白
桃
10
本
を
作

り
、
雇
い
人
を
４
〜
５
人
お
願

い
し
て
い
た
果
樹
農
家
で
し
た
。

〈
参
加
者
の
皆
さ
ま
〉

滝
沢
弥
生
さ
ん
（
太
田
地
区
）

 

無
農
薬
の
野
菜
や
米
粉
を
使
い
、
パン
や
菓
子
、
惣
菜
を
製
造
販
売

木
内
マ
ミ
さ
ん
（
常
盤
地
区
）

 

な
べ
く
ら
高
原
で
ハ
ー
ブ
を
栽
培
し
、ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
と
し
て
製
造
販
売

岡
田
早
苗
さ
ん
（
木
島
地
区
）

 

ケ
ー
ル
や
ビ
ー
ツ
を
栽
培
し
て
お
り
、
加
工
原
料
等
と
し
て
販
売

平
野
正
美
さ
ん
（
飯
山
地
区
）

 

サ
ン
ロ
ー
ラ
ン
で
飯
山
の
伝
統
野
菜
な
ど
を
使
っ
た
焼
き
菓
子
を
製
造
販
売

小
林
寿
々
江
さ
ん
（
常
盤
地
区
）

 

エ
ゴマ
を
栽
培
し
、
え
ご
ま
油
と
し
て
製
造
販
売

佐
々
木
理
恵
さ
ん
（
地
域
お
こ
し
協
力
隊
）

 

移
住
者
向
け
情
報
発
信
を
し
て
お
り
、
食
と
農
業
に
つ
い
て
関
心
を
持
つ

組
織
化
が
課
題
で
あ
り
、
そ
れ

が
実
現
で
き
る
よ
う
農
業
委
員

会
も
後
押
し
し
て
ほ
し
い
。ま
た
、

み
ゆ
き
の
ポ
ー
ク
の
振
興
に
つ
い

て
は
、
ブ
ラ
ン
ド
の
存
続
は
重
要

で
、
施
設
整
備
や
後
継
者
問
題
、

現
在
の
体
制
を
当
面
支
援
で
き

る
政
策
を
併
せ
て
実
施
し
て
い
き

た
い
。
と
の
考
え
を
示
さ
れ
ま
し

た
。

　
今
回
は
ポ
イ
ン
ト
を
絞
っ
た
懇

談
会
と
し
ま
し
た
が
、
い
ず
れ
の

テ
ー
マ
も
目
的
達
成
は
容
易
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
課
題
に
対
し
て

農
業
委
員
会
で
は
何
が
で
き
る

の
か
模
索
し
、
飯
山
市
の
農
業

振
興
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

定
供
給
が
で
き
ず
販
売
展
開
が

で
き
な
い
。
な
ど
の
課
題
が
出
さ

れ
ま
し
た
。

　

6
次
産
業
化
の
取
り
組
み
は

簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
課

題
を
解
決
し
上
手
く
機
能
し
た

と
き
に
地
元
農
産
物
に
付
加
価

値
が
生
ま
れ
、
農
業
農
村
の
活

性
化
に
つ
な
が
り
ま
す
。
そ
れ
を

可
能
と
す
る
「
仕
組
み
づ
く
り
」

と
「
農
産
物
の
加
工
所
の
設
置
」

を
強
く
要
望
す
る
懇
談
会
と
な

り
ま
し
た
。

農業者年金に加入しませんか？

農業者の老後の備えは
国民年金+農業者年金

　国民年金の支給額は、夫婦二人で月額約13万円です。
　一方、高齢農家の家計費は夫婦二人で月額23万円～24
万円が必要となるデータがあります。→月額約10万円不足！

お問い合わせは農業委員または農業委員会事務局へ

女性農業者の皆さんもあなた自身の年金を！

売
す
る
か
も
考
え
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　

新
規
就
農
者
へ
地
域
や
行
政

の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
が
あ
っ
て
も
、

な
か
な
か
現
れ
な
い
理
由
の
ひ

と
つ
に
そ
の
辺
の
こ
と
が
あ
る
と

思
わ
れ
ま
す
。
費
用
と
労
働
力

が
必
要
と
さ
れ
る
割
に
、
農
業

は
も
う
か
ら
な
い
。
私
に
は
そ

ん
な
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
あ
り
ま

す
。

　

付
加
価
値
を
つ
け
ら
れ
る
農

産
物
を
見
い
だ
す
、
あ
る
い
は
、

契
約
栽
培
に
よ
り
安
定
し
た
収

入
を
得
る
。
こ
れ
ら
の
打
開
策

は
ど
こ
に
。
農
業
委
員
活
動
の

中
で
模
索
し
て
い
き
た
い
で
す
。

加 入 
要 件

　　　　①60歳未満の方
　　　　②国民年金第1号被保険者
　　　　③年間60日以上農業に従事している方

４つのおすすめポイント
①終身年金
②保険料額の自由設定・変更可能
　（月額2万円～6万7千円の間で千円単位で選択自由）
③税制面でのメリット
④積立方式の確定拠出型年金


