
目指す農業の姿 釜石の農業の現状

特 集

釜
石
型
農
業
の
芽
ば
え

　中山間地域での農業経営であり農地の規模
は小さい。市の総土地面積に占める耕地面積
率はわずか1.7％（岩手県全体は9.8％）です。
農業産出額は、令和２年には県内33市町村
の中で最下位になりました。
　現状は、米作を中心に少量多品目の野菜生
産を行う小規模な農業者が多いことから、農
業産出額が大幅に減少している状況です。

　市は、令和3年度からスタートした第6次釜石市総合計画の中で「魅力ある農林業の創出と地
域の活性化」を目指し、農業を未来へつなぐために取り組んでいます。

　令和元年には農業施策を協議する場として釜石市農政推進協議会を設置しました。そこで取り
まとめた「釜石の自然的条件を満たす、収益性の高い農業経営への支援が必要」という意見から
構想を始めたのが釜石型農業です。

　今後も市と農業者が連携しながら釜石型農業の確立と、地域の消費者・企業と連携しながら地
産地消の取り組みを推進していきます。

2005年 2010年 2015年 2020年
総農家数 523戸 455戸 333戸 266戸
農業就業
人口  （※） 469人 340人 213人 173人※

※2020年は、「農業に60日以上従事した世帯員、役員・構成員数」

農業産出額
2018年 2020年

3億7,000万円 1億8,000万円

岩
手
県
の
農
業
産
出
額
は
、
２
，７
２
７
億
円
と
全
国
10
位
（
令
和
２
年
現
在
）
で
、

広
大
な
土
地
を
生
か
し
た
農
業
は
県
の
基
幹
産
業
で
す
。

一
方
、
釜
石
は
平
地
が
少
な
い
中
山
間
地
特
有
の
土
地
柄
で
、

内
陸
部
に
比
べ
て
農
業
に
は
厳
し
い
環
境
下
に
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
皆
さ
ん
の
中
に
も
釜
石
は
農
業
よ
り
工
業
、
漁
業
の
ま
ち
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
が
強
い
人
が
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

実
際
、
市
内
の
総
農
家
数
は
、
10
年
間
で
約
４
割
減
少
し
、
平
均
年
齢
は
約
68
歳
。

10
年
後
に
は
、
さ
ら
に
高
齢
化
、
担
い
手
不
足
が
進
む
と
予
想
さ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
応
す
る
た
め
、

市
は
釜
石
の
自
然
条
件
に
合
っ
た
収
益
性
の
高
い
農
業

「
釜
石
型
農
業
」
モ
デ
ル
の
構
築
を
目
指
し
て
お
り
、

令
和
３
年
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
第
六
次
釜
石
市
総
合
計
画
の
中
で
も
、

「
釜
石
型
農
業
の
確
立
と
担
い
手
の
確
保
」

「
地
産
地
消
の
推
進
に
よ
る
所
得
の
向
上
」
を

２
０
３
０
年
の
あ
り
た
い
姿
と
し
て
掲
げ
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
釜
石
の
農
業
に
関
わ
る
人
々
と
、

魅
力
あ
る
農
業
の
創
出
の
た
め
の
取
り
組
み
を

「
付
加
価
値
」「
担
い
手
」「
地
産
地
消
」「
市
民
農
園
・
観
光
農
園
」
の

4
つ
の
視
点
か
ら
紹
介
し
ま
す
。
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甲
子
柿
は
、
甲
子
町
を
中
心
に
作

ら
れ
る
、
伝
統
製
法
で
渋
抜
き
さ
れ

た
、
完
熟
ト
マ
ト
の
よ
う
な
鮮
紅
色

を
し
、
ゼ
リ
ー
の
よ
う
な
食
感
が
特

長
の
柿
で
す
。
渋
柿
を
室む
ろ

の
中
に
入

れ
、
煙
で
燻
す
燻
煙
脱
渋
法
で
甘
く

し
た
柿
は
甲
子
柿
の
み
で
、
そ
の
珍

し
さ
が
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
古
く

か
ら
釜
石
地
方
独
特
の
秋
の
味
と
し

て
親
し
ま
れ
て
き
た
伝
統
産
品
で
す
。

　
古
く
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
伝

統
製
法
で
生
産
さ
れ
る
釜
石
の
秋
の

味
覚
甲
子
柿
が
、
今
年
も
出
荷
の

シ
ー
ズ
ン
を
迎
え
ま
す
。
例
年
行
わ

れ
て
い
る
目
揃
え
会
、
甲
子
柿
審
査

会
も
開
催
さ
れ
、
10
月
下
旬
頃
か
ら

生
産
の
状
況
に
よ
り
順
次
出
荷
さ
れ

ま
す
。
市
内
で
は
、
道
の
駅
仙
人
峠

や
一
部
ス
ー
パ
ー
で
購
入
が
可
能
で

す
。
ま
た
、
市
外
・
県
外
に
も
フ
ァ

ン
が
多
い
甲
子
柿
を
多
く
の
消
費
者

に
購
入
い
た
だ
く
た
め
、
盛
岡
市
や

仙
台
市
、
伊
丹
空
港
内
な
ど
で
の
対

面
販
売
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

り
な
が
ら
、
持
続
が
不
可
能
と
な
る
の
で

は
と
危
惧
し
て
い
ま
す
。

製
法
へ
の
こ
だ
わ
り

　

ま
ず
は
基
本
を
し
っ
か
り
や
る
。
剪せ

ん

定て
い

、
摘て

き

蕾ら
い

や
摘て

き

果か

、
防
除
な
ど
の
作
業
で

す
ね
。
こ
れ
ら
の
作
業
に
一
年
の
大
部
分
を

費
や
し
て
い
ま
す
。
燻
す
前
の
果
実
そ
の

も
の
が
良
い
果
実
で
な
い
と
、
最
終
的
な

製
品
も
満
足
い
く
も
の
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
同
じ
柿
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
果
樹
で
熟
れ

具
合
が
微
妙
に
違
い
ま
す
か
ら
、
果
実
の

色
な
ど
か
ら
熟
れ
具
合
を
良
く
見
て
、
収

穫
し
て
い
ま
す
。

　
最
後
の
仕
上
げ
と
な
る
燻
す
作
業
は
温

度
管
理
が
命
で
す
。
そ
の
日
の
天
候
や
湿

度
な
ど
も
考
慮
し
な
が
ら
、
室
の
中
の
温

度
を
約
1
週
間
、
一
定
に
維
持
す
る
こ
と

に
、
と
て
も
気
を
使
っ
て
い
ま
す
。

釜
石
の
秋
の
味
覚
を
ご
賞
味
く
だ
さ
い

　
甲
子
柿
は
、
日
本
で
唯
一
の
製
法
で
生

産
さ
れ
る
、
古
く
か
ら
釜
石
を
代
表
す
る

秋
の
味
覚
で
す
。
真
っ
赤
な
見
た
目
と
、

ほ
ん
の
り
と
燻
し
た
風
味
の
あ
る
格
別
な

甘
さ
を
、
是
非
皆
さ
ま
に
試
し
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。

甲
子
柿
を
作
る
き
っ
か
け

　
甲
子
柿
は
元
々
、
私
の
父
が
生
産
し
て

い
た
の
で
、
父
の
柿
作
り
を
見
て
来
て
自

然
と
そ
れ
を
引
き
継
ぎ
ま
し
た
。

今
後
の
展
開
・
ブ
ラ
ン
ド
化

　
令
和
３
年
3
月
に
甲
子
柿
が
Ｇ
Ｉ
に
登

録
さ
れ
た
こ
と
が
一
つ
の
大
き
な
機
会
と

な
り
、
今
ま
で
以
上
に
品
質
の
良
い
も
の

を
生
産
、
出
荷
し
て
い
こ
う
と
、
一
層
思

う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
市
の
人
口
が
多

か
っ
た
頃
は
、
何
も
し
な
く
て
も
地
域
の

中
で
売
れ
て
き
ま
し
た
が
、
今
後
は
そ
う

は
い
か
な
い
で
し
ょ
う
。
地
域
の
外
で
も

買
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
良
い
品
を
生
産

し
て
、
そ
れ
な
り
の
価
格
で
提
供
し
て
い

か
な
い
と
、
甲
子
柿
の
生
産
は
、
担
い
手

が
い
な
く
な
り
、
釜
石
の
伝
統
産
品
で
あ

甲子柿の里生産組合　組合長

佐々木 裕一 さん

甲
　
子
　
柿

今
年
も
甲
子
柿
の
シ
ー
ズ
ン

を
迎
え
ま
す

ク
ッ
キ
ン
グ
ト
マ
ト

「
す
ず
こ
ま
」
を

新
た
な
特
産
品
に

か
ら
栽
培
す
る
仲
間
が
増
え
て
、
販
売
先

も
広
が
っ
て
い
け
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。

　
民
間
の
事
業
者
や
学
校
給
食
へ
の
利
用

で
安
定
的
に
購
入
し
て
も
ら
え
れ
ば
安
心

し
て
栽
培
に
取
り
組
め
る
と
思
い
ま
す
。

ま
だ
ク
ッ
キ
ン
グ
ト
マ
ト
自
体
が
知
ら
れ

て
い
ま
せ
ん
し
、
私
自
身
も
ト
マ
ト
と
言

え
ば
生
で
食
べ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
で
す

が
、
炒
め
る
・
煮
る
な
ど
の
他
に
ピ
ュ
ー

レ
に
し
て
保
存
し
た
り
、
氷
と
一
緒
に
ミ

キ
サ
ー
に
か
け
て
ジ
ュ
ー
ス
に
し
た
り

と
、
色
々
な
活
用
が
で
き
る
品
種
だ
と
思

い
ま
す
。
市
内
で
生
産
さ
れ
た
す
ず
こ
ま

を
使
用
し
た
ジ
ェ
ラ
ー
ト
も
市
内
企
業
に

よ
っ
て
商
品
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し

た
取
組
が
広
が
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま

す
。

す
ず
こ
ま
の
試
験
栽
培
を
し
て
み
て

　
釜
石
市
農
政
推
進
協
議
会
で
新
た
な
地

域
特
産
品
の
導
入
を
検
討
し
、
す
ず
こ
ま

の
試
験
栽
培
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
２

年
間
栽
培
を
し
て
み
て
、
手
が
か
か
ら
ず

育
て
や
す
い
、
年
を
と
っ
て
も
作
っ
て
い

け
る
品
種
だ
と
感
じ
ま
す
。
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
流
行
で
研
修
が
な
く
な
り
、
手
探

り
で
栽
培
し
て
き
た
た
め
、
実
が
大
き
く

な
る
に
つ
れ
て
支
柱
が
倒
れ
て
く
る
な
ど

の
ハ
プ
ニ
ン
グ
も
あ
り
ま
し
た
が
、
な
ん

と
か
形
に
で
き
ま
し
た
。

　
今
年
は
若
干
着
色
が
遅
れ
て
い
る
感
じ

も
し
ま
す
が
、
学
校
給
食
に
使
っ
て
も
ら

う
た
め
、
大
事
に
育
て
ま
し
た
。

す
ず
こ
ま
へ
の
期
待

　
今
は
試
験
栽
培
の
段
階
で
す
が
、
こ
れ

釜石市農政推進協議会　会長

佐々木 かよ さん

　
釜
石
型
農
業
と
は
、
狭
い
農
地

で
あ
っ
て
も
、
温
暖
で
降
雪
量
が

少
な
い
地
域
特
性
を
生
か
し
つ
つ
、

複
合
型
農
業
や
副
業
型
農
業
※
な

ど
、
釜
石
な
ら
で
は
の
農
業
に
向

け
た
仕
組
み
づ
く
り
を
推
進
す
る

も
の
で
す
。
小
さ
い
面
積
で
所
得

の
確
保
が
期
待
で
き
、
他
地
域
に

は
な
い
釜
石
な
ら
で
は
の
付
加
価

値
の
高
い
農
産
物
の
生
産
振
興
を

図
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の

こ
と
で
、
収
益
性
の
高
い
農
業
モ

デ
ル
の
確
立
を
目
指
す
も
の
で

す
。

※ 

複
合
型
農
業
…
既
存
の
少
量
多
品

目
の
経
営
に
加
え
、
面
積
当
た
り

の
収
量
が
多
く
収
益
性
の
高
い
生

産
を
複
合
的
に
行
う
農
業

　 

副
業
型
農
業
…
兼
業
や
他
産
業
の

従
事
者
が
副
業
と
し
て
収
益
性
の

高
い
作
物
の
生
産
を
行
う
農
業

　
日
本
で
は
ト
マ
ト
と
い
う
と
生
で

食
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、

世
界
で
ト
マ
ト
の
消
費
量
の
多
い
国

で
は
加
熱
・
調
理
し
て
食
べ
る
こ
と

が
多
く
、
将
来
的
に
消
費
拡
大
が
期

待
さ
れ
る
品
種
で
す
。

　

ク
ッ
キ
ン
グ
（
加
熱
調
理
用
）
ト

マ
ト
と
は
、
ト
マ
ト
の
中
で
も
炒
め

る
、
煮
る
な
ど
過
熱
調
理
で
う
ま
み

が
引
き
出
さ
れ
る
品
種
で
す
。
そ
の

中
で
も
す
ず
こ
ま
は
ト
マ
ト
の
赤
色

成
分
リ
コ
ピ
ン
が
多
く
、
加
熱
す
る

と
赤
色
が
鮮
や
か
と
な
り
食
味
も
優

れ
ま
す
。

釜
石
型
農
業

と
は

甲子柿は、令和３年に地域独特の
産品の名称を保護する地理的表示

（GI）保護制度に登録されました

市内企業で開発された
すずこまを使用したジェラート

12名の審査員が甲子柿の見た目、味等を
審査する甲子柿審査会の様子
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伝
え
て
い
る
の
で
、
皆
さ
ん
積
極
的
に

作
業
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。

　

近
年
は
コ
ロ
ナ
禍
で
作
業
の
依
頼
が

減
っ
て
い
た
の
で
、
新
し
い
仕
事
を
依

頼
し
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
意
味
で
も

あ
り
が
た
か
っ
た
で
す
ね
。

山
本　
こ
ち
ら
の
施
設
も
同
じ
で
、
楽

し
ん
で
作
業
を
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

始
め
た
頃
は
職
員
を
含
め
て
甲
子
柿
の

生
産
に
柿
を
磨
く
工
程
が
あ
る
こ
と
自

体
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
今
で

は
利
用
者
さ
ん
の
中
で
も
秋
の
定
番
の

お
仕
事
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

昨
年
か
ら
は
パ
ッ
ケ
ー
ジ
へ
の
シ
ー

ル
貼
り
の
作
業
も
受
け
て
い
て
、
作
業

の
幅
が
広
が
る
と
い
う
意
味
で
も
す
ご

く
良
か
っ
た
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
甲

子
柿
の
色
々
な
工
程
に
携
わ
っ
て
、
甲

子
柿
に
興
味
を
も
つ
利
用
者
さ
ん
も
増

え
ま
し
た
。
農
家
さ
ん
か
ら
も
「
す
ご

く
助
か
る
」
と
い
う
声
を
い
た
だ
い
て

い
て
嬉
し
く
感
じ
て
い
ま
す
。

日
本
古
来
の
暮
ら
し
を
し
て
い
て
、
そ

の
一
環
と
し
て
ソ
バ
や
野
菜
づ
く
り
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
農
の
魅
力
は
自

分
の
在
り
方
を
見
つ
め
直
せ
る
こ
と
。

「
自
然
の
中
の
ご
く
一
部
と
し
て
自
分

は
ど
う
生
き
ら
れ
る
か
」
そ
ん
な
問
い

の
答
え
を
見
つ
け
て
い
き
た
い
で
す
。

　

冷
蔵
庫
に
は
食
べ
物
が
あ
っ
て
、
蛇

口
を
ひ
ね
れ
ば
水
が
出
る
、
そ
の
生
活

を
維
持
す
る
た
め
に
お
金
を
稼
ぐ
。
そ

う
い
う
生
活
を
僕
自
分
自
身
も
経
験
し

て
き
ま
し
た
し
、
否
定
す
る
も
の
で
も

あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
そ
う
で
な
い
在

り
方
も
選
択
肢
と
し
て
あ
れ
ば
、
そ
れ

は
す
ご
く
豊
か
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら

　

大
量
生
産
大
量
消
費
で
は
な
い
部
分

に
価
値
を
見
出
し
て
、
そ
れ
が
新
し
い

農
の
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
っ
た
ら
い
い

で
す
ね
。
一
部
は
き
ち
ん
と
農
産
物
の

生
産
を
し
て
、
一
部
は
み
ん
な
で
過
程

を
楽
し
む
場
所
に
す
る
と
い
う
や
り
方

も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
地
域
の
皆

さ
ん
に
も
温
か
く
迎
え
て
い
た
だ
い

て
、
心
地
よ
く
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
10

年
、
20
年
と
こ
こ
で
暮
ら
し
て
行
き
た

い
で
す
。

何
も
分
か
ら
な
い
状
態
だ
っ
た
の
で
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
た
「
新
鮮
い
わ

て
農
業
チ
ャ
レ
ン
ジ
体
験
研
修
」
に
参

加
し
ま
し
た
。
山
田
町
の
農
業
法
人
で

3
日
間
教
え
て
い
た
だ
い
て
、
野
菜
の

作
り
方
は
も
ち
ろ
ん
、
使
っ
て
い
る
農

業
資
材
な
ど
も
と
て
も
参
考
に
な
り
ま

し
た
。
研
修
の
終
わ
り
に
は
「
こ
れ
か

ら
も
遊
び
に
来
て
い
い
よ
」
と
言
っ
て

い
た
だ
い
て
、
心
強
か
っ
た
で
す
ね
。

　

そ
こ
か
ら
市
へ
の
相
談
を
経
て「
農

業
入
門
塾
」に
参
加
し
、座
学
と
実
践
で

さ
ら
に
勉
強
を
続
け
て
い
ま
す
。

目
指
す
農
業
の
姿

　

で
き
る
範
囲
で
、
農
薬
を
減
ら
し
た

野
菜
作
り
を
し
た
い
で
す
。
地
域
の
人

に
お
い
し
い
野
菜
を
届
け
た
い
と
思
っ

て
い
る
の
で
、
販
路
拡
大
と
い
う
よ
り

は
、
ど
ん
ぐ
り
広
場
な
ど
の
地
元
産
直

で
販
売
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
と
思
っ

て
い
ま
す
。
新
た
な
農
地
を
見
つ
け
ら

れ
れ
ば
、
葉
物
野
菜
な
ど
に
も
チ
ャ
レ

ン
ジ
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

暮
ら
し
を
作
り
に
、
釜
石
へ

　

会
社
員
と
し
て
全
国
を
転
勤
し
な
が

ら
仕
事
を
し
て
い
た
の
で
す
が
、
色
々

な
出
会
い
や
食
・
自
然
に
触
れ
る
中
で
、

そ
の
前
提
に
な
る
人
間
の
生
活
、
つ
ま

り
衣
食
住
が
元
々
ど
う
出
来
て
い
た
か

は
知
ら
な
い
な
と
感
じ
て
い
ま
し
た
。

そ
う
い
う
生
活
を
実
践
し
た
く
て
移
住

を
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
い
ろ
い
ろ
な
地
域
を
検
討
し

た
ん
で
す
が
、あ
る
時
釜
石
の
人
の
「
こ

こ
で
生
き
た
い
。
こ
の
地
域
の
土
か
ら

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
感
じ
る
か
ら
こ
こ
で
生

き
た
い
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
て
す
ご

く
感
動
し
ま
し
た
。
生
き
る
実
感
が
な

い
僕
に
と
っ
て
、
生
き
る
を
全
う
し
て

い
る
方
が
と
て
も
輝
い
て
見
え
ま
し
た
。

　

な
の
で
、
釜
石
に
は
農
業
を
し
に
き

た
と
言
う
よ
り
、「
暮
ら
し
を
作
り
に
来

た
」
と
思
っ
て
い
ま
す
。

作
り
た
い
「
暮
ら
し
」

　

橋
野
町
で
古
民
家
を
借
り
て
、
食
べ

物
を
自
分
で
作
る
、
服
や
住
宅
は
自
分

で
修
繕
す
る
な
ど
「
過
程
」
を
楽
し
む

農
業
に
興
味
を
持
つ
き
っ
か
け

　

子
ど
も
の
頃
、
祖
母
が
家
庭
菜
園
を

し
て
い
た
り
、
田
ん
ぼ
の
作
業
を
す
る

機
会
が
あ
っ
た
の
が
大
き
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
実
家
が
農
家
だ
と
か
、
こ
れ

ま
で
の
仕
事
で
農
業
に
関
わ
っ
た
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
釜
石
に

移
り
住
ん
で
、
農
地
が
あ
っ
て
。
そ
れ

を
放
置
す
る
の
は
も
っ
た
い
な
い
と
思

っ
た
ん
で
す
ね
。
や
っ
て
み
た
ら
面
白

さ
に
気
付
い
て
今
は
ネ
ギ
、
オ
ク
ラ
、

ト
マ
ト
、
キ
ャ
ベ
ツ
な
ど
を
作
っ
て
い

ま
す
。

最
初
の
ス
テ
ッ
プ

　

や
っ
て
み
よ
う
と
思
っ
た
も
の
の
、

三
み

科
しな

 宏輔 さん

三 浦 未知華 さん

橋野地区を拠点に活動・
地域おこし協力隊

釜石に移り住み、
新規就農を目指す

協定締結式

新
た
な
担
い
手
の
確
保

　
総
農
家
数
の
減
少
か
ら
、
農
業
の
担
い
手
を
確
保
す
る
た
め
、
定
年
帰
農
や
兼
業
農
家

を
含
め
た
若
い
世
代
の
新
規
就
農
、
企
業
参
入
や
農
福
連
携
な
ど
、
多
様
な
農
業
経
営
体

の
受
け
入
れ
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
新
た
な
担
い
手
を
紹
介
し
ま
す
。

ま
す
。
こ
れ
を
農
業
者
に
肥
料
と
し
て

活
用
い
た
だ
き
、
農
業
の
生
産
拡
大
に

貢
献
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
産
業
の
面
で
は
、
複
数
鶏
舎
を

導
入
し
回
転
さ
せ
る
こ
と
で
、
安
定
的

な
作
業
量
確
保
・
安
定
雇
用
を
目
指
し

て
い
き
た
い
で
す
。
雇
用
は
、
地
域
の

人
は
も
ち
ろ
ん
、
Ｉ
タ
ー
ン
や
移
住
者

の
方
も
受
け
入
れ
て
い
け
れ
ば
と
思
っ

て
い
ま
す
。

釜
石
の
農
業
の
イ
メ
ー
ジ

　

漁
業
は
復
活
、
農
業
は
創
出
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
ま
す
。
釜
石
は

土
地
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ

ば
、
施
設
栽
培
な
ど
が
今
後
の
安
定
生

産
を
見
込
め
る
と
思
い
ま
す
。

釜
石
へ
の
参
入
の
き
っ
か
け

　

三
陸
道
の
開
通
に
よ
る
移
動
時
間
の

短
縮
、
飼
料
供
給
拠
点
で
あ
る
こ
と
、

地
域
の
了
解
・
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
で
釜
石

へ
の
事
業
拡
大
を
決
め
ま
し
た
。

　

釜
石
の
養
鶏
農
場
は
、
農
業
産
出
額

４
億
円
を
見
込
み
、
令
和
６
年
春
の
操

業
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
釜
石
は
、
ラ
グ

ビ
ー
の
ま
ち
で
あ
り
、
そ
の
肉
体
づ
く
り

に
高
タ
ン
パ
ク
な
鶏
肉
を
と
い
う
イ
メ

ー
ジ
も
定
着
さ
せ
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

　

釜
石
の
人
は
温
厚
で
、
地
権
者
様
も

親
し
み
や
す
い
。
長
く
お
付
き
合
い
で

き
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

市
と
の
協
定
に
「
農
業
者
の
協
力

関
係
の
構
築
」「
農
林
畜
産
業
の
発

展
に
寄
与
す
る
」
と
あ
り
ま
す

　

養
鶏
の
副
産
物
と
し
て
発
生
す
る
鶏

ふ
ん
を
燃
焼
灰
に
し
て
商
品
化
し
て
い

甲
子
柿
の
生
産
を

福
祉
と
連
携
で
補
助

　

農
福
連
携
と
は
障
が
い
の
あ
る
人
な

ど
が
農
業
分
野
で
活
躍
し
、
社
会
参
加

や
生
き
が
い
づ
く
り
を
実
現
す
る
取
り

組
み
で
す
。
釜
石
で
は
、
甲
子
柿
生
産

に
お
い
て
室
で
燻
す
前
の
柿
の
実
を
磨

く
作
業
や
パ
ッ
ケ
ー
ジ
へ
の
ラ
ベ
ル
貼

り
作
業
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
2
施

設
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

山
﨑　
柿
磨
き
は
成
果
が
目
に
見
え
る

作
業
な
の
で
、
楽
し
く
や
っ
て
い
る
利

用
者
さ
ん
が
多
い
印
象
で
す
。
初
め
て

農
家
さ
ん
に
納
品
に
持
っ
て
行
っ
た
時

に
は
「
す
ご
い
！  

ピ
カ
ピ
カ
に
し
て
も

ら
っ
た
」
と
い
う
反
応
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
農
家
さ
ん
が
喜
ん
で
く
れ
た
こ

と
を
作
業
を
行
っ
た
利
用
者
さ
ん
達
に

㈱オヤマ  専務取締役
㈱オヤマファーム  代表取締役

小山 雅也 さん

まごころ就労支援センター  施設長

山本 智
ち

裕
ひろ

 さん（左）
かまいしワーク・ステーション  業務課長

山﨑 将
まさ

生
お

 さん（右）

市内で養鶏農場「リアス
ファーム」を操業予定

農福連携に取り組む施設の皆さん

　

都
市
部
か
ら
移
住
し
、
地
域
お
こ
し
支
援

や
農
林
水
産
業
へ
の
従
事
、
住
民
支
援
な
ど

を
行
い
な
が
ら
、
定
住
・
定
着
を
図
る
取
り

組
み
。

　
地
域
お
こ
し
協
力
隊

磨き作業の前後比較
磨くことで甲子柿独特の艶

つや

が生まれる

㈱オヤマ
昭和41年創業。県内外に7つの工場を操業し、
鶏肉の生産から加工、販売までを一貫して行
う。平成 31年、肉養鶏として県内初の農場
HACCP認証を取得。令和３年７月に市と養鶏
農場立地に関する協定を締結。本社一関市。
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地
産
地
消
が
地
域
を
豊
か
に
す
る

市
民
農
園
・
観
光
農
園

〈
か
ま
い
し
軽
ト
ラ
市
〉

　
市
内
で
農
業
の
盛
ん
な
栗
橋
地
区
、

甲
子
地
区
、
唐
丹
地
区
な
ど
は
、
市

中
心
部
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
に
位
置

し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
消
費
者
の

多
い
市
中
心
部
で
令
和
2
年
度
か
ら

軽
ト
ラ
市
を
開
催
し
、
生
産
者
と
消

費
者
の
交
流
の
場
を
創
出
し
な
が
ら
、

農
業
者
な
ど
の
所
得
向
上
を
目
指
し

て
い
ま
す
。

　

６
月
～
11
月
の
期
間
、
月
１
回
開

催
し
、
旬
の
農
産
物
の
情
報
発
信
や
、

復
興
公
営
住
宅
の
多
い
地
域
で
は
買
い

物
の
利
便
性
向
上
に
も
寄
与
し
、
地
域

の
活
性
化
に
も
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

　
市
は
、
市
民
が
土
に
触
れ
る
機
会
、
花
や
自
然
に
触
れ
る
機
会
を
創
出
す
る
た
め
、

市
民
農
園
を
開
園
し
、
ま
た
ラ
ベ
ン
ダ
ー
観
光
農
園
の
整
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

◆
甲
子
わ
く
わ
く
農
園
（
市
民
農
園
）

　
４
月
に
開
園
し
た
市
民
農
園
は
、
希
望
す
る
市

民
の
皆
さ
ん
に
１
区
画
を
年
額
２
，０
０
０
円
の

使
用
料
で
貸
し
出
し
て
い
ま
す
。
現
在
は
55
区
画

の
う
ち
42
区
画
で
、
使
用
す
る
皆
さ
ん
が
花
や
野

菜
を
育
て
、
農
作
業
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。

　
〇
名
称
：
甲
子
わ
く
わ
く
農
園　

　
〇
場
所
：
甲
子
町
第
７
地
割
内　

　
〇
面
積
：
総
面
積
７
８
９
㎡

　
　
　
　
　
１
区
画
あ
た
り
９
㎡

◆
デ
ィ
ー
ニ
ュ
・
レ
・
バ
ン

　
ラ
ベ
ン
ダ
ー
観
光
農
園

　
フ
ラ
ン
ス
の
デ
ィ
ー
ニ
ュ
・
レ
・
バ
ン
市
は
釜

石
市
の
姉
妹
都
市
で
、
世
界
的
に
ラ
ベ
ン
ダ
ー
の

栽
培
で
有
名
で
す
。

　
市
は
、
ラ
ベ
ン
ダ
ー
の
花
や
香
り
で
癒
さ
れ
る

憩
い
の
場
の
整
備
を
進
め
て
お
り
、
整
備
後
は
農

業
の
多
面
性
を
活
か
し
、
教
育
、
福
祉
、
観
光
、

国
際
交
流
な
ど
の
場
と
し
て
活
用
し
ま
す
。

　
市
は
、
農
業
所
得
の
向
上
や
担
い
手
の
確
保
を
着
実
に
進
め
、
釜
石
の
農
業

の
持
続
的
な
発
展
を
見
据
え
、
釜
石
型
農
業
の
取
組
を
複
合
的
か
つ
戦
略
的
に

進
め
て
い
き
な
が
ら
、魅
力
あ
る
農
業
の
創
出
と
活
性
化
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

〈
地
元
産
品
の
給
食
へ
の
利
用
〉

　
地
産
地
消
推
進
の
一
環
と
し
て
、

市
内
産
直
と
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
が

連
携
し
、
市
内
産
農
産
物
の
学
校
給

食
で
の
利
用
促
進
を
行
っ
て
い
ま

す
。

　
令
和
3
年
度
に
、
釜
石
産
の
米
が

計
5
回
提
供
さ
れ
た
他
、
令
和
３
・

４
年
度
に
は
地
域
振
興
作
物
「
ク
ッ

キ
ン
グ
ト
マ
ト
す
ず
こ
ま
」
を
使
用

し
た
、「
ラ
タ
ト
ゥ
イ
ユ
」「
チ
リ
コ

ン
カ
ン
」
が
市
内
の
小
中
学
校
で
提

供
さ
れ
ま
し
た
。

　
取
り
組
み
の
結
果
、
学
校
給
食
で

の
市
内
産
農
作
物
の
利
用
率
は
増
加

傾
向
に
あ
り
、
特
に
令
和
3
年
度
は

本
格
的
に
釜
石
産
の
米
の
取
り
扱
い

を
開
始
し
、
大
幅
に
利
用
率
が
増
加

し
ま
し
た
。

　
市
は
今
後
も
積
極
的
に
市
内
産
農

産
物
の
利
用
を
推
進
し
て
い
き
ま

す
。

未
来
へ
つ
な
が
る

釜
石
型
農
業
の
第
一
歩

市民農園開園式（4月10日）

すずこまを使用したラタトゥイユ

甲子小児童によるラベンダーの定植（7月4日）

　
地
産
地
消
と
は
、
地
域
で
と
れ
た
も
の
を
地
域
で
消
費
す
る
こ
と
で
す
。
釜
石
は
、
平

成
初
期
か
ら
市
内
に
産
直
が
設
置
さ
れ
、
市
内
の
農
産
物
が
消
費
者
に
近
い
場
所
で
販
売

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
近
年
は
「
か
ま
い
し
軽
ト
ラ
市
」
や
、
学
校
給
食
で
の
市
内
産
農
産

物
の
利
用
、
市
内
企
業
と
の
連
携
に
よ
る
梅
や
そ
ば
を
は
じ
め
と
し
た
農
産
物
の
加
工
生

産
な
ど
で
、
地
元
の
も
の
を
地
元
で
消
費
す
る
仕
組
み
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。
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1,317
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学校給食センターでの釜石産食材使用（kg）
主な使用食材…米、ねぎ、ジャガイモ、
　　　　　　　大根、白菜、りんごなど

問
い
合
わ
せ　
市
水
産
農
林
課 

農
業
振
興
係　
☎
２
７-

８
４
２
６

〈目指す釜石の将来像〉
一人ひとりが学び合い

世界とつながり未来を創るまちかまいし
～多様性を認めあいながらトライし続ける不屈のまち～

〈産業〉　未来をつくる人と産業が育つまち
〈農林業の振興〉
　　　　魅力ある農林業の創出と地域の活性化

広報かまいし広報かまいし 89 2022.10.152022.10.15


