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農家の皆様方には日頃より農業委員会活動に御理解、御協力をいただき
厚く御礼申し上げます。

平成２９年７月より農業委員会制度の改正により農地利用最適化推進

委員をおき、農地パトロールを実施するなど委員会運営も活性化しました。

さて、昨年におきましては、３月の新型コロナウイルス感染拡大により地区

審査会の自粛や本会議の縮小などありましたが、審議には問題なく経過して

います。 今現在コロナウイルス問題の終息はどうなるか分かりませんが、一日

も早く発生前の状態に戻ることを願うばかりです。

また、近年の異常気象により超大型台風の上陸や集中豪雨による心配が

されます。
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令和３年２月
碧南市農業委員会
電話 95-9898

地区 委員氏名

新川
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黒田 実

角谷 正子
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新川 石川 清勝

大浜

磯貝 孝弘

近藤 正孝

下島 良一

棚尾
多田 育男
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旭
金原 節子

藤関 弘之
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杉浦 孝明
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（任期）令和２年７月２０日～令和５年７月１９日

（任期）令和２年７月２７日～令和５年７月１９日

新会長挨拶

令和2年７月 農業委員会新体制スタート！

このように、農業を取り巻く環境は大変ではありますが、碧南市の農業は新規就農者も多く、認定

農業者は１７０名を数え元気な農業地域だと考えています。

最後に、碧南市農業委員会は皆様の営農を応援できるように耕作放棄地を防ぎ、違反転用や

乱開発から優良農地の保全に努め農業振興に努めてまいります。

今後とも御指導、御協力をよろしくお願い申し上げます。

碧南市農業委員会
会長 神谷 昌明
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令和元年度は、６名の方が新規就農されまし

た。２月の新規就農者激励会にて、市長はじめ

多くの方々より盛大にお祝いされました。将来の碧

南の農業を担う皆様の今後のご活躍を期待して

おります。地域の皆様よろしくお願いします。

2020年２月６日 衣浦港湾会館にて

【質問】

①主な作物は？②趣味や興味があることは？ ③農業について感じていることは？ ④将来の夢は？

(写真下)地域の皆さんへ一言！

応援よろしくお願

いします！

１ にんじん、たまねぎ、
とうもろこし、 大根

２ バスケットボール
３ やりがいのある仕事
４ 一人前の農家に

なること

［大浜地区］［大浜地区］

１ トマト、 ブロッコリー
２ ゲーム、カメラ
３ やりがいのある仕事
４ 一人前になること

１ きゅうり
２ カメラ、釣り
３ やりがいのある仕事
４ きゅうり作りのプロになること

１ きゅうり

２ 釣り、ドライブ

３ 衰退していると感じる

４ 農家の一人として

貢献すること

［旭地区］ ［旭地区］

[ 地区名 ]は、主な耕作地



少子高齢時代に強い積立方式・確定拠出型の年金です。

保険料の額は千円単位で自由（月額２万円～６万７千円）に決められます。

終身年金です。８０歳前に亡くなられた場合は死亡一時金が遺族へ支給されます。

保険料の全額が社会保険料控除されるなど税制面の優遇措置があります。

認定農業者など一定の要件を満たす方には保険料の国庫補助があります。
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１ なす、ブロッコリー
２ ６月に双子が生まれ
て、育児で手一杯です。

３ 野菜はなかなか思った
ように育ってくれないので、
何がいけなかったか、
どうすればよくなるかの
トライアル・アンド・エラー
が重要

４ 他産業並みの所得

１ なす、トマト
２ ゲーム
３ 大変な仕事
４ 規模の拡大

［旭地区］ ［西端地区］

令和２年７月豪雨災害義援金
７月３日から３１日にかけて全国各地で甚大な被害をもたらした「令和２年７月豪雨」に

より被災された皆様に対し、心より御見舞い申し上げます。

多大な農業被害も発生した状況に対し、被災された農業者等の方々の今後の経営と生活

の回復を図り、一日も早い復興を支援するため、一般社団法人愛知県農業会議を通じて１０

万５千円を寄付いたしました。被災地の早期復興をお祈り申し上げます。

作業機付きトラクターが、一定の条件を満たした場合に公道走行
が可能となりました。

道路運送車両法の運用が変更され、必要な対応を行うことで、トラクターに作業機を装着・けん

引したまま道路走行ができるようになりました。

灯火器類、作業機の幅、最高速度、運転免許、チェーンなどの確認が必要となります。

「一定の条件」「必要な対応」の詳しい情報は、農林水産省ホームページ、

一般社団法人日本農業機械工業会ホームページ等でご確認ください。

※大型特殊自動車免許、けん引免許（どちらも農耕車限定含む）が

必要となる場合もあります。

[ 地区名 ]は、主な耕作地



農地パトロールを行いました
農業委員会では、毎年８月～１０月にかけて農地パ
トロールを実施しています。
市内の農振農用地を中心に、違反転用や遊休農地
の調査をしています。該当農地には、所有者に対して指
導文書を送付すると共に聞き取り等を行い、改善に向け
ての指導を行っております。
農家の皆様におかれましては、適切な農地管理をお願
いします。

令和２年度 要指導農地面積（㎡）

新川・西端地区 ２３,４８０

旭 地区 １８,３５０

大浜・棚尾地区 ２３,２８５

合計 ６５,１１５

令和元年度 要指導農地面積（㎡）

新川・西端地区 ２２,７２３

旭 地区 １６,１２６

大浜・棚尾地区 ２８,４８６

合計 ６７,３３５

賃借料情報 農業委員会では農地の賃借料情報の提供をしています。
昨年度の状況は下記のとおりです。農地の貸借価格の参考に
してください。

農地 最低価格 最高価格 平均額 件数

田 11,000円 16,000円 14,000円 341件

畑 10,000円 30,000円 20,000円 253件

※平均額は、１００円単位で四捨五入。平均値±（平均値×７割）を超えるものは
除く。使用貸借、ハウス等は除く。

編集後記
第12回編集委員会

藤浦 利吉 （委員長）

石川 清勝 （新川）

長谷部 実 （大浜）

多田 育男 （棚尾）

山中力四郎（旭）

杉浦 孝明 （西端）
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令和元年度中の利用権設定
10アールあたりの賃貸借実勢価格

昨年はオリンピックのある年だと楽しみにしていた矢先、新型コロナウイルスの流行で世

間は大変なことになってしまいました。各地のイベント・行事は中止、学校は休校、人生

の節目である卒業式や入学式も満足に行えないところが多かったようです。数か月で終

息すると思いきやずるずると長引き、新生活様式なるものも発表され、三密を避けるなど、

人と人との接点を極力減らさなければならなくなりました。その結果、働き方が変わったり

デジタル化が進んだりと良かった面もありますが、やはり今まで当たり前にできていたことが

急にできなくなったことには戸惑いを隠せません。

まだまだ先の見えない不安はありますが、我々農業者は、いのちを育む基本の「食」を

支える大切な役割を担っています。

今一度、「食」の大切さを見直し、コロナに負けないカラダ作りのお手伝いができる「元

気な農産物」の生産とアピールに力を入れていきたいと思います。 （杉浦）


