
（1） 平成２４年（２０１２）１２月２日（日曜日） ＪＡいわて南・ＪＡいわい東 コミュニティ誌So~JA *E~JA

　
今
年
も
お
い
し
い
お
米
が
た

く
さ
ん
収
穫
で
き
ま
し
た
。米

は
日
本
人
の
主
食
で
あ
り
、近

年
で
は
、米
粉
パ
ン
や
、米
粉
麺

な
ど
、様
々
な
形
で
私
た
ち
の

食
卓
を
彩
って
く
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
岩
手
県
南
の
ひ
と
め
ぼ

れ
は
、日
本
穀
物
検
定
協
会
が

実
施
す
る
米
の
食
味
ラ
ン
キ
ン

グ
で
、こ
れ
ま
で
17
回
最
高
ラ

ン
ク
の
特
Ａ
評
価
を
受
け
て
い

る
ん
で
す
よ
。と
こ
ろ
で
み
な

さ
ん
、米
が
ど
の
よ
う
に
し
て

作
ら
れ
る
か
、ご
存
知
で
し
ょ

う
か
。田
植
え
を
し
て
、あ
と

は
稲
刈
り
を
し
て
お
し
ま
い
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。水
の
管
理
に

細
心
の
注
意
を
払
い
、病
害
虫

の
被
害
を
受
け
な
い
よ
う
に
対

策
を
と
っ
た
り
と
、収
穫
ま
で

に
様
々
な
作
業
を
行
い
ま
す
。

近
年
で
は
田
ん
ぼ
の
作
業
は
機

械
化
が
進
み
、一
人
で
も
作
業

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
で
は
、田
植
え
や
稲
刈
り
を

手
作
業
で
行
う
と
い
う
昔
の
手

法
は
ど
れ
だ
け
大
変
な
も
の
だ

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。Ｊ
Ａ
は
、

次
世
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち

に
、農
業
体
験
を
通
し
食
料
・

農
業
に
つ
い
て
学
習
を
深
め
て

も
ら
う
こ
と
を
目
的
に
食
農

教
育
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
今
回
、So
〜
JA
＊
Ｅ
〜
JA
は
、

積
極
的
に
食
農
教
育
に
取
り

組
ん
で
い
る
Ｊ
Ａ
い
わ
て
南
・

Ｊ
Ａ
い
わ
い
東
管
内
の
小
学
校

で
の
活
動
に
注
目
。お
米
が
ど

の
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
の
か
、

田
ん
ぼ
が
も
つ
多
面
的
機
能
に

は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の

か
、１
年
間
を
通
し
て
子
ど
も

た
ち
が
学
習
し
ま
し
た
。初
め

て
の
田
植
え
、稲
刈
り
に
て
ん

や
わ
ん
や・・・バ
ッ
タ
や
カ
エ
ル
に

び
っ
く
り
・・・
青
年
部
、学
校
の

先
生
と
一
緒
に
田
ん
ぼ
で
繰
り

広
げ
ら
れ
る
に
ぎ
や
か
な
模
様

を
皆
さ
ん
に
お
届
け
し
ま
す
。

　
食
農
教
育
が
子
ど
も
た
ち

に
、大
人
に
、地
域
に
、何
を
も

た
ら
す
の
か
、一
緒
に
考
え
て
み

ま
せ
ん
か
。

ＪＡいわい東・ＪＡいわて南 コミュニティ誌 ２０１２ 第３号

＊南（South）のJAと東（East）のJAからのお知らせです＊

〒021-0027 一関市竹山町７-１ ✆0191-23-3006

岩 手 南 農 業 協 同 組 合

ＪＡいわて南

〒029-0803 一関市千厩町千厩字下駒場283‒１ ✆0191-52-5500　
ＪＡいわい東
いわい東農業協同組合

一関市立門崎小学校
５年生のみなさん

一関市立金沢小学校
５年生のみなさん

食 農 教 育
　～小学校とＪＡの取り組み～

植えたド〜！

刈ったド〜！

食うド〜！！！

米 編



平成２４年（２０１２）１２月２日（日曜日） （2）ＪＡいわい東・ＪＡいわて南 コミュニティ誌 So~JA *E~JA

○
種
も
み
の
準
備

　
塩
水
に
浸
し
、良
質

な
も
み
を
選
ん
で
、芽

出
し
作
業
を
行
い
ま

す
。発
芽
温
度
は
30
℃

位
が
適
温
で
す
。

○
育
苗
・
田
植
え

　
育
苗
箱
１
箱
当
た

り
１
５
０
〜
１
８
０ｇ

の
種
も
み
を
ま
き
ま

す
。育
苗
箱
で
育
て
る

期
間
は
20
日
〜
25
日
、

10
ア
ー
ル
の
水
田
に
約

20
箱
分
の
苗
を
植
え

ま
す
。

※

稚
苗
管
理
で
の
目
安
で
す
。

○
水
管
理

　
植
え
た
ば
か
り
の

苗
は
ま
だ
弱
い
の
で
水

は
深
く
し
て
育
て
ま

す
。

○
除
草
作
業

　
除
草
作
業
は
稲
に

と
っ
て
、土
の
栄
養
分

を
吸
収
す
る
た
め
の

大
事
な
作
業
。

　
昔
は
手
で
草
を
取
っ

た
り
、除
草
機
を
押
し

た
り
し
て
い
ま
し
た
。

近
年
は
除
草
剤
を
使

用
す
る
こ
と
が
多
い
。

○
田
ん
ぼ
の

　周
辺
の
草
刈
り

　
稲
に
被
害
を
与
え

る
害
虫
な
ど
を
田
ん

ぼ
に
寄
せ
付
け
な
い
よ

う
に
す
る
た
め
に
重

要
な
作
業
で
す
。近
年

は
い
も
ち
病
や
カ
メ
ム

シ
な
ど
の
害
虫
に
対

し
、ラ
ジ
コ
ン
に
よ
る
無

人
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
防

除
を
す
る
の
が
一
般
的

に
な
り
ま
し
た
。

○
稲
穂
に
も
花
が
咲
く

　
幼
穂
（
稲
穂
の
赤

ち
ゃ
ん
）が
で
き
て
か

ら
23
日
前
後
で
形
成

期
か
ら
（
出
穂
）穂
が

出
始
め
ま
す
。そ
の

後
、穂
の
上
の
ほ
う
か

ら
下
に
順
番
に
咲
き

始
め
ま
す
が
、ひ
と
つ

ひ
と
つ
の
花
は
た
っ
た

２
時
間
し
か
咲
い
て
い

ま
せ
ん

３月
耕起種まき

４月

○
種
も
み
の
準
備

　
塩
水
に
浸
し
て
良

質
な
も
み
を
選
ん
で
、

芽
出
し
作
業
を
行
い

ま
す
。発
芽
温
度
は

30
℃
位
が
適
温
で
す
。

○
育
苗　

育
苗
期
間
は
稚
苗

で
20
日
〜
25
日
、育
苗

箱
１
箱
当
た
り
１
５
０

〜
１
８
０
個
の
も
み
10

ア
ー
ル
あ
た
り
育
苗

箱
で
約
20
箱
使
用
し

ま
す
。

○
水
管
理

　
植
え
た
ば
か
り
の

苗
は
ま
だ
弱
い
の
で
水

は
深
水
で
管
理
し
ま

す
。

３月
耕起種まき

４月

金沢小

種まき
４月13日☀

一関市立門崎小学校（佐藤毅校長）５年生１７人は、メダカが生息し
やすい環境をつくる「ビオトープ」と呼ばれる学校近くの水田で稲作体
験に取り組みました。ＪＡいわい東の職員と川崎青年部員、門崎地区農
地管理組合、岩手大学生などの指導の下、環境保全の意識を高めるとと
もに最も身近な農業である稲作に理解を深めました。
　ビオトープとは「野生生物のすみか」という意味合いを持つ言葉です。

佐々木さ
ん

今年もよ
ろしくお願

いします

土ってこれくらい
かければ良いのかな？？

みんなで種を
敷き詰めました

均一に播くのが大切です
スクールカラーの青にペイント！

いわい東の取り組み

田植え
５月23日☀

門崎小

岩
手
大
学
農
学
部
大
学
院
生
の
藤
田
渓
介
さ

ん
か
ら
メ
ダ
カ
の
生
態
と
ビ
オ
ト
ー
プ
に
つ
い
て

学
び
ま
し
た
。
藤
田
さ
ん
は
オ
ス
と
メ
ス
の
見
分

け
方
に
つ
い
て
「
メ
ダ
カ
の
オ
ス
は
背
び
れ
に
切

れ
込
み
と
尻
ビ
レ
の
ギ
ザ
ギ
ザ
が
特
徴
。
メ
ス
は

お
腹
が
膨
ら
ん
で
い
ま
す
」と
説
明
。ビ
オ
ト
ー
プ

の
仕
組
み
に
つ
い
て
「
メ
ダ
カ
は
春
か
ら
夏
は
田

ん
ぼ
で
育
ち
、
夏
か
ら
秋
は
田
ん
ぼ
の
水
を
抜
く

の
で
メ
ダ
カ
水
路
で
生
き
る
。
冬
は
氷
が
張
る
の

で
往
来
マ
ス
の
深
み
で
メ
ダ
カ
は
生
活
し
ま
す
」

と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
田
ん
ぼ
の
稲
は
メ
ダ
カ

の
シ
ェ
ル
タ
ー
代
わ
り
に
な
る
ん
だ
っ
て
！

門崎小学校の
取り組み

ＪＡいわい東は、「バケツ稲づくり」で稲の成長を実感してもらおうと、管内小学校に呼び掛
け、今年度は4 校が取り組んでいます。「稲作体験」では学校の実習田にも苗の提供や指導など
で協力しています。ＪＡ青年部でも小学生にバケツ稲や稲作体験の指導をはじめ、幼稚園児に
落花生の定植・収穫体験や中学生のトマト栽培に指導・協力するなど、未来を担う子どもたちに
「食」と「地域農業」に関心をもってもらうための食農教育に力を入れています。

　
今
日
は
、
今
年
植
え
る
苗

を
育
て
る
た
め
に
、
み
ん
な

で
種
ま
き
を
し
ま
し
た
。　

苗
箱
は
ぜ
ん
ぶ
金
沢
小
学

校
の
ス
ク
ー
ル
カ
ラ
ー
で

あ
る
青
に
塗
っ
て
み
ま
し

た
。
佐
々
木
弘
さ
ん
に
指
導

し
て
も
ら
い
な
が
ら
、
土
入

れ
、
水
や
り
、
種
ま
き
、
土
か

ぶ
せ
と
い
う
作
業
に
挑
戦
し

ま
し
た
。
土
の
か
ぶ
せ
方
が

難
し
く
て
、

「
か
ぶ
せ
す

ぎ

る

と

な

か

な

か

芽

が

で

て

こ

な
い
よ
」
と

佐
々
木
さ
ん
が
教
え
て
く

れ
ま
し
た
。
苗
は
約
１
ヶ
月

で
で
き
る
と
い
う
こ
と
な
の

で
、
田
植
え
す
る
の
が
楽
し

み
で
す
！
　

さ
あ
！
い
よ
い
よ
田
植

え
が
ス
タ
ー
ト
で
す
。
私
た

ち
の
大
半
が
田
植
え
初
体

験
。
裸
足
に
な
り
田
ん
ぼ
に

足
を
踏
み
入
れ
「
き
ゃ
あ

～
」「
ぬ
る
ぬ
る
し
て
気
持
ち

い
い
」と
、足
に
ま
と
わ
り
つ

く
感
触
に
思
わ
ず
歓
声
を
上

げ
ま
し
た
。
Ｊ
Ａ
職
員
や
青

年
部
の
方
の
指
導
で
「
ひ
と

め
ぼ
れ
」
の
苗
を
３
本
ず
つ

丁
寧
に
植
え
て
い
き
、「
苗
を

く
だ
さ
～
い
」と
、両
手
を
広

げ
呼
び
掛
け
ま
し
た
。
田
ん

ぼ
の
中
で
元
気
に
泳
ぐ
メ
ダ

カ
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
水
路
か
ら
水
を
出
し
て

も
ら
い
泥
だ
ら
け
の
足
を
洗

い
、
次
は
メ
ダ
カ
の
生
態
の

学
習
で
す
。

メダカの

生態
５月23日☀

門崎小

ヌルヌル感たまんね～

苗
く
だ
さ
～
い
！

よっ

「べちゃっ」

あ
り
ゃ
ま（
汗
）

ほらっ
苗いくよ♪

メダカはオス１匹に
メス３匹で飼うのがベスト

田
ん
ぼ
で
育
つ

メ
ダ
カ
の
１
年

わ
か
っ
た
か
な
？

尻ビレがギザギザ
なのがオスです！

こ
れ
っ
て

オ
ス
？
メ
ス
？

そ
こ
ま
で

届
く
か
な
あ
？



（3） 平成２４年（２０１２）１２月２日（日曜日） ＪＡいわて南・ＪＡいわい東 コミュニティ誌So~JA *E~JA

い
な 

ほ

よ
う
す
い

し
ゅ
っ

す
い

○
種
も
み
の
準
備

　
塩
水
に
浸
し
て
良

質
な
も
み
を
選
ん
で
、

芽
出
し
作
業
を
行
い

ま
す
。発
芽
温
度
は

30
℃
位
が
適
温
で
す
。

○
育
苗　

育
苗
期
間
は
稚
苗

で
20
日
〜
25
日
、育
苗

箱
１
箱
当
た
り
１
５
０

〜
１
８
０
個
の
も
み
10

ア
ー
ル
あ
た
り
育
苗

箱
で
約
20
箱
使
用
し

ま
す
。

○
水
管
理

　
植
え
た
ば
か
り
の

苗
は
ま
だ
弱
い
の
で
水

は
深
水
で
管
理
し
ま

す
。

○
除
草
作
業

　
稲
に
必
要
な
土
の

栄
養
分
が
雑
草
に
取

ら
れ
な
い
よ
う
に
、除

草
作
業
を
行
い
ま
す
。

　
昔
は
手
で
草
を
取
っ

た
り
、除
草
機
を
押
し

た
り
し
て
い
ま
し
た
。

近
年
は
雑
草
だ
け
に

効
果
の
あ
る
除
草
剤

を
使
用
す
る
こ
と
が

多
く
な
って
い
ま
す
。

○
田
ん
ぼ
の

　周
辺
の
草
刈
り

　
稲
に
被
害
を
与
え

る
害
虫
な
ど
を
田
ん

ぼ
に
寄
せ
付
け
な
い
よ

う
に
す
る
た
め
に
重

要
な
作
業
で
す
。

　
近
年
は
い
も
ち
病
や

カ
メ
ム
シ
な
ど
の
害
虫

に
対
し
、ラ
ジ
コ
ン
に
よ

る
無
人
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー

で
防
除
を
す
る
の
が
一

般
的
に
な
り
ま
し
た
。

○
稲
穂
に
も
花
が
咲
く

　
幼
穂
（
稲
穂
の
赤

ち
ゃ
ん
）が
で
き
て
か

ら
約
23
日
後
か
ら
出

穂
（
穂
の
出
始
め
）し

ま
す
。そ
の
後
、穂
の

上
の
ほ
う
か
ら
下
に
順

番
に
花
が
咲
き
始
め

ま
す
が
、ひ
と
つ
ひ
と

つ
の
花
は
た
っ
た
の
２

時
間
し
か
咲
い
て
い
ま

せ
ん
。

代かき田植え草取り中干し幼穂形成期追肥出穂期
５月６月７月８月

金沢小

田植え

５月18日☂

いわて南の取り組み

　
今
日
は
、
稲
が
ど
れ
だ
け
成
長
し
た

か
を
調
べ
る
日
で
す
。

　
自
分
が
し
ゃ
が
ん
だ
の
と
同
じ
く

ら
い
の
背
丈
に
な
っ
て
い
て
び
っ
く

り
！
佐
々
木
さ
ん
に
教
え
ら
れ
て
、
稲

を
一
本
抜
い
て
、
中
を
カ
ッ
タ
ー
で
裂

い
て
み
ま
し
た
。
す
る
と
、
根
元
に
小

さ
な
穂
が
。
こ
れ
は
「
幼
穂(

よ
う
す

い)

」
と
い
う
そ
う
で
、
穂
の
も
と
に
な

る
、赤
ち
ゃ
ん
だ
そ
う
で

す
。
な
ん
だ
か
と
っ
て

も
か
わ
い
く
見
え
て
き

ま
し
た
。
大
き
く
な
っ

て
、
た
く
さ
ん
も
み
を

つ
け
て
ね
！

一関市立金
か

沢
ざわ

小学校(山口道明校長)は
毎年、５年生が総合的な学習でお米ができ
るまでを学んでいます。今年も５年生２３人
が種まきから、田植え、稲刈りなどを体験し
ながら学習しました。指導にあたったのは
「田んぼの先生」こと佐々木弘さん。金沢で
水稲を中心に農業経営をしています。

左が稲、右がヒエ（雑草）です
4＝これがメダカです。 4
2

JAいわて南は「ふれあい学校農園」「ふれあい稲作体験」の取り組みを管内の学校に対して
呼び掛けています。学校農園では、春に野菜の苗を贈呈し、栽培指導やJA 関係者による出前授
業などを通して農業への理解を深めてもらっています。稲作体験は、青年部、生産者に指導を依
頼し、児童が田植えから稲刈りまでを体験することで、米がどのようにできるのか学習してもら
っています。今回取り上げる稲作体験には金沢小学校のほか４校が取り組んでいます。

　
今
日
は
待
ち
に
待
っ
た
田
植
え

の
日
で
す
。今
回
は
、佐
々
木
さ
ん

の
ほ
か
に
も
、
Ｊ
Ａ
青
年
部
金
沢

支
部
の
皆
さ
ん
に
も
手
伝
っ
て
も

ら
い
ま
し
た
。
あ
ん
な
に
軽
か
っ

た
苗
箱
も
、
ず
っ
し
り
。
苗

が
無
事
に
成
長
し
て
く
れ

た
ん
だ
な
と
感
じ
ま
し

た
。

　
あ
と
は
佐
々
木
さ
ん
が
用
意

し
て
く
れ
た
田
植
え
機
に
も
乗
り

ま
し
た
。
手
で
植
え
る
の
に
比
べ

て
、と
っ
て
も
楽
だ
な
あ
と
感
じ

ま
し
た
。

　
昔
の
人
は
と
て
も
苦
労
し

て
田
植
え
を
し
て
い
た
こ
と

に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。元
気
に
育
っ
て
ね
。

金沢小

田んぼ
見学
７月17日☀

　
今
日
は
草
取
り
体
験
。

　
稲
の
成
長
に
と
っ
て
重

要
な
作
業
で
す
。
教
え
て

く
れ
た
の
は
Ｊ
Ａ
川
崎
営

農
セ
ン
タ
ー
長
代
理
の
畠

山
正
人
さ
ん
。

　「
草
取
り
を
す
る
こ
と

で
稲
に
栄
養
分
が
い
き
や

す
く
な
り
元
気
な
穂
が
出

て
、
お
い
し
い
お
米
が
で

き
る
ん
だ
よ
」と
、こ
れ
か

ら
の
稲
の
生
育
や
雑
草
の

種
類
な
ど
を
説
明
し
て
く

れ
ま
し
た
。
私
た
ち
は
夢

中
に
な
っ
て
草
取
り
作
業

に
汗
を
流
し
ま
し
た
。
稲

と
雑
草
の
区
別
を
教
わ
っ

た
の
で
、
間
違
え
な
い
で

草
取
り
が
で
き
ま
し
た
。

お
米
が
カ
メ
ム
シ
被
害
に

あ
わ
な
い
よ
う
に
田
ん
ぼ

の
周
り
の
草
刈
り
も
す
る

そ
う
で
す
。
お
い
し
い
お

米
が
で
き
る
と
い
い
な
！

丈がずいぶん伸びたね
穂の赤ちゃんが
見えるかな？

ほらあった！

これ？かな？こ
ん
な
に
長
い
よ

どんなふうに見えたかを
きっちりスケッチ

苗
箱
は
ず
っ
し
り

苗く
ださ
ーい
！

指導したＪＡ青年部
金沢支部のみなさん

そ
こ
ま
で

届
く
か
な
あ
？

１列に並んで草取り開始！
取った草は土の奥に踏みつけるか、
田んぼの外に出してね！

左が稲、
右がヒエ（雑草）です

門崎小

草取り
７月９日☀

機械だと
こんなに楽なんだねこれが

メダカです。

金沢小学校の
取り組み
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○
収
穫　

収
穫
は
大
き
く
分

け
て
２
つ
の
方
法
が
あ

り
ま
す
。１
つ
は
稲
刈

り
機
（
バ
イ
ン
ダ
ー
）

で
稲
を
刈
り
取
り
、ハ

セ
や
ホ
ニ
オ
に
掛
け
天

日
干
し
で
乾
燥
し
、脱

穀
す
る
方
法
。も
う
１

つ
は
刈
り
取
り
と
脱

穀
作
業
を
一挙
に
行
う

コ
ン
バ
イ
ン
で
の
稲
刈

り
が
あ
り
ま
す
。現
在

で
は
田
ん
ぼ
の
区
画
も

整
備
さ
れ
、省
力
化
の

コ
ン
バ
イ
ン
刈
り
が
主

流
に
な
って
い
ま
す
。

　

○
土
づ
く
り

　
翌
年
の
丈
夫
な
稲

を
育
て
る
た
め
に
、た

い
肥
や
肥
料
で
の
土
づ

く
り
で
田
ん
ぼ
の
準
備

を
し
ま
す
。

１０月 ９月
落水稲刈り 脱穀 乾燥調整耕起

１１月

　
い
よ
い
よ
稲
刈
り
で
す
。
田
ん
ぼ

は
一
面
、黄
金
色
。ず
っ
し
り
と
し
た

穂
が
見
え
て
う
れ
し
く
な
り
ま
す
。

ま
ず
は
、鎌
を
使
っ
て
、手
で
刈
り
ま

し
た
。「
鎌
で
手
を
切
ら
な
い
よ
う

に
」
と
、
佐
々
木
さ
ん
は
稲
の
持
ち

方
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
今
度
は

刈
っ
た
稲
を
束
ね
る
の
で
す
が
、
こ

れ
が
ま
た
難
し
い
。
思
う
よ
う
に
い

き
ま
せ
ん
。上
手
な
人
は
「
ク
ル
ッ
」

と
束
ね
て
い
き
ま
す
。
ホ
ニ
オ
架
け

は
と
て
も
高
く
て
て
っ
ぺ
ん
が
見
え

な
い
く
ら
い
。
あ
と
は
コ
ン
バ
イ
ン

で
の
作
業
も
体
験
し
ま
し
た
。
や
っ

ぱ
り
ス
ピ
ー
ド
が
全
然
違
い
ま
す
。

新
米
を
食
べ
る
の
が
楽
し
み
！

待
ち
に
待
っ
た
稲
刈
り
体
験
で

す
。
Ｊ
Ａ
職
員
や
青
年
部
の
方
に
ホ

ニ
オ
（
稲
を
掛
け
る
杭
）
を
組
み
立

て
て
も
ら
い
、
刈
り
取
っ
た
稲
を
ワ

ラ
で
束
ね
る
作
業
の
指
導
を
受
け
ま

し
た
。
と
こ
ろ
が
、
田
ん
ぼ
は
、
稲
刈

り
前
の
雨
続
き
で
長
靴
の
上
の
方
ま

で
埋
も
れ
る
ほ
ど
ぬ
か
る
み
状
態
。

「
き
ゃ
あ
～
」と
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
て

転
ん
だ
り
、
足
が
抜
け
な
く
て
身
動

き
が
と
れ
な
く
な
っ
て
Ｊ
Ａ
職
員
や

青
年
部
の
方
に
助
け
を
求
め
ま
し

た
。
身
を
持
っ
て
米
づ
く
り
の
大
変

さ
を
実
感
し
ま
し
た
。

稲刈り
９月27日☀

門崎小金沢小

稲刈り

10月１日☀

束ねるのがむずかし～

交互に積み重ねるんだよね！

バ
ラ
ン
ス
良
く

　

重
ね
る
ん
だ
よ

雨続きで

田んぼは
ベチョベ

チョだね

コンバインにも挑戦

1 株ずつ丁寧に刈ってま～す♪

クルッ
と

回せた
よ

こうや
って

クルッ
とひね

って

結ぶの
さ

こぼれた穂も
残らず拾ったよ

刈ったドー！

も
み
３
粒
か
ら

ご
は
ん
茶
わ
ん
１
杯
分
に

　

１
粒
の
種
も
み
か
ら
約
１
０
０
０
粒
以
上

の
お
米
が
取
れ
ま
す
。

ご
は
ん
茶
わ
ん
１
杯
（
約
１
５
０
ｇ
、精

米
６５
ｇ
）は
約
３
０
０
０
～
３
５
０
０
粒
に

な
る
こ
と
か
ら
、計
算
す
る
と
種
も
み
３
粒

で
ご
は
ん
茶
わ
ん
１
杯
分
に
な
り
ま
す
。

※
品
種
等
で
多
少
異
な
り
ま
す
。

ご
は
ん
茶
わ
ん

１
杯
分
の
値
段
は
３０
円

ご
は
ん
茶
わ
ん
１
杯
（
約
１
５
０
ｇ
、精

米
６５
ｇ
）は
約
３０
円
。１
０
０
円
の
パ
ン
と
比

べ
た
ら
３
杯
分
で
も
お
釣
り
が
で
ま
す
。米

を
作
る
の
に
は
た
く
さ
ん
の
時
間
や
手
間
が

掛
か
り
ま
す
。そ
れ
を
考
え
る
と
、決
し
て
高

い
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
せ
ん
か
？

農
家
は
今
で
も

尺
貫
法
が
日
常
会
話

田
畑
の
面
積
は
1０
ａ
（
ア
ー
ル
）
＝

１
０
０
０
㎡
を
１
反
（
た
ん
）＝
1０
畝
（
せ
）

と
呼
び
ま
す
。１
０
０
ａ
区
画
は
1０
反
＝
１

町
（
ち
ょ
う
）と
な
り
ま
す
。ま
た
、反
歩
（
た

ん
ぶ
）と
い
う
よ
う
に
末
尾
に
歩
を
つ
け
る

の
は
端
数
が
な
い
こ
と
を
表
し
ま
す
。

米
の
消
費
量
は

５０
年
前
と
比
べ
る
と

約
半
分
に

日
本
人
は
１
人
当
た
り
年
間
５7
・
５
㎏

（
平
成
2３
年
）の
お
米
を
食
べ
て
い
ま
す
が
、

ピ
ー
ク
だ
っ
た
昭
和
３7
年
の
１
１
８
・
３
㎏

と
比
べ
る
と
約
半
分
に
減
少
し
て
い
ま
す
。

栄
養
の
バ
ラ
ン
ス
が
良
い
ご
は
ん
を
み
ん
な

で
た
く
さ
ん
食
べ
よ
う
！

（
参
考
：
農
林
水
産
省
「
食
料
需
給
表
」）

お
米
の

あ
れ
こ
れ
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稲作体験を通じて思うこと

一
関
市
立

　
　

門
崎
小
学
校

　

５
年	

鈴　

木　
　
　

天て
ん

さ
ん

思
っ
た
以
上
に
田
ん
ぼ
が
ベ
ト
ベ
ト

だ
っ
た
の
で
大
変
だ
っ
た
け
ど
楽
し

か
っ
た
。お
米
作
り
の
苦
労
が
実
感
で

き
た
。

一
関
市
立

　
　

門
崎
小
学
校

　

５
年	

鈴　

木　

優ゆ
う　

夏か

さ
ん

稲
刈
り
で
は
長
靴
が
抜
け
な
く
な
っ

て
友
だ
ち
に
助
け
て
も
ら
い
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
は
ご
は
ん
を
残
さ
な
い
で

食
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。　

一
関
市
立

　
　

門
崎
小
学
校

５
年
担
任	

須　

藤　

直な
お　

子こ

先
生

お
に
ぎ
り
弁
当
の
日
に
は
、自
分
で
お
に
ぎ
り

を
作
っ
て
く
る
子
ど
も
た
ち
。田
植
え
や
草
取

り
、稲
刈
り
を
体
験
し
、お
米
を
作
る
こ
と
の
大

変
さ
を
肌
で
感
じ
取
り
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
は
、一
粒
一
粒
を
か
み
し
め
て
味
わ

う
こ
と
で
し
ょ
う
。

Ｊ
Ａ
川
崎
青
年
部
員

リ
ン
ゴ
生
産
者　

	

菅　

原　
　
　

哲
さ
と
るさ

ん
子
ど
も
た
ち
に
普
段
食
べ
て
い
る
ご
は
ん
が
ど

の
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
の
か
を
体
験
さ
せ
た

い
と
思
い
指
導
に
参
加
し
ま
し
た
。農
業
の
大
変

さ
や
苦
労
、楽
し
さ
、素
晴
ら
し
さ
を
身
を
持
っ

て
感
じ
、感
謝
の
気
持
ち
を
忘
れ
ず
に
こ
れ
か
ら

も
し
っ
か
り
ご
は
ん
を
食
べ
て
ほ
し
い
。

一
関
市
立

　
　

金
沢
小
学
校

　

５
年	

石　

川　

海か
い　

翔と

さ
ん

ぼ
く
は
、稲
刈
り
を
し
て
、た
い
へ
ん

な
仕
事
だ
と
思
い
ま
し
た
。機
械
で
や

れ
ば
す
こ
し
は
楽
だ
け
ど
、手
で
や
れ

ば
大
変
だ
と
わ
か
り
ま
し
た
。

一
関
市
立

　
　

金
沢
小
学
校

　

５
年	

小
野
寺　

胡こ　

春は
る

さ
ん

私
は
稲
刈
り
を
し
て
、す
ご
く
大
変

だ
っ
た
け
ど
楽
し
か
っ
た
で
す
。昔
の

人
は
大
き
な
田
ん
ぼ
の
稲
刈
り
を
手

作
業
で
や
っ
て
い
た
と
は
び
っ
く
り

し
ま
し
た
。

一
関
市
立

　
　

金
沢
小
学
校

５
年
担
任	

秋　

吉　

幸ゆ
き　

江え

先
生

佐
々
木
弘
さ
ん
の
指
導
の
も
と
、種
ま
き
か
ら

稲
刈
り
ま
で
を
体
験
し
、子
ど
も
た
ち
は
米
作

り
の
苦
労
や
工
夫
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。学
校
で
育
て
た
バ
ケ
ツ
稲
と
田
ん
ぼ

の
稲
と
の
成
長
の
違
い
も
観
察
し
ま
し
た
。お

米
の
学
習
の
奥
深
さ
に
、子
ど
も
と
共
に
驚
い

て
い
ま
す
。

一
関
市
花
泉
町
金
沢

米
生
産
者

	

佐
々
木　
　
　

弘ひ
ろ
し

さ
ん

全
て
機
械
作
業
の
中
で
手
作
業
も
含
め
て
と
、

取
り
組
み
ま
し
た
と
こ
ろ
、遠
い
昔
に
置
い
て

き
た
事
が
思
い
起
こ
さ
れ
、た
く
さ
ん
の
得
を

し
た
気
持
ち
で
す
。田
植
え
機
や
コ
ン
バ
イ
ン

の
運
転
に
果
敢
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
児
童
の
指

導
を
な
さ
っ
て
い
る
先
生
、素
晴
ら
し
い

！！

何味のおにぎりにしようかな

佐
々
木　
　
　

弘

　「
い
た
だ
き
ま
す
」の
あ
い
さ
つ
に

は
、生
産
者
な
ど
、食
卓
に
届
く
ま
で

携
わ
っ
て
く
れ
た
方
々
へ
の
感
謝
、

そ
し
て
生
命
を
い
た
だ
く
動
植
物
に

対
し
て
の
感
謝
の
気
持
ち
が
込
め
ら

れ
て
い
ま
す
。今
回
の
米
づ
く
り
で
、

子
ど
も
た
ち
は
生
産
者
の
苦
労
を
知

り
ま
し
た
。
ま
た
、
暑
さ
に
負
け
ず
、

育
っ
て
く
れ
た
稲
穂
に
感
謝
し
ま
し

た
。
新
米
を
食
べ
る
時
に
、
心
か
ら

「
い
た
だ
き
ま
す
」と
言
っ
て
い
た
気

が
し
ま
す
。

　「
食
べ
る
こ
と
」
は
「
生
き
る
こ

と
」。皆
さ
ん
も
食
事
の
前
に
も
う
一

度
「
い
た
だ
き
ま
す
」
に
つ
い
て
考

え
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　
１
年
間
、
子
ど
も
た
ち
が
過
ご
し

た
田
ん
ぼ
は
、
ど
こ
に
で
も
広
が
る

「
ふ
つ
う
の
」田
ん
ぼ
。で
も
、何
だ
か

い
つ
も
と
違
う
。そ
れ
は
、子
ど
も
た

ち
の
「
声
」が
響
い
て
い
た
こ
と
。泥

遊
び
を
す
る
子
ど
も
た
ち
、
生
き
物

探
し
を
す
る
子
ど
も
た
ち
、
そ
の
に

ぎ
や
か
な
声
が
地
域
を
元
気
に
し
ま

す
。
少
子
高
齢
化
、
機
械
化
に
伴
い
、

田
ん
ぼ
の
作
業
は
お
じ
い
さ
ん
、
お

父
さ
ん
が
一
人
で
行
う
こ
と
が
多
く

な
り
ま
し
た
。
田
植
え
と
な
れ
ば
家

族
総
出
で
、
お
昼
は
田
ん
ぼ
を
眺
め

な
が
ら
お
に
ぎ
り
を
ほ
お
ば
る
…
子

ど
も
た
ち
の
取
り
組
み
の
お
陰
で
そ

ん
な
に
ぎ
や
か
な
田
園
風
景
が
生
き

返
り
ま
し
た
。

　
次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
に
と
っ

て
、今
回
の
取
り
組
み
が
心
に
残
っ
て

も
ら
え
れ
ば
う
れ
し
い
で
す
。そ
し
て

こ
う
し
た
活
動
に
参
加
す
る
子
ど
も

た
ち
や
学
校
を
支
援
し
て
い
く
こ
と

も
ま
た
、Ｊ
Ａ
の
使
命
な
の
で
す
。

「食べること」は
「生きること」

「作ること」で　　
「地域を元気にする」

　
今
日
は
、
み
ん
な
で
育
て
た
新

米
を
食
べ
る
日
で
す
。
米
は
自
分

た
ち
で
炊
い
て
、
お
に
ぎ
り
を
作

り
ま
し
た
。
中
に
は
焦
げ
ち
ゃ
っ

た
り
し
た
の
も
あ
っ
た
け
ど
、
心
を
込
め
て
作
り
ま
し

た
。佐
々
木
さ
ん
を
お
招
き
し
て
、感
謝
の
気
持
ち
を
伝

え
ま
し
た
。
佐
々
木
さ
ん
も
「
こ
ん
な
お
い
し
い
料
理

を
用
意
し
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
」と
喜
ん
で
く
れ
ま

し
た
。お
米
は
い
つ
も
食
べ
て
い
る
ん
だ
け
ど
、な
ん
だ

か
違
う
、と
っ
て
も
お
い
し
く
感
じ
ま
し
た
。１
年
間
頑

張
っ
て
育
て
た
お
米
だ
か
ら
か
な
。
指
導
し
て
く
れ
た

皆
さ
ん
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。み

ん
な
で
育
て
た
新
米

を
味
わ
う
と
き
で
す
。
お

世
話
に
な
っ
た
Ｊ
Ａ
職
員

や
青
年
部
の
方
を
招
待
し

て
収
穫
祭
を
行
い
ま
し
た
。

お
米
を
と
い
で
「
お
い
し

く
炊
け
ま
す
よ
う
に
」
と
、

気
持
ち
を
込
め
て
ス
イ
ッ

チ
オ
ン
！
ふ
た
を
開
け
る

と
「
ふ
わ
っ
と
」
新
米
の

い
い
香
り
が
広
が
り
、
ふ

っ
く
ら
ツ
ヤ
ツ
ヤ
の
ご
は

ん
が
炊
け
ま
し
た
。
お
に

ぎ
り
に
し
て
感
謝
を
込
め

て
「
い
た
だ
き
ま
～
す
！
」。

い
つ
も
と
は
一
味
違
う
ご

は
ん
の
味
。
体
験
で
学
ん

だ
こ
と
や
研
究
し
た
こ
と

を
発
表
し
た
り
、
Ｊ
Ａ
職

員
や
青
年
部
員
の
方
と

の
会
話
を
楽
し
み
な
が

ら
い
た
だ
き
ま
し
た
。

お
世
話
に
な
っ
た
皆
さ

ん
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

収穫祭
11月22日☀

門崎小 金沢小

収穫祭
10月17日☀

手作りの次第！楽しみ！

かな？

顔？

佐々木さんも
喜んでくれました

メガおにぎり！

自分たちでつくったお米はおいしいね

こんな感じでどう？ 田植えのコツは

「苗は３、４本
ずつつまんで植

える」

皆さ～ん
これくらいの大きさが
丁度いいですよ！

（日差
しがま

ぶしい
けど･･

･）

おにぎり
まいう～！

色々指導してくれて
ありがとう
ございました

青年部って

楽しいんで
すね！
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みんなでおいしいごはん 実りの秋

昔、じいちゃんと一緒に食べた
おにぎりが懐かしくて、当時を
思い出しながら絵を描きまし
た。賞をもらえてうれしいです。

白いごはんが大好きです。感謝
してごはんを食べる姿を描き
ました。これからも残さずにい
っぱい感謝しながら食べたい
と思います。

絵を完成させるのに２日かかっ
た。果物の絵がうまくできたと
思う。がんばって描いた絵が賞
に入ってとてもうれしいです。

　佐々木さんの作
品は、書き出しが
今年の夏の特徴で
ある猛暑であるこ
とがよく伝わってく
る。日常の食生活

の一部を抽出し、自分がひと工夫す
ることでごはんをおいしく味わえる
ことを豊かな表現で読み手を引き
込んでいく。

　齋藤さんの作品は、
田んぼの風景がよく
表現されている。手前
の夫婦が稲の収穫を
迎えてホッとした様子
がうかがえる。刈り取
った後の稲株など筆

使いがしっかりしている作品。
　三浦さんの作品は、ごはんを一生懸命食
べている姿や、友だちの表情、みんなで楽し
く食べている様子が表れていて、構成がし
っかりしている。3 年生でこの水彩処理は
見事だと思う。

作文審査員：
岩手日日新聞社 編集局長
小　岩　聖　二 氏

図画審査員：
一関市立一関小学校 校長
佐　藤　恵　一 氏

　ＪＡグループは、「みんなのよい食プロジェクト」の一環として、「ごはん・お米とわたし
図画・作文コンクール」を実施しています。これからの食・農を担う次世代の子どもたち
に、お米・ごはん食、稲作など、日本の食卓と国土を豊かに作りあげてきた稲作農業全般
についての学びを深めてもらうことが目的です。
　毎日のごはんでおいしかったことや家族とのコミュニケーション、お米に関しての思い
出や考えたことなどをテーマに、図画の部と、作文の部で作品を募集しました。
　今年はJAいわて南・JAいわい東管内での審査会も行いましたので、その入賞作品と受
賞者の皆さんをご紹介します！

平泉町立平泉中学校

３年　齋　藤　実
み	の

　理
り

さん

一関市立小梨小学校

３年　三　浦　真
ま

　緒
お

さん

じいちゃんとごはん
一関市立舞川中学校　２年

佐　藤　　　伶
れ い

さん

お米に感謝
一関市立松川小学校	５年

高　橋　碧
あ お

　唯
い

さん

ごはんでパーティ
一関市立赤荻小学校	１年

佐　藤　杏
きょう

　佳
か

さん

田んぼの友だち
一関市立大原小学校	６年

千　葉　海
の

　乃
の

さん

So~JA
＊E~JA
大賞

So~JA
＊E~JA
大賞

優秀賞 優秀賞

この作品は大東町の無農薬有
機栽培に取り組む「田んぼの学
校」のスケッチ教室で書きまし
た。初めて田んぼに入って稲作を
体験。とても新鮮な体験でした。

みんなで楽しくおいしく給食のごはんを食べているところを
表現しました。おじいちゃんが育てたお米も給食のごはんも
大好きです。

家の近くに棚田があり、昔からすごい好きな風景なので、描いてみたいと
思っていました。手前の草を上手く描くのに苦労しました。自分の家も、米
を作っているので、稲刈りも手伝ったりしています。自分にとって身近な田
んぼの風景を描いて、賞をもらえたので、本当にうれしいです。

第37回「ごはん・お米とわたし」
作文・図画コンクール
 〜両磐地区ＪＡ審査会〜

ＪＡ
組合長
賞

ＪＡ
組合長
賞
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田んぼの持つ多面的機能と、
生活に密着したお米の大切さ
について考えました。これから
も、伝統ある米文化を守ってい
きたいです。

ごはんがどのようにできている
のかを書いてみたいと思ってい
ました。農家の方が手をかけて
できているのを知ることがで
きました。

作文を書いて私たちにとって
ごはんの大切さを改めて考え
ることができました。それは、
お米を作る人たちの思い、おい
しいごはんを食べられる感謝
の気持ち。そして食事は家族と
のコミュニケーションの場とい
うことを。

小学生の時の朝食はごはんよ
りパン食でした。中学生になり
部活動など取り組むようにな
って、朝食でごはんを食べたら
腹持ちがよく集中できるように
なりました。

　
お
米
。
そ
れ
は
、
私
達
の
命
の
源
で
あ
り
、
欠
か
せ
な
い
も
の
で
す
。
お
米

は
、
今
か
ら
二
三
〇
〇
年
以
上
前
に
、
日
本
に
伝
わ
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
私

達
は
、お
米
の
な
い
世
界
に
存
在
し
た
こ
と
は
な
い
の
で
す
。そ
の
せ
い
で
、

私
は
お
米
の
大
切
さ
を
実
感
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。お
米
の

な
い
生
活
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、分
か
ら
な
い
の
で
す
。そ
こ
で
、私
は
お

米
の
な
い
世
界
は
ど
ん
な
も
の
か
、考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
私
達
の
主
食
は
、お
米
で
す
が
、そ
の
お
米
が
な
い
世
界
な
の
で
、ま
ず
主

食
が
な
く
な
り
ま
す
。そ
の
代
わ
り
に
、主
食
は
パ
ン
な
ど
に
な
り
ま
す
。し

か
し
、
パ
ン
の
原
材
料
は
、
小
麦
で
す
。
日
本
の
小
麦
の
自
給
率
は
低
い
で

す
。つ
ま
り
、食
べ
物
が
不
足
し
て
し
ま
う
の
で
す
。お
米
は
栄
養
も
あ
る
の

で
、
そ
の
分
の
栄
養
も
不
足
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
不
足
し
た
分
を
外
国

か
ら
の
輸
入
に
頼
る
と
い
う
方
法
も
あ
り
ま
す
が
、外
国
の
も
の
が
絶
対
に

安
全
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
お
米
が
あ
る
世
界

と
お
米
が
な
い
世
界
で
は
、な
い
世
界
の
方
が
不
便
で
す
。私
は
、お
米
の
あ

る
世
界
に
生
ま
れ
て
き
た
の
で
、
良
か
っ
た
な
あ
と
思
い
、
あ
り
が
た
み
も

感
じ
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、世
界
の
中
に
は
、恵
ま
れ
て
い
な
い
人
も
い
ま
す
。食
べ
る
物
が

な
い
国
も
あ
り
ま
す
。そ
れ
な
の
に
、お
腹
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
か
ら
、食

べ
ら
れ
な
く
な
っ
た
か
ら
、
そ
う
い
う
理
由
で
、
お
米
を
捨
て
て
き
た
自
分

が
情
け
な
く
な
り
ま
し
た
。食
べ
ら
れ
な
い
人
達
が
い
る
の
に
余
っ
た
分
を

捨
て
て
し
ま
う
、
そ
れ
は
、
ぜ
い
た
く
す
ぎ
る
、
そ
う
思
っ
て
い
ま
し
た
。
食

べ
物
が
な
く
、食
べ
ら
れ
な
い
人
達
に
申
し
訳
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

　
私
は
、「
お
米
の
あ
り
が
た
み
」や
、「
食
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
達
へ
の

申
し
訳
の
な
さ
」な
ど
を
考
え
ま
し
た
。で
す
が
、そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い

る
だ
け
で
は
何
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
こ
れ
か
ら
、
私
は
ど
の
よ
う
な

行
動
を
こ
こ
ろ
が
け
て
い
く
べ
き
か
、考
え
て
み
ま
し
た
。

　
ま
ず
は
、お
米
を
残
さ
ず
、食
べ
る
こ
と
で
す
。残
す
の
は
も
っ
た
い
な
い

か
ら
全
部
食
べ
る
。そ
う
す
れ
ば
、残
り
も
出
な
い
し
、さ
ら
に
い
っ
ぱ
い
食

べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
き
く
成
長
で
き
ま
す
。
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
行
動

を
す
る
と
、一
石
二
鳥
で
す
。私
は
一
番
こ
の
行
動
が
良
い
と
思
い
ま
す
が
、

必
ず
で
き
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
そ
の
場
合
は
、
出
来
る
だ
け
、
食
べ
て
、
食

べ
き
れ
な
か
っ
た
分
は
凍
ら
せ
る
な
ど
、
保
存
し
て
、
い
つ
か
食
べ
る
と
い

う
よ
う
に
す
る
と
良
い
と
思
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、
い
つ
も
「
感
謝
」
の
気
持
ち
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
良
い

と
思
い
ま
す
。
お
米
を
育
て
て
く
れ
た
農
家
の
方
々
、
お
米
を
食
べ
ら
れ
る

恵
ま
れ
た
環
境
に
い
る
こ
と
、全
て
に
「
感
謝
」の
気
持
ち
を
忘
れ
ず
に
、お

米
を
食
べ
て
い
き
た
い
で
す
。

　
私
は
、「
お
米
の
大
切
さ
」に
つ
い
て
、考
え
て
き
ま
し
た
。じ
っ
く
り
考
え

て
み
る
と
、
今
ま
で
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
こ
と
を
思
っ
て
、
新
し
い
考
え

が
生
ま
れ
ま
し
た
。「
恵
ま
れ
た
環
境
に
生
ま
れ
た
あ
り
が
た
み
」「
恵
ま
れ

て
い
な
い
人
達
へ
の
申
し
訳
な
さ
」
そ
の
他
に
も
た
く
さ
ん
新
し
い
考
え
、

気
持
ち
が
生
ま
れ
た
。そ
し
て
、こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

学
ん
だ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。そ
れ
は
「
感
謝
」す
る
こ
と
で
す
。食
べ
物
、人
、

全
て
に
「
感
謝
」す
る
と
、自
分
は
恵
ま
れ
て
い
る
か
ら
「
感
謝
」で
き
る
ん

だ
な
あ
と
思
い
ま
す
。
今
に
な
っ
て
、
お
米
は
と
て
も
大
切
だ
な
あ
と
実
感

し
ま
し
た
。

　
蝉
の
鳴
く
音
に
、目
を
覚
ま
し
た
。太
陽
は
だ
い
ぶ
高
い
位
置
に
あ
り
、自
分
が
寝
坊
し

た
こ
と
に
気
づ
く
。私
は
体
を
起
こ
し
、布
団
を
は
ぎ
と
る
。す
る
と
、汗
が
頬
を
伝
っ
た
。

額
を
触
る
と
、
じ
っ
と
り
と
汗
が
に
じ
ん
で
い
る
の
が
分
か
っ
た
。
朝
で
さ
え
、
こ
の
暑

さ
。昼
過
ぎ
の
気
温
な
ど
、考
え
る
だ
け
で
恐
ろ
し
い
。

　
リ
ビ
ン
グ
ル
ー
ム
に
入
る
と
、朝
食
の
匂
い
が
む
わ
っ
と
し
た
。私
は
、食
卓
に
着
く
。

「
い
た
だ
き
ま
す
」

そ
う
言
っ
て
箸
を
持
つ
。そ
し
て
、味
噌
汁
を
ち
ょ
っ
と
つ
つ
い
て
み
る
。…
が
、何
せ
暑

い
。私
は
す
ぐ
に
箸
を
置
い
て
し
ま
っ
た
。暑
過
ぎ
て
、ご
飯
を
食
べ
る
気
力
も
も
は
や
無

か
っ
た
の
だ
。

　
朝
ご
は
ん
。そ
れ
は
、健
康
の
た
め
に
も
し
っ
か
り
食
べ
た
ほ
う
が
い
い
。夏
バ
テ
の
予

防
に
も
な
る
。し
か
し
、暑
く
て
食
べ
る
気
に
な
ら
な
い
。で
も
、食
べ
る
べ
き
…
。考
え
た

末
に
思
い
つ
い
た
。そ
う
、食
べ
る
時
に
、食
べ
や
す
い
よ
う
に
一
工
夫
す
れ
ば
い
い
の
だ
。

　
私
は
ま
ず
、梅
干
し
を
乗
せ
る
こ
と
に
し
た
。う
ち
の
梅
干
し
は
、少
々
固
め
の
カ
リ
カ

リ
し
た
や
つ
だ
。口
に
入
れ
る
と
、和
風
の
落
ち
着
い
た
味
わ
い
が
口
の
中
に
広
が
る
。そ

し
て
、油
断
し
て
い
る
と
き
に
、後
か
ら
も
の
す
ご
い
す
っ
ぱ
さ
が
追
い
か
け
て
き
て
、私

は
た
ま
ら
ず
ご
飯
を
か
き
こ
ん
だ
。す
る
と
、す
っ
ぱ
さ
は
弱
ま
る
。し
か
し
、す
っ
ぱ
さ

を
押
し
殺
す
よ
う
な
感
じ
で
は
な
く
、む
し
ろ
引
き
立
て
て
い
る
よ
う
な
感
じ
だ
っ
た
。

　
次
の
日
の
朝
食
。今
度
は
、海
苔
を
巻
く
こ
と
に
し
た
。巻
き
や
す
い
サ
イ
ズ
に
カ
ッ
ト

し
た
海
苔
を
醤
油
に
少
し
だ
け
付
け
る
。そ
し
て
、ほ
か
ほ
か
と
湯
気
を
た
て
る
ご
飯
の

上
に
乗
せ
、箸
を
使
っ
て
ぐ
る
り
と
巻
く
。ご
飯
が
こ
ぼ
れ
落
ち
な
い
よ
う
に
注
意
し
な

が
ら
食
べ
る
と
、海
苔
が
パ
リ
ッ
と
音
を
た
て
た
。食
欲
を
そ
そ
る
香
り
が
広
が
る
。そ
し

て
、海
苔
の
奥
に
あ
る
ご
飯
は
、海
苔
の
味
わ
い
を
引
き
立
て
つ
つ
、自
ら
を
主
張
す
る
こ

と
も
忘
れ
な
い
。ほ
ん
の
り
と
し
た
甘
さ
が
か
す
か
に
す
る
が
、そ
の
甘
さ
が
微
量
な
と

こ
ろ
が
ま
た
い
い
。海
苔
に
つ
け
た
醤
油
と
も
よ
く
合
う
。

　
そ
し
て
ま
た
次
の
日
の
朝
食
。私
は
瓶
を
カ
パ
ッ
と
開
け
た
。そ
し
て
、中
味
を
ス
プ
ー

ン
で
す
く
い
、
ご
飯
に
か
け
る
。
途
端
に
、
ご
飯
は
花
が
咲
い
た
よ
う
に
華
や
か
に
な
っ

た
。…
そ
う
、鮭
フ
レ
ー
ク
で
あ
る
。ス
プ
ー
ン
を
箸
に
持
ち
替
え
、う
ま
い
具
合
に
一
口

分
を
つ
か
む
。口
に
運
び
、咀
嚼
す
る
。鮭
フ
レ
ー
ク
の
塩
気
が
少
し
強
い
か
な
、と
思
っ

た
の
も
つ
か
の
間
、す
ぐ
さ
ま
ご
飯
が
フ
ォ
ロ
ー
に
ま
わ
る
。ご
飯
の
甘
み
と
鮭
の
塩
気

が
、絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
で
調
和
し
て
い
た
。お
も
わ
ず
、二
口
目
、三
口
目
、と
箸
を
の
ば
し

て
し
ま
う
ぐ
ら
い
、う
ま
い
。

　
さ
て
、次
の
日
。そ
ろ
そ
ろ
ネ
タ
が
尽
き
て
き
た
の
で
、し
ょ
う
が
な
い
か
ら
そ
の
ま
ま

食
べ
た
。す
る
と
ど
う
だ
ろ
う
。三
日
前
か
ら
始
め
た
「
一
工
夫
」で
見
つ
け
た
ご
飯
の
う

ま
さ
が
、し
っ
か
り
と
感
じ
ら
れ
た
の
だ
。お
か
ず
と
一
緒
の
と
き
は
、お
か
ず
の
味
を
引

き
立
て
て
い
た
が
、単
独
と
な
っ
た
今
、そ
の
味
わ
い
は
、こ
れ
で
も
か
と
い
う
く
ら
い
口

内
い
っ
ぱ
い
に
広
が
っ
て
い
た
。甘
さ
の
中
に
う
ま
み
。う
ま
み
の
中
に
甘
さ
。私
は
そ
の

味
を
し
っ
か
り
と
味
わ
い
な
が
ら
、一
つ
の
こ
と
を
思
っ
た
。

「
な
ん
だ
、ご
飯
、う
ま
い
じ
ゃ
ん
」と
。

　
ご
飯
は
、単
独
で
も
お
い
し
い
し
、お
か
ず
と
一
緒
で
も
い
い
。さ
ら
に
、栄
養
も
あ
っ

て
、健
康
に
も
い
い
。な
ん
て
素
敵
な
食
べ
物
だ
ろ
う
。暑
い
か
ら
っ
て
、食
べ
な
い
で
い

る
場
合
で
は
な
い
。む
し
ろ
こ
の
暑
さ
は
、ご
飯
を
食
べ
た
ほ
う
が
乗
り
切
れ
る
よ
う
な

気
が
す
る
。あ
の
ま
ま
食
べ
る
の
を
諦
め
て
い
た
ら
、こ
の
こ
と
に
も
気
付
け
な
か
っ
た

だ
ろ
う
。や
っ
て
み
な
い
と
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、食
べ
て
み
な
い
と
分
か

ら
な
い
こ
と
も
あ
る
ん
だ
な
と
思
っ
た
。

　
暑
さ
か
ら
思
い
つ
い
た
「
一
工
夫
」。そ
し
て
、そ
れ
で
気
付
い
た
ご
飯
の
う
ま
さ
。私

は
、あ
の
時
食
べ
て
み
て
良
か
っ
た
な
と
、今
日
も
ご
飯
を
食
べ
な
が
ら
思
っ
た
。

　
み
な
さ
ん
は
、お
米
を
大
事
に
し
て
い
ま
す
か
。

　
そ
し
て
、毎
日
ご
は
ん
を
お
い
し
く
食
べ
て
い
ま
す
か
。

　
私
は
、
パ
ン
よ
り
ご
は
ん
が
好
き
な
の
で
、
ほ
と
ん
ど
一
日
三
回
食
べ

る
こ
と
が
多
い
で
す
。

　
私
の
家
族
は
、い
つ
も
茶
わ
ん
に
ご
は
ん
粒
を
一
粒
も
残
さ
な
い
よ
う

に
食
べ
て
い
ま
す
。

　
あ
る
時
、祖
母
が
話
し
て
く
れ
た
事
で
す
が
、「
お
米
を
一
粒
で
も
無
駄

に
す
る
と
、
目
が
見
え
な
く
な
る
。」
と
昔
の
人
が
言
っ
て
い
た
そ
う
で

す
。で
す
か
ら
み
な
さ
ん
も
お
米
を
一
粒
で
も
無
駄
に
し
な
い
よ
う
に
食

べ
る
よ
う
に
心
が
け
た
い
も
の
で
す
ね
。

　
お
米
は
、農
家
の
人
が
一
生
懸
命
愛
情
を
こ
め
て
作
っ
て
い
る
の
で
す

か
ら
、朝
ご
は
ん
を
食
べ
な
い
人
は
、ぜ
ひ
食
べ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　
ご
は
ん
が
あ
ま
り
好
き
じ
ゃ
な
い
人
は
、
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
や
親
子
丼
、

ち
ら
し
寿
司
な
ど
を
作
っ
て
み
て
、「
ご
は
ん
っ
て
こ
ん
な
に
お
い
し
い

ん
だ
。」
と
感
じ
て
食
べ
て
く
れ
る
と
、
お
米
を
作
っ
て
い
る
人
は
、
と
て

も
う
れ
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
私
は
、
お
米
作
り
農
家
の
手
伝
い
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
母
の
実

家
が
、
大
農
家
な
の
で
、
小
学
校
の
時
か
ら
、
毎
年
種
ま
き
、
田
植
え
の
苗

運
び
、稲
刈
り
に
両
親
と
姉
二
人
と
で
、手
伝
い
に
行
き
ま
す
。普
段
身
に

つ
け
な
い
ゴ
ム
手
袋
、
長
靴
と
格
好
だ
け
は
、
一
人
前
。
で
も
、
家
族
み
ん

な
で
汗
を
流
し
な
が
ら
働
く
こ
と
は
、
一
家
団
結
、
協
力
性
が
一
段
と
深

ま
っ
た
気
が
し
ま
す
。

　
そ
こ
に
、祖
父
、祖
母
に
「
孫
達
に
手
伝
っ
て
も
ら
う
か
ら
、と
て
も
助

か
る
」
と
優
し
い
言
葉
、
笑
顔
で
話
し
て
く
れ
る
の
で
、
言
葉
に
は
、
現
せ

ら
れ
な
い
く
ら
い
の
感
動
が
込
み
上
げ
て
き
ま
す
。

　
私
の
祖
父
、祖
母
は
、米
作
り
の
ベ
テ
ラ
ン
で
す
。

　
私
は
、何
を
言
っ
て
も
祖
父
、祖
母
の
作
っ
た
お
米
が
一
番
好
き
で
す
。

ご
は
ん
を
一
口
口
の
中
に
入
れ
、か
む
と
「
ジ
ュ
ワ
ッ
ー
」と
甘
み
が
出
ま

す
。
こ
ん
な
に
お
い
し
い
ご
は
ん
を
お
腹
い
っ
ぱ
い
食
べ
ら
れ
る
の
で
、

私
は
幸
せ
者
で
す
。祖
父
、祖
母
に
感
謝
で
す
。そ
の
感
謝
す
る
気
持
ち
を

私
は
、常
に
意
識
し
て
い
る
の
で
必
ず
「
い
た
だ
き
ま
す
」「
ご
ち
そ
う
さ

ま
」
と
あ
い
さ
つ
を
し
ま
す
。
こ
の
あ
い
さ
つ
か
ら
食
事
の
時
の
一
家
団

ら
ん
が
始
ま
り
ま
す
。
私
の
家
族
は
六
人
。
私
が
学
校
で
の
出
来
事
を
話

し
始
め
る
と
次
々
と
い
ろ
い
ろ
な
話
題
が
出
て
き
ま
す
。話
の
盛
り
上
げ

役
は
父
で
す
。父
は
、仕
事
で
疲
れ
て
い
る
は
ず
な
の
に
、い
つ
で
も
大
き

な
声
で
話
し
た
り
、
家
族
を
笑
わ
せ
た
り
で
お
笑
い
芸
人
み
た
い
で
す
。

食
事
の
楽
し
い
ひ
と
時
を
盛
り
上
げ
て
く
れ
る
父
に
私
は
、感
謝
し
て
い

ま
す
。「
あ
り
が
と
う
」こ
れ
か
ら
も
一
家
団
ら
ん
の
楽
し
い
ひ
と
時
を
食

事
時
間
だ
け
で
な
く
、短
時
間
で
も
家
族
の
会
話
を
も
っ
と
多
く
す
る
習

慣
を
身
に
つ
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
会
話
が
豊
富
に
な
れ
ば
、
自

然
に
笑
顔
、
笑
い
が
出
て
く
る
は
ず
で
す
。
そ
れ
を
家
庭
の
中
だ
け
で
な

く
学
校
、
地
域
住
民
の
人
に
も
行
動
で
現
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ

れ
が
私
の
今
後
の
課
題
で
す
。

　
最
後
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
作
文
を
書
き
な
が
ら
お
米
の
大
切
さ
、
家

族
と
の
絆
、家
族
の
存
在
感
、家
族
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、改
め
て

「
家
族
っ
て
い
い
な
ぁ
」と
強
く
感
じ
ま
し
た
。

一
関
第
一
高
等
学
校
附
属
中
学
校

２
年　

佐
々
木　

唯ゆ
い　

奈な

さ
ん

一
関
第
一
高
等
学
校
附
属
中
学
校

１
年　

菅　

原　

ひ
よ
り
さ
ん

一
関
市
立
興
田
中
学
校

３
年　

武　

田　

毬ま
り　

加か

さ
ん

お米の大切さ
一関第一高等学校附属中学校

１年　藤原　　瞳
あきら

さん

たくさんの苦労に
『ありがとう』

一関第一高等学校附属中学校

２年　髙橋　杏
あ ん

奈
な

さん

ごはん・お米とわたし

一関市立興田中学校

３年　小山　紗
さ と

都さん

ごはん・お米とわたし

一関市立興田中学校

１年　千田　一
い っ

平
ぺ い

さん

優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞

今年の夏の猛暑についてニュースでよく取り
上げられていたので、作文のテーマにして書け
ないか考えていました。まさか賞をもらえるな
んて思っていなかったので、とてもうれしいです。

お米の大切さを改めて実感できまし
た。賞をもらえてうれしいです。

ＪＡ
組合長
賞

ＪＡ
組合長
賞

So~JA
＊E~JA
大賞

暑
さ
と
ご
飯
と
一
工
夫

お
米
の
大
切
さ 

ご
は
ん
・ 

　
お
米
と
わ
た
し
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部活動でお腹が空いたときに食べるごはんは最高
です。「いただきます」というあいさつからはじまる
家族の団らんの時間は大切です。愛情込めて作ら
れたお米に感謝しながらごはんを食べていきたい。



平成２４年（２０１２）１２月２日（日曜日） （8）ＪＡいわい東・ＪＡいわて南 コミュニティ誌 So~JA *E~JA

米とぎは２分以内で！
　お米は水にくぐらせた瞬間から吸水を始め
るため、すすぎや米とぎは短時間で行います。
すすいで水を切った後、とぐのは2～3回。最
後にもう一度すすぎ終えるまで、2分以内を目
安にします。
　とぎ汁は完全に透明にならなくても大丈夫。
一般的なお米は胚乳（でんぷん層）をぬか層
が薄く覆うように調整して精米してあるため、と
ぎ過ぎると薄く残したぬか層が剥がれて、米の
うま味が損なわれてしまいます。また、割れ欠け
や、不透明感のある米粒が多い場合は、力を
入れずに優しくとぐようにしましょう。

本
当
に
お
い
し
い

お
米
の
炊
き
方

知っているようで

知らない！？

水切り２分で雑味取り
　ご飯を炊くとき、おいしさの決め手になるの
は水。炊く前に雑味のない状態にするために、
といだ米をざるなどに入れて水切りし、濁った
水を落とし切ります。
　水切り時間の目安は2分程度。長く置くと、米
が乾燥して割れやすくなるので注意しましょう。

冷たい水にじっくり浸そう
　お米も他の乾物同様、冷水でゆっくりと芯
まで吸水させた方がふっくらと戻り、粒立ち良く
炊き上がります。理想は、冷蔵庫に保存してあ
る8～10度の水で1時間～1時間半の浸漬
（しんし：液体に浸すこと）。ぬるま湯や夏場の
水道水は水温が高く米に急速に水分が浸透
するため、浸漬時間は短縮させられますが、お
いしさを追求するならお勧めできません。

 監修：五ツ星お米マイスター
  金 子　真 人さん
  （埼玉県川越市 金子商店）
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　一関市
の達古袋

地区に

「社団法
人　達古

袋農業

教育協会
」という組

織があ

ります。こ
れは、大

正時代に
、

青少年の
教育支援

と地域

の発展を
願った有

志が立

ち上がり
設立され

た全国

的にも珍
しい法人

教育機

関です。
教育の場

として長

く地域に
根ざして

きた同

協会は今
年、設立

100周

年を迎え
ました。

177

21

“組織”

11
次
世
代
に
伝
え
た
い…

さ
う
す
の
宝
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ＪＡいわて南広報誌 ＪＡいわい東広報誌

さうす わ・いわい
South WA-iwai

組合員様向けに発行しておりますＪＡの広報誌「さうす」と「わ・い
わい」は、それぞれのＪＡホームページにてご覧いただけます。
地元の農畜産物など、盛りだくさんの情報をぜひご覧ください。

今回“追っかけ”取材をした門崎
小学校は今年度限りで閉校。来
年度からは薄衣小学校と統合し
川崎小学校となるそうです。寂し
いですが最後にいい体験になっ
たのでは。自分が小さい頃は、家
庭で農業を手伝うのがあたりま
え。今は家で農業を手伝う機会
が少なく、学校単位の食農教育
は大切です。みんなで体験するこ
とで楽しさが倍増。小さい頃に農
業が楽しいと思えば、大人になっ
ても農業をやってみようという子
どもも増えてくると思います。

ＪＡいわい東広報担当　千葉

半年間、子どもたちの奮闘を追
いかけました。名前まで覚えても
らって、なんだかクラスの一員に
なったような気がして、毎回みん
なに会うのが楽しみでした。何よ
りもみんなの楽しそうな顔を見
て元気をもらいました。また、コ
ンクールの作品を見て「こんな
にたくさんの子がお米について
考えているんだ」とうれしくなり
ました。彼らが大人になって、農
業や地域に携わって行くときに、
また笑顔で再会するのが楽しみ
です。
ＪＡいわて南広報担当　小野寺

発行／いわい東農業協同組合・岩手南農業協同組合　　編集／So~JA ＊E~JA 編集委員会　　印刷／株式会社 岩手日日新聞社

読 者 プ レ ゼ ン ト ！ ！

応 　 募 　 方 　 法
〒021‒0027　一関市竹山町７‒１
  ＪＡいわて南　経営企画課
〒029‒0803　一関市千厩町千厩字下駒場283‒１

ＪＡいわい東　企　画　課

1 食農教育の記事の中で、門崎小学校、金沢小学校がそれぞれ行った行事は何回？
　　　あ＝１回　　　　　　　い＝５回　　　　　　　う＝１０回

2 今号の「SO~JA *E~JA」でよかったと思うコーナーや感想。
3 今後取り上げてほしい話題。　　　4  JAに対する要望。

官製ハガキにクイズの答え・アンケ
ート・お名前・年齢・ご住所・連絡先
電話番号を明記の上、右記宛先の
いずれかまでご応募ください。

クイズに正解した方の中から抽選で１０名様に図書カード(１０００円分)を進呈いたします。なお、
当選者は両JA広報誌平成２５年２月号にて発表いたします。　応募締め切り　平成２４年１２月末

若
手
職
員
紹
介

　
Ｊ
Ａ
い
わ
て
南
の
平
泉
支

店
で
信
用
窓
口
を
担
当
し
て

い
る
夏
美
さ
ん
は
、今
年
Ｊ

Ａ
に
入
組
し
ま
し
た
。「
ま
だ

社
会
人
に
成
り
立
て
で
、分

か
ら
な
い
こ
と
は
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
」と
語
る
夏
美
さ

ん
。「
た
だ
、お
客
様
に
信
頼

し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、

言
葉
使
い
に
は
気
を
つ
け
て

　
Ｊ
Ａ
い
わ
い
東
の
室
根
支

店
で
信
用
窓
口
を
担
当
し
て

い
る
翔
さ
ん
は
、今
年
の
４

月
に
入
組
し
た
ニ
ュ
ー
フ
ェ

イ
ス
。「
覚
え
る
こ
と
が
た
く

さ
ん
あ
っ
て
大
変
で
す
が
、先

輩
方
が
や
さ
し
く
教
え
て
く

れ
る
の
で
頼
も
し
く
感
じ
て

い
ま
す
」と
、笑
顔
を
見
せ
ま

す
。「
組
合
員
や
利
用
者
の
皆

さ
ん
を
名
前
で
呼
べ
る
よ
う

い
ま
す
」と
目
を

輝
か
せ
ま
す
。以

前
お
客
様
か
ら

「
笑
顔
が
良
い
ね
」

と
言
わ
れ
た
こ
と

が
と
て
も
う
れ
し

く
て
、励
み
に
し
て

い
る
そ
う
で
す
。休

み
の
日
に
は
大
好
き

な
買
い
物
に
出
か
け
た
り
、

小
さ
い
頃
か
ら
続
け
て
い
る

テ
ニ
ス
に
汗
を
流
す
そ
う
。

「
先
輩
か
ら
教
え
て
い
た
だ

い
て
い
る
こ
と
を
一
日
も
早

く
自
分
の
も
の
に
し
て
、『
こ

の
人
に
な
ら
任
せ
て
も
大
丈

夫
』と
思
っ
て
も
ら
え
る
よ
う

な
職
員
に
な
り
た
い
で
す
」

と
力
強
く
語
り
ま
す
。

に
、ま
ず
名
前
を
覚
え
る
よ

う
に
心
掛
け
て
い
ま
す
」と
、

親
近
感
を
与
え
る
こ
と
を
意

識
し
て
い
ま
す
。理
想
の
職

員
像
は
「『
こ
の
人
に
聞
け

ば
何
で
も
わ
か
る
』と
、組
合

員
か
ら
頼
ら
れ
る
職
員
」と
、

意
気
込
み
ま
す
。

　
そ
ん
な
初
々
し
い
翔
さ
ん

は
、サ
ッ
カ
ー
と
な
る
と
目
つ

き
が
変
わ
る
ほ
ど
大
好

き
で
、社
会
人
リ
ー
グ
の

「
磐
井
Ｆ
Ｃ
」に
加
入
。週

２
回
は
サ
ッ
カ
ー
練
習

に
汗
を
流
し
て
い
ま

す
。今
年
の
冬
は
「
ス

ノ
ー
ボ
ー
ド
に
チ
ャ
レ

ン
ジ
し
た
い
」と
、は

り
き
り
ま
す
。

「この人に聞けば何でもわかる」
という職員に

ＪＡいわい東　室根支店

那　須　　 翔さん⒅
な す しょうち ば なつ み

信頼してもらえる職員目指して
　　　　　　　頑張ります

JAいわて南　平泉支店

千　葉　夏　美さん⒆

ポラーノ様
●

至須川高原

深立目橋
●深立目公民館

●
大岡商店様　●

佐藤酒店様

▽…案内板

▽

▽

▽

磐
井
川

〕〔

風

至
一
関
IC

284

　お弁当とお惣菜の店「まんまや」はオープンして
２周年。元気なお母さんたちが心を込めて手作り
弁当を提供しています。
　まんまやの弁当は、ワーコム米（いわい東米）を
使用し、地元の野菜を生かした「家庭の味」にこだ
わっています。おすすめは魚・肉・ミックスの３種
類から選べる日替わり弁当。（宅配価格４００円）
ご飯の量もお好みで選べます。（おかずのみ３２０
円、ごはん増量４２０円、ごはんハーフ３８０円）
　店内は喫茶スペースがありますので店内でお召
し上がりいただけます。バスを待つ方などお休み処
として気軽にご利用ください。

一関市厳美町字下谷地152-11
☎0191（39）2072
営／11：00～17：00 
定休日／毎週月・火・水曜日、毎月第2・第4日曜日
冬季休業：12/23～2/末まで
HP：http://www18.ocn.ne.jp/̃troomfu/

　「風」は、厳美町の山奥にひっそりと佇む、隠れ家的
存在。かわいらしい雑貨など、インテリアにもこだわっ
ており、女性のお客様が多いそうです。
　前日からじっくりと煮込んだ特製のビーフシチュー
は、野菜の甘みが口の中に広がる一品。こだわりのお
米は、近隣の生産者から仕入れています。
　また、店内では一関市で唯一、有名な紅茶取扱店の
「ガネッシュ」から仕入れた紅茶が飲めます。ダージリン
とアッサムを用意。「ガネッシュ」で直々に修行してきた
店主が、最高の状態でお出しします。
　鳥のさえずりに耳を澄ましながら、地元の食材と本
格的な紅茶を堪能してみてはいかがですか。

オススメ
日替わり弁当（ミックス）４００円

一関市千厩町千厩字町１２
（東北銀行様向い）
☎０１９１（４８）３１１３／不定休
※宅配のお電話は昼弁当１０時まで
　夜弁当は１６時までにお願いします。

お米のおいしいお店
紹介しま～す！

お
米
の
お
い
し
い
お
店

紹
介
し
ま
〜
す
！

Tea R
oom

風
東編

南
編

お弁当とお惣菜の店

まんまや

●養老の滝様

●
TSUTAYA様

至大東

至藤沢

まんまや

●
東
北
銀
行
様

●
Ｊ
Ａ
千
厩
支
店

至
一
関

至
気
仙
沼

456
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ふう

ＪＡバンク岩手

トリーム
★

キャンペーン
２０１２

実施中！！
平成24年12月28日㈮まで

詳細はJAいわて南
JAいわい東各本店および各支店までお問い合わせください


