
呉トピックス地域の情報をお届け！

　
７
月
中
旬
、
Ｊ
Ａ
ひ
ろ
し
ま
広
北

学
童
農
園
で
呉
市
立
三
坂
地
小
学
校

３
年
生
52
人
と
善
通
寺
学
園
善
通
寺

幼
稚
園
年
長
の
園
児
82
人
が
ト
ウ
モ

ロ
コ
シ
を
収
穫
し
ま
し
た
。

　
例
年
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
を

利
用
し
農
業
体
験
を
取
り
入
れ
、
農

園
の
種
ま
き
と
収
穫
の
農
作
業
を
Ｊ

Ａ
職
員
と
協
力
し
て
行
な
い
ま
す
。

今
年
度
は
畝
間
を
広
く
し
て
、
児
童

や
園
児
が
安
全
に
体
験
で
き
る
よ
う

工
夫
し
ま
し
た
。

　
Ｊ
Ａ
の
呉
ア
グ
リ
セ
ン
タ
ー
職
員

に
も
ぎ
取
り
方
を
教
え
て
も
ら
い
な

が
ら
、
一
生
懸
命
に
収
穫
し
て
い
た

花
中
蒼
空
さ
ん
（
８
）
は
「
大
き
く

育
っ
た
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
に
驚
い
た
。

家
族
で
食
べ
る
の
が
楽
し
み
」
と
満

足
そ
う
に
話
し
ま
し
た
。

　
７
月
下
旬
、
呉
地
域
本
部
管
内
の
呉

市
倉
橋
町
で
夏
キ
ュ
ウ
リ
の
出
荷
が
最

盛
期
を
迎
え
、
早
朝
か
ら
収
穫
に
追
わ

れ
ま
す
。
生
産
す
る
の
は
株
式
会
社
菜

ず
き
人
。
多
い
日
に
は
１
日
約
４
０
０

㎏
を
出
荷
し
ま
す
。

　
同
法
人
は
２
０
２
１
年
か
ら
キ
ュ
ウ

リ
の
周
年
栽
培
に
取
り
組
み
、延
べ
44
ａ

の
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
で
春
、
夏
、
秋
と

隙
間
な
く
出
荷
。
７
月
と
10
月
は
収
穫

期
が
重
な
り
ま
す
。

　
今
年
の
春
作
か
ら
「
更
新
つ
る
下
ろ

し
」
に
仕
立
て
方
法
を
変
え
、
夏
作
、

秋
作
と
試
し
な
が
ら
秀
品
率
と
作
業
効

率
の
向
上
を
見
込
み
ま
す
。
ま
た
、
２

０
２
１
年
２
月
に
は
春
作
用
ハ
ウ
ス
に

統
合
環
境
制
御
機
器
を
導
入
。
収
量
の

安
定
化
と
品
質
の
良
い
キ
ュ
ウ
リ
の
生

産
へ
温
度

や
水
、
肥

料
な
ど
徹

底
し
て
管

理
し
ま
す
。

　
呉
地
域
本
部
の
営
農
経
済
部
営
農

販
売
課
は
７
月
初
旬
、
Ｊ
Ａ
全
農
ひ

ろ
し
ま
と
共
同
で
管
内
の
水
稲
産
地

で
あ
る
呉
市
郷
原
、
苗
代
、
栃
原
地

区
の
展
示
圃
場
10
カ
所
で
２
０
２
３

年
度
産
水
稲
の
定
点
調
査
を
行
な
い

ま
し
た
。

　
こ
の
調
査
は
決
ま
っ
た
圃
場
で
水

稲
の
草
丈
や
茎
数
、
葉
色
な
ど
の
生

育
状
況
や
病
害
虫
と
雑
草
の
発
生
状

況
を
調
べ
、
ま
た
、
新
た
な
肥
料
や

農
薬
な
ど
を
試
験
的
に
使
用
し
効
力

の
確
認
も
行
な
い
ま
す
。

　
調
査
で
は
、
除
草
剤
を
散
布
し
た

圃
場
に
50
ｃｍ
四
方
の
枠
で
囲
っ
た
除

草
剤
を
使
わ
な
い
箇
所
と
使
っ
た
箇

所
を
設
置
し
、
雑
草
の
本
数
や
種
類

を
記
録
。
生
産
者
が
立
ち
会
い
薬
剤

の
効
力
を
確
認
し
ま
し
た
。

　
結
果
は
毎
年
積
み
上
げ
、
栽
培
ご

よ
み
の
作
成
や
生
産
者
へ
の
施
肥
防

除
指
導
に
繋
げ
ま
す
。

　
蒲
刈
ア
グ
リ
セ
ン
タ
ー
は
呉
市
蒲
刈

町
の
「
恵
み
の
丘
蒲
刈
」
で
７
月
下

旬
、
公
開
講
座
を
開
き
蒲
刈
地
区
の
柑

橘
生
産
農
家
17
人
が
参
加
し
ま
し
た
。

Ｊ
Ａ
広
島
果
実
連
の
協
力
で
初
め
て
取

り
組
み
ま
す
。

　
親
の
手
伝
い
や
兼
業
農
家
で
平
日
の

講
習
会
に
参
加
で
き
な
い
、
ベ
テ
ラ
ン

の
中
だ
と
恥
ず
か
し
く
て
質
問
で
き
な

い
な
ど
の
要
望
に
応
え
、
地
域
の
後
継

者
候
補
や
農
家
を
対
象
に
産
地
の
維
持

向
上
と
生
産
者
の
技
術
向
上
を
目
指

し
、
柑
橘
栽
培
の
基
本
的
な
技
術
講
習

を
行
な
い
ま
す
。

　
初
回
講
座
は
、
Ｊ
Ａ
広
島
果
実
連
広

島
県
果
樹
農
業
振
興
対
策
セ
ン
タ
ー
の

栗
木
富
生
農
園
長
が
講
師
と
な
り
、
中

晩
柑
類
の
摘
果
や
病
害
虫
の
防
除
に
つ

い
て
学
び
、
園
地
で
不
知
火
（
し
ら
ぬ

ひ
）
の
摘
果
作
業
を
行
な
い
ま
し
た
。

　
８
月
は
温
州
ミ
カ
ン
の
摘
果
を
行
な

い
、
不
知
火
は
収
穫
ま
で
引
き
続
き
管

理
す
る
予
定
。
講
座
は
毎
月
１
回
、
土

曜
ま
た
は
日
曜
日
の
午
前
中
に
開
催
す

る
計
画
で
す
。

▲生産者と雑草の数を見て
薬剤使用の効力を確認
（呉市郷原町）

▲栗木農園長の説明に
　聞き入る参加者

大
き
な
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
収
穫

▲�トウモロコシを力いっぱいもぎ取る児童、園児ら

施
肥
防
除
指
導
へ
つ
な
げ
る

水
稲
圃
場
定
点
調
査

後
継
者
候
補
や
兼
業
農
家
に
向
け
て

か
ん
き
つ
公
開
講
座
開
催 

蒲
刈
ア
グ
リ
セ
ン
タ
ー

倉
橋
産 

夏
キ
ュ
ウ
リ
出
荷
最
盛

▲�大きさを確認しながら
　収穫する作業員ら

呉地域本部
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イ
チ
ジ
ク

▽
礼
肥
の
施
用

　

樹
勢
の
回
復
と
貯
蔵
養
分
を
蓄
積
さ
せ

る
目
的
に
施
用
し
ま
す
。

　

施
用
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
は
収
穫
が
７
～

８
割
終
了
し
た
時
点
と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
樹
勢
の
強
い
若
木
な
ど
は
控

え
め
に
施
用
し
ま
し
ょ
う
。

▽
病
害
虫
防
除

　

園
内
に
腐
敗
し
た
果
実
を
放
置
し
て
い

る
と
、
そ
れ
が
病
害
虫
の
感
染
源
と
な
り

ま
す
。
可
能
な
限
り
腐
敗
果
な
ど
は
園
外

に
持
ち
出
し
て
処
分
す
る
こ
と
を
心
が
け

ま
し
ょ
う
。

▽
台
風
対
策

　

葉
の
大
き
い
イ
チ
ジ
ク
は
他
の
果
樹
に

比
べ
台
風
被
害
を
受
け
や
す
く
、
強
風
に

よ
り
倒
木
や
枝
折
れ
、
そ
し
て
果
実
は
風

ス
レ
な
ど
に
よ
る
傷
果
が
で
き
や
す
く
な

り
ま
す
。

　

対
策
と
し
て
は
、
支
柱
な
ど
で
樹
を
固

定
し
補
強
す
る
こ
と
で
す
。

　

日
頃
か
ら
風
の
当
た
り
や
す
い
園
地
で

栽
培
し
て
い
る
場
合
は
、
防
風
網
を
設
置

す
る
な
ど
の
対
策
も
必
要
で
す
。

カ
キ

▽
汚
染
果
対
策

　
果
実
が
成
熟
す
る
に
従
い
、
皮
の
一
部
が

黒
変
す
る
も
の
を「
汚
染
果
」と
い
い
ま
す
。

　

特
に
西
条
柿
や
太
秋
で
多
く
発
生
し

ま
す
。

　

主
な
原
因
は
、
園
内
の
通
気
性
や
日
焼

け
、
風
ス
レ
、
秋
の
多
雨
な
ど
で
す
。

　

日
頃
か
ら
園
内
の
除
草
を
徹
底
し
湿
度

を
下
げ
た
り
、
枝
が
過
繁
茂
と
な
ら
な
い

よ
う
通
気
性
を
良
く
し
、
果
実
が
乾
き
や

す
い
環
境
を
作
り
ま
し
ょ
う
。

モ
モ

▽
礼
肥
と
土
壌
改
良

　

８
月
下
旬
か
ら
９
月
中
旬
に
肥
料
を
施

用
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
秋
根
が
発
生
す
る
前
の
９
月
か

ら
10
月
に
ス
コ
ッ
プ
な
ど
で
断
根
し
、
完

熟
た
い
肥
や
土
壌
改
良
剤
の
施
用
を
行
な

い
ま
し
ょ
う
。

▽
秋
季
せ
ん
定

　

こ
の
時
期
の
せ
ん
定
の
目
的
は
、
①
樹

勢
を
落
ち
着
か
せ
る
②
骨
格
の
形
成
③
葉

芽
や
枝
の
充
実
と
な
り
ま
す
。

　

樹
冠
内
部
か
ら
徒
長
し
て
い
る
枝
や
か

ぶ
さ
り
枝
、
勢
い
の
強
い
枝
な
ど
を
せ
ん

除
し
ま
す
。

　

せ
ん
除
の
程
度
は
、
冬
の
せ
ん
定
量
の

約
２
割
程
度
ま
で
に
と
ど
め
ま
す
。

　

枝
の
伸
長
の
心
配
が
な
く
な
る
９
月
か

ら
実
施
し
ま
し
ょ
う
。

キ
ウ
イ
フ
ル
ー
ツ

▽
棚
面
管
理

　
棚
面
が
暗
く
な
る
と
糖
度
が
低
く
な
り
、

貯
蔵
性
も
低
下
す
る
た
め
、
明
る
さ
を
保

つ
よ
う
に
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

　

明
る
さ
は
、
棚
下
へ
木
漏
れ
日
が
さ
す

程
度
で
す
。

▽
か
ん
水

　

乾
燥
が
続
く
場
合
は
、
葉
が
傷
み
落
葉

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

引
き
続
き
、
適
度
な
土
壌
水
分
を
保
ち

ま
し
ょ
う
。

ブ
ド
ウ

▽
枝
管
理

　

収
穫
後
、
果
実
が
な
く
な
り
、
枝
が
再

発
生
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
貯
蔵
養
分
の

浪
費
を
防
ぎ
、
結
果
母
枝
の
充
実
を
は
か

る
た
め
に
副
梢
（
春
に
発
生
し
た
枝
の
先

端
や
脇
か
ら
発
生
し
た
枝
）
の
摘
芯
や
か

ぎ
取
り
を
行
な
い
、
枝
の
伸
長
を
抑
制
し

ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
縮
伐
予
定
の
樹
は
、
貯
蔵
養
分

を
溜
め
こ
む
前
に
切
り
縮
め
ま
し
ょ
う
。

MEMO

　
落
葉
果
樹
は
秋
に
な
る
と
、
葉

で
作
っ
た
養
分
を
枝
や
根
に
貯
蔵

し
、
冬
支
度
の
準
備
に
入
り
始
め

ま
す
。

　
効
率
よ
く
貯
蔵
を
促
す
た
め
に

も
、
適
度
な
葉
数
の
調
整
や
肥
料

の
施
用
、
か
ん
水
な
ど
が
重
要
と

な
り
ま
す
。

　
作
業
が
遅
れ
な
い
よ
う
に
気
を

付
け
ま
し
ょ
う
。

家
庭
菜
園

　
菜
園
で
は
葉
菜
・
根
菜
類
の
タ
ネ
ま
き
、

育
苗
・
植
え
付
け
、
間
引
き
、
追
肥
・
土

寄
せ
等
の
作
業
が
並
行
的
に
行
な
わ
れ
、

繁
忙
期
を
迎
え
ま
す
。

　

野
菜
も
夏
野
菜
か
ら
秋
冬
野
菜
へ
移
行

し
て
い
く
た
め
、
次
の
点
に
気
を
付
け
て

管
理
を
行
な
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

①
種
ま
き
、
植
え
付
け
適
期
を

　
逃
さ
な
い

　

９
月
に
植
え
る
野
菜
の
多
く
は
、
秋

の
涼
し
い
時
期
に
成
長
し
、
寒
く
な
る

に
つ
れ
て
徐
々
に
成
長
ス
ピ
ー
ド
が
落

ち
て
し
ま
い
ま
す
。
植
え
付
け
の
適
期

を
逃
す
と
十
分
に
成
長
せ
ず
に
冬
を
迎

え
て
し
ま
う
た
め
、
生
育
適
温
を
確
認

し
て
適
期
を
逃
さ
な
い
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

②
害
虫
対
策
を
す
る

　

９
月
は
害
虫
が
ま
だ
ま
だ
活
動
す
る

時
期
で
す
。
特
に
ハ
ク
サ
イ
、
キ
ャ
ベ

ツ
、
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
、
カ
リ
フ
ラ
ワ
ー

と
い
っ
た
ア
ブ
ラ
ナ
科
の
葉
菜
類
は
、

ア
オ
ム
シ
や
ハ
ス
モ
ン
ヨ
ト
ウ
な
ど

チ
ョ
ウ
目
害
虫
の
被
害
を
受
け
や
す
い

た
め
、
防
虫
ネ
ッ
ト
を
ト
ン
ネ
ル
状
に

か
け
る
な
ど
対
策
を
し
ま
し
ょ
う
。
ま

た
、
植
え
付
け
時
に
農
薬
を
使
用
し
、

若
齢
で
害
虫
を
駆
除
す
る
な
ど
早
め
の

防
除
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

③
台
風
対
策
を
す
る

　

長
雨
が
続
く
と
、
土
中
が
常
に
湿
っ

て
病
気
の
発
生
や
、
害
虫
被
害
も
多
く

な
り
ま
す
。
ま
た
、
暴
風
被
害
に
よ
っ

て
茎
が
折
れ
て
し
ま
っ
た
り
、
飛
ば
さ

れ
て
し
ま
う
事
も
あ
り
ま
す
の
で
天
気

予
報
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
、
台
風
が
接
近

し
そ
う
に
な
っ
た
ら
事
前
に
強
風
と
大

雨
の
対
策
を
立
て
、
予
防
し
ま
し
ょ
う
。

〇
溝
切
り

　

大
雨
が
予
想
さ
れ
る
場
合
は
、
排
水

溝
を
整
備
し
て
通
路
の
端
を
溝
切
り
し

て
排
水
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、

大
雨
が
降
っ
た
後
は
傷
ん
だ
傷
口
か
ら

病
気
に
か
か
り
や
す
い
の
で
殺
菌
剤
の

散
布
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

〇�

べ
た
か
け
・
ビ
ニ
ル
キ
ャ
ッ
プ
・

　
土
寄
せ

　

�　

台
風
が
多
く
な
る
晩
夏
や
初
秋
は
、

秋
冬
野
菜
の
種
ま
き
や
植
え
付
け
時
期

に
あ
た
り
影
響
を
受
け
や
す
く
な
り
ま

す
。
寒
冷
紗
等
で
べ
た
掛
け
を
し
た
り
、

苗
に
ビ
ニ
ル
キ
ャ
ッ
プ
を
か
ぶ
せ
て
固

定
し
て
幼
苗
が
風
で
倒
れ
た
り
、
吹
き

飛
ば
さ
れ
な
い
よ
う
に
管
理
を
し
ま

し
ょ
う
。
ま
た
、
ネ
ギ
類
な
ど
草
姿
の

細
い
野
菜
は
土
寄
せ
を
し
て
揺
れ
を
減

ら
し
ま
し
ょ
う
。

〇
果
菜
類
の
支
柱
の
補
強

　

�　

支
柱
は
強
風
に
あ
お
ら
れ
て
も
倒
れ

な
い
太
さ
の
も
の
を
選
び
、
行
燈
式
で

は
な
く
合
掌
式
に
し
て
立
て
る
と
強
度

が
増
し
ま
す
。
ま
た
単
独
で
支
柱
を
立

て
る
の
で
は
な
く
、
隣
の
株
の
支
柱
と

横
向
き
に
し
て
支
柱
ど
う
し
を
つ
な
げ

る
と
更
に
強
度
が
増
し
て
倒
れ
に
く
く

な
り
ま
す
。

　

�　

ま
た
、
数
株
ま
と
め
て
寒
冷
紗
で
覆

い
上
か
ら
ヒ
モ
で
し
ば
り
、
台
風
が
通

過
し
た
ら
風
で

倒
れ
て
自
力
で

立
ち
上
が
れ
な

い
株
は
支
柱
に

誘
引
し
直
し
ま

し
ょ
う
。

落
葉
果
樹

なるほどえ～のぅ!営農情報

図　果樹における秋根の働きと貯蔵養分蓄積との関係（模式図、岡本）―「農業技術体系」より―

肥料成分の一部は成葉に移行し、
葉の同化機能を高める

同化養分は幹や根に
活発に移行

葉からの同化養分と根
からの肥料分との結び
つき、それらの栄養物質
の蓄積は大

秋根の伸長、
養水分の吸収

地上部に移行し
秋伸び枝に消費される

同化養分は秋伸び枝に多く
とられるため、幹や根への
移行は少ない

同化養分の供給が少ないた
め吸収した肥料成分の炭水
化物との結びつきが少な
い。貯蔵養分も少ない秋根の伸長、

養水分の吸収

成葉は秋伸び枝の陰となり、
同化養分の生産は低下する

旺盛な秋伸び

正常な生育の状態 地上部の秋伸びが旺盛な場合

９月に植えるおすすめ野菜

【葉菜類の「直まき」と「移植」栽培の特徴】　
　葉菜類の栽培方法には、主に畑に直接タネをまいて
育てる「直（じか）まき」と育苗床やポットで育てた
苗を植付ける「移植」の方法があります。

●直まきの特徴
①�育苗や植え付け作業がなく、省力になる。
②�発芽から幼苗期に病害虫や乾燥、風水害の気象災
害を受けるリスクが高い。
③�多くの種子を密にまき、播種から収穫までの生育
期間の短いものが多い。

●移植の特徴
①�育苗資材や場所の確保や育苗時のかん水、植え付
けなどの作業が必要。
②�育苗により、大切な幼苗期を病害虫や気象災害か
ら守ることができる。
③�幼苗期を苗床で経過することによって、本畑で栽
培する期間を短縮できるので、本畑の利用（回転）
率を高めることができる。
④�果菜類は移植が一般的。葉物でも播種から収穫ま
での期間が長く、疎植のものは、移植栽培が多い。

プチ情報

根菜類 葉菜類

・ダイコン
・ジャガイモ
・カブ
・ラディッシュ
・ゴボウ
　　　　　など

・葉ネギ
・コマツナ
・レタス
・キャベツ
・タアサイ
・カラシナ
・ホウレンソウ
・ベビーリーフ

・ニンニク
・ミズナ
・ワケギ
・ハクサイ
・ラッキョウ
・チンゲンサイ
・シュンギク
　　　　　など

■合掌式支柱

呉地域本部呉地域本部
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▲小川技師に摘果方法を教わる部員ら

▲�共済事務リーダーが集まって情報共有などを行ないました

　６月22日、呉地域本部は新たに共済事務リーダー
を対象とした会議を始めました。参加する事務リー
ダーは各支店１名ずつの14人。担当者や支店間のつ
ながりの強化、地域本部内での情報共有と対応力な
どの向上が目的で初の取り組みです。
　14支店41人のスマイルサポーター（スマサポ）が、
組合員・利用者の窓口を担当しています。2023年
４月の合併後、スマサポ同士や本支店間の連携、交
流が希薄になり、情報共有や知識向上も困難になる
といった課題を心配した同地域本部共済課が本店共
済管理課と相談して取り組み、今後も定期的に開催
する予定です。

支店間で知識共有　ＪＡ共済事務リーダー会議

ときめき 女性部通信

『家の光』で夏帽子づくり　

技術向上へ　柑橘摘果講習会　
女性部下島支部

　ＪＡひろしま女性部呉地区本部下島支部と大古支部は、
７月から『家の光』５月号を参考に「エコアンダリアで
編む夏帽子」を作りました。
　レーヨンでできたテープ
状のエコアンダリアをかぎ
針で帽子型のネットに編み
つけて作ります。少し難易
度の高い手芸に苦戦しまし
たが、部員同士助け合いな
がら作り上げました。苦労
した分、完成した帽子に喜
びはひとしおです。

　ＪＡひろしま女性部呉地区本部下島支部は７月初旬、同Ｊ
Ａ蒲刈アグリセンターと協力し呉市下蒲刈町にある柑橘園地
で摘果講習会を開き、部員４人が参加しました。
　ＪＡでは地区ごとに講習会を開催するほか、女性の参加し
やすさと質問しやすい講習会、適期作業の徹底と栽培技術の
向上を目的にせん定と摘果の講習会を行なっています。
　講習会はＪＡ広島果実連の小川哲也技師を講師に、部員の
管理する温州ミカンと不

し ら ぬ ひ
知火等の園地で、部員らが樹の内側

や日陰に着いた果実や基準より小さな果実を摘果し、果実が
密集しないように気をつけて作業しました。

▲�作り上げた夏帽子に笑顔の皆さん▲�帽子作りに没頭する部員

呉地域本部
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