
広島中央トピックス地域の情報をお届け！

　
志
和
支
店
ふ
れ
あ
い
委
員
会
は
７

月
30
日
、志
和
ア
グ
リ
セ
ン
タ
ー
で

漬
物
講
習
会
を
開
き
ま
し
た
。地
域

住
民
11
人
が
参
加
。ふ
れ
あ
い
委
員

の
指
導
で
、地
元
産
の
夏

野
菜
を
使
っ
た
漬
物
を
作

り
ま
し
た
。

　
エ
ー
コ
ー
プ
マ
ー
ク
品

の
漬
け
物
の
素
を
使
っ
た

キ
ュ
ウ
リ
や
ナ
ス
の
漬
物

の
漬
け
方
や
ポ
イ
ン
ト
を

教
わ
り
な
が
ら
、そ
の
場

で
作
っ
て
持
ち
帰
り
ま
し

た
。漬
物
酢
を
使
っ
た
佃

煮
や
マ
リ
ネ
な
ど
の
作
り
方
も
教
わ

り
ま
し
た
。

　
同
委
員
会
の
新
宅
美
秀
委
員
長
は

「
地
域
の
人
に
参
加
し
て
も
ら
い
、意

見
を
Ｊ
Ａ
事
業
に
も
反
映
さ
せ
る
こ

と
で
支
店
を
盛
り
上
げ
て
い
き
た
い
」

と
話
し
ま
し
た
。

　
三
原
市
大
和
町
の
大
和
町
桃
生
産

出
荷
組
合
は
７
月
中
旬
か
ら
８
月
中

旬
、特
産
の
桃
を
出
荷
し
ま
し
た
。

玉
太
り
も
良
く
、糖
度
も
高
く
、上
々

の
仕
上
が
り
で
、Ｊ
Ａ
全
農
の
通
販

サ
イ
ト「
Ｊ
Ａ
タ
ウ
ン
」な
ど
で
販

売
し
ま
し
た
。

　
本
年
は
生
育
も
良
好
で
、例
年
に

比
べ
５
日
ほ
ど
早
く
収
穫
を
始
め
ま

し
た
。同
出
荷
組
合
は
、「
白
鳳
」「
あ

か
つ
き
」な
ど
30
種
類
以
上
を
栽
培

し
て
い
ま
す
。
同
町
津
久
地
区
は
、

１
９
５
７
年
に
桃
の
栽
培
を
開
始
。

標
高
４
０
０
ｍ
の
な
だ
ら
か
な
台
地

で
昼
夜
の
寒
暖
差
が
大
き
い
た
め
、

実
の
締
ま
り
と
味
、日
持
ち
が
良
い

と
評
判
で
す
。

　
生
産
者
の
部
谷
裕
幸
さ
ん
は「
一

年
間
手
を
か
け
た
お
い
し
い
桃
を
、

県
内
外
の
多
く
の
人
に
味
わ
っ
て
も

ら
い
た
い
」と
話
し
ま
し
た
。

　
広
島
中
央
地
域
野
菜
振
興
協
議
会

は
７
月
23
日
、東
広
島
市
で
第
21
回

通
常
総
会
を
開
き
ま
し
た
。生
産
者

や
関
係
者
63
人
が
参
加
。２
０
２
４

年
度
の
活
動
計
画
や
収
支
予
算
な
ど

を
決
め
、協
議
会
活
動
の
活
性
化
な

ど
を
申
し
合
わ
せ
ま
し
た
。

　
本
年
度
は
、異
常
気
象
の
対
策
を

徹
底
す
る
こ
と
で
生
産
者
所
得
の
増

大
を
目
指
し
ま
す
。
ま
た
、Ｊ
Ａ
合

併
２
年
目
を
迎
え
、ス
ケ
ー
ル
メ

リ
ッ
ト
を
発
揮
さ
せ
て
広
域
的
な
共

同
販
売
体
制
を
確
立
さ
せ
ま
す
。

　
河
内
清
人
会
長
は「
定
期
的
な
開

催
を
予
定
し
て
い
る
研
修
会
に
少
し

で
も
多
く
の
会
員
に
参
加
し
て
も
ら

い
、コ
ロ
ナ
前
の
よ
う
な
活
発
な
協

議
会
に
し
て
い
き
た
い
」と
呼
び
掛

け
ま
し
た
。

　
Ｊ
Ａ
黒
瀬
支
店
ふ
れ
あ
い
委
員
会

と
黒
瀬
ア
グ
リ
セ
ン
タ
ー
は
７
月
27

日
、産
直
市「
と
な
り
の
農
家
」黒
瀬

店
で
ス
イ
カ
祭
り
を
開
き
ま
し
た
。

「
黒
瀬
ス
イ
カ
」を
生
産
者
が
対
面

で
試
食
販
売
し
、用
意
し
た
３
０
０

玉
は
１
時
間
で
完
売
し
ま
し
た
。

　
同
町
は
か
つ
て
大
玉
ス
イ
カ
の
生

産
が
盛
ん
で
し
た
。「
黒
瀬
ス
イ
カ
」

を
復
活
さ
せ
よ
う
と
、15
年
ほ
ど
前

か
ら
Ｊ
Ａ
が
生
産
者
に
呼
び
掛
け
、

生
産
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。今
年

は
10
人
が「
虎
太
郎
」「
味
き
ら
ら
」

「
紅
こ
だ
ま
」「
ピ
ノ・ガ
ー
ル
」の
４

品
種
を
約
１
０
０
０
本
栽
培
し
ま
し

た
。

　

同
委
員
会
の
岩
水
正
委
員
長
は

「
生
産
者
の
努
力
で
立
派
な
ス
イ
カ

が
出
そ
ろ
っ
た
。
特
産
ス
イ
カ
を
、

多
く
の
人
に
味
わ
っ
て
も
ら
い
た
い
」

と
話
し
ま
し
た
。

▲�ふれあい委員（左）に教わりなが
ら漬物を漬ける参加者▲�あいさつをする河内会長

▲スイカを対面販売する生産者（右）

夏
野
菜
の
漬
物
講
習
会

志
和
支
店
ふ
れ
あ
い
委
員
会

贈
答
用
味
わ
っ
て

大
和
町
桃
生
産
出
荷
組
合

組
織
活
性
化
へ

野
菜
振
興
協
議
会
総
会

黒
瀬
ス
イ
カ
好
評

と
な
り
の
農
家
黒
瀬
店
で
祭
り

▲�桃の品質を一つ一つチェックして
化粧箱に詰めるＪＡ職員
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稲
刈
り
後
か
ら
始
ま
る 

来
年
の
稲
作

　
令
和
６
年
産
の
稲
作
も
、「
あ
き
ろ
ま

ん
」や「
恋
の
予
感
」な
ど
の
中
生
品
種

の
刈
り
取
り
を
残
す
の
み
と
な
っ
た
と

こ
ろ
で
す
。今
年
は
特
に
春
先
の
長
雨
や

「
カ
メ
ム
シ
類
の
大
発
生
」、夏
場
の
酷
暑

と
気
象
条
件
や
病
害
虫
の
発
生
に
悩
ま

さ
れ
た
年
に
な
り
ま
し
た
。

　
今
年
の
反
省
を
踏
ま
え
、来
年
、安
定

し
た
品
質
と
収
穫
量
を
確
保
す
る
た
め

に
も「
稲
刈
り
後
か
ら
始
ま
る
来
年
の
稲

作
」を
実
践
し
ま
し
ょ
う
。

◆
刈
り
取
り
後
の
耕
起

　
今
年
は
特
に
２
月
以
降
、田
が
乾
く
間

が
な
い
ほ
ど
雨
が
続
き
ま
し
た
。春
に
田

を
耕
せ
な
か
っ
た
影
響
に
よ
り
、次
の
よ

う
な
田
が
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。

①�

わ
ら
な
ど
の
有
機
物
の
分
解
が
進
ま

な
い
う
ち
に
土
中
に
す
き
こ
ん
だ
た

め
、ガ
ス
沸
き
に
よ
り
分
げ
つ
不
良
と

な
っ
た
。

②�

田
が
均
平
に
な
ら
な
か
っ
た
た
め
、除

草
剤
の
効
果
が
不
十
分
で
あ
っ
た
。

③�

分
げ
つ
不
足
で
湛
水
を
続
け
た
た
め
、

落
水
を
早
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　　

こ
こ
数
年
は
春
先
の
天
候
不
順
が
続

い
て
い
る
こ
と
か
ら
、刈
り
取
り
後
に
出

来
る
だ
け
早
く
耕
起
す
る
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

　

秋
の
ま
だ
気
温
が
下
が
ら
な
い
う
ち

に
耕
起
す
る
こ
と
で
、稲
わ
ら
に
含
ま
れ

る
養
分
を
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
、地
力

が
高
ま
り
ま
す
。ま
た
、土
壌
中
の
地
力

窒
素
が
発
現
す
る
こ
と
で
翌
年
度
、肥
料

切
れ
に
よ
る
収
穫
量
の
減
少
や
品
質
の

低
下
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

稲
わ
ら
を
気
温
が
高
い
う
ち
に
す
き

込
む
こ
と
で
分
解
が
促
進
さ
れ
る
の
で
、

田
植
え
後
の
ガ
ス
沸
き
を
大
幅
に
軽
減

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
土
づ
く
り
資
材
の
施
用
に
つ
い
て

　
「
ミ
ネ
ラ
ル
Ｇ
」や「
ケ
イ
カ
ル
」な
ど

の
資
材
は
地
力
維
持
の
た
め
毎
年
10
ａ

当
た
り
２
０
０
㎏
施
用
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
れ
ら
の
資
材
を
施
用
す
る
こ
と
で
次

の
効
果
が
期
待
で
き
ま
す
。

①
日
照
不
足
に
よ
る
収
量
低
下
の
低
減

②
高
温
条
件
下
の
品
質
向
上

③
倒
伏
の
軽
減

④
病
害
軽
減

　

稲
は
ケ
イ
酸
植
物
と
い
わ
れ
１
年
間

の
要
求
量
は
10
ａ
当
た
り
窒
素
の
10
倍

以
上
の
１
０
０
～
１
２
０
㎏
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。灌
漑
水
や
稲
わ
ら
の
還
元
で

80
㎏
程
度
補
給
さ
れ
ま
す
の
で
残
り
の

40
㎏
を
土
づ
く
り
資
材
で
補
給
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

◆
有
機
物
の
補
給

　
秋
に
鶏
糞
や
牛
糞
な
ど
の
堆
肥
を
10

ａ
当
た
り
１
０
０
㎏
程
度
施
用
す
る
こ

と
で
稲
わ
ら
を
分
解
す
る
微
生
物
を
補

給
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
最
近
の
稲
作
で
は
、化
学
肥
料
に
頼
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
田
は
土
壌
微
生
物
が

不
足
し
、代
か
き
時
に
稲
わ
ら
が
大
量
に

浮
く
原
因
に
な
っ
て
い
ま
す
。畑
作
で
も

い
え
る
こ
と
で
す
が
、肥
沃
な
よ
い
土
壌

と
は
窒
素
な
ど
の
植
物
に
最
低
限
必
要

な
栄
養
分
ば
か
り
で
な
く
、有
効
な
微
生

物
が
活
発
に
活
動
で
き
る
土
壌
を
つ
く

る
こ
と
で
す
。そ
の
た
め
に
は
秋
の
ま
だ

気
温
が
高
い
う
ち
に
耕
起
し
、微
生
物
の

働
き
に
よ
り
稲
わ
ら
を
分
解
さ
せ
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

◆
田
の
乾
田
化

　

秋
の
耕
起
後
の
管
理
は
田
植
え
前
ま

で
乾
田
管
理
と
な
り
ま
す
。冬
に
田
を
乾

か
し
土
壌
中
に
空
気
を
含
ま
せ
る
こ
と

で
、稲
わ
ら
の
分
解
が
促
進
さ
れ
、地
力

窒
素
の
発
現
が
期
待
で
き
ま
す
。ま
た
、

藻
類
な
ど
の
水
性
植
物
も
完
全
に
枯
死

す
る
の
で
来
年
度
の
対
策
に
な
り
ま
す
。

�

◆
ノ
ビ
エ
対
策

　

ノ
ビ
エ
は
一
度
多
発
さ
せ
て
し
ま
う

と
大
量
に
種
子
を
落
と
す
た
め
、撲
滅
が

非
常
に
難
し
く
な
り
ま
す
。特
に
刈
り
遅

れ
た
田
は
成
熟
し
た
種
が
落
ち
る
た
め
、

翌
年
思
い
も
よ
ら
ず
多
発
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　
石
灰
窒
素
は
肥
料
で
す
が
、副
次
的
な

効
果
で
ノ
ビ
エ
の
種
子
を
休
眠
覚
醒
さ

せ
ま
す
。こ
の
効
果
を
利
用
し
、稲
の
刈

り
取
り
後
で
き
る
だ
け
早
く
10
ａ
当
た

り
40
～
50
㎏
全
面
散
布
し
ま
す
。そ
う
す

る
と
ノ
ビ
エ
の
種
子
が
休
眠
か
ら
覚
醒

し
て
発
芽
し
、そ
の
ま
ま
冬
の
寒
さ
で
枯

死
し
ま
す
。

　

発
芽
に
は
18
℃
以
上
の
気
温
が
15
日

程
度
必
要
で
す
が
、秋
に
発
芽
し
な
か
っ

た
場
合
は
春
先
に
一
斉
に
発
芽
す
る
た

め
、こ
の
時
に
す
き
込
め
ば
楽
に
防
除
で

き
ま
す
。

　

多
発
し
た
田
は
来
年
の
除
草
対
策
も

踏
ま
え
て
根
気
よ
く
対
策
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

軟
弱
野
菜
類
の
栽
培

　

小
松
菜
や
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
な
ど
の
軟

弱
野
菜
類
は
、種
播
き
か
ら
収
穫
ま
で
短

期
間
で
生
育
す
る
た
め
、比
較
的
容
易
に

栽
培
で
き
る
品
目
で
す
。加
え
て
栄
養
価

が
高
く
、食
卓
に
上
る
機
会
も
多
い
た
め

是
非
、栽
培
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
た

い
で
す
。

◆
土
づ
く
り

　
栽
培
期
間
が
短
い
た
め
、初
期
か
ら
順

調
に
生
育
を
促
す
土
づ
く
り
が
重
要
に

な
り
ま
す
。牛
糞
な
ど
の
堆
肥
を
施
し
、

で
き
る
限
り
深
く
耕
し
ま
す
。こ
の
時
、

苦
土
石
灰
や
ミ
ネ
ラ
ル
Ｇ
な
ど
の
石
灰

資
材
を
投
入
し
ま
す
が
、特
に
ホ
ウ
レ
ン

ソ
ウ
は
酸
性
土
壌
に
弱
い
た
め
、土
壌
改

良
が
必
要
で
す
。

　
ま
た
、ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
は
根
の
伸
び
が

旺
盛
で
、土
壌
条
件
が
良
い
と
播
種
後
70

日
で
１
ｍ
以
上
伸
び
る
と
言
わ
れ
ま
す
。

そ
の
た
め
、圃
場
に
は
水
が
滞
水
し
な
い

よ
う
あ
ら
か
じ
め
排
水
対
策
を
し
て
お

き
ま
し
ょ
う
。

　
肥
料
は
野
菜
の
元
肥
用
を
１
ａ
当
た
り

10
㎏
程
度
施
し
ま
す
。気
温
が
下
が
り
、

生
育
期
間
が
長
く
な
れ
ば
様
子
を
見
な

が
ら
追
肥
を
２
～
３
㎏
程
度
与
え
ま
す
。

◆
種
播
き

　
ご
く
浅
く
種
の
播
き
溝
を
つ
く
り
、す

じ
播
き
に
し
ま
す
。条
間
は
20
～
25
㎝
程

度
と
し
、播
き
終
わ
っ
た
ら
覆
土
を
し
て

軽
く
鎮
圧
し
、そ
の
後
は
十
分
に
灌
水
し

ま
す
。低
温
期
は
パ
オ
パ
オ
な
ど
の
被
覆

資
材
で
保
温
す
る
と
発
芽
が
そ
ろ
い
ま
す
。

　

葉
が
触
れ
合
う
と
こ
ろ
を
順
次
間
引

き
、最
終
的
に
は
株
間
が
７
㎝
く
ら
い
に

す
れ
ば
品
質
よ
く
仕
上
が
り
ま
す
。

◆
病
害
虫
対
策
に
つ
い
て

　

軟
弱
野
菜
類
は
収
穫
ま
で
の
期
間
が

短
い
た
め
、で
き
る
限
り
農
薬
は
使
い
た

く
な
い
も
の
で
す
。ア
ブ
ラ
ム
シ
な
ど
の

対
策
と
し
て
は
防
虫
ネ
ッ
ト
の
使
用
を

お
す
す
め
し
ま
す
が
、毎
年
、害
虫
の
発

生
が
多
い
よ
う
な
ら
あ
ら
か
じ
め
ダ
ン

ト
ツ
粒
剤
な
ど
で
対
策
を
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

※�

農
薬
の
使
用
は
あ
ら
か
じ
め
ラ
ベ
ル

を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
寒
締
め
栽
培

　
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
や
小
松
菜
な
ど
は
、寒

さ
が
到
来
す
る
と
上
部
の
伸
長
が
止
ま

り
、地
表
に
張
り
付
く
よ
う
な
草
姿
に

な
っ
て
寒
さ
か
ら
耐
え
よ
う
と
し
ま
す
。

こ
の
時
、地
表
部
が
凍
結
し
て
枯
死
し
な

い
よ
う
に
葉
に
糖
分
を
蓄
え
ま
す
。冬
越

し
の
野
菜
が
甘
味
を
増
す
の
は
こ
の
た

め
で
、最
近
は「
寒
じ
め
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
」

や「
寒
じ
め
小
松
菜
」と
し
て
流
通
し
て

い
ま
す
。秋
に
種
を
播
き
、あ
る
程
度
大

き
く
な
っ
た
も
の
の
一
部
を
そ
の
ま
ま
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なるほどえ～のぅ!営農情報

●ホウレンソウ
　ホウレンソウは、西洋品種と日本品種に
大別でき、品種改良はそれぞれの良いとこ
ろを選別して行なわれています。
　西洋品種に近いものは葉が肉厚で丸葉、
病気に強いものが多く、根は茶色に近いの
が特徴です。それに対して日本種に近い品
種は葉厚が薄く剣葉、根は鮮やかな赤色で
甘味が強く食味の良いものが多いです。秋
から冬にかけては病害虫が少ないことから
家庭菜園で楽しむ場合は日本種に近いもの
をおすすめします。

●小松菜
　小松菜は、関東地方では昔から大変重要
な野菜として常食されてきました。広島県
では主に広島市内で生産量が拡大し、一般
的に流通されてきたことから消費量も拡大
傾向となっています。
　カルシウムが豊富に含まれることから機
能性野菜としても注目されています。葉の
形がひしゃく状のものや根の近くまで葉が
たっぷりつくものがありますが、どの品種
も作りやすいです。

●水菜
　以前は水菜と言えば年末に白菜のように
株が大きくなる「千筋水菜」が主流で漬物
や正月の雑煮に必須でしたが、最近ではほ
とんど流通していないのが現状です。それ
に変わって「サラダ水菜」が一年中流通す
るようになり、消費量も格段に多くなりま
した。クセがなく使いやすいのと、種まき
から収穫まで非常に短期間なため、ホウレ
ンソウや小松菜に次いで家庭菜園におすす
めできる品目といえます。

●大根菜
　「ハットリくん」などの大根菜専用の品
種は生育が大変旺盛で、葉が柔らかく、苦
味が少ないため大変味が良いです。浅漬け
や和え物など用途も広いため家庭菜園には
最適です。

品目・品種について

広島中央地域広島中央地域
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第４回

お
米
コ
ン
テ
ス
ト
in東広島

広島県を代表する米どころ、東広島市。今年も東広島の〝ぶちうまいお米〞
No.１を決める「ぶちうまいお米コンテスト in 東広島」を開催します！
１次審査や２次審査を経て、決勝審査が行われるこのコンテスト。
あなたの作った自慢のお米で是非挑戦してください。
たくさんのご応募をお待ちしております。

参加資格

出 品 料

申込受付期間

東広島市に居住もしくは事業所を有する農業者、農業者団体、法人

１出品につき2,000円。申込受付後に案内する振込先に入金し
てください。（振込手数料は自己負担となります。）

申込された精米１kg及び栽培履歴の提出をお願いします。

申込書に必要事項を記入の上、窓口、郵送のいずれかでお申し込
みください。

出 品 米 ○令和６年産米 東広島市産 単独品種とする。
○品種登録されているもの。又は品種登録出願が受理されて
いるものに限る。
○１経営体につき５点までの出品が可。
○複数出品の場合、栽培方法または品種が別の米に限る。

8月１日㈭～9月30日㈪

出品期間 10月１日㈫～10月25日㈮

募集点数 200点（募集点数に達し次第、受付終了）

申込方法

申請書申込先 ぶちうまいお米コンテストin東広島 事務局

提 出 物

提 出 先 ひろしま農業協同組合広島中央地域営農経済センター

〒739-8601 東広島市西条栄町8番29号 東広島市役所ブランド推進課内
TEL：082-422-1032

〒739-0025 東広島市西条中央五丁目8番10号
TEL：082-423-5913　 FAX： 082-424-3933

※決勝審査に進出が決まった上位5名のお米については、一袋30㎏を
10,000円で購入させていただきますようご協力をお願いいたします。
　結果は11月10日頃お知らせします。

　東広島市園芸センターでは、土作り支援の一環として簡易な土壌分析・診断サービスを行なっています。
　肥料が適量施用できているか、畑の土の特徴なども改めて確認し、より作物が育ちやすい土作りを目指し
てみませんか。

【対 象 者】
　�東広島市在住で野菜など園芸作物を出荷販売
している方

【分析内容】①pH　②EC　③NO3
【申込方法】
　�園芸センターもしくは、JAアグリセンターへ
土を持参していただきます。畑の土の取り方
にコツがあるので、事前にご相談ください。

【料　　金】無料

【その他】
・�申し込みから回答まで１週間程度かかります。
・�認定農業者、認定新規就農者・施設栽培農業
者の方などには、さらに詳しい診断も実施し
ています。
・�専門業者による土壌分析診断サービスを利用
される方を対象とした補助事業もあります。
・�詳しくは園芸センターホームページをご覧く
ださい。

土壌分析診断サービス をご紹介します
東広島市

園芸センターより

東広島市園芸センター　℡�（082）433-4411申込・問い合せ

詳細はこちら

広島中央地域
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