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作業の合間に牛の様子を確かめる、砥上牧場の砥上拓弥さん

受け継ぐ。

農業の未来。
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●
家
業
を
継
ぐ
た
め
に

　「
物
心
が
つ
く
頃
に
は
牛
舎
に
い

て
餌
や
り
や
掃
除
を
手
伝
っ
て
い
ま

し
た
」
と
話
す
砥
上
さ
ん
は
、
4
年

以
上
の
酪
農
ヘ
ル
パ
ー
と
し
て
の
経

験
を
経
て
、
半
年
ほ
ど
前
か
ら
実
家

の
砥
上
牧
場
で
就
農
し
ま
し
た
。
動

物
が
好
き
で
牛
舎
が
遊
び
場
だ
っ
た

こ
と
も
あ
り
、
幼
年
期
か
ら
酪
農
に

携
わ
る
の
だ
ろ
う
と
漠
然
と
想
像
し

て
い
た
そ
う
で
す
。

　
酪
農
が
盛
ん
な
北
海
道
で
は
な

く
、
身
近
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
作
れ

る
農
林
大
学
校
へ
と
進
学
し
た
砥
上

さ
ん
。
学
校
で
は
酪
農
全
般
や
必
要

と
な
る
資
格
の
ほ
か
、
経
営
に
つ
い

て
も
勉
強
し
た
結
果
、「
実
家
の
牧

場
以
外
の
こ
と
も
勉
強
し
て
成
長
し

た
い
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
赤

城
酪
農
業
協
同
組
合
連
合
会
に
就

職
。
様
々
な
現
場
を
知
り
、
大
き
く

成
長
す
る
期
間
に
な
っ
た
と
感
じ
て

い
る
そ
う
で
す
。

●
父
を
目
指
し
て
、
父
を
超
え
て

　
そ
ん
な
砥
上
さ
ん
の
身
近
な
師
は

や
は
り
父
、
雅
道
さ
ん
。
育
成
技
術

や
細
か
な
仕
事
な
ど
、
そ
れ
ま
で
知

り
得
な
か
っ
た
父
の
大
き
さ
を
実
感

す
る
こ
と
が
あ
る
と
言
い
ま
す
。

　「
父
の
よ
う
に
品
評
会
で
1
番
を

取
れ
る
牛
を
育
て
る
こ
と
と
、
牧
場

全
体
の
乳
量
を
上
げ
る
よ
う
に
す
る

こ
と
が
目
標
で
す
」

　
祖
父
の
代
か
ら
約
60
年
続
く
牧
場

を
自
分
も
し
っ
か
り
と
引
き
継
い
で

い
け
る
よ
う
に
と
、
次
代
を
担
う
覚

悟
と
ビ
ジ
ョ
ン
を
持
ち
、
日
々
酪
農

に
向
き
合
っ
て
い
ま
す
。

●
愛
情
を
持
っ
て
経
営
す
る

　
就
農
し
て
か
ら
を
振
り
返
る
と

「
自
分
の
手
で
牧
場
を
経
営
す
る
こ

と
が
い
か
に
難
し
い
か
を
痛
感
す
る

日
々
」
と
話
し
ま
す
。

前橋の農業～未来を担う～
赤城山の麓にあり、豊かな自然に恵まれている前橋市は全国有数の農業都市です。

しかし、高齢化、他産業への就業が影響し、農家の人口は 23,111 人（平成 12 年）から

13,744 人（平成 27 年）と大幅に減少しており、その他、農地の保全や食料自給率の低下

など様々な課題を抱えています。

今回の特集では、様々な課題を抱える農業に対して、ひたむきに向き合い、

未来の農業を支えていく生産者を訪ねます。

実
家
の
牧
場
で
自
慢
の
牛
を
育
て
た
い

酪
農
　
砥
上
拓
弥
さ
ん
（
荻
窪
町
）

※数値はH12及びH27農林業センサス調べ

昔ながらの製法で作られたイトウ牧場の牛
乳は、深い甘みが特徴です。

砥上牧場の乳を100％使用
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●
農
業
へ
の
挑
戦

　
農
協
職
員
時
代
、
結
婚
を
き
っ
か

け
に
、
美
幸
さ
ん
の
実
家
の
農
業
を

手
伝
い
始
め
た
和
也
さ
ん
。

　
2
年
前
か
ら
夫
婦
で
農
業
を
始

め
、現
在
は
法
人
化
し
、杉
山
フ
ァ
ー

ム
と
し
て
活
動
。
約
3.5

ha
の
畑
で
、

ネ
ギ
を
中
心
に
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
、

露
地
ナ
ス
、
赤
し
そ
な
ど
を
栽
培
し

て
い
ま
す
。

　「
子
牛
が
生
ま
れ
な
け
れ
ば
、
将

来
的
に
乳
量
が
確
保
で
き
な
い
。
病

気
で
抗
生
物
質
を
投
与
す
れ
ば
、
そ

の
牛
の
乳
は
出
荷
で
き
な
い
。
厳
し

い
世
界
」
と
、
次
代
の
経
営
者
と
し

て
の
責
任
感
が
伺
え
ま
す
。

　
ま
た
、
生
き
物
と
向
き
合
う
仕
事

は
常
に
変
化
の
連
続
で
、「
牛
の
体

調
は
、
呼
吸
や
お
腹
の
具
合
、
体
温

や
表
情
、
食
欲
に
表
れ
る
。
人
間
と

同
じ
で
す
ね
」
と
言
い
ま
す
。

　
そ
れ
だ
け
に
、毎
日
顔
を
合
わ
せ
、

牛
た
ち
の
状
態
を
し
っ
か
り
と
確
か

め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
成
牛
も
子

牛
も
相
応
に
手
が
掛
か
り
ま
す
が
、

や
は
り
子
牛
の
方
が
体
調
管
理
に
気

を
使
う
そ
う
。

　「
こ
の
子
な
ん
て
特
に
面
倒
を
見

て
あ
げ
な
い
と
」
と
話
す
砥
上
さ
ん

の
表
情
に
は
、
牛
へ
の
愛
情
が
詰

ま
っ
て
い
ま
し
た
。

　
ほ
場
が
あ
る
笂
井
町
は
、
露
地
野

菜
に
適
し
た
大
き
な
畑
が
少
な
い
た

め
、
農
業
を
始
め
た
当
初
は
、
土
地

の
確
保
に
不
安
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。

そ
ん
な
状
況
下
で
も
近
所
の
地
主
と

交
渉
し
、
少
し
ず
つ
環
境
を
整
え
て

い
き
ま
し
た
。

　
様
々
な
不
安
や
ト
ラ
ブ
ル
を
乗
り

越
え
、
軌
道
に
乗
り
始
め
た
農
業
の

今
後
の
目
標
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

「
知
識
と
経
験
を
積
ん
で
、
施
設
野

菜
を
始
め
た
り
、
飲
食
店
と
の
コ
ラ

ボ
を
し
て
み
た
い
で
す
ね
」と
話
す
。

営
農
の
工
夫
を
聞
く
た
め
、
県
外
の

同
業
者
を
直
接
訪
問
す
る
な
ど
、
目

標
へ
の
努
力
を
惜
し
み
ま
せ
ん
。

●
交
流
と
家
庭

　
お
二
人
は
、
近
所
の
子
ど
も
た
ち

に
、
収
穫
体
験
を
行
う
な
ど
、
地
域

で
の
交
流
も
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

「
子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
を
見
る
と
農
業

を
始
め
て
良
か
っ
た
と
感
じ
ま
す
。

少
し
で
も
農
業
や
野
菜
に
興
味
を
持

っ
て
く
れ
た
ら
嬉
し
い
で
す
ね
」
と

に
こ
や
か
に
話
し
て
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
家
で
は
野
菜
が
身
近
に
あ

る
お
か
げ
か
、
お
子
さ
ん
が
好
き
嫌

い
な
く
、
た
く
さ
ん
野
菜
を
食
べ
て

く
れ
る
そ
う
。「
い
つ
で
も
野
菜
作

り
を
見
せ
て
あ
げ
ら
れ
る
の
で
、
仕

事
を
通
じ
て
食
育
が
で
き
ま
す
」
と

話
す
ご
夫
婦
の
笑
顔
か
ら
、
素
敵
な

家
庭
が
思
い
浮
か
び
ま
し
た
。

酪農への思いを語る砥上さん

収穫後のネギを積み込み中

食感と甘みの強さが自慢のネギ

夫
婦
で
助
け
合
い
、
農
業
を
生
き
が
い
に

ネ
ギ
　
須
藤
和
也
さ
ん
、
美
幸
さ
ん
（
笂
井
町
）

須藤和也さんと美幸さん
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地
域
の
伝
統
と
誇
り
を
守
り
た
い

大
島
梨
　
吉
田
浩
美
さ
ん
（
下
大
島
町
）

野
菜
づ
く
り
で
地
域
社
会
を
リ
ー
ド
す
る

ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
　
内
山
英
明
さ
ん
（
堀
之
下
町
）

●
県
庁
職
員
か
ら
梨
農
家
へ

　
県
庁
職
員
で
あ
っ
た
吉
田
さ
ん
は

果
樹
を
育
て
る
と
い
う
夢
を
諦
め
き

れ
ず
、
退
職
を
決
意
。
引
退
後
の
担

い
手
を
探
し
て
い
た
関
口
ま
さ
子
さ

ん
の
ほ
場
を
借
り
て
就
農
し
ま
し
た
。

　
吉
田
さ
ん
が
作
る
梨
は
糖
度
の
高

さ
と
果
汁
の
多
さ
が
特
徴
で
、
本
市

が
推
奨
す
る
赤
城
の
恵
ブ
ラ
ン
ド
の

認
証
品
に
も
な
っ
て
い
る
逸
品
。
ふ

る
さ
と
納
税
返
礼
品
に
も
登
録
さ
れ

て
い
て
、
収
穫
期
に
は
市
内
外
か
ら

た
く
さ
ん
の
人
が
梨
を
求
め
て
直
売

所
を
訪
れ
ま
す
。

●
地
域
の
人
と
の
つ
な
が
り

　
梨
を
栽
培
す
る
た
め
の
技
術
は
、

多
く
を
関
口
さ
ん
を
は
じ
め
と
す
る

地
域
の
生
産
者
か
ら
学
び
ま
し
た
。

天
候
の
影
響
を
受
け
や
す
く
、
決
し

て
簡
単
で
は
な
い
梨
栽
培
。
せ
ん
定

や
つ
ぎ
木
な
ど
、
熟
練
の
生
産
者
か

ら
し
か
学
べ
な
い
技
術
も
多
い
そ
う

で
す
。
就
農
か
ら
7
年
が
経
つ
今
で

も
、
よ
り
質
の
高
い
梨
を
目
指
す
吉

田
さ
ん
の
研
究
は
続
き
ま
す
。

　
就
農
当
時
か
ら
吉
田
さ
ん
を
見
守

っ
て
き
た
関
口
さ
ん
は
、「
梨
栽
培
に

一
生
懸
命
に
取
り
組
み
、
地
域
と
の

関
わ
り
も
大
切
に
す
る
姿
を
見
れ
ば
、

誰
で
も
協
力
し
た
く
な
る
。
吉
田
さ

ん
に
ほ
場
を
任
せ
る
こ
と
が
出
来
て

本
当
に
良
か
っ
た
」
と
笑
顔
で
話
し

て
い
ま
し
た
。

直売所の前に立つ吉田さんと関口さん（右）

せん定作業をする吉田さん

7月に収穫が始まる大島梨

●
大
島
梨
を
守
り
伝
え
て
い
く

　
毎
年
、梨
農
家
が
数
軒
ず
つ
減
り
、

梨
を
作
っ
て
い
た
ほ
場
が
住
宅
地
に

変
わ
っ
て
い
く
の
を
目
の
当
た
り
に

し
て
、
大
島
梨
を
守
り
た
い
と
い
う

気
持
ち
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
と
話

す
吉
田
さ
ん
。

　
梨
の
収
穫
量
は
植
樹
後
15
～
20
年

を
ピ
ー
ク
に
減
少
す
る
こ
と
か
ら
、

将
来
を
見
据
え
た
計
画
的
な
樹
の
植

え
替
え
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　「
す
ぐ
に
は
難
し
い
け
れ
ど
、
将

来
は
法
人
化
し
て
、
担
い
手
が
居
な

く
な
っ
た
地
域
の
ほ
場
を
継
い
で
い

き
た
い
。
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
人
に

大
島
梨
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す

ね
」

　
そ
う
語
る
吉
田
さ
ん
の
姿
か
ら
、

地
域
の
伝
統
と
誇
り
で
あ
る
大
島
梨

が
世
代
を
超
え
て
し
っ
か
り
と
受
け

継
が
れ
て
い
る
様
子
が
伺
え
ま
し
た
。

●
30
歳
か
ら
の
決
断

　
以
前
は
農
協
職
員
と
し
て
働
き
な

が
ら
、
家
族
が
所
有
す
る
田
畑
の
手

伝
い
を
し
て
い
た
内
山
さ
ん
。
自
身

が
30
歳
の
頃
、そ
の
農
地
を
引
継
ぎ
、

農
業
一
筋
で
生
き
て
い
く
こ
と
を
決

意
し
ま
し
た
。
以
降
、
営
農
規
模
を

拡
大
し
な
が
ら
安
定
し
た
農
業
経
営

を
目
指
す
こ
と
と
併
せ
て
、
認
定
農

業
者
や
エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー
な
ど
の
認

証
を
受
け
て
い
る
生
産
者
の
う
ち
の

一
人
で
す
。
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新 規 就 農 者 を 支 援 し ま す
　農業を仕事として始めるには、技術的知識や農地の確保、経営ノウハウの習得など、
様々な障壁が存在しています。
　前橋市では群馬県やＪＡ前橋市と連携して、就農相談を随時受け付けています。就
農までに必要な技術習得のための研修制度の紹介、農地確保に向けたサポート、独立
就農のための資金に係る各種助成制度など、様々な支援も行っています。

【問い合わせ先】
・農地の相談	 <前橋市農業委員会事務局	 ☎ ０２７-８９８-６７３３	>
・助成制度の相談	 <市役所	農政課	 ☎ ０２７-８９８-６７０８	>
・技術支援の相談	 <県	中部農業事務所	 ☎ ０２７-２３３-９２５５	>
・営農指導の相談	 <ＪＡ前橋市	 ☎ ０２７-２６１-３８３２	>

■農業に興味がある方はお気軽にお問い合わせください

ブロッコリーを収穫する内山さん

ブロッコリーは 3月まで旬

荒廃してしまった農地改良し生まれ変わった農地

●
研
究
と
行
動
を
重
ね
て

　
赤
城
の
恵
ブ
ラ
ン
ド
に
認
証
さ
れ

た
「
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
」、「
オ
ク
ラ
」、

「
タ
マ
ネ
ギ
」、「
キ
ャ
ベ
ツ
」
を
中

心
と
し
た
品
目
を
多
数
生
産
し
、
現

在
は
大
規
模
な
営
農
を
行
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
就
農
当
時
は
前
職
の

知
識
や
経
験
を
活
か
し
な
が
ら
も
、

３
月
と
９
月
頃
の
端は
ざ
か
い
き

境
期
や
悪
天
候

の
影
響
を
受
け
た
際
に
は
収
量
が
大

幅
に
落
ち
込
み
、
出
荷
で
き
る
農
産

物
が
な
い
状
態
に
な
っ
て
し
ま
う
こ

と
も
あ
っ
た
そ
う
。

　
そ
ん
な
不
安
定
な
農
業
か
ら
脱
却

す
る
た
め
、
年
間
を
通
し
収
量
の
落

ち
込
み
が
少
な
い
作
付
け
計
画
に
改

定
す
る
な
ど
、
研
究
と
行
動
を
重
ね

る
こ
と
で
、
農
業
経
営
の
安
定
化
に

成
功
し
ま
し
た
。

●
耕
作
放
棄
地
解
消
に
つ
な
が
る

　
更
な
る
安
定
し
た
農
業
経
営
の
実

現
の
た
め
、
作
付
面
積
の
拡
大
を
図

る
取
り
組
み
と
し
て
考
え
つ
い
た
の

が
耕
作
放
棄
地
の
解
消
で
し
た
。

　
耕
作
放
棄
地
と
は
、
後
継
者
不
足

や
労
働
力
の
減
少
な
ど
が
原
因
で
、

耕
作
を
行
う
人
が
い
な
く
な
り
荒
廃

し
て
し
ま
っ
た
農
地
。

　
そ
の
中
に
は
、
人
の
手
が
入
ら
な

く
な
っ
て
か
ら
時
間
が
経
ち
、
土
壌

悪
化
す
る
こ
と
で
、
作
物
が
育
ち
に

く
い
土
地
も
あ
り
、
改
良
に
は
多
く

の
労
力
と
費
用
が
掛
か
り
ま
す
。
そ

ん
な
農
地
の
多
く
を
借
り
受
け
て
土

壌
改
善
を
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地

に
適
し
た
品
目
を
厳
選
し
な
が
ら
作

付
面
積
を
広
げ
、
総
面
積
約
25
ha
も

の
広
大
な
農
地
を
経
営
す
る
ま
で
に

な
り
ま
し
た
。

●
大
規
模
農
業
へ
の
道

　
今
ま
で
の
研
究
と
行
動
に
よ
り
安

定
し
た
農
業
経
営
、
耕
作
放
棄
地
の

利
用
に
よ
る
農
地
集
積
、
そ
れ
ら
は

就
農
時
か
ら
目
標
と
し
て
き

た
「
大
規
模
農
業
化
」
を
実

現
す
る
た
め
の
過
程
だ
と
話

す
内
山
さ
ん
。

　
本
市
で
も
耕
作
放
棄
地
の
解
消
、

農
地
の
集
約
化
な
ど
数
多
く
の
課
題

が
あ
る
中
、
自
身
が
目
標
と
す
る
営

農
ス
タ
イ
ル
の
追
求
に
よ
り
、
自
然

な
形
で
農
業
全
体
の
課
題
が
解
決
さ

れ
て
い
く
理
想
的
な
仕
組
み
が
垣
間

見
え
ま
し
た
。
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令
和
2
年
９
月
か
ら
１０
月
に
か
け

て
公
募
に
よ
り
選
定
し
た
７
店
舗
と

コ
ラ
ボ
し
、
シ
ャ
イ
ン
マ
ス
カ
ッ
ト
オ

リ
ジ
ナ
ル
メ
ニ
ュ
ー
の
提
供
を
実
施
。

　

参
加
店
舗
の
方
に
お
話
を
伺
い
ま

し
た
。

　

普
段
か
ら
地
場
産
食
材
の
使
用
に

こ
だ
わ
っ
て
料
理
を
提
供
す
る
同
店
。

赤
城
の
恵
ブ
ラ
ン
ド
の
こ
と
は
知
っ

て
い
て
、
森
育
ち
サ
ー
モ
ン（
㈲
お

お
さ
き
）な
ど
は
も
と
も
と
メ
ニ
ュ

ー
に
取
り
入
れ
て
い
ま
し
た
。

　

前
橋
市
が
公
募
で
シ
ャ
イ
ン
マ
ス

カ
ッ
ト
を
使
用
し
た
メ
ニ
ュ
ー
を

募
集
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
地
元
で

ぶ
ど
う
が
生
産
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

初
め
て
知
っ
た
。
お
客
様
へ
も
伝
え

た
い
と
の
思
い
か
ら
パ
ス
タ
と
し
て

提
供
す
る
こ
と
を
提
案
。
大
変
好
評

だ
っ
た
と
言
う
。

　

直
売
所
や
小
売
店
で
赤
城
の
恵
ブ

ラ
ン
ド
を
手
に
取
る
こ
と
が
少
な
い

人
で
も
「
飲
食
店
な
ど
で
、
一
度
実

際
に
食
べ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
、
品

質
の
良
さ
な
ど
を
一
番
伝
え
ら
れ
る

と
思
う
」
と
稲
村
さ
ん
は
話
す
。

　
「
食
べ
た
後
に
自
ら
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

を
取
り
に
行
く
姿
が
ま
さ
に
そ
う
だ

と
思
う
し
、
農
園
の
情
報
な
ど
も
お

伝
え
で
き
て
地
域
に
貢
献
で
き
て
い

る
と
感
じ
ま
す
」

　

今
後
も
地
元
の
生
産
者
や
地
域
と

繋
が
り
な
が
ら

こ
だ
わ
り
の

料
理
を
提
供

し
て
い
く
。

赤
城
の
恵
認
証
品
や
よ
い
ひ
め

オ
リ
ジ
ナ
ル
メ
ニ
ュ
ー
を
作
り
ま
せ
ん
か

三俣町一丁目１-１１
藤田マンション１０２
☎ 0２７-２３７-０８３４
営業時間：１１：３０～14：００
　　　　  17：30～20：00
定休日：日曜

【店舗情報】

赤
城
の
恵
ブ
ラ
ン
ド
認
証
品
の
、松
井
フ
ァ
ー
ム（
上
佐
鳥
町
）の
イ
チ
ゴ（
や
よ
い
ひ

め
）を
使
っ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
メ
ニ
ュ
ー
を
提
供
す
る
飲
食
店
な
ど
を
募
集
し
ま
す
。

対
象
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
の
Ｐ
Ｒ
や
ア
ン
ケ
ー
ト
に
協
力
で
き
る
市
内
の
飲
食
店
や
菓

子
店
な
ど
で
す
。

※
メ
ニ
ュ
ー
作
り
用
と
し
て
イ
チ
ゴ
を
提
供
し
ま
す
。

※
選
考
に
よ
り
実
施
店
舗
を
決
定
し
ま
す
。

販
売
期
間
＝
２
月
２０
日
㈯
～
３
月
１４
日
㈰
ま
で
の
う
ち
５
日
間
以
上

申
込
書
の
配
布
は
市
役
所
農
政
課
で
。
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

も
で
き
ま
す
。

１
月
１５
日
㈮
ま
で
に
農
政
課
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
５
８
４
１

　当園は前橋で 3 世代にわたりイチ

ゴを作り続けて 60 年になります。

　イチゴという食材の特性を活かし

てもらい、食べてくれたお客様に一

緒に感動を与えましょう。

　そんな思いを持った市内店舗の方

と繋がりができると嬉しいです。

生産者からのメッセージ

赤
城
の
恵
×
市
内
店
舗

　
コ
ラ
ボ
メ
ニ
ュ
ー
を
提
供

7 店舗の多様なコラボメニュー

赤
城
の
恵
を

　
一
度
食
べ
て
み
て
ほ
し
い

リ
ス
ト
ラ
ン
テ
ソ
ル
ジ
ェ
ン
テ

オーナーシェフ　稲村さん
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前橋産農林水産物を一緒にＰＲしませんか

地元のお店で
新鮮な野菜を

契約栽培
してくれる農家さんと

繋がりたい

　

菓
子
店
を
営
ん
で
１３
年
に
な
る

オ
ー
ナ
ー
の
関
野
さ
ん
。
飲
食
業
を

志
し
渡
米
し
た
経
験
や
、
帰
国
後
に

会
社
勤
め
な
ど
の
期
間
を
経
て
、
自

分
が
育
っ
た
前
橋
で
な
に
か
で
き

な
い
か
と
い
う
思
い
か
ら
、
や
っ
た

こ
と
の
な
い
こ
と
に
挑
戦
し
た
い
と

思
っ
て
お
店
を
開
き
ま
し
た
。

　

フ
ル
ー
ツ
を
ま
る
ご
と
使
っ
た

ケ
ー
キ
が
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
に
は
並
ぶ

が
、
地
元
前
橋
産
の
フ
ル
ー
ツ
は
ま

だ
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。

　
「
ゆ
く
ゆ
く
は
全
部
地
元
産
の
も
の

で
美
味
し
い
も
の
を
作
り
た
い
。
そ

れ
を
地
域
の
人
が
買
っ
て
く
れ
る
こ

と
が
一
番
だ
」
と
関
野
さ
ん
は
話
す
。

　

こ
の
事
業
を
き
っ
か
け
に
前
橋
で

は
た
く
さ
ん
の
果
物
が
生
産
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で
多
く
の
生

産
者
と
繋
が
り
た
い
と
の
こ
と
。

　

イ
チ
ゴ
や
桃
な
ど
イ
メ
ー
ジ
し
や

す
い
食
材
に
加
え
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ

な
ど
を
使
っ
た
ス
イ
ー
ツ
も
作
っ
て

み
た
い
と
言
う
。

　
「
地
域
が
良
く
な
る
と
か
、
地
元

の
も
の
を
み
ん
な
が
好
き
に
な
る
こ

と
が
良
い
サ
イ
ク
ル
を
生
む
と
信
じ

て
い
ま
す
」

　

関
野
さ
ん
の
話
に
は
地
域
で
つ
く

ら
れ
た
も
の
を
地
域
で
消
費
す
る
地

産
地
消
の
大
切

さ
や
、
地
元

前
橋
へ
の
思

い
を
強
く
感

じ
ま
し
た
。

前橋産を使いたい、売りたいを繋ぎます
　本市では「アグリマッチング事業」として新たな販路を開拓
したい、市内業者と一緒に商品開発を行いたい“生産者”と前
橋産農産物を使って新商品を作りたい、自らの店舗の食材を前
橋産にしたい“事業者”のマッチング支援を行っています。

（連絡先）
農政課前橋産農林水産物ＰＲ担当あて
☎ ０２７-898-５841
e-mail：nousei@city.maebashi.gunma.jp

西片貝町五丁目４-８ １０４
☎ ０２７-２４３-５６７０
営業時間：１0：００～１９：００
定休日：月曜

【店舗情報】

[赤城の恵 10周年]

これからも赤城の恵を
応援してください。

見て 知って 買って

赤城の恵
ブランドとは ➡

売上
UP

Ｈ22

成り立ち

これまでのあゆみ

今

ブランド認証制度スタート

販売コーナー設置
（JAファーマーズ朝日町店）
商談会をきっかけに百貨店へ
シンガポールにトマトを輸出
あかぎカフェ（新宿）前橋産
フェア　　　　　　　　など

認証品は55品目に
売上額は27億円を突破

農商工連携、遊休農地解消の
取組み
前橋産サツマイモ100％の本
格芋焼酎「赤城の恵」誕生

タ
マ
ネ
ギ
生
産
者
と

マ
ッ
チ
ン
グ

赤
城
の
恵
認
証
取
得
！

小
売
店
と

マ
ッ
チ
ン
グ

出
荷
開
始
！

かつ政ドレッシング

フレッセイ駒形店地場産コーナー

飲
食
店
と

マ
ッ
チ
ン
グ

オ
リ
ジ
ナ
ル
ス
イ
ー
ツ
に
！

地
元
で
作
ら
れ
た

　
お
い
し
い
も
の
を
広
め
た
い

パ
テ
ィ
ス
リ
ー
フ
ラ
ヴ
ー
ル

ぐんま名月のタルトタタン

代表　関野さん

7



伝えたい、 ふるさとの味

赤城山から吹きおろすからっ風などの自然環境の中、

小麦でも全国有数の生産量を誇る前橋市。

そんな小麦を使った前橋に伝わる郷土料理。 

なつかしいふるさとの味を、ご自宅で作ってみませんか。

【材料（20個分）】
小麦粉  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500g
ベーキングパウダー . . . . . . . 小さじ1
重曹 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15g
卵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1個
砂糖 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100g
水 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200cc
あんこ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600g
手打ち粉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 適量

【作り方】

① 小麦粉とベーキングパウダー、重曹をふるう。

② ボールに卵、砂糖、水を入れて泡だてる。

③ ①のふるった粉の中に②を泡まで全て少しずつ入れ、
さいばしで軽く混ぜる。

④ 生地をボールの中で丸め、ラップをかけてねかせ
る（20～30分）。あんこを30gずつに分ける。

⑤ ねかした生地を40gずつに分け、手に手打ち粉を
つけながらあんこを包む。

⑥ せいろ（または蒸し器）にぬれ布巾を敷き、⑤を
並べて15分蒸す。

⑦ 蒸しあがったまんじゅうをうちわであおぎ、冷ま
して出来上がり。

【材料（2～3人前）】
小麦粉  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300g
塩 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15g
水 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150cc
手打ち粉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 適量

【作り方】

① ボールに小麦粉と塩を入れて混ぜる。水を3回に
分けて加え、手でよく練りながら押し固めて、耳
たぶくらいの硬さにする。

② 生地は空気にふれないようにビニール袋に入れ、
ねかす（冬で2～3時間、夏で30分～1時間）。

③ ねかした生地を丈夫なビニール袋に入れて足踏み
を加える（約5分200回）。

④ のし板と生地に手打ち粉をつけ、生地をめん棒で
のばし、2～3mmの厚さにする。

⑤ 生地に手打ち粉をふりかけながら折り重ね、好み
の幅に切る。

⑥ 大きな鍋にたっぷりお湯を沸かし、手打ち粉をよ
く払いながら麺を鍋に入れ、12～13分ゆでる。

⑦ 麺が透き通るようになったらお湯からあげ、冷水
で一気に水洗いして出来上がり。

農政部インスタグラムでは、
写真付きで詳しいレシピを
公開中ころ♪
@maebashi_agri　 インスタグラムは

こちら
炭酸まんじゅう
レシピはこちら

手打ちうどん
レシピはこちら

炭酸まんじゅう 手打ちうどん

前
橋
ブ
ラ
ン
ド
通
信

TEL 027 -898 -5841　

FAX 027 -223 -8527
W

EB w
w

w
.city.m

aebashi.gunm
a.jp
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