
魅力ある農業をめざして 魅力ある農業をめざして

魅
力
あ
る
農
業
を
目
指
し
て

橋
本
市
を
含
む
高
野
山
麓
地
域
は
、
か
つ
て
高
野
山
の
食
料
供
給
地
と
し
て
の
役
割
を

担
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
頃
に
高
野
山
で
提
供
さ
れ
て
い
た
精
進
料
理
に
は
本
市
の
農
産

物
が
使
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
年

に
お
け
る
本
市
の
農
業
は
、
耕
作
放
棄
地
の
急
増
や
新
た
な
担
い
手
の
不
足
な
ど
、
年
々

衰
退
が
進
ん
で
お
り
、
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
市
で
は
「
高こ

う

野や

山さ
ん

麓ろ
く

精し
ょ
う

進じ
ん

野や

菜さ
い

」
に
よ
る
農
産
物
の
産
地
化
・
ブ
ラ
ン
ド
化

を
行
い
、
農
業
を
取
り
巻
く
課
題
解
決
に
向
け
た
取
組
み
を
行
い
ま
す
。【
農
林
振
興
課
】

 
高
野
山
麓
精
進
野
菜
の
定
義

本
市
の
農
産
物
の
独
自
性
・
優
位

性
を
明
確
に
す
る
た
め
、
協
議
会
に

お
い
て
「
高
野
山
麓
精
進
野
菜
」
の

定
義
を
決
定
し
ま
し
た
。

定義１
精
進
料
理
の
食
材
と
し
て
使
う

こ
と
が
で
き
る
野
菜

定義２
橋
本
市
内
で
生
産
さ
れ
た
野
菜

定義３
減
農
薬
・
減
化
学
肥
料
な
ど
の

栽
培
基
準
を
満
た
す
野
菜

定義４
高
野
山
麓
精
進
野
菜
栽
培
講
習

会
に
参
加
し
た
生
産
者
の
野
菜

定
義
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
栽
培

講
習
会
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

栽
培
講
習
会
の
開
催
日
時
に
つ
い
て

は
、
決
ま
り
次
第
、
広
報
は
し
も
と
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

「
高
野
山
麓
農
産
物
産
地
化
協
議

会
」
を
設
立
し
ま
し
た

農
産
物
の
産
地
化
と
ブ
ラ
ン
ド
化
を
併

せ
て
行
な
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
行
政
だ

け
で
は
な
く
、
生
産
者
、
Ｊ
Ａ
、
販
売
者

な
ど
の
関
係
者
全
て
が
共
通
認
識
を
持
っ

て
協
議
を
進
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

加
え
て
、
生
産
・
販
売
・
流
通
な
ど
、

そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
い
て
、
高
い
専
門

性
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
平
成
31
年
３
月
１
日

「
高
野
山
麓
農
産
物
産
地
化
協
議
会
」
を

設
立
し
、
基
本
方
針
や
行
動
計
画
を
示
し

た
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、

部
会
を
設
置
し
て
専
門
性
の
高
い
分
野
に

つ
い
て
審
議
し
ま
す
。

農
業
を
魅
力
あ
る
仕
事
に

今
後
、
県
や
Ｊ
Ａ
な
ど
高
い
専
門
性
を

持
つ
機
関
と
連
携
し
な
が
ら
栽
培
基
準
を

策
定
し
、
栽
培
説
明
会
、
試
験
栽
培
を
経

て
「
高
野
山
麓
精
進
野
菜
」
ブ
ラ
ン
ド
の

産
地
化
を
目
指
し
ま
す
。

農
産
物
に
付
加
価
値
を
持
た
せ
る
こ
と

で
農
家
の
収
入
を
向
上
さ
せ
、
仕
事
と
し

て
の
農
業
の
魅
力
が
高
ま
っ
て
く
れ
ば
、

担
い
手
不
足
の
解
消
や
耕
作
放
棄
地
の
発

生
防
止
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
が
期

待
で
き
ま
す
。

「
高
野
山
麓
精
進
野
菜
」
が
本
市
に
お

け
る
農
業
振
興
の
起
爆
剤
と
な
る
べ
く
、

こ
れ
か
ら
も
関
係
機
関
と
連
携
し
な
が
ら

取
組
み
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

本
市
の
農
産
物
の
特
徴
を
生
か
す

市
内
産
の
農
産
物
に
付
加
価
値
を
持
た
せ
る
に
は
、
他
産
地
の
農
産
物
と
比
べ
て
独
自

性
や
優
位
性
が
必
要
で
す
。
そ
こ
で
本
市
の
農
産
物
の
特
徴
を
生
か
し
、
「
高
野
山
麓
精

進
野
菜
」
と
し
て
ブ
ラ
ン
ド
化
し
、
Ｐ
Ｒ
を
行
い
ま
す
。

安
定
し
た
収
入
の
あ
る
農
業
へ

耕
作
放
棄
地
の
解
消
や
新
規
就
農
者
の

確
保
た
め
、
県
や
紀
北
川
上
農
業
協
同
組

合
（
以
下
：
Ｊ
Ａ
）
な
ど
の
関
係
機
関
と

連
携
し
、
対
策
を
行
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、

現
時
点
で
は
解
決
ま
で
至
っ
て
い
ま
せ
ん
。

新
た
な
担
い
手
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、

農
業
が
安
定
し
た
収
入
を
得
ら
れ
る
仕
事

と
し
て
成
り
立
つ
仕
組
み
づ
く
り
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

耕
作
放
棄
地
の
増
加

本
市
の
農
業
は
非
常
に
深
刻
な
状
況
に

あ
り
ま
す
。
１
年
間
作
物
が
栽
培
さ
れ
ず
、

今
後
も
栽
培
の
予
定
が
な
い
耕
作
放
棄
地

が
山
間
部
だ
け
で
は
な
く
住
宅
地
に
も
多

く
発
生
し
て
お
り
、
今
後
も
増
え
続
け
る

と
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
耕
作
放

棄
地
は
、
市
街
で
の
有
害
鳥
獣
の
発
生
や
、

災
害
発
生
の
要
因
と
な
り
ま
す
。

な
ぜ
耕
作
放
棄
地
が
増
え
る
の
か

農
林
業
セ
ン
サ
ス
の
結
果
か
ら
、
耕
作

放
棄
地
の
増
加
要
因
が
見
え
て
き
ま
す
。

・
農
家
の
高
齢
化

農
業
経
営
者
の
約
80
％
が
60
歳
以
上

と
な
っ
て
い
ま
す
。
高
齢
化
の
進
行
に

加
え
、
後
継
者
や
新
規
就
農
者
が
い
な

い
こ
と
が
農
家
の
労
働
力
の
低
下
や
、

農
家
数
の
減
少
に
つ
な
が
っ
て
お
り
、

耕
作
放
棄
地
の
増
加
の
一
因
と
な
っ
て

い
ま
す
。

・
農
業
収
入
の
低
迷

農
産
物
販
売
金
額
３
０
０
万
円
未
満

の
農
家
が
90
％
近
く
を
占
め
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
農
産
物
の
市
場
価
格
の
低
下
に

よ
る
販
売
金
額
の
減
少
や
労
働
力
低
下

に
よ
る
耕
作
面
積
の
減
少
が
影
響
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
兼
業

農
家
率
も
県
平
均
の
52
．
２
％
を
10
ポ

イ
ン
ト
上
回
る
62
．
９
％
で
あ
り
、
農

業
収
入
の
不
安
定
さ
が
伺
え
ま
す
。

本
市
に
お
け
る
農
業
の
現
状
と
課
題

「
高
野
山
麓
精
進
野
菜
」
と
し
て
農
産
物
を
Ｐ
Ｒ

高
野
山
麓

精
進
野
菜

農産物販売金額規模別
農業経営体割合 年齢別農業経営者割合

（出典：農林水産省「2015 年農林業センサス」）

50万円未満
［40.1］

農業経営体
1,103
（経営体）

50～100万円
［17.9］

100～200万円
［15.0］

200～300万円
［6.8］

300～500万円［4.9］

500～700万円［2.7］
700～1,000万円［1.8］ 1,000万円以上［1.9］

販売なし
［8.9］

販売農家数
1,026
戸

40歳代［3.5］

50歳代
［14.3］

60歳代
［37.1］

70歳代
［29.3］

80歳以上
［14.2］

30歳代［1.5］

●橋本市は「高野山」の麓にあ
り、かつて高野山の食料供給
地であったと考えられている。

●高野山で供されている精進料
理は健康食としても注目され
ている。

●農家に負担の少ない方法で低
農薬栽培を行うなど、安全性
に配慮。
●農家の顔が見えるＰＲ方法で
消費者の安心につなげる。

●少雨温暖な瀬戸内気候と、気
温差が大きい内陸性気候の２
つの特徴があり、糖度の高い
農産物を生産しやすい。
●都市部へのアクセスが良く、
新鮮な状態で農産物を供給し
やすい。

農
産
物
を

ブ
ラ
ン
ド
化

お い し さ

歴 史 ・ 伝 統 安 全 ・ 安 心
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