
ナ
カ
ム
ラ
農
産
は
、
平
成
二
十

三
年
に
農
業
法
人
を
設
立
し
、
約

六
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
農
地
で
主
に

米
、
枝
豆
、
麦
、
大
豆
、
野
菜
を

生
産
し
て
い
ま
す
。
冬
期
に
は
雪

下
野
菜
の
栽
培
や
漬
物
の
製
造
も

行
っ
て
い
る
農
業
法
人
で
す
。

代
々
受
け
継
が
れ
た
中
村
家
の

農
業
を
継
い
だ
中
村
代
表
は
、
周

囲
の
農
業
を
引
退
す
る
農
家
か
ら
、

作
付
け
さ
れ
な
く
な
っ
た
ほ
場
を

引
き
受
け
な
が
ら
面
積
を
拡
大
し
、

従
業
員
四
名
を
雇
っ
て
、
法
人
を

設
立
す
る
に
至
っ
た
そ
う
で
す
。

ナ
カ
ム
ラ
農
産 

株
式
会
社

こ
だ
わ
り
の 

枝 

豆

ナ
カ
ム
ラ
農
産
で
生
産
さ
れ
て
い
る
枝
豆
は
多
品

種
に
わ
た
り
ま
す
。
収
穫
は
七
月
か
ら
始
ま
り
、
一
〇

月
の
上
旬
ま
で
続
き
、
そ
の
間
ほ
と
ん
ど
毎
日
収
穫
が

行
わ
れ
ま
す
。
各
品
種
の
収
穫
が
重
複
す
る
時
期
に
な

る
と
従
業
員
の
ほ
か
に
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
雇
用
の
従

業
員
さ
ん
も
三
、
四
人
加
わ
り
選
別
等
の
作
業
を
行
い

ま
す
。
収
穫
さ
れ
た
枝
豆
は
長
岡
市
内
で
人
気
が
あ
る

の
は
も
ち
ろ
ん
、
名
古
屋
方
面
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ

ト
や
関
西
方
面
の
居
酒
屋
チ
ェ
ー
ン
店
に
も
出
荷
さ

れ
、
好
評
を
得
て
い
ま
す
。

ナ
カ
ム
ラ
農
産
で
は
、
稲
の
作
付
け
後
の
ほ
場
で
枝

豆
を
育
て
て
い
ま
す
。
最
低
限
の
肥
料
だ
け
で
育
つ
枝

豆
は
、
本
来
の
う
ま
味
が
引
き
出
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

枝
豆
は
一
般
的
に
朝
収
穫
し
ま
す
が
、
ナ
カ
ム
ラ
農
産

で
は
昼
に
収
穫
し
て
、
そ
の
後
す
ぐ
に
氷
漬
け
に
し
て

温
度
を
下
げ
る
こ
と
で
う
ま
味
を
と
じ
こ
め
て
い
ま

す
。中

村
代
表
に
、
枝
豆
の
お
い
し
い
食
べ
方
に
つ
い
て

伺
っ
た
と
こ
ろ
、
ま
ず
茹
で
る
前
の
枝
豆
に
塩
を
ま
ぶ

し
、
水
か
ら
茹
で
る
。
茹
で
た
枝
豆
は
扇
風
機
等
で
す

ば
や
く
冷
ま
す
こ
と
が
お
い
し
い
枝
豆
を
食
べ
る
ポ

イ
ン
ト
だ
そ
う
で
す
。
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２０２４年（令和６年）３月 三古の水だより 第１８号

「三古の水だより」とは？

北陸農政局信濃川左

岸流域農業水利事業

所が発刊する広報誌で

す。題字になっている

「三古」とは、前歴事業

（一期事業）信濃川左

岸農業水利事業の原

形である昭和20年に樹

立した「三古用水改良

事業計画」から引用した

言葉です。

ちなみに、「三古」は三

島郡の「三」と古志郡の

「古」より出た本地区を表

すものです。

また、当地区は、三度

目の国営事業ということ

もあり、「三」にとても縁が

深い地区としてこの題字

としました。

枝豆
陽 恵
おつな姫
湯あがり娘
長岡茶豆
晩酌茶豆
つきみ娘
雪 音
長岡一寸
肴 豆

米
は
「
コ
シ
ヒ
カ
リ
」
を
は
じ
め
、

早
生
の
「
ゆ
き
ん
子
舞
」
「
こ
し
い

ぶ
き
」
や
晩
生
の
新
品
種
で
あ
る

「
新
之
助
」
、
も
ち
米
の
「
こ
が
ね
も

ち
」
な
ど
い
く
つ
も
の
種
類
を
生
産

し
て
い
ま
す
。
ゆ
き
ん
子
舞
は
転
作

後
の
ほ
場
で
も
品
質
が
高
く
、
麦
や

大
豆
を
作
付
け
し
た
後
の
品
種
と
し

て
用
い
ら
れ
る
と
い
い
ま
す
。
生
産

さ
れ
た
米
は
ほ
と
ん
ど
が
J
A
に
、

一
、
二
割
は
個
人
販
売
で
北
海
道
か

ら
九
州
ま
で
全
国
の
お
客
さ
ん
に
届

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
全
国
に
広
が
る

購
入
者
は
口
コ
ミ
で
拡
大
し
た
そ
う

で
す
。

中村文和代表取締役

～おいしい枝豆の食べ方～

茹でる前の枝豆に
塩をまぶす

新聞などに広げ、
素早く冷ます

茹でる

ナカムラ農産で栽培している

早生

晩生

三
古
の
水
だ
よ
り
で
は
、
受
益
内
の
農
業
法
人
を
順
次
掲
載
し
、
地
域
の
農
業
に
つ
い
て
紹

介
し
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
長
岡
市
高
野
町
で
農
業
法
人
を
営
ん
で
い
る
ナ
カ
ム
ラ
農
産

（
株
）
代
表
取
締
役
中
村
文
和
氏
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

ナ
カ
ム
ラ
農
産
が
あ
る
長
岡
市
の

高
野
町
で
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
ロ
ー
テ
ー

シ
ョ
ン
を
行
い
、
年
度
ご
と
に
栽
培

作
物
を
変
え
な
が
ら
、
ほ
場
を
利
用

し
て
い
ま
す
。

二
〇
代
か
ら
五
〇
代
ま
で
幅
広
い

世
代
の
従
業
員
四
名
は
、
そ
れ
ぞ
れ

が
担
当
を
決
め
て
ほ
場
を
管
理
し
て

お
り
、
従
業
員
の
う
ち
一
名
は
園
芸

作
物
を
専
門
に
行
っ
て
い
ま
す
。
な

お
、
ほ
場
の
航
空
写
真
を
品
種
ご
と

に
色
分
け
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の

担
当
を
見
え
る
化
し
て
分
担
す
る
こ

と
で
、
従
業
員
が
責
任
を
持
っ
て
管

理
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

全
国
に
広
ま
る
購
入
者

農
地
の
見
え
る
化

三
古
の
水
だ
よ
り



N
.
C
Y
C
L
E
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

新
技
術
の
導
入

長
岡
か
ら
全
国
に
こ
だ
わ
り
お
米

や
枝
豆
を
届
け
て
い
る
ナ
カ
ム
ラ
農

産
。
最
後
に
、
こ
れ
か
ら
の
展
望
に
つ

い
て
お
聞
き
す
る
と
、
「
ま
ず
人
づ
く

り
を
し
っ
か
り
と
や
り
、
次
に
規
模
拡

大
だ
」
と
中
村
代
表
は
言
い
ま
す
。

ナ
カ
ム
ラ
農
産
に
は
、
新
潟
県
農
業

大
学
校
を
卒
業
し
た
二
十
二
歳
の
若

手
の
従
業
員
も
お
り
、
初
め
て
現
場
の

作
業
に
携
わ
る
人
で
も
わ
か
り
や
す

い
仕
組
み
と
、
働
き
や
す
い
環
境
を
つ

く
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
新
た
に
雇
用
す
る
経
験
の
浅

い
若
い
世
代
も
活
躍
で
き
る
農
業
の

あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
、
さ
ら
な
る
作

付
規
模
拡
大
に
つ
い
て
模
索
し
て
い

ま
す
。

中
村
代
表
は
世
の
中
の
変
化
に
合
わ

せ
I
C
T
化
を
進
め
る
こ
と
も
大
切
で

あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

ナ
カ
ム
ラ
農
産
で
は
新
た
に
リ
モ
ー

ト
セ
ン
シ
ン
グ
を
取
り
入
れ
、
ド
ロ
ー
ン

か
ら
そ
の
ほ
場
の
生
育
状
況
や
地
力
を

把
握
す
る
技
術
の
活
用
に
挑
戦
し
て
い

ま
す
。

こ
の
技
術
を
使
う
と
、
十
年
分
の
デ
ー

タ
を
分
析
し
た
A
I
が
、
ほ
場
の
衛
星
写

真
か
ら
、
生
育
状
況
を
判
断
す
る
こ
と
が

で
き
る
そ
う
で
す
。
ひ
と
つ
の
ほ
場
の
中

で
も
、
地
力
が
あ
る
場
所
と
な
い
場
所
を

判
断
し
、
自
動
的
に
肥
料
を
散
布
す
る
量

を
調
整
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
生
育

の
ば
ら
つ
き
が
な
く
な
る
と
い
い
ま
す
。

農
業
従
事
者
が
減
少
し
て
い
る
今
日

に
お
い
て
、
未
経
験
者
を
雇
用
し
て
も

マ
ッ
プ
を
見
れ
ば
経
験
に
関
係
な
く
同

じ
仕
事
が
で
き
る
と
中
村
代
表
は
話
し

ま
す
。

２０２４年（令和６年）３月 三古の水だより 第１８号

雪下にんじんが植えられている１2月の畑

米
ど
こ
ろ
の
長
岡
市
は
、
米
菓
製
造
が
盛
ん
な
地
域
で
も
あ
り
ま
す
。
米
菓
製

造
過
程
で
は
、
米
の
と
ぎ
汁
が
大
量
に
発
生
す
る
た
め
、
こ
の
と
ぎ
汁
を
有
効
に

活
用
し
よ
う
と
始
ま
っ
た
の
が
「
N

.

C

Y

C

L

E

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で
す
。

こ
の
取
り
組
み
で
は
、
長
岡
市
に
あ
る
米
菓
会
社
「
岩
塚
製
菓
株
式
会
社
」
で

発
生
し
た
米
の
と
ぎ
汁
か
ら
有
用
成
分
を
取
り
出
す
の
に
、
化
学
物
質
を
使
う

の
で
は
な
く
、
新
た
に
「
長
岡
技
術
科
学
大
学
」
が
研
究
・
開
発
し
た
微
生
物
を

利
用
し
た
分
離
方
法
に
代
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
培
養
メ
ー
カ
ー
の
「
株
式
会
社

ホ
ー
ネ
ン
ア
グ
リ
」
が
、
と
ぎ
汁
か
ら
分
離
し
た
有
用
微
生
物
発
酵
液
に
籾
殻
や

枝
葉
を
混
ぜ
ペ
レ
ッ
ト
型
に
し
た
堆
肥
を
製
造
し
、
そ
の
堆
肥
を
使
っ
て
「
Ｊ
Ａ

越
後
な
が
お
か
 (

現
え
ち
ご
中
越
）」
と
、
長
岡
市
の
農
家
が
米
作
り
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
そ
う
し
て
作
ら
れ
た
米
が
再
び
米
菓
製
造

で
使
わ
れ
る
と
い
う
サ
イ
ク
ル
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

ナ
カ
ム
ラ
農
産
も
令
和
五
年
か
ら
こ
の
堆
肥
を
使
う
こ
と
で
、
、
こ
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
協
力
し
て
い
ま
す
。

栽培品種ごとに色分けすることで各担当者の
管理場所を見える化している

将
来
の
展
望

多
品
種
の
枝
豆
を
栽
培
す
る
ナ
カ
ム
ラ
農
産

で
す
が
、
そ
の
中
で
も
中
村
代
表
の
お
す
す
め
は

「
越
一
寸
」
で
す
。
「
越
一
寸
」
は
ナ
カ
ム
ラ
農
産
で

開
発
さ
れ
た
枝
豆
の
品
種
で
、
九
月
の
中
旬
か
ら

十
日
間
ほ
ど
し
か
味
わ
う
こ
と
が
で
き
な
い
貴

重
な
枝
豆
で
す
。

開
発
が
始
ま
っ
た
の
は
今
か
ら
二
十
年
前
で
、

長
岡
で
お
い
し
い
枝
豆
を
作
ろ
う
と
、
農
協
と
一

緒
に
取
り
組
み
、
同
じ
く
長
岡
野
菜
に
認
定
さ
れ

て
い
る
「
肴
豆
」
の
中
か
ら
、
特
に
小
ぶ
り
で
食
味

と
香
り
が
優
れ
て
い
る
も
の
を
選
別
・
栽
培
を

繰
り
返
し
、
平
成
二
十
四
年
に
長
岡
野
菜
に
認
定

さ
れ
ま
し
た
。

貴
重
な
枝
豆

越

一

寸

越一寸の特徴

・実が小ぶりでふさの長さは一寸
・香りと甘みが強い
・薄皮のため食べやすい
・茹で上がりの色が鮮やかな緑色

日
本
一
の
長
さ
を
持
つ
信
濃
川
が
培
っ
た
肥
沃

な
土
壌
と
、
長
岡
の
夏
の
高
温
多
湿
、
冬
の
豪
雪
、

年
間
を
通
じ
た
高
い
湿
度
と
い
っ
た
、
気
候
風
土

の
中
で
育
っ
た
野
菜
を
指
し
ま
す
。
長
岡
野
菜
は

①
古
く
か
ら
あ
っ
て
長
岡
で
し
か
取
れ
な
い
も
の

②
ど
こ
に
で
も
あ
る
け
れ
ど
長
岡
で
作
る
と
お
い

し
い
も
の
③
新
し
い
野
菜
だ
け
れ
ど
長
岡
で
独
特

な
食
べ
ら
れ
方
を
し
て
い
る
も
の
を
基
準
に
現
在

十
六
品
目
が
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

長
岡
野
菜
と
は

最
後
に
、
取
材
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た

中
村
代
表
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（
取
材
者

岩
垣
浩
志
・
初
﨑
海
）
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