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特 集　 さぁ、農業を始めよう
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私
の
家
は
、
祖
父
の
代
か
ら
農

業
を
営
ん
で
い
て
、
私
も
幼
少
期

か
ら
手
伝
っ
て
い
ま
し
た
。
祖
父

や
父
の
姿
を
見
た
り
、
一
緒
に
作

業
を
し
た
り
す
る
中
で
、
自
分
も

同
じ
道
に
進
む
だ
ろ
う
と
い
う
漠

然
と
し
た
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。

　
高
校
卒
業
後
、
日
本
農
業
経
営
大

学
校
に
進
学
し
、
22
歳
の
時
に
実

家
に
戻
り
ま
し
た
。
当
時
、
家
で
は

『
な
し
・
ぶ
ど
う
・
み
か
ん
』
を
栽

培
し
て
い
ま
し
た
が
、
父
か
ら
「
こ

れ
か
ら
農
業
を
や
っ
て
い
く
の
で

あ
れ
ば
、
自
分
が
責
任
を
持
っ
て
取

り
組
め
る
よ
う
、
新
し
い
品
目
の
栽

培
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
べ
き
」
と
言

わ
れ
『
桃
』
の
栽
培
を
始
め
ま
し
た
。

ち
な
み
に
桃
に
関
す
る
知
識
は
全

く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
先
輩
か

ら
話
を
聞
い
た
り
、
試
行
錯
誤
を

繰
り
返
し
た
り
し
て
、
数
年
前
か
ら

実
が
収
穫
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
美
味

し
い
果
物
を
栽
培
し
て
い
く
こ
と

に
農
業
の
魅
力
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　
家
族
な
の
で
、
お
互
い
に
頼
み

事
を
す
る
と
き
に
は
気
持
ち
が
楽

で
す
。
情
報
交
換
も
し
や
す
く
、

果
物
の
出
来
を
分
析
し
合
う
な
ど
、

多
く
の
面
で
連
携
が
と
り
や
す
い

で
す
。
ま
た
、
新
し
く
取
り
組
ん

で
み
た
い
こ
と
な
ど
は
、
そ
の
都

度
話
し
合
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

�

　
先
人
た
ち
が
築
い
て
き
た
果
樹

の
産
地
を
守
っ
て
い
き
た
い
で
す

し
、
稼
げ
る
農
業
を
確
立
し
、
果

物
の
魅
力
を
伝
え
た
り
、
広
め
た

り
し
て
い
き
た
い
で
す
。

　
そ
の
た
め
に
も
、
新
た
な
技
術
や

手
法
を
取
り
入
れ
て
い
く
必
要
が
あ

Ｑ
． 

就
農
の
き
っ
か
け

　
伊
万
里
市
は
、
三
方
を
山
々
に

　
伊
万
里
市
は
、
三
方
を
山
々
に

囲
ま
れ
、
伊
万
里
川
や
松
浦
川
流

囲
ま
れ
、
伊
万
里
川
や
松
浦
川
流

域
に
は
平
野
が
広
が
る
な
ど
、
自

域
に
は
平
野
が
広
が
る
な
ど
、
自

然
豊
か
な
地
形
を
生
か
し
た
果
樹

然
豊
か
な
地
形
を
生
か
し
た
果
樹

や
施
設
園
芸
、
畜
産
が
盛
ん
で
、

や
施
設
園
芸
、
畜
産
が
盛
ん
で
、

肉
用
牛
や
梨
な
ど
の
産
地
を
形
成

肉
用
牛
や
梨
な
ど
の
産
地
を
形
成

し
て
い
ま
す
。
特
に
伊
万
里
牛
や

し
て
い
ま
す
。
特
に
伊
万
里
牛
や

伊
万
里
梨
な
ど
は
『
伊
万
里
ブ
ラ

伊
万
里
梨
な
ど
は
『
伊
万
里
ブ
ラ

ン
ド
』
と
し
て
高
い
評
価
を
受
け

ン
ド
』
と
し
て
高
い
評
価
を
受
け

て
い
て
、
ふ
る
さ
と
納
税
の
返
礼

て
い
て
、
ふ
る
さ
と
納
税
の
返
礼

品
の
中
で
も
人
気
が
あ
り
ま
す
。

品
の
中
で
も
人
気
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
以
外
に
も
、
い
ち
ご
や
き
ゅ

こ
れ
以
外
に
も
、
い
ち
ご
や
き
ゅ

う
り
、
ぶ
ど
う
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

う
り
、
ぶ
ど
う
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

品
目
が
生
産
さ
れ
て
い
ま
す
。

品
目
が
生
産
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
農
業
が
盛
ん
な

　
こ
の
よ
う
に
、
農
業
が
盛
ん
な

場
所
で
は
あ
り
ま
す
が
、
農
業
を

場
所
で
は
あ
り
ま
す
が
、
農
業
を

し
て
い
る
人
に
目
を
向
け
る
と
、

し
て
い
る
人
に
目
を
向
け
る
と
、

農
家
数
は
年
々
減
少
し
て
い
て
、

農
家
数
は
年
々
減
少
し
て
い
て
、

2020
年
前
と
比
べ
て
、
約
３
割
減
少

年
前
と
比
べ
て
、
約
３
割
減
少

し
て
い
ま
す
。
今
後
い
か
に
就
農

し
て
い
ま
す
。
今
後
い
か
に
就
農

者
を
確
保
・
育
成
し
、
産
地
を
維

者
を
確
保
・
育
成
し
、
産
地
を
維

持
し
て
い
く
か
が
重
要
な
課
題
と

持
し
て
い
く
か
が
重
要
な
課
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。

な
っ
て
い
ま
す
。

　
昨
年
３
月
に
実
施
し
た
市
の
農

　
昨
年
３
月
に
実
施
し
た
市
の
農

業
振
興
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調

業
振
興
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
の
結
果
で
は
、
農
業
後
継
者
に

査
の
結
果
で
は
、
農
業
後
継
者
に

つ
い
て
「
後
継
者
は
い
な
い
」「
後

つ
い
て
「
後
継
者
は
い
な
い
」「
後

継
者
は
未
定
」
が
７
割
以
上
を
占

継
者
は
未
定
」
が
７
割
以
上
を
占

め
て
い
て
、
こ
の
ま
ま
い
く
と
産

め
て
い
て
、
こ
の
ま
ま
い
く
と
産

地
を
守
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
だ

地
を
守
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
だ

け
で
な
く
、
私
た
ち
の
食
の
将
来

け
で
な
く
、
私
た
ち
の
食
の
将
来

が
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
が
懸
念

が
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
が
懸
念

さ
れ
ま
す
。

さ
れ
ま
す
。

　
今
回
の
特
集
で
は
、
こ
こ
数
年

　
今
回
の
特
集
で
は
、
こ
こ
数
年

で
就
農
し
た
人
を
取
材
し
、
農
業

で
就
農
し
た
人
を
取
材
し
、
農
業

を
始
め
た
き
っ
か
け
な
ど
を
紹
介

を
始
め
た
き
っ
か
け
な
ど
を
紹
介

し
ま
す
。
そ
の
姿
を
通
し
て
、
今

し
ま
す
。
そ
の
姿
を
通
し
て
、
今

一
度
『
私
た
ち
の
食
を
支
え
る
農

一
度
『
私
た
ち
の
食
を
支
え
る
農

業
』『
職
業
と
し
て
の
農
業
』
に

業
』『
職
業
と
し
て
の
農
業
』
に

つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

Ｑ
． 

親
子
で
一
緒
に
や
っ
て
よ

か
っ
た
こ
と

Ｑ
． 

今
後
の
展
望
な
ど

り
、
特
に
作
業
の
効
率
化
に
つ
な
が

る
も
の
は
積
極
的
に
導
入
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
収
入
の
安

定
や
リ
ス
ク
の
分
散
な
ど
、
経
営
す
る

意
識
を
持
っ
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

�

　
農
業
に
は
良
い
面
と
悪
い
面
あ

る
と
思
い
ま
す
が
、
ま
ず
は
農
作
業

な
ど
を
体
験
し
て
ほ
し
い
と
思
い

ま
す
。
農
業
に
限
ら
ず
、
何
事
も
軌

道
に
乗
せ
る
こ
と
は
大
変
だ
と
思

う
の
で
、
ま
ず
は
「
や
っ
て
み
よ

う
」
と
い
う
気
持
ち
が
大
切
で
す
。

　
現
在
、
農
業
者
数
は
減
少
し
て
い

る
の
で
、
消
費
者
の
需
要
に
対
し
て

生
産
者
か
ら
の
供
給
が
追
い
つ
い

て
い
な
い
と
感
じ
ま
す
。
ビ
ジ
ネ

ス
チ
ャ
ン
ス
は
あ
る
と
思
い
ま
す

の
で
、
た
く
さ
ん
の
人
に
農
業
に

興
味
を
持
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
。

Ｑ
． 

就
農
す
る
か
を
迷
っ
て
い
る

人
に
向
け
て

父父
山口 和仁さん山口 和仁さん

（56 歳）（56 歳）

山口 茂之さん（28 歳）山口 茂之さん（28 歳）
（南波多町）（南波多町）

夢を持つことと、夢を持つことと、
チャレンジ精神が大切ですチャレンジ精神が大切です

　息子が農業を職業として選んでくれ
たことはうれしかったです。
　私は、20 歳で就農して 35 年以上
続けてきましたが、数年後には、すべ
てを息子に任せようと考えています。
　私も父から農業の知識などを教わっ
てきましたが、時代とともに新しい技

術や考え方が出て
きているので、そ
ういったものをど
ん ど ん 取 り 入 れ
て、夢を持ち、何
事にもチャレンジ
してもらいたいと
思います。

父から
父からひと言

ひと言

親
子
で
農
業
を
継
承

親
子
で
農
業
を
継
承
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特集特集　さぁ、農業を始めよう　さぁ、農業を始めよう

農業従事者の高齢化と後継者不足の現状農業従事者の高齢化と後継者不足の現状

農業従事者の年代農業従事者の年代 農業の後継者農業の後継者

年代は 70 歳代が 4 割強で最も多い。全体で見年代は 70 歳代が 4 割強で最も多い。全体で見
ると 60 歳以上が 9 割強を占めている。ると 60 歳以上が 9 割強を占めている。

『後継者はいない』が４割強で最も多い。全体で『後継者はいない』が４割強で最も多い。全体で
見ると、後継者か決まっていない割合が７割を見ると、後継者か決まっていない割合が７割を
超えている。超えている。

【調査の概要】【調査の概要】
　市内に農地を所有する世帯を抽出して調査を行い、回答数は 862 件　市内に農地を所有する世帯を抽出して調査を行い、回答数は 862 件

　市が令和５年に行った『農業振興に関するアンケート調査』の結果から抜粋しています。　市が令和５年に行った『農業振興に関するアンケート調査』の結果から抜粋しています。
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元
々
、
海
上
自
衛
隊
に
25
年
勤

務
し
て
い
ま
し
た
。
自
衛
隊
を
定

年
退
職
す
る
前
に
、
セ
カ
ン
ド
ラ

イ
フ
で
は
何
の
職
業
を
選
択
し
よ

う
か
事
前
に
決
め
て
お
こ
う
と
、

働
き
方
や
賃
金
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で

調
べ
ま
し
た
。
職
業
を
選
ぶ
段
階

で
、
雇
わ
れ
る
よ
り
も
自
分
で
何

か
や
っ
て
み
た
い
と
い
う
思
い
が

あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
農
業
に

な
じ
み
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

調
べ
る
中
で
行
き
着
い
た
の
が
『
い

ち
ご
農
家
』
と
い
う
選
択
で
し
た
。

　
地
元
の
先
輩
で
あ
る
浦
田
さ
ん

が
い
ち
ご
農
家
で
あ
る
こ
と
を

知
っ
て
い
た
の
で
、
連
絡
し
て
見

学
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
一
度

見
学
に
行
っ
た
だ
け
で
は
、
分
か

ら
な
い
こ
と
が
い
く
つ
も
あ
っ
た

の
で
、
そ
の
後
も
何
度
も
見
学
に

行
き
、
季
節
毎
に
必
要
と
な
る
作

業
な
ど
も
体
験
さ
せ
て
も
ら
い
ま

し
た
。

　
覚
え
る
こ
と
が
多
い
こ
と
で
す
。

栽
培
を
す
る
う
え
で
、
肥
料
や
農

薬
の
種
類
が
多
く
、
知
識
の
習
得

が
大
変
で
し
た
。
ま
た
、
肥
料
の

種
類
や
使
用
す
る
農
薬
の
量
を
変

え
る
こ
と
で
、
い
ち
ご
の
味
や
収

穫
量
な
ど
が
変
わ
っ
て
く
る
の
で
、

試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
ほ
か
に
は
、
補
助
金
や
税

金
の
申
告
な
ど
の
手
続
き
を
自
分

で
し
な
い
と
い
け
な
い
点
も
大
変

だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
で
就
農

Ｑ
． 

就
農
の
き
っ
か
け

Ｑ
． 

就
農
を
決
め
た
あ
と
、
ま
ず

何
を
し
ま
し
た
か

Ｑ
． 

実
際
に
就
農
し
て
大
変
だ
っ

た
こ
と
は

　
農
業
は
自
由
が
あ
る
仕
事
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
雇
用
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
の
で
気
が
楽
な

一
方
で
、
手
入
れ
を
せ
ず
に
さ
ぼ

る
な
ど
す
る
と
、
い
ち
ご
が
ダ
メ

に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
辛
抱
強

く
作
業
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

が
、
自
分
が
や
っ
た
分
だ
け
収
益

も
出
る
と
思
い
ま
す
。
技
術
面
も

分
か
ら
な
い
こ
と
は
教
え
て
く
れ

る
人
が
い
る
の
で
安
心
で
す
。

　
農
業
は
、
モ
ノ
づ
く
り
が
好
き

な
人
に
向
い
て
い
る
と
思
い
ま
す

し
、
感
覚
的
に
は
子
育
て
に
も
似

て
い
る
の
で
、
成
長
段
階
を
楽
し

め
る
と
て
も
い
い
仕
事
で
す
。

Ｑ
． 

就
農
す
る
か
を
迷
っ
て
い
る

人
に
向
け
て

師匠師匠
浦田 龍介さん浦田 龍介さん（48 歳）（48 歳）

吉村 直司さん（46 歳）吉村 直司さん（46 歳）
（松浦町）（松浦町）

正解が分からないからこそ、正解が分からないからこそ、
試行錯誤する楽しさがあります試行錯誤する楽しさがあります

　吉村さんは、自分で試行錯誤しながら、よく考
えて取り組んでいると思います。
　私は、前職でトラックの運転手をしていました
が、子どもが小学校に入学するタイミングで、働
く時間など自由がききやすいと考え、いちご農家
として就農しました。始めた当初は、何も分からず、
苗のほとんどを枯らしてしまう失敗もありました。

　私が就農したころは、先輩
が知識を教えてくれること
が少なく、見て覚えるよう
な時代でしたが、現在は昔
と違って、技術や知識、情
報などを教え合い、共有す
るようになったので、ぜひ
農業に興味を持ってもらい
たいと思います。

師匠から

師匠から

ひと言
ひと言

未回答
11.3％

未回答・不明
0.3％

後継者が
すでに農業に
従事している

6.4％後継者は
確保できて
いる 9.4％

後継者は
未定

31.1％
後継者は

いない
41.8％

39歳以下 0.3％
40歳代　 1.4％

50歳代
5.6％

60歳代
31.3％

70歳代
40.6％

80歳代
20.5％
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以
前
は
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

で
働
い
て
い
ま
し
た
が
、
父
が

き
ゅ
う
り
を
栽
培
し
て
い
た
の

で
、
収
穫
期
な
ど
で
忙
し
い
と
き

に
は
手
伝
っ
て
い
ま
し
た
。「
私

が
60
歳
く
ら
い
に
な
っ
た
ら
ス
ー

パ
ー
を
辞
め
て
、
本
格
的
に
農
業

を
す
る
の
も
い
い
な
」
と
何
と
な

く
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
数
年
前
、
夫
と
一
緒
に

農
作
業
を
手
伝
っ
た
と
き
の
こ
と
、

夫
に
突
如
『
農
業
に
対
す
る
熱
意
』

が
芽
生
え
た
こ
と
で
、
夫
婦
で
就
農

す
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。
父
の
体

力
が
落
ち
て
き
て
い
た
こ
と
も
要

因
の
一
つ
で
し
た
。
二
人
と
も
仕
事

を
辞
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
が
、
結

果
的
に
は
夫
が
１
年
先
に
就
農
し
、

私
も
追
い
か
け
て
就
農
し
ま
し
た
。

　
き
ゅ
う
り
は
、
苗
を
植
え
る
時

期
や
天
気
な
ど
で
成
長
が
違
っ
て

く
る
こ
と
が
お
も
し
ろ
い
と
感
じ

て
い
ま
す
。
思
っ
た
よ
う
に
育
た

な
い
と
き
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ

も
含
め
て
試
行
錯
誤
し
、
楽
し
ん

で
い
ま
す
。

　
ス
ー
パ
ー
で
働
い
て
い
た
の

で
、
き
ゅ
う
り
の
形
に
は
こ
だ
わ

り
が
あ
っ
て
、自
分
が
思
う
『
か
っ

こ
い
い
き
ゅ
う
り
』
に
成
長
し
た

と
き
は
、
と
て
も
う
れ
し
い
で
す
。

�

　
定
植
時
は
い
ら
な
い
芽
を
と
っ

た
り
、
葉
っ
ぱ
を
と
っ
た
り
す
る

な
ど
手
入
れ
作
業
を
中
心
に
行
っ

て
い
ま
す
。
収
穫
時
は
、
収
穫
や

出
荷
場
ま
で
の
運
搬
な
ど
の
作
業

も
行
っ
て
い
ま
す
。

　
ハ
ウ
ス
ご
と
に
、
定
植
の
時
期

脱
サ
ラ
し
て
農
業
を
継
承

Ｑ
． 
就
農
の
き
っ
か
け

青木 真紀子さん（43 歳）青木 真紀子さん（43 歳）
（波多津町）（波多津町）

Ｑ
． 

農
業
の
面
白
い
と
こ
ろ
は

Ｑ
． 

女
性
で
就
農
を
考
え
て
い
る

人
へ

Ｑ
． 

農
業
で
ど
ん
な
作
業
を
し
て

い
る
か

を
ず
ら
し
て
い
る
の
で
、
１
年
を

通
し
て
収
穫
で
き
る
よ
う
に
し
て

い
ま
す
。

　
農
業
を
始
め
る
女
性
の
割
合

は
、
男
性
に
比
べ
て
少
な
い
と
感

じ
て
い
ま
す
。

　
農
業
は
、
一
日
の
仕
事
量
を
自
分

で
決
め
る
こ
と
が
で
き
、
時
間
の
使

い
方
な
ど
で
融
通
が
き
く
た
め
、
会

社
に
勤
め
て
い
た
と
き
よ
り
も
子
育

て
が
し
や
す
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　
農
業
は
汗
を
か
き
ま
す
し
、
土
な

ど
で
服
や
体
が
汚
れ
る
の
で
、
気

に
な
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
そ
の
う
ち
慣
れ
る
と
思
い

ま
す
。
楽
な
仕
事
で
は
な
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
楽
し
い
で
す
よ
。

● 募集品目　きゅうり
● 応募要件
▷ 農業に対する強い意志と意欲がある就農希望者や農

業後継者で、市内に在住し、令和 10 年産きゅうり栽
培を市園芸団地で開始するために研修を希望する人

▷ 研修先のトレーナー農家やきゅうり部会員、周辺農
家などと協調して研修に参加できる人

▷  50 歳未満（令和 10 年時点）
※ 50 歳以上の人は事前に相談してください。
● 募集期限　令和７年 12 月末日まで
● 募集枠　２枠
● 応募方法　下記に問い合わせてください
● 問合先　農業振興課内
　　　　　TEL：0955-23-2557 
　　　　　FAX：0955-23-2474
　　　　　mail：nougyousinkou@city.imari.lg.jp

伊万里市園芸団地入植希望者を伊万里市園芸団地入植希望者を
募集しています募集しています

　認定新規就農者になることで、農業技術習得のための
支援や無利子の制度資金、補助事業などの公的支援を活
用できるようになるなど、次のメリットがあります。

◆青年等就農資金の活用
　 就農に必要な施設整備や運転資金として 3,700 万円

までの無利子資金の融資
◆ハウス施設整備等への補助金の活用
　新規就農者を対象とした国・県・市の補助事業
◆経営開始資金の活用
　 経営が軌道に乗るまでの期間を対象に、年間最大 150

万円（最長３年間）の資金を交付
◆市や関係機関による総合的なフォローアップ
　各種セミナーや勉強会の開催などを案内
※ 詳しい内容や支援を受けるための条件などは、農業振

興課に問い合わせてください。

認定新規就農者制度

資料：農林水産省『令和 5 年新規就農者調査』資料：農林水産省『令和 5 年新規就農者調査』

新規就農者に占める女性の割合（令和 5 年）新規就農者に占める女性の割合（令和 5 年）

　新規就農者のうち、女性が占める割合は、
各年代で『３割程度』です。

20,000

15,000

10,000

5,000

0
39歳
以下

7,090

3,030

女性割合
29.9％

40-49
歳以下

4,170

1,610

女性割合
27.9％

50-59
歳以下

3,440

1,700

女性割合
33.1％

60-64
歳以下

3,660

1,690

女性割合
31.6％

65歳
以上

12,410

4,660

女性割合
27.3％

■男性　　■女性〔人〕
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　農業を始めたいと思ったら、まずは関係機

関へ相談しましょう。そのほかにも、知り合

いの農家がいれば、経験談を聞くことは参考

になります。

　農業を営むためには、確かな技術が必要で

す。やりたい農業のイメージができたら、先

進農家や農業法人での研修、農業大学校など

で技術や経営ノウハウを身に付けましょう。

　農地や施設、機械の準備はもちろん、新し

い土地で始める場合は、住まいの確保などが

必要です。

　農業に関する基本的な知識を習得しましょ

う。農家を見て回ったり、経営主の話を聞いた

りするなど多くの人の声を聞くことが大切で

す。農園での農業体験や新規就農者向けのセミ

ナーなども開催されています。

　自分の経営目標を明確にしましょう。農業

といってもさまざまな品目があり、それぞれ

で経営のやり方が異なります。

　西松浦農業振興センターでは、就農相談会を開

催しています。気軽に相談してください。

● 日程　毎月第３火曜日の午後２時から
● 相談内容　品目・農地・資金・経営計画など
● 申込方法　電話
※予約制です。事前に必ず申し込んでください。
● 申込先　
　伊万里農林事務所 西松浦農業振興センター

（☎ 23-5128）

相談と情報収集をしましょう

体験をしましょう

就農計画を作りましょう

農業技術を学びましょう

就農準備をしましょう

 就農計画７つのポイント

① どの品目（家畜）で始めるのか

② どこで就農するのか

③ 栽培方法は（露地・ハウスなど）

④ 経営タイプは（単一作物・複数作物複合経営）

⑤ 規模は

⑥ 販売・所得目標は

⑦  これらを達成するために必要な技術・施設・

資金は

　農業を始めるきっかけは、人それぞれですが、今回の特集で紹介している皆さんは、農業に対し、魅力や可能

性を感じ、自らその道を選んでいます。実際に農業を始めるには、設備投資などに要する費用の工面や専門的な

技術の習得など、さまざまな準備が必要ですが「農業を始めたい」と思ったら、まずは就農相談や情報収集から

始めましょう。

就農までのみちすじ

◆ 市農業振興課農政企画係（☎ 23-2557）

◆  伊万里農林事務所 西松浦農業振興センター

（☎ 23-5128）
◆  伊万里市農業協同組合（☎ 23-5560）

Step
１ 

制度の認定を受けるためには、

更に計画を練る必要があります

↑園地で行われた果樹セミナーの様子

Step
２ 

Step
３ 

Step
４ 

Step
５ 

就農に関することなど、
まずは気軽に相談してください

就農相談会

特集特集　さぁ、農業を始めよう　さぁ、農業を始めよう
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