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被
災
農
家
の
思
い
を
背
負
っ
て

▲ほ場整備された井土地区の農地

井
土
の
名
前
を
残
し
た
い

第６回 農事組合法人 井土生産組合
　津波の直撃により甚大な被害を受けた若林区井土地区で、営
農再開を志した15戸の農家により、平成25年１月に設立されまし
た。井土地区の農地を一括管理・経営し、「仙台井土ねぎ」をはじ
め、さまざまな農作物を栽培しています。

　
温
暖
で
積
雪
が
少
な
い
気
候
と
豊
か
な

土
壌
に
恵
ま
れ
、
古
く
か
ら
農
業
が
盛
ん

な
井
土
地
区
。
東
日
本
大
震
災
の
発
災
時
、

畑
で
レ
タ
ス
の
植
え
付
け
作
業
を
し
て
い

た
大
友
さ
ん
は
「
ト
ラ
ク
タ
ー
が
ひ
っ
く

り
返
る
ほ
ど
揺
れ
て
ね
。
ラ
ジ
オ
で
津
波

が
来
る
と
聞
い
て
、
急
い
で
避
難
し
ま
し

た
」
と
話
し
ま
す
。
発
災
か
ら
４
日
後
に

戻
っ
た
井
土
地
区
に
は
、
言
葉
を
失
う
よ

う
な
光
景
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。「
自

分
の
家
は
無
く
な
り
海
沿
い
の
松
林
は
消

え
、
辺
り
一
面
泥
沼
。
農
業
と
い
う
『
自

分
の
職
場
』が
無
く
な
っ
て
、も
う
終
わ
り

だ
と
思
っ
た
」
と
当
時
を
振
り
返
り
ま
す
。

　
そ
の
後
、
が
れ
き
の
撤
去
や
除
塩
工
事

な
ど
農
地
の
復
旧
が
進
む
中
で
、
農
地
の

１
区
画
当
た
り
の
面
積
を
大
き
く
し
て
形

を
整
え
、
農
作
業
の
効
率
を
上
げ
る
「
ほ

場
整
備
」
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
。
営
農

再
開
の
兆
し
が
見
え
、
大
友
さ
ん
は
被
災

農
家
に
意
向
確
認
を
実
施
。
再
開
を
断
念

し
た
多
く
の
農
家
か
ら
「
営
農
組
織
が
で

き
る
な
ら
農
地
を
任
せ
た
い
」
と
の
思
い

を
受
け
、
平
成
25
年
に
15
戸
の
有
志
で

「
井
土
生
産
組
合
」
を
設
立
し
ま
し
た
。

「
先
人
が
苦
労
し
て
築
き
、
受
け
継
が
れ

て
き
た
農
業
を
基
本
と
す
る
暮
ら
し
を
守

り
た
い
と
思
い
、
再
開
に
踏
み
切
り
ま
し

た
。
農
業
を
続
け
た
く
て
も
こ
の
地
を
離

れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
仲
間
た
ち
や
、
農

業
を
始
め
た
い
と
言
い
な
が
ら
津
波
で
亡

く
な
っ
た
人
た
ち
の
思
い
を
背
負
っ
て
ね
。

そ
の
思
い
が
一
番
強
い
」
と
、
大
友
さ
ん
。

組
合
の
経
営
理
念
に
「
人
が
集
ま
り
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
再
生
の
場
と
な
る
」
と
掲

げ
、「
ふ
る
さ
と
を
守
る
」
と
い
う
強
い

決
意
の
下
、
農
業
の
再
生
へ
の
挑
戦
が
始

ま
り
ま
し
た
。

　
ほ
場
整
備
に
よ
る
農
地
の
大
区
画
化
や

排
水
機
能
の
整
備
に
よ
り
、
水
田
と
畑
の

両
用
が
可
能
に
な
り
、
農
業
の
や
り
方
も

変
わ
り
ま
し
た
。
米
作
り
に
は
水
田
に
種

を
直じ

か
播ま

き
す
る
方
法
を
取
り
入
れ
、
田
植

え
を
省
力
化
し
て
で
き
た
時
間
で
野
菜
作

り
を
開
始
。
し
か
し
、
土
壌
が
課
題
と
な

り
ま
す
。「
何
百
年
と
か
け
て
作
っ
て
き

た
土
が
津
波
で
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
、
こ

れ
ま
で
の
作
物
が
作
れ
な
く
な
り
、
ト
ウ

モ
ロ
コ
シ
や
カ
ボ
チ
ャ
な
ど
、
い
ろ
い
ろ

な
野
菜
を
試
験
栽
培
し
ま
し
た
。
唯
一
収

穫
で
き
た
の
が
ネ
ギ
。
乾
い
た
海
風
が
運

ぶ
ミ
ネ
ラ
ル
分
と
昔
か
ら
の
良
質
な
井
戸

水
の
お
か
げ
で
、
甘
く
て
と
ろ
っ
と
し
た
、

お
い
し
い
ネ
ギ
が
で
き
ま
し
た
」
と
笑
顔

の
大
友
さ
ん
。
一
番
お
い
し
い
食
べ
方
は

シ
ン
プ
ル
に
焼
く
こ
と
だ
そ
う
。

　
現
在
は
、
組
合
の
主
力
作
物
と
し
て
生

産
さ
れ
「
仙
台
井
土
ね
ぎ
」
と
し
て
ブ
ラ

ン
ド
化
し
、
飲
食
店
と
直
接
契
約
す
る
な

ど
、
独
自
の
販
路
開
拓
も
進
め
て
い
ま
す
。

「
井
土
の
地
名
を
残
し
て
い
き
た
い
と
い

う
の
が
ブ
ラ
ン
ド
化
の
一
番
の
理
由
で
す
。

昨
年
は
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
が
、『
井
土
ね
ぎ
ま
つ
り
』
を
毎
年
開

催
し
て
い
て
、
大
勢
の
人
に
ネ
ギ
を
知
っ

て
も
ら
う
の
と
同
時
に
、
か
つ
て
井
土
に

住
ん
で
い
た
人
た
ち
も
招
待
し
て
い
ま
す
。

み
ん
な
で
交
流
し
て
、
ふ
る
さ
と
を
忘
れ

ず
に
い
て
ほ
し
い
で
す
ね
」
と
話
し
ま
す
。

　

仲
間
と
駆
け
抜
け
た
10
年
。「
井
土
の

農
業
を
次
世
代
へ
つ
な
い
で
い
く
た
め
、

若
い
人
に
も
農
業
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら

え
た
ら
。
そ
の
た

め
に
も
お
い
し
い

ネ
ギ
を
作
り
続
け

た
い
で
す
」
と
力

強
く
未
来
へ
の
決

意
を
語
っ
て
く
れ

ま
し
た
。

▲ネギの詰め放題や収穫体験
などを行う井土ねぎまつり。
３千人もの人が来場し、にぎ
わいを見せています

　
井
土
地
区
の
営
農
再
開
ま
で
の
歩
み
や
地
域
へ

の
思
い
な
ど
に
つ
い
て
、
代
表
理
事
組
合
長
の
大

友
一
雄
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
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