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システム入替による
支店営業時間変更のお知らせ

　平素は、ＪＡ南彩をご利用いただき誠にありがとうございます。
　システム入替のため、下記日程において、支店の営業時間が午後２時までとなります。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

令和６年10月22日㈫　岩槻城北支店・春日部支店

令和６年10月23日㈬　蓮田支店・宮代支店
　　　　　　　　　　  白岡大山支店・久喜江面支店

令和６年10月24日㈭　岩槻城南支店・菖蒲南支店

本件に関するお問合せは、ご利用の各支店窓口へ
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カ メ ラ ニ ュ ー ス

　８月27日に県のブランド梨「彩玉」の出来栄えを競う共進会が、
さいたま市浦和区のＪＡ全農高砂ビルで開かれ、県内の生産者か
ら41点（１箱５玉入）の出品がありました。
　共進会は埼玉県果実連合会が主催し、形状、色調、品質などを
確認し審査が行われ、最高位の【埼玉県知事賞】に、久喜市の武
井誠（久喜梨組合）さんが輝きました。
　武井さんは「近年の異常気象、特に高温対策には苦労しました。
圃場の周りも都市化しており、農業を続けることの難しさも痛感
しています。受賞は大変うれしいことですが、これに満足するこ
となく、これからも夫婦で力を合わせて、皆さまに
おいしい梨を届けられるよう精進します」と受賞の
喜びを話してくれました。
　奥様が丹念に行う梨の目利きは、武
井さんの梨が高評価を受ける秘訣の一
つだそうです。
　また、同共進会では、県農業技術研
究センター所長賞を岸博さん（小林梨
組合）さんが受賞されました。

　岸さんは「父親から梨の栽培を引き継いで32年になります。
梨で表彰されるのは初めてでとても嬉しいです。今後も皆さまに
喜ばれるものを作っていき、いずれは息子と一緒に梨づくりをし
ていきたいです」と話してくれました。

その他受賞者
【春日部農林振興センター所長賞】
江原浩之さん（白岡大山梨組合）・稲葉忍さん（上大崎梨組合）

　８月26日、菖蒲南支店で、盛期を迎えている梨「彩玉」品評会を行い
ました。
　品評会には、菊池組合長や埼玉県果実連合会会長、彩玉委員会委員長、
ＪＡ全農埼玉県本部東部総合センター所長など関係者10人が審査員を務め
ました。
　出品された梨は35点で、今年度から研修の一環としてなんさい小町も
参加し、果実の形状や大きさが揃っていて傷や病虫害がなく果実の果色の
均一性などを審査しました。出品された梨はどれも良品揃いで甲乙つけが
たく審査は難航を極めましたが、ＪＡ埼玉県中央会会長賞に白岡市の若山
恵子さんが受賞し、さらに入賞を含む10点が優秀賞に選ばれました。
　松岡常務は「生産者の日ごろの努力と生産技術の高さが伺えました。今
後も品評会を通し、品質向上や販売促進のさらなる強化を図っていきたい
です」と話しました。

 秀品ぞろい難航を極めた梨「彩玉」の品評会

 梨「彩玉」共進会で、最高位【埼玉県知事賞】を受賞！！

優秀品を選ぶ審査員

11111111111111

大きい梨が
できました
「1174g
イイナシ」 
です

圃場で目利きを行う武井夫妻

受賞した「彩玉」

受賞を喜ぶ岸さん

おもしろ農産物

　受賞された皆さま、大変おめでとうございました。
　ＪＡ南彩は、県内有数の産地であり、特産品である梨を届けてくださる生産者の皆さまのご活躍を心より
応援します。
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　８月29日、白岡ライスセンターで、白岡・宮代地区を対象とした令
和６年産米「目揃え会」と「初検査」を行いました。
　当日は菊池組合長をはじめ、農産物検査員など関係者14名が立ち会
いました。「目揃え会」では整粒歩合や水分量、今年大量発生したカメ
ムシの被害（斑点米）などの有無を確認し、コシヒカリ188袋（１袋30㎏）
の検査が行われました。
　菊池組合長は「生産者にとっては、生産資材の高騰など依然厳しい状
況だが、本年産米の概算金は生産者の励みとなりました。今後も米価安
定を目指し、販売努力と集荷向上に取組んでいきたい」と話しました。
　11月中旬まで「彩のきずな」や「彩のかがやき」などの検査を予定しています。

 ＪＡ南彩の米検査始まる

 初のシャインマスカット品評会

【第３回全国梨選手権】「梨の大澤農園」彩玉が最高金賞を獲得！！

　９月９日、宮代支店で、なんさい小町が審査員として加わり７名が審査員を
務め、盛期を迎えているぶどう「シャインマスカット」の品評会を行いました。
　例年ぶどうの品評会は「巨峰」で開催していましたが、管内での生産面積の
拡大を受け今年度から「シャインマスカット」の品評会に変更となりました。
　出品は1.5kg以上の３房詰とし、13点が出品されました。審査の基準とし
て果実の形状や大きさ、糖度、色・粒の揃い、傷など外皮の状況などを審査し
ました。７月以降猛暑続きで非常に厳しい生産状況の中、出品されたぶどうは、
どれも秀品揃いで甲乙つけがたく、審査は難航を極めました。ＪＡ埼玉県中央
会会長賞を宮代町の川面貴子さんが受賞。その他５点が優秀賞に選ばれました。
　営農部水戸部技術参与は「非常に難しい審査でした。上位を獲得したぶどう
は、３房の粒の揃いが良く、房ごとをみても粒揃いや色つやも非常に素晴らし
いものでした」と話しました。

　９月11日、日本野菜ソムリエ協会は「第３回全国梨選手権」
を開催しました。全国各地の産地から26点の応募があり、最高
位【最高金賞】を久喜市「梨の大澤農園」さんが見事受賞され
ました。審査は、評価員である野菜ソムリエ※が、商品名や産
地、生産者情報などすべて伏せて食味を行い、各賞を決定いた

しました。
　大澤さんは「受賞したことにより、
お客さまや県職員、ＪＡ南彩ＴＡＣ
など関係者からたくさんの喜びの声
をいただき、とても嬉しかった。こ
れからも毎年入賞して、県独自品種である『彩玉』
を全国一知名度のある品種にしていきたいです」
と話してくださいました。

目を疑らす農産物検査員

審査を行う審査員

※ 野菜ソムリエは一般社団法人日本野菜ソムリエ協会が認定す
る民間資格です。

　 すでに６万人以上の野菜ソムリエが誕生し、料理教室・セミ
ナー講師など、さまざまなフィールドで活躍しています。

　 受賞された大澤さん（写真は「あきづき」の圃場）
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TEL

　令和６年産主食用米については、需給環境等の見通しや民間スポット価格の高騰と
いう状況を鑑み、販売強化を実施しているコシヒカリ・彩のかがやき・彩のきずなに
ついては、ＪＡ南彩独自による概算金の上乗せを下記の通り実施させていただきます。
　現在、令和６年産主食用米の集荷拡大運動を展開しており、今後も需給均衡と米価
の安定を目指しておりますので集荷拡大に対するご理解とご協力のほど、よろしくお
願いいたします。

令和６年産主食用米概算金を追加設定します

令和6/7年の主食用米等の需給見通し（国基本指針）
単位：万トン

項　目 需給見通し

令和６年６月末民間在庫量 Ａ　　 156

令和６年産主食用米等生産量 Ｂ　　 669

令和６/７年産主食用米等供給量計 Ｃ＝Ａ+Ｂ 825

令和６/７年産主食用米等需要量 Ｄ　　 673

令和７年６月末民間在庫量 Ｅ＝Ｃ－Ｄ 152

令和６年産主食用米概算金の追加設定
品　種 等　級 変更前概算金（円） 変更後概算金（円）上乗せ単価（円）

【ＪＡ米】

コシヒカリ

１等 16,400円／俵 18,000円／俵

1,600円／俵

２等 16,100円／俵 17,700円／俵

３等 15,100円／俵 16,700円／俵

【ＪＡ米】

彩のかがやき

彩のきずな

１等 15,900円／俵 17,500円／俵

２等 15,600円／俵 17,200円／俵

３等 14,600円／俵 16,200円／俵

　※令和６年産主食用米概算金の追加設定は上記３品種のみとなります。
　※一般米については▲300円／俵となります。
　※すでに精算済みの生産者へは追加精算として実施いたします。

＜ＪＡ南彩独自＞特集1
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　国消国産とは、日本の食を取り巻くさまざまなリスクをふまえ、『国
こく

』民が必要として『消
しょう

』費
する食料は、できるだけその『国

こく

』で生『産
さん

』しようという考え方を、ＪＡグループ独自のキー
メッセージとして提起したものです。
　また、「世界食糧デー」の10月16日を、「国消国産の日」として日本記念日協会に登録しています。

　10月16日は国消国産の日

イラスト：ゆきたけし

　

今
日
、
皆
さ
ん
は
何
を
食
べ
ま
し
た

か
？
ご
飯
？
パ
ン
？
お
肉
？
お
魚
？
ど

ん
な
野
菜
や
果
物
が
あ
り
ま
し
た
か
？
こ

う
し
た
食
べ
物
の
中
に
、
日
本
で
作
ら
れ

た
（
穫
れ
た
）
物
が
ど
れ
く
ら
い
あ
る
か

を
数
字
で
示
し
た
の
が
「
食
料
自
給
率
」

で
す
。

　

こ
れ
を
食
品
が
持
つ
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
カ

ロ
リ
ー
）
と
い
う
物
差
し
で
測
る
と
、
日

本
は
た
っ
た
38
％
。
例
え
ば
100
ｍ
走
る
と

す
る
と
、
日
本
産
の
食
べ
物
だ
け
で
は
38

ｍ
し
か
走
れ
ず
、
残
り
62
ｍ
は
外
国
の
食

べ
物
に
頼
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
し
か

も
、
こ
の
ま
ま
ず
っ
と
外
国
の
食
べ
物
を

安
定
し
て
買
え
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
大
流
行
で
世

界
中
の
人
々
が
マ
ス
ク
を
買
い
求
め
、

日
本
で
マ
ス
ク
が
足
り
な
く
な
っ
た
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
マ
ス
ク

の
ほ
と
ん
ど
を
外
国
に
頼
っ
て
い
た
か
ら

で
す
。
も
し
こ
れ
が
食
料
だ
っ
た
ら
、
私

た
ち
の
生
活
は
ど
う
な
っ
て
い
た
で
し
ょ

う
。

　

例
え
ば
、
日
本
で
育
て
ら
れ
て
い
る
牛

や
豚
が
食
べ
て
い
る
餌
は
、
ほ
と
ん
ど
が

外
国
か
ら
買
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
が
食

べ
る
小
麦
や
大
豆
も
ほ
と
ん
ど
外
国
の
農

家
が
作
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ

た
の
が
、
国
内
で
食
べ
る
食
料
は
で
き
る

だ
け
国
内
で
生
産
し
よ
う
と
い
う
「
国
消

国
産
」
で
す
。
こ
れ
は
、
日
本
の
食
料
自

給
率
を
引
き
上
げ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
大

切
な
取
組
み
で
す
。

国の面積が広大なカナダやオース
トラリアでは国民が食べる以上の
食料を作っています。それに比べ
て日本は必要な食料の38％しか作
ることができていません。

異常気象で気温が
どんどん上がり、
世界中で農作物に
被害が出ています。

これからは、海
外から食料を買
えなくなるかも
しれません。

監修：東京大学大学院教授 鈴木宣弘

「
国
消
国
産
」
っ
て
な
あ
に
？

「
食
料
自
給
率
」
っ
て知

っ
て
る
？    

特集2
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「
国
消
国
産
」
が
な
ぜ
必
要
な
の
か
を
考

え
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
大
き
く
次
の

３
つ
で
す
。

⑴
日
本
で
は
農
業
で
生
活
し
て
い
る
人
が

毎
年
５
万
人
以
上
減
っ
て
い
ま
す
。
し
か

も
、
農
家
の
約
70
％
が
65
歳
以
上
の
お
年

寄
り
で
す
。
ま
た
、
こ
の
60
年
間
で
約
１

７
３
万
ha
の
田
ん
ぼ
や
畑
が
減
っ
て
い
ま

す
。

⑵
世
界
的
な
異
常
気
象
で
台
風
や
大
雨
、

地
震
、
津
波
な
ど
に
よ
る
被
害
が
増
え
て

い
ま
す
。
日
本
が
多
く
の
食
料
を
買
っ
て

い
る
米
国
、
中
国
、
豪
州
、
タ
イ
、
カ
ナ

ダ
な
ど
で
も
、
自
然
が
引
き
起
こ
す
さ
ま

ざ
ま
な
問

題
に
よ
っ

て
農
業
に

た
く
さ
ん

の
被
害
が

出
て
い
ま

す
。
そ
の

た
め
、
外

国
で
作
ら

れ
た
食
べ

物
に
ば
か

り
頼
る
こ

と
は
で
き

な
く
な
っ

て
い
ま
す
。

⑶
現
在

の
世
界
の

人
口
は
約

80
億
人

（
２
０
２
３
年
）で
す
が
、
２
０
３
０
年
ま

で
に
約
85
億
人
に
な
る
と
予
想
さ
れ
て
い

ま
す
。
で
も
今
の
と
こ
ろ
、
そ
の
人
た
ち

が
食
べ
る
の
に
十
分
な
農
作
物
を
作
る
の

は
難
し
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
が
こ

の
ま
ま
外
国
で
作
ら
れ
た
食
料
に
頼
り
続

け
て
い
る
と
、
世
界
中
の
人
た
ち
が
食
べ

る
分
を
奪
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
私
た
ち
日
本
人

が
必
要
と
す
る
食
料
は
、
で
き
る
だ
け
国

内
で
作
ろ
う
と
す
る
「
国
消
国
産
」
の
必

要
が
高
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

日
本
は
２
０
３
０
年
度
ま
で
に
食
料
自

給
率
を
45
％
ま
で
引
き
上
げ
よ
う
と
し
て

い
ま
す
。
そ
の
中
で
私
た
ち
に
で
き
る
の

は
、国
内
で
作
っ
た（
穫
れ
た
）米
や
肉
、魚
、

野
菜
、
果
物
な
ど
を
み
ん
な
で
も
っ
と
食

べ
て
、
応
援
し
て
、
日
本
の
農
業
や
農
村

を
元
気
に
し
て
い
く
こ
と
で
す
。

　
「
国
消
国
産
」
の
考
え
方
は
、
世
界
の
問

題
を
話
し
合
う
国
連
（
国
際
連
合
）
が
発
表

し
た
「
持
続
可
能
な
開
発
目
標
Ｓ
Ｄ
Ｇ
s

（
エ
ス
デ
ィ
ー
ジ
ー
ズ
）」
を
成
功
さ
せ
る

こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
、

こ
の
日
本
と
い
う
国
が
も
た
ら
す
豊
か
な

実
り
が
絶
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
お

い
し
い
食
事
と
そ
の
食
卓
を
囲
む
笑
顔
が

い
つ
ま
で
も
続
く
よ
う
に
、
国
内
で
消
費

す
る
食
料
は
で
き
る
だ
け
そ
の
国
で
生
産

す
る
「
国
消
国
産
」
に
つ
い
て
、
ぜ
ひ
皆

さ
ん
も
家
族
や
友
達
と
話
し
合
っ
て
み
て

く
だ
さ
い
。

  
な
ぜ
「
国
消
国
産
」
が

必
要
な
の
？

   
今
、
私
た
ち
に

で
き
る
こ
と
は
？

農業で働く人だけでなく、
田んぼや畑も減り続けて
います。
1960年に比べて３割近く
減ってしまいました。

　国消国産を進めることは、食料を
輸入に依存しないことにつながり、
延いては、輸送エネルギーや環境負
荷を減らすことにもなります。
　これは、SDGsのゴール２「飢餓を
ゼロに」、ゴール12「つくる責任つ
かう責任」、ゴール13「気候変動に
具体的な対策を」に通じるものです。
　国産農畜産物を食べて日本の農家
を応援し、国消国産を進めましょう。

広報通信より
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３．厄介な多年生の雑草を減らす
　 ① 稲収穫後に除草剤散布
　 　クログワイやオモダカは、稲収穫後も
気温が下がって枯れるまで地下の塊茎を
増やし、翌年さらに多くなります。
　 　雑草がまだ青いうちにラウンドアップ
のような浸透移行性のある非選択制除草
剤を散布すると塊茎の増殖を防ぎ、発生
量を減らせます。
　② 秋冬期の耕耘
　 　塊茎は低温や乾燥に弱いため、秋冬期
の耕耘で塊茎を地表面に露出させること
で死滅させられます。できるだけ深く起
こすのが密度低下に有効です。
　 　また、秋季から冬期の耕耘で収穫後の
株処理を行うだけでなく、土壌改良剤や
堆肥を投入して地力の回復を目指しまし
ょう。

クログワイ

農文協「病害虫・雑草の
情報基地」より

オモダカ

TAC通信

　　
水稲向け総合土壌改良資材　　　

毎月、TAC（担い手支援担当）の取組み状況などをご報告いたします。

施用で根張り向上!!
　今年度より南部地区岩槻担当の山岸です。よろしくお願いします。今回のＴＡＣ
通信では水稲向けの牛ふん堆肥入り土壌改良資材に注目してみました。
　近年、温暖化や高温障害という言葉を聞かない年はないくらい猛暑となっていま
す。天候は変えられないので、稲が高温に強くなるように、土壌環境を整えていく
必要があります。そこで、総合的に土づくりが可能な資材「稲サポ」をご紹介します。
　堆肥施用量の減少や高チッソ一発肥料の普及に伴い、圃場によってはリンサン、
カリの不足が懸念されています。「稲サポ」は牛ふん堆肥による土づくり効果とリ
ンサン・カリ・ケイ酸・微量要素等の供給効果がありますので、稲の健全な生育を
助け、根張りを促進します。根がより深く広く張ることで、水や養分の吸収量が増
大し、収量および品質向上（高温障害対策）が期待できます。
　散布タイミングは稲刈り後から代掻き前までに施肥が可能で、ペレット状なので
機械散布も可能です。
　春肥の注文時にご検討いただけると幸いです。また、近くの営農経済センターや
ＴＡＣにお気軽にご相談ください。

図①　高チッソ一発肥料の普及に伴い、不足しがちなリンサン・カリを補給！

牛ふん堆肥 鶏ふん燃焼灰 米ぬか 鉱さいマンガン肥料

図②
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営農情報 お問い合わせ
●JA南彩　営農部　営農支援課　048（720）8092

稲刈り後の水田管理  ～秋の早期耕耘のメリット～
　10月になり秋も深まり、ようやく暑さも落ち着き稲刈りも終盤を迎えています。記録的な猛暑や、
イネカメムシの発生もあり、水稲栽培は毎年の環境変化に対応するのが難しくなっています。来季に
向けて良い圃場にするため、収穫後の水田の管理は早期に行いましょう。

１．稲わらの分解促進
　 　稲わらや刈り株が春先まで残ると、
田んぼのワキ（硫化水素やメタンガ
ス）の原因になります。
　 　稲わらや刈り株を早く分解させるに
は微生物の活動が活発な土の温度が
15℃以上で、水田がまだいくらか湿
り気があるうちに耕耘するのが最も有
効です。
　 　また、最近は冬期に大雨が降ること
も増えてきています。
　 　稲わらが吹き寄せられることによる
翌年の稲作への弊害を防ぐためにも早
めに耕耘しましょう。

２．病害虫の居場所をなくす
　 　収穫後の刈り株から再び稲が生えるヒコバエはヒメトビ
ウンカの棲息場所になり、再生株での縞葉枯病の発病も広
く見られます。
　 　放置すると病気のウイルスを獲得する割合が高まり翌年
の被害が増加します。
　 　今年多発したイネカメムシもヒコバエを餌にして、成虫
の越冬生存率を高めることにつながると考えられています。

　 　早期に耕耘して居場所をなくしましょう。 

刈り株から生えるヒコバエ

わらは完全にすき込まな
くてよいです。土が被っ
ていれば分解するので粗
く起こしてください。

ヒメトビウンカ イネカメムシ

ヒメトビウンカが媒介する縞葉枯病 ヒコバエに発生した縞葉枯病

　※ヒコバエとは……稲刈りされた田んぼで、刈り株から再び稲が生えること

11 なんさい
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  相 談会のご案内 JAでは相談会を開催しています。お気軽にご利用ください。

営農相談 毎月直売所で病害虫防除、雑草防除の営農相談コーナーを開設しており
ます。

11月６日㈬
岩槻農産物直売所
あさつゆの里
９：30～11：00
048-798-8311

11月13日㈬
久喜農産物直売所
久喜キラリ直売館
９：30～11：00
0480-25-1183

11月20日㈬

菖蒲グリーンセンター

９：30～11：00
0480-85-4444

南
彩
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

南
彩
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン 

inform
ation 

 
inform

ation 

税務相談会
税務相談会は事前予約制となっておりますので、それぞれの開催日１週間前までにお電話でのご予
約をお願いいたします（ご予約いただけない場合は受付できません）。ご予約がない場合は開催中止
となりますのでご注意ください。

12月10日㈫
１月９日㈭
岩槻城南支店
9:30～12:00
048-798-3345

12月12日㈭

春日部支店
10:00～15:00
048-736-5501

12月24日㈫
１月21日㈫
蓮田支店
9:30～12:00
048-768-2190

12月11日㈬
１月８日㈬
宮代支店
9:30～12:00
0480-32-0102

12月24日㈫
１月21日㈫
白岡大山支店
13:30～15:30
0480-92-2315

12月24日㈫
１月21日㈫
久喜江面支店
9:30～12:00
0480-21-1101

12月11日㈬
１月８日㈬
菖蒲南支店
13:30～15:30
0480-85-1022

※都合により時間が変更になる場合があります。

　JA南彩の監事は、経営の健全な発展に資するため、農協法第
35条の５（監事の職務等）及び農協法施行規則第81条（監事の監
査報告の作成）に基づき、理事の職務の執行を監査する上で、理
事の職務遂行に関する幅広い情報（組合経営に関する事象に限
る）の提供を求めています。
　当組合の理事の組合経営に関する上記の情報について、右記
のとおり窓口を設置しておりますので、電話または封書にて連絡
くださいますようお願いします。
　なお、ご厚意による情報提供であっても、誹謗・中傷に類似
する内容のものは受付いたしかねますので、予めご了承ください。
 南彩農業協同組合　監事会　

ご連絡先
住　　所　〒344-0064
　　　　　埼玉県春日部市南2-4-30
電話番号　048－720－8051
担当部署　監査室（監事会事務局）
受付監事　常勤監事　今井 清志 宛
受付時間　 午前８時30分～
　　　　　午後５時00分にお願いします。
　　　　　（土・日・祝日を除く）

情報提供窓口設置のご案内情報提供窓口設置のご案内

当組合の業務に関する相談・苦情については、本店・各支店で受付けておりますのでご利用ください。

相談・苦情受付窓口
貯金・融資などに関することは……………… 金融共済部 金 融 課（℡   048‒720‒8053） 
生命・建物・自動車共済などに関することは 金融共済部 共 済 課（℡   048‒720‒8057） 
購買などに関することは ……………………… 経　済　部 経 済 課（℡   048‒720‒8093）
販売などに関することは ……………………… 営　農　部 生産販売課（℡   048‒720‒8092）

本店受付時間　８：30～17：00（土・日・祝日を除く）

岩槻城南
支店
048-

798-3345

岩槻城北
支店
048-

794-1146

春日部
支店
048-

736-5501

蓮田支店

048-
768-2190

宮代支店

0480-
32-0102

白岡大山
支店
0480-
92-2315

久喜江面
支店
0480-
21-1101

菖蒲南
支店
0480-
85-1022

各支店受付時間　８：45～15：00（土・日・祝日を除く）
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主要事業の概要
── 令和６年８月末現在 ──

出資金につきましては、28億8,845万円です。

令和６年８月末 令和６年３月末 前年度末
増　　減

正 組 合 員 数 9,081人 9,066人 15人
准 組 合 員 数 19,233人 19,044人 189人
組合員数合計 28,314人 28,110人 204人

令和６年８月末 令和５年８月末 前年度
同月対比

貯 金 高 2,780億8,397万円 2,797億5,873万円 99.4%

貸 出 金 703億6,149万円 679億8,365万円 103.4%

共 済 保 有 高 5,905億8,398万円 5,987億6,728万円 98.6%

販 売 高 11億699万円 11億5,890万円 95.5%

購買品Ⅰ供給高 10億9,256万円 8億9,370万円 122.2%
購買品Ⅱ供給高
（ 各 直 売 所 ） 5億9,472万円 5億6,720万円 104.8%

　今年の夏も昨年に引続き暑かったですね。10月号の広報誌が、皆さん
の手に届くころには、少しは秋を感じられるようになっていますでしょう
か？
　今月号でも紹介していますが、各地区でイベントも多く行われます。
　「食欲の秋」と言いますが、おいしいものをたくさん食べにお出かけし
て、秋を満喫してみようと思います。 編集担当  Ａ

※ 貸出金については、貸付留保金を控除しています。

※

【理事会だより】
　令和６年８月27日、定例理事会が行わ
れ、次の事項について審議され、全議案
原案通り可決、承認されました。

⑴  令和６年７月末財務状況について
⑵  令和６年産出荷契約米概算金の設定
について（ＪＡ南彩米穀共同計算委
員会）

⑶  ＪＡバンクローン融資要項の一部変
更について

⑷   無担保ローン（三菱ＵＦＪニコス型）
融資要項の一部変更について

編
集
後
記

85 〒344－0064
春
日
部
市
南

　
　
　

二
丁
目
４
番
30
号

Ｊ
Ａ
南
彩

　

ふ
れ
あ
い
広
報
課

   

答

    

郵
便
番
号
・
住
所
・

氏
名
・
年
齢

    

Ｊ
Ａ
南
彩
と
本
誌
へ
の

ご
意
見
・
ご
希
望
・
短
歌
・

イ
ラ
ス
ト
な
ど

※応募ハガキに基づく個人情報は抽選、景品の発送、
意見等の掲載に使用させて頂きます。あらかじめご
了承下さい。
※おひとり様１枚までのご応募とさせて頂きます。

８月号の答え

　 正解者の中から抽選で10名様に
図書カードをプレゼント。
　 【締切日】10月末日
　発表は12月号です。

二重マスの文字をＡ→ Fの順に並べてできる言葉は何でしょうか？

当選者の発表は商品の発送をもって
代えさせていただきます。

タテのカギ
１ たき火やかまどにくべるもの
３ 葛根湯（かっこんとう）は ̶̶ 薬の
一つです

６ 建物や壁に囲まれた小さな庭
８ 土の中で「ジーッ」と鳴く虫
９ 印刷ではなく ̶̶ のサイン
11 将棋の駒で、表側に動物を表す漢字が
入っているもの

13 ̶̶ 心と秋の空？ それとも女心？
15 海水と淡水が混じり合っている湖
17 アヒルの原種です
18 勾玉（まがたま）のような形をした
̶̶ ナッツ

20 パンダの好きな遊びの一つ。落ちな
いか心配

21 近頃はセルフで済ませられるスーパ
ーも増えました

ヨコのカギ
１ 香り高い高級キノコ
２ 環境問題に世界 ̶̶ で取り組む
３ のどの ̶̶ を覚えて水分を取った
４ 財布やスマホを入れます
５ 表ではありません
７ レインボートラウトとも呼ばれる魚
10 古代人は木の棒と板をすり合わせて
行いました

12 命を持つもののこと
14 バンガローやロッジより設備が充実
しています

16 港を示す地図記号はこの形
17 富有、次郎、市田といえば
19 地震のときに感じるもの

クロスワードパズル 出題　ニコリ

応
募
方
法

８月号応募総数67通

答え トコロテン
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