
この印刷物は、印刷用の紙へ

リサイクルできます。

　電気さくとは、田畑等で、高圧の電流による電気刺激によって、イノシシなどの野生動物の侵入

を防止する「さく」のことです。

　電気さくは、人に対する危険防止のために、電気事業法で設置方法が定められています。

����
��������

１　危険である旨の表示

　　　電気さくを設置する場合は、人が見やすいように、適当な位置や間隔、見やすい文字で

危険である旨の表示を行うことが必要です。

２　電気さく用電源装置の使用

　　　電気さくに電源を供給する場合は、感電により人に危険を及ぼすおそれのないように、

出力電流が制限される電気さく用電源装置を用いる必要があります。

３　開閉器（スイッチ）の設置

　　　電気さくに電気を供給する回路には、電気さくの事故等の際に、容易に電源から開放で

きるように、開閉器（スイッチ）を設置する必要があります。

４　漏電遮断器の設置

　　　電気さくを公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に設置する場合で、30ボルト以上

の電源（家庭のコンセントなど）から電気を供給するときは、漏電による危険を防止する

ために、漏電遮断器を設置する必要があります。

電気さくを設置する際の主な注意点

　一定の条件を満たす場合は、電気さくの設置に対し補助金を受けられる場合があります。詳

しくは、市の農林課（℡620－1622）までお問合せください。

電気さく設置に対する支援

電気 く 畑等 高 電流 電気刺激 ど 生動物 侵入

鳥獣による農作物等の被害の防止に係る
電気さく施設における安全確保について

����������������� ���������������� ����� �����������������������������
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い ば ら き
第179号

令和４年４月発行

農業委員会だより農業委員会だより農業委員会だより
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耕
作
で
き
な
い
場
合
は
貸
借
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

農
地
の
有
効
活
用
は
で
き
て
い
ま
す
か
？

農
地
の
有
効
活
用
は
で
き
て
い
ま
す
か
？

利用権設定手続

の流れ

利用権設定の

効力発生

公　　　告

農業委員会の決定

農地の

貸し手

双方の合意

農地の

借り手

茨木市
農用地利
用集積計
画の作成

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
に

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
に

基
づ
く
利
用
権
設
定

基
づ
く
利
用
権
設
定

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
に

基
づ
く
利
用
権
設
定

農
地
中
間
管
理
事
業
の
ご
活
用
を

農
地
中
間
管
理
事
業
の
ご
活
用
を

農
地
中
間
管
理
事
業
の
ご
活
用
を
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農業者年金の制度が改正されます
　若い農業者が農業者年金に加入しやすくする

ため、農業者年金制度が変わります。

　35歳未満で認定農業者に該当しない等一定

の要件を満たす方は、月額１万円（上限６万７

千円）からでも加入できるようになります。

（保険料の納付下限額が２万円から１万円に引

き下げられます。）

保険料の納付下限額の引き下げ
　　　　　　　（令和４年１月１日から）

　農業者老齢年金については、65歳以上75歳

未満の間で農業者年金の受給開始時期を選択で

きるようになります。

　特例付加年金については、受給要件を満たし

ていれば65歳以上のいつでも受給開始時期を

選択できるようになります。

受給開始時期の選択肢の拡大
　　　　　　　（令和４年４月１日から）
〈昭和32年４月２日以降に生まれた方〉

　60歳以上65歳未満の方も国民年金の任意加

入者に限り、農業者年金に加入できるようにな

ります。

加入可能年齢の引き上げ
　　　　　　　（令和４年５月１日から）

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�

��

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�

��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�

�
�
�

���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�

��

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

〜

農
業
委
員
会
へ
通
知
を

〜

〜

農
業
委
員
会
へ
通
知
を

〜

農
地
の

賃
貸
借
と

合
意
解
約

１１　

賃
貸
借
の
対
抗
力

賃
貸
借
の
対
抗
力

１

賃
貸
借
の
対
抗
力

２２　

賃
貸
借
の
法
定
更
新

賃
貸
借
の
法
定
更
新

２

賃
貸
借
の
法
定
更
新

３３　

賃
借
賃
借
地
（
小
作
地

（
小
作
地
）
返
還
の

返
還
の

　

許
可
制
度

許
可
制
度

３

賃
借
地
（
小
作
地
）
返
還
の

許
可
制
度

４４　

許
可
を
要
し
な
い
賃
貸
借
の
解
約

許
可
を
要
し
な
い
賃
貸
借
の
解
約

４

許
可
を
要
し
な
い
賃
貸
借
の
解
約

５５　

合
意
解
約
は
、
公
共
事
業
で
も

合
意
解
約
は
、
公
共
事
業
で
も

　

通
知
が
必
要

通
知
が
必
要

５

合
意
解
約
は
、
公
共
事
業
で
も

通
知
が
必
要

６６　

合
意
解
約
通
知
の
手
続

合
意
解
約
通
知
の
手
続

６

合
意
解
約
通
知
の
手
続
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相
続
等
に
よ
り
農
地
の
権
利
を

取
得
し
た
場
合
は
届
出
が
必
要
で
す

　私は、３年前、市街化区域内の農地にマイホー

ムを建築するため、農業委員会に農地転用の届

出をしました。

　しかし、土地登記事項証明書（登記簿謄本）

を法務局から取得したところ、地目欄が「田」

のままになっています。

　農地転用の届出をしているのに、なぜ登記地

目が「田」のままなのでしょうか。

　「農地転用の届出をしているので、地目も変

更されているはず」という思い込みはありませ

んか。

　今回のようなケースで、マイホームを建て、

法務局で建物の登記をしていても、土地の地目

変更登記をしていなければ、何年経過しても土

地の地目は農地（田、畑）のままです。

　他の用途で転用している場合も同様です。

　これは、不動産登記法という農地法とは別の

法律があるからです。

　転用が完了しても地目変更登記をしていなけ

れば、何年か経過したときに、土地を動かそう

とした場合に容易に所有権移転ができないこと

があります。なぜならば、地目が農地のままだ

からです。

　農地法の手続が終わり、その農地の転用目的

が達成できた場合は、併せて地目変更登記を行

う必要があります。

　なお、課税は現況主義ですので、課税が宅地

だからといって、登記簿が宅地とはかぎりませ

ん。

Q

A

「転用後の地目変更登記は？」農 地 相 談 &Q A


