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よつ葉生活協同組合 

新しい職員が増えました！ 
新型コロナウイルスの対策に追われているよつ葉生協ですが、今週は組合員の皆さんに嬉しいニュースをお届けします！ 

今年度、よつ葉生協に新しい仲間を２名、迎えることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 月１日に入協式を開催！ 

 

 

 

高橋美香さん 

●趣味 旅行、運動 

 

坂田準さん 

●趣味 バスケットボール、ラーメン巡り、ゲーム 

 

【組合員さんへ一言】 

 私の家庭では、私が幼い頃か

らよつ葉生協の商品が食卓に

並んでいました。私も組合員様

の生活が、よつ葉生協のサービ

スによって豊かになる様に、安

心安全な暮らしのサポートが

したいと思っております。宜し

くお願い致します。 

【組合員さんへ一言】 

 こんにちは、新入社員の坂田準

です。 

４年間看護学を学び、実習体験な

どから病院以外でも活かせるので

はないかと考えよつ葉生協に入社

しました。まだ、わからないこと

が多く不安もありますが、組合員

さんの役に立てるよう全身全霊で

頑張ります。 

今年は、多くの企業で新型コロナウイルスの影響を受け、入社

式などが中止・延期の措置が取られています。よつ葉生協でも、

少人数での入協式となってしまいましたが、若い仲間の新たな

門出を心から祝うとともに、２人の真剣な眼差しに身の引き締

まる思いを強く感じました。 

よつ葉生協が持ち続けてきた「いのちと健康 くらしを守る」

という理念を、次世代の多くの仲間に繋いで、持続可能な社会を

つくるために一緒に頑張っていきましょう！ 

＜理事長 倉持＞ 

 

新型コロナウイルスの感染予防対応として 

「置き配」のご案内をしています 
 

ご在宅時でも、「直接対面での商品受け取りを避けたい」

とのご意見を、多数いただいています。組合員と配送スタッ

フを感染から守るために、商品箱の直接の手渡しは控えて

います。対面での商品受け取りを避けたい場合は、「置き配」

をご利用ください。 

 

「置き配」では、商品箱を玄関先や指定場所に置かせてい

ただきます。 

＊4 月 21 日からお届けしている 《置き配のご案内》で

配送員にお知らせください。 

提出いただきました翌週から対応していきます。 

＊原則として、通い箱は次週まで保管し、次週配送でお返

しください。 

 

通い箱保冷カバー 

（安心資材）を 

ご希望の方に 

販売しています。 

＊カバーは随時購入可能です。 

配送担当者にお申し出ください。 

A タイプ価格 

1枚 600円（税込 660円） 

（2枚以上ご注文の場合1枚500円（税込550円） 

＜組合員組織部＞ 
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種苗法の改定で農家は自家採種できなくなる？① 

 2020年 3月 3日、種苗法の一部を改定する案が閣議決定されました。この 4月に審議入りの予定でしたが、コロナ禍のさなか、拙速な審

議がはかられそうだとの情報がありました。日本の農業の根幹に関わる重要な案件について、充分に審議しないとはどういうことでしょう

か。 

 種苗法の改定は、「農業競争力強化支援法」（2017年施行）、「主要農作物種子法（種子法）」廃止（2018年）の流れに続くものです。よつ

葉だよりでは、何度か種子法を取り上げてきましたが、今回はこの種苗法の内容についてお伝えします。 

Ｑ１ 種子法と種苗法って、どう違いますか？ 

Ａ１ 対象とする作物と目的が違います。 

 対象の作物 目的 

種子法 

主要農作物種子法 

稲、大麦、はだか麦、小麦、大豆 左記作物の優良な種子の生産および普及を国の役割と定める 

種苗法 植物（花や農作物など）の新たな品種 品種の育成者の知的財産権の保護 

品種の育成の振興と種苗の流通の適正化をはかる 

 

Ｑ２ 自家増殖ができなくなるって、どういうことですか？ 

Ａ２ 小学校でアサガオを育てると、次の学年のために種を採っ

て保存しますね。このように次に殖やすために種を採っておくこ

と、または苗を採ることを自家増殖（自家採種）といいます。今回

の種苗法の改定では、「登録品種の作物」を自家増殖するときは、

許可を得る「許諾制」が盛り込まれ、許諾料の支払いが生じること

になりました。在来種や登録品種でない品種、家庭菜園に使う種苗

などは、対象ではありません。 

 

Ｑ３ もともと自家増殖は許されていましたね？ 

Ａ３ 自家増殖は、昔から農家が次の年の作付けに備えて、種を採

り苗を殖やし、接ぎ木をするなどして、慣行的におこなわれてきま

した。種苗法は、前身が 1947年に策定された農産種苗法で、優良

な種子や苗の入手を農家に保障するものでした。何度か改正され、 

品種の育成者の権利を守るという国際的な流れがあり、1998年の

全面改正では植物の新たな品種の育成者は諸権利を専有できると

いう、現在の種苗法になりました。著作物に対し、著作権が及ぶの

と同じ考え方です（育成者権も著作権も、知的財産権のひとつ）。 

 これには例外が認められていました。一つは試験研究目的、もう

一つが農家による自家採種です。農家は、作物を栽培するにあた

り、自家増殖によって翌年の種を確保するとともに、種苗の購入の

手間と費用を抑えています。これらを農家の権利として守ること

が農作物の安定供給につながるという考え方から、例外的に農家

の自家採種が認められてきました（21 条 2 項）。わたしたち消費

者もそのおかげで、安定的な価格で農産物を食べることできてい

ます。 

今後は、「種苗法が改定されるとどんな問題が起こるの？」など

についてお伝えします。            （理事 三輪） 
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「震災孤児を支援する募金」の 

お礼状とお便りをいただきました。 

ご紹介します。 




