
農村にはめぐみがいっぱい、
野良しごとには知恵がいっぱい。

とやま農業・農村サポーターのすすめ

がんばる地域が
待ってます！



地形や対象動物にあった対
策が必要。どんなに管理を
しても侵入されることも
あるので、みんなとても

困っています。

必死に戦って
いるんです！

農業用排水路や家のまわりの水路を掃除
すること。冬の間にたまった泥や枯れ葉
を、田植えが始まる前に地域住民全員で
きれいにします。米作りの環境を整える
のはもちろん、生活用水の確保や洪水・
土砂崩れの防災にもつながり、農村の多
面的機能を支えています。

人出不足が深刻‼
お手伝い大募集

畑を荒らす動物を電気で驚かせて、農
作物を守ります。富山県ではイノシシ
やサル対策に使用して効果をあげてい
ます。

イノシシによる県内の農作物被害
は年々増加しており、平成 21 年
以降の被害額は 3,000 万から
4,000 万円台で推移しています。
丹念に育ててきた田畑が一瞬にし
て壊されてしまう農家さんの気持
ちを考えると、このままでは

いられない！

作物を栽培すると必ず生えてくる雑草。
草が密集していると、害虫が巣作りをし
たり、風通しが悪く作物にも悪影響を及
ぼします。１回や２回で完了する作業で
はないので、人手不足に悩む地域が後を
絶ちません。

中山間地域は
とくに大変です‼

江ざらえ
用水路は地域の宝！

農業は雑草との戦い！

大事な田畑、荒らさないで！

足場の悪い水路の中に入っての
作業はかなりの重労働。
高齢化が進む地域は

人出不足に悩んでいます！

作業のあいまにひとやすみ。

老若男女総出で行う

江ざらえは、地域の絆を

深める大事なイベント！

電気柵

草取り・草刈り

里山地域の皆さんが手助けを必要としているのには
ワケがあります。美味しいお米や野菜は、皆さんの
地道な苦労があって食卓に届くのです。

個人で設置しても
効果は小さい

厳しい暑さが
また大変！

草刈りを行うのは、6月
～7月にかけて。厳しい
暑さの中での作業はとっ

ても過酷です。

地続きに広がる農地。個人
で被害防止の成果をあげる
のが難しく、集落ぐるみで
農地を柵で囲む作業を

しています。

畦あり土手ありの中山間
地域は特に大変。傾斜の
ある農地が多く、大きな
機械を使用することも

できません。

参照：富山県生活環境文化部 自然保護課 野生生物係
「富山県イノシシ管理計画」

人手も必要だよ！

手刈りは

キツイ！

収穫まぎわ

だったのに…！

HELP!

大事な用水が

枯れ葉だらけ

だよ！



山間地の耕作放棄地を活用しサツマイモを栽
培。県内外の人を招き、農業の楽しさや自然
を満喫する農業体験イベントを行うなど、地
域おこしに積極的な地域です。氷見市地域お
こし協力隊の里山担当が案内役となり、活動
をサポートします。

越中福岡の
菅笠製作技術保存会
理事　中島明さん

スゲ栽培で機械を使用するのは、田を耕す作業
のみ。芽かき作業や刈取り・天日干しは、江戸
時代から続く伝統的な手作業です。田に四つん
這いになるので、高齢者の方にとって負担の大
きい作業です。

江戸時代からの方法で栽培。苦労も多いです

スゲを育て、菅笠を作ってきた！
全国生産の約９割を占める、福岡町の特産品
「菅笠」。400 年以上前に、河川の氾濫により沼
地が多く質の良いスゲが自生していたことか
ら、菅笠づくりに発展しました。最も栄えた
明治時代には、菅笠問屋は約 60 戸。年間 300
万枚もの生産を行っていました。

地域住民で菅笠づくりを支援するグループ
「SUGET」を発足。使われていないスゲ田で
スゲを収穫し、伝統を守る活動を続けてい
ます。一緒に活動しませんか！

高岡市中心部から車で 30 分ほどの小
さな山里です。1960 年代には集落のほ
とんどの家が竹林を所有していまし
た。現在は、地元の里山名人と一緒に、
タケノコ探しなど楽しいイベントを企
画しています。

毎回 100 人前後が参加する赤毛地区の一大イ
ベント。大会を通じて地域のことを知っても
らいたいと地元の人たちは奮闘しています。
一緒に盛り上げてくれる頼もしいスタッフを
募集しています！

西太美 (1)

過疎・高齢化が悩みですが、共同で江ざらえ
や草刈りを行うなど、チーム力が自慢の地域
です。住民の手によって植えられた、市道沿
いの 3500 本のあじさいは見応えあり。

小高い丘にあり、砺波平野を一望できま
す。草刈りでは、水路に落ちた草などを
集めたり、運んだりしていただきます。
刈払機による草刈りは地元の人が行うの
で安心して参加してくださいね。

全国シェア９割！菅笠の材料を育てる

受け入れ地域を紹介します！

サツマイモを一緒に
育てませんか？

タケノコづくしの里山遊び！

「クロカン」イベント
スタッフ大募集！

地域活動を通して
交流を深めませんか

越中福岡の菅笠製作技術保存会高岡市

はや かわ あか  げ

たて の はらひがしとちおか

にし ふと み

NPO法人 速川活性化協議会氷見市速川 赤毛生産組合氷見市赤毛

クロスカントリーで地元を盛り上げる！

県内外の人と自然を満喫 チーム力とあじさいが自慢の地域

まさにタケノコの里！ 砺波平野を一望できる集落

菅笠づくりの技は、栽培を含めて
国の重要無形民俗文化財。
400年の技にふれてほしいです。

江ざらえ
道路・水路脇の草刈り

クロスカントリー in 赤毛
イベントスタッフ

「福岡つくりもんまつ
り」では、花笠を手
に踊り歩く地元女性
の華やかな姿を楽し
むことができます。

竹林の下草刈り五位山活性化協議会高岡市福岡町栃丘

 安全に楽しんで

いただくためにも、

下草刈りは
 不可欠です！

高原でいい汗流しませんか？
南原集落協定南砺市立野原東

西太美地域づくり推進委員会南砺市西太美

サツマイモ苗づくり
サツマイモ苗植え

サツマイモ収穫
草刈り

燻炭づくり
干し芋づくり

芽かきは
腰にくる！

いよいよ
刈り取り

芽かき作業（３回）
刈取り、天日干し
苗取り
植え付け

地元の農産物で作る

　サンドウィッチ屋さんもあり！

NPO 法人速川活性化協議会
のみなさん

地域おこし支援隊隊長
山崎 彰さん

 農業以外にも、地域活性化・

民工芸品・イベント運営についても

 学ぶことができますよ！

4～ 月6
7～ 月8
月9
月10

4月
5～ 月6
7～ 月9
9～ 月11
10～ 月11
12～ 月3

4・ 月11

6・ 月9

10月 第３日曜日

秋の自然を
満喫しながら
走る！

 地域の人と飲みニュケーション。

希望者は前泊あり！

 年末には反省交流会もあります。

4月 江ざらえ 草刈り4月 6・ 月8

SUGET（スゲット）
　　を発足！

参照：福岡町史
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他

江
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1

2 3

5 6

4

福岡町の代表的な踊り
「菅笠音頭」

♪



山田清水地域活性化協議会

ど やま

１～２月に花を咲かせる「啓翁桜」。山田
地域は北陸で唯一の産地です。収穫した桜
枝は、雪の中をソリで運搬。なかなか珍し
い光景です。

江戸時代に養蚕業が盛んだった八尾地区で、
唯一養蚕業を営んでいた故・井野下堅佑氏の
技と心を引き継ぐために結成。美しい緑の繭
と絹糸をつくりだす「天蚕」の飼育に取り組み、
えさとなるクヌギなどを育てています。

林野が97％を占める美しい自然環境の山村
地域で、首都圏の大学生や都市住民を対象
とした農村体験、交流活動を実践。無農薬・
有機栽培で米や野菜をつくっています。

吉田さん

福光ふるさとの森を再生する会  代表　
青木力さん

集落の活動を
助けていただきたいのは

もちろんですが、土山に来てもらい、
自然のこと・暮らしのことを
ぜひ知ってほしいです。

江ざらえで用水路からあげた泥は、道沿いに放置
せず、きれいに片付けなければなりません。75 歳
以上の高齢者が多い土山地区においては、野良仕
事は負担が重く大変な作業なのです。

高齢者にとっては、つらい作業

石川県金沢市に接する山間部の農村地域。標
高約 300mの山の合間に集落が点在していま
す。過疎・高齢化の悩みを抱えていますが、
地区内の棚田が美しく保たれているなど、非
常にまとまりのある地域です。

ホクホクじゃがいもと
冬に咲く桜を収穫

湿原や登山道の自然を守る！

五箇山・合掌造りの
暮らしを体験しよう

農村で生きる術を学ぼう！

富山市山田清水 富山市八尾町樫尾字外雲 富山県がうん天蚕の会

美しい棚田をいっしょに残そう！
土山自治会南砺市

やま だ  しょうず

けいおうざくら

NPO法人利賀自然文化飛翔の会南砺市利賀村水無利賀百姓塾南砺市利賀村坂上

NPO法人雪峯倶楽部南砺市上平（赤尾、楮、菅沼）
かみたいら こうずすがぬま せっぽう

と   が むらさかうえ と   が むらみずなし

かしお あざ がうん てん さん

北陸でここだけの風景！

育てる手間は40倍！緑の繭を持つ蚕

水無は隠れた魅力の拠点。新たな魅
力づくりのための登山ルートの開
設・伐開を行います。湿原の保全活
動や、利賀富士と呼ばれる「尾洞山」
周辺の登山道の草刈りなど、自然を
守る活動を続けています。

長く守られてきた美しい自然

江ざらえ
草刈り
電気柵の設置

クヌギの剪定、消毒
卵貼り、山付け、ネット張り
除草、幼虫観察、
幼虫移動、収繭など
煮繭、真綿づくり～
織物からの製品づくり

水無定倉滝ルート登山道の
開設伐開作業
尾洞山登山道整備
水無山登山道整備
ふれあいの森遊歩道整備

美しい棚田のある、県境の集落

じゃがいもの収穫
啓翁桜の収穫

 標高380mに広がる

田畑では、カモシカと

 出会えます！

赤土の豊かな土壌で

育ったじゃがいもは

ホクホク！

田植え
ヤギ放牧場柵づくり
田んぼの草取り
有機野菜畑ハウスづくり
田畑草取り
収穫祭・稲刈り

地元の人が力をあわせて作った温泉施設。倶
利伽羅山や宝達山の雄大な景色が望める露天
風呂が魅力です。一汗かいた後にいかが？

友咲さん

平成元年頃、自治会の
将来を語り合ったことがきっかけで、真向山
を中心とした里山整備を開始。真向山頂上の
展望台「六角堂」や散策道の整備、炭焼きな
どさまざまな取り組みを行っています。

炭焼きも楽しい！

引用：南砺市観光ガイド（市民協働課）

なかなかの
急斜面電気柵を

設置中！

西さん

4月
6～ 月7
6～ 月8

ぬく森の郷
温泉施設

里山の資源を使って
PRしてます

茅場の下草刈り
なぎ畑（焼畑）の草刈り
合掌造り家屋根雪降し作業
楮集落棚田ライトアップ準備作業
（雪洞堀り→雪の穴の中にローソクを
  立ててライトアップします）

険しい山岳地帯である五箇山周辺。厳しい冬
を乗り越えるため、合掌造りをはじめとする
独特な景観や文化が生まれました。文化遺産
である合掌造りの保全のために、茅場の整備
や雪おろしにご協力ください。

世界遺産の文化を守り、学ぶ

山村と都市との交流を実践

6月
7月

3月

1～2月

5月
5月
6月

7月
9月

6月

6月

6月
8月
9月

7～8月
12月

4～5月

12～3月

5月
9月

歴史ある養蚕業と
美しい緑の繭にふれる

電

他

江

草

電 他

江 草

電 他

江 草

電

他

江

草

電
他

江

草
電

他

江

草

電江 草手伝ってほしい作業をアイコンで表しています。 …江ざらえ …草取り・草刈り …電気柵 …その他他

8 9 10

11 12

7

いにしえからの
伝承文化を

学べて楽しめます！
天蚕の卵から幼虫、

繭になるまでを
見ることが
できます！

 自分がお世話をしたお米で

作ったどぶろくは最高！



傾斜地での機械除草は危険です。それゆえ、
急峻な地形でもへっちゃらなヤギが雑草を
食べてくれると大助かり。野生動物の出現
減少につながります。

黒谷山女中山間集落協定

魚津市中山間地域連絡協議会 副会長 
前黒谷区長　黒田美弥次さん

田んぼを放棄すると周りの山が荒れ、
獣の増加や土砂災害につながります。
高齢化が進み厳しい状況ですが、

先代が残してくれた田んぼを
守りたいんです。サポーターの皆さん、

ぜひお待ちしております！

警戒心が強く、すばしっこいサルやイノシシを捕獲
するのは至難の技。集落内にあった休耕田の周囲を
電気柵で囲み、集落住民共用の菜園を設置するなど、
地域ぐるみで工夫を凝らしています。

サル・イノシシの食害被害に悩まされています

富山７大河川の一つ片貝川を中心に、左右を
山に囲まれた中山間地域。観光地は少ないで
すが、先人たちが数々の模索を繰り返し、守
り抜いてきた “自然との
共存” スポットが
残っている貴重な
地域です。

活動後、黒田さんら地元の方が
案内してくれますよ！

海岸から標高 2,400m 以上の山岳地帯までが
直線距離でわずか約25kmの大変急峻な地形。
水循環が私たちの生活を支えています。

くろだにあけび

サルやイノシシ、熊による農作物への被害
を防ぐため、2008 年に集落住民や有志で結成。
ヤギを利用した農地管理に力を入れている
地域です。

シャクヤク・トウキおよび里芋栽培促進協議会

きのこの菌打ちボランティアに興味を持
ち参加しました。子どもたちはヤギとの
交流を楽しんでいました。まちなかに生
活していて緑と接点がないので、いずれ
は田舎暮らしをしたいと思っています！

小菅沼・ヤギの杜

ヤギと一緒に
コキア（ほうき草）を育てる

祖先から受け継いだ田んぼを守りたい！

かたかいがわ

魚津市小菅沼 上市町 広野、野開発

富山市山田鎌倉 鎌倉集落

こ すがぬま ひろ の の かいほつ

魚津市

富山湾が見える、眺めのよい集落

救世主はヤギ！

非農家のメンバーも勉強しながら作業して
います。土日に限らず参加してくれる人、
大歓迎です！

農作業を手伝って！

今年はコキアで

棚田の稜線を

描きますよ!!

コキア植え付け

コキアでほうき作り

草刈り
収穫

薬用植物を
栽培してみませんか

マコモなどの珍しい作物を育てよう！

トウキ植え付け
シャクヤク摘蕾
シャクヤク植え付け
除草

など

マコモ草取り
ニラ植え付け
エゴマ植え付け
マコモ収穫

地元の非農家も含むチーム。2016 年で３年
目を迎える、経験の浅いゆるーい未完組織
グループなだけに、アイディアも斬新。シャ
クヤクを活用した抗菌消臭ユニフォームな
どの開発を構想しています。

ゆる～いチームだからこその開発力！

水の力を感じる山間の集落

マコモなど特産品の開発に力を入れてい
ます。エゴマやアルギットニラなど、日
頃なかなか目にすることのできない作物
と触れ合うことができます。

珍しい作物と出会える! !

学生のボランティア活動後のレポートを
毎回楽しみにしています。過疎化・高齢
化が進む中山間地域の問題を知ることは
もちろん、大自然の中で、あたたかい地
元の皆さんとふれあいながら過ごす時間
に、学校では得られない達成感を感じて
いるようです。中山間地域の活性化につ
ながるお手伝いができるよう、学生に情
報発信していきます。など

1955 年に完成。農地間の水争いを避けるため、
片貝川の水を用水路に引き入れ、魚津市内の
水田約 1500ha を潤しています。

みんなで
柵を設置

サルが
好き放題！

株式会社日立国際電気 柄澤さんご家族

富山短期大学地域連携センター
松木優子さん

富山短期大学の学生さんも
サポーターとして大活躍中！

いずれは
田舎暮らしがしたい！

学校では得られない
達成感があります

先輩サポーターに聞きました！

5～6月
7～8月
9～10月

10月

5～6月

4～8月

5月
10月

6月
6月
7月

9～10月

黒谷頭首工
水循環をめぐる

世界的にも稀な
魚津の地形

毛利さん

小菅沼ヤギの杜にて

黒谷山女にて

集落共同菜園電気柵の設置
農地周辺の草刈り
農地電気柵の設置
農地電気柵の撤去
集落共同菜園電気柵の撤去

4月
7月
7月
10月
11月

金森さん

柴沢さん

電

他

江

草

電 他

江 草

電
他

江

草
電
他

江

草

14 15

16

13

農業がますます
楽しくなりますよ！



大学在学中、14回参加し
た

少しでも農業を知ることができたらという思いか
ら参加しました。地域へ出かけてみると、朝早く
から活動する現地の方の元気に驚きました。普段
できないようなことを体験でき、楽しかったです。

現地の方の優しさ、もてなしが嬉しかったので、
少しでも農家や農村の方の役に立てたらと思い、
繰り返し通っていました。

３個以上

□富山県に興味がある 

□そろそろ、ネオンに飽きてきた

□第二のふるさとが欲しいと思っている

□地域活性化に興味がある

□外で活動するのが好きだ

□人としゃべるのが好きだ

□食べることが大好きだ

□困っている人を見かけると、

　ついつい声をかけてしまう

□チャレンジするのが大好きだ

耕
す
の
も

 

楽
し
い
っ
！

に登録してね！
「とやま農業・農村サポーター」

グリーンツーリズムとやま

お
問
い
合
わ
せ

詳
細
情
報 〒930-0094 富山県富山市安住町3-14

富山県建設会館 4F

TEL 076-482-3161 FAX 076-482-3635
E-mail info@gt-toyama.netNPO法人 グリーンツーリズムとやま
http://gt-toyama.net

富山県指定・交流地域活性化センター

２名以上のグループで登録！❶

サポーター活動情報が
グループ代表者へ
メールで届く

❷

参加を希望する活動には、
締切日までに参加申し込みする❸

当日、活動しやすい服装と
持ち物を準備し、
現地へ集合

❹

キング・オブ・サポーター

富山大学 鈴木友人さん
地元の方の元気に驚き！

少しでも役に立ちたい！

・黒谷山女中山間集落協定…４回
・越中福岡の菅笠製作技術保存会…３回
・赤毛生産組合…２回
・土山自治会…１回

鈴木さんの輝かしいサポーター歴

チェックが
ついた方は
ぜひ

サポーター
へ!!

1

2

3

5

6

4

8

9

1016

14

15

13

11

12

7

チェックしてみてね♪

参加方法

ほか

富山県

富山市

上市町

魚津市

氷見市

石川県

岐阜県

長野県

富山湾

高岡市

南砺市

中面で紹介した16地域はココ！

受け入れ地域
マップ

黒谷山女にて

南砺市
雪峯倶楽部
にて


