
今号の表紙は、富山市山田地域で開催された「とやま帰農塾 やまだ村塾」
（令和5年11月10日～12日）において、受講者の皆さんが農業体験をしている
様子を撮影したものです。
山田地域をはじめとした県の多くの中山間地域では、高齢化や人口の減少、就
業の機会の不足等により、持続的な集落運営が困難になっています。
そこで山田地域では、「とやま帰農塾」※など県の事業を活用

し、交流人口の拡大、さらには移住の促進に取り組んでいます。
平成23年から続く山田地域での「とやま帰農塾」では、名産のそば打ち体験や、大根・赤か

ぶの収穫体験などのプログラムによって、農村生活を体験できます。これまでの受講者は延べ
130人を超え、その中にはやまだ塾の受講をきっかけに移住を決めた方もいらっしゃいます。
また、地域の直売所「山田の案山子」は、県の「６次産業化とやまの魅力発信事業」※を活用

した新商品の開発や、県の「中山間地域チャレンジ支援事業」※を活用した新規就農者への技
術指導等により、地域振興に取り組んでいます。
加えて、「山田地域都市農村交流協議会」が「富山県農泊推進ネットワーク会議」に参加し、
農泊事業の実施に向けた準備を進めるなど、多くの人が集う山田地域の実現に向け、地域ぐ
るみでの活動を進めています。

No.45 ●表紙の写真
上：てっぺん農園での記念撮影／下：てっぺん農園での野菜の収穫体験の様子

第45号　令和6年3月 この冊子は、富山県農村環境創造基金ならびに棚田地域水と土保全基金で発行されています。

□本誌に関するご要望、ご意見等をお寄せください。住所、氏名、年齢、職業のご記入をお忘れなく。個人情報については、内容確認以外に使用いたしません。

□本誌の内容、バックナンバーが富山県ホームページでもご覧になれます。 ふるさと夢とやまhttps://www.pref.toyama.jp/

▶とやま帰農塾 やまだ村塾塾生（前列）と
塾長・スタッフ（後列）のみなさん

▶赤かぶの収穫体験

▶先進地視察研修会
（新潟県妙高市）の様子
左：体験活動
右：ワークショップ

富山市山田村

富山県内の農泊の振興を図るため、令和4年8月に、県、市町村、県内農
泊地域等で構成する『富山県農泊推進ネットワーク会議』を設置しました。
当会議では、地域の人材育成を目的とした各種研修や先進地視察を開
催したり、大規模フェアへの出展、ロゴマーク「のうはくん」の作成、ノベルティグッズや
ＰＲ動画の制作により、「富山県で体験できる農泊」の周知を図っています。
富山県農泊推進ネットワーク会議では、一緒に農泊に取り組む新規加入者を募集し

ています。ネットワーク会議で実施している各種活動への参加が可能になるほか、ネッ
トワーク会員内での交流による情報交換も可能になります。

県では、イノシシ等による農作物被害防止対策の１つとして、有害鳥獣捕獲の強化に取り組ん
でいます。しかしながら捕獲された個体のうち、食用とされているのは１割に留まっています。地
域資源として活用するため、『とやまジビエ』としてブランド化を推進しており、ロゴマークの作
成やウェブサイトの開設、食のイベント等で魅力を発信するなどのＰＲに取り組んでいます。
令和5年11月には、県内有名店シェフ12名による特別食事会（ガラディナー）を開催したほ

か、フェア参加30店舗で『とやまジビエ』の料理などを提供する「とやまジビエフェア」（令和5年
11月～令和6年2月）を開催するなど、ジビエ料理を味わっていただく機会を創出しました。
今後も継続してイベントを企画していく予定です。個体ごとに味わいが異なるのもジビエの魅

力の１つです。ぜひ何度も足を運んで、富山の豊かな風土に育まれた『とやまジビエ』をご賞味
ください。

「富山県農泊推進ネットワーク会議」（県ホームページ）はこちらから▶
URL：https://www.pref.toyama.jp/1605/sangyou/nourinsuisan/nouhaku/nouhaku_noushin.html

ＮＰＯ法人グリーンツーリズムとやまホームページはこちらから▶
URL：http://gt-toyama.net/

▶「とやまジビエ」を使った料理

▶

「とやまジビエ」
　ロゴマーク

Topics

『富山県農泊推進ネットワーク会議』を設置。
一緒に“農泊”をはじめてみませんか？

富山の豊かな風土に育まれた『とやまジビエ』の魅力を発信！

最新情報はこちらから「とやまジビエ」特設サイト▶
URL：https://toyama-gibier.jp/

▶

ネットワーク会議
共通ロゴマーク
「のうはくん」

～伝統を未来に～
町長お鍬さま「大かがり火」保全活動（富山市・旧大沢野地域）
そばが「つなぐ」交流
～地域の原風景を未来へ～（南砺市・利賀村）

＊ふるさとウォッチング

魚津を果樹のまちに／中島果樹園（魚津市）

地域と支えあい、地域に愛される農産加工品
株式会社石田組   農産加工部門（南砺市）

＊魅力たっぷり！とやまの6次産業化

「しごと」「くらし」「活力」「土地利用」に着目した農村の振興
（中新川郡立山町・釡ヶ渕地区）

＊トピックス

「盤持ち石」と「勝興寺跡」でつくる歴史文化の里
めざせ、薬草の里づくり
「盤持ち石」と「勝興寺跡」でつくる歴史文化の里
北蟹谷地域活性化協議会（小矢部市）

＊中山間地域チャレンジ支援事業

片貝川沿岸に広がる緑豊かな農地
黒谷頭首工、東山円筒分水槽ほか（魚津市）

＊カモ親子の農村日記

デジタルブックは
こちらから
デジタルブックは
こちらから
デジタルブックは
こちらから

NO.45

表紙は、

とやま帰農塾 やまだ村塾
塾生と運営スタッフ

のみなさん

※「中山間地域チャレンジ支援事業」についてはP.6、
「６次産業化とやまの魅力発信事業」についてはP.8、
「とやま帰農塾」についてはP.14を参照ください。

とやま帰農塾2024／第13回「とやまの農山村写真展」受賞作品紹介

か か し



1.大かがり火の薪あつめ
2.松明（たいまつ）参道の草刈り作業
3.大かがり火周辺の草刈り作業（かがり火による野火の
延焼防止作業）
4-5.大かがり火の設営

＊記事作成にあたり、町長お鍬さま「大かがり火」保全活動組織
代表の野﨑さんにご協力いただきました。ありがとうございま
した。
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お鍬さまを乗せた神輿の下をくぐる
と、家族の無病息災が叶うと言い伝
えられています。

神輿の下をくぐる集落の人々

富山市の中心部から南に約20キロ離れた神通川の左岸側、棚田が広が

る中山間地域に位置する町長集落。約150年以上前から続く「お鍬さま

祭りの大かがり火」の継承に向けた集落の取り組みについて紹介します。

な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、近
年
で
は
、集
落
の
高
齢
化
や
離
農
者
の
増
加
に
よ

り
人
手
不
足
の
状
況
が
続
き
、開
催
が
困
難
に
な
り
か
け
て
い

た
と
の
こ
と
で
す
。

　
し
か
し
、地
域
の
安
全
や
豊
穣
の
願
い
を
込
め
て
続
け
ら
れ

て
き
た
行
事
を
絶
や
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
想
い
か
ら
、県

の「
美
の
里
保
全
活
動
支
援
事
業
」を
活
用
し
、大
か
が
り
火
の

準
備
に
必
要
な
草
刈
り
機
等
の
整
備
や
、青
年
会
だ
け
で
な
く

集
落
全
体
が
協
力
す
る
体
制
づ
く
り
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

　
開
催
が
安
定
し
て
き
た
の
も
束
の
間
、令
和
3
年
度
か
ら
の

2
年
間
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
対

策
の
た
め
、大
勢
の
人
が
集
ま
る「
大
か
が
り

火
」は
中
止
と
せ
ざ
る
を
得
ず
、神
事
の
み
が

執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
大
か
が
り
火
の
材
料
は
、乾
燥
さ
せ
る
必

要
が
あ
る
た
め
、
前
の
年
の
10
月
に
は
準
備

を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
神
様
を

送
り
迎
え
る
神
聖
な
も
の
と
し
て
、「
大
か
が

り
火
」の
材
料
は
毎
年
新
し
い
も
の
を
準
備

す
る
の
で
す
が
、時
間
を
か
け
て
準
備
を
し
て

も
中
止
と
な
っ
て
し
ま
う
状
況
に
、「
も
う
、

大
か
が
り
火
を
止
め
て
し
ま
お
う
」と
い
う
想

い
が
頭
を
よ
ぎ
っ
た
そ
う
で
す
。

　
し
か
し
、集
落
の
幅
広
い
世
代
で「
大
か
が

り
火
」の
想
い
出
等
を
話
し
な
が
ら
準
備
を

す
る
中
で
、続
け
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
が
再

認
識
さ
れ
、令
和
5
年
5
月
19
日
、約
2
年
ぶ

り
に「
大
か
が
り
火
」が
無
事
開
催
と
な
り
ま

し
た
。

　
令
和
5
年
度
は
、町
長
神
社
か
ら
布
尻
神
社
へ

「
お
鍬
さ
ま
」が
移
る
年
。夕
日
が
沈
み
辺
り
が
暗

闇
に
包
ま
れ
る
頃
、
高
提
灯
を
先
頭
に「
お
鍬
さ

ま
」を
お
迎
え
す
る
た
め
の
空
の
神
輿
を
担
い
だ

行
列
が
町
長
神
社
に
向
か
い
ま
す
。

　
太
鼓
や
笛
の
御
囃
子
に
あ
わ
せ
、

〝
お
鍬
さ
ま
　
ご
ざ
っ
た
　
豊
年
満
作
じ
ゃ
〞

と
声
を
あ
げ
な
が
ら
、
行
列
は
2
つ
の
神
社
を
つ

な
ぐ
集
落
の
道
を
進
み
ま
す
。町
長
神
社
に
続
く

参
道
は
棚
田
の
中
の
一
本
道
。
街
灯
も
な
い
暗
闇

の
中
、
参
道
沿
い
に
灯
さ
れ
た
松
明
の
灯
り
だ
け

が
あ
た
り
を
照
ら
し
ま
す
。

　
神
社
の
境
内
で
は
、大
か
が
り
火
の
炎
が
闇
夜

を
切
り
裂
く
よ
う
に
高
く
燃
え
上
が
り
、集
落
の

大
人
だ
け
で
な
く
子
ど
も
た
ち
も
、
笑
顔
で
そ
の

光
景
を
見
守
り
ま
す
。

　
地
域
の
農
業
と
生
活
に
深
い
関
わ
り
の
あ
る

「
お
鍬
さ
ま
の
大
か
が
り
火
」
を
守
り
伝
え
た
い

と
い
う
想
い
が
、
今
後
も
灯
し
続
け
ら
れ
る
こ
と

を
願
い
ま
す
。

2
年
ぶ
り
の
開
催
！

「
お
鍬
さ
ま
の
大
か
が
り
火
」

町
長
集
落
に
伝
わ
る

「
お
鍬
さ
ま
祭
り
の
大
か
が
り
火
」

　
町
長
お
鍬
さ
ま「
大
か
が
り
火
」保
全
活
動
組
織
代

表
の
野
﨑
さ
ん
に
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

　
か
つ
て
は
日
々
の
生
活
に
薪
が
使
わ
れ
て
い
た
た

め
、各
世
帯
か
ら
提
供
さ
れ
た
薪
を
集
落
の
青
年
会
が

集
め
て
大
か
が
り
火
の
材
料
と
し
て
い
ま
し
た
が
、時

代
が
変
わ
り
薪
が
使
わ
れ
な
く
な
る
と
、半
日
か
け
て

山
に
入
り
、材
料
を
と
り
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

継
承
の
ピ
ン
チ
！？

「
大
か
が
り
火
」存
続
の
危
機

　
毎
年
5
月
19
日
に
開
催
さ
れ
る
「
お
鍬
さ
ま
祭
り
」は
、
農
業
の
神
様
で
あ
る

「
お
鍬
さ
ま
」に
五
穀
豊
穣
、農
作
業
の
安
全
と
無
病
息
災
を
お
祈
り
す
る
祭
り
で
す
。

　
明
治
4
年（
1
8
7
1
）、布
尻
集
落
の
世
話
役
を
勤
め
て
い
た
谷
井
善
右
衛
門

が
郡
上
八
幡
を
訪
れ
、ご
神
体（
五
本
爪
の
鍬
を
象
っ
た
木
像
）を
譲
り
受
け
た
こ

と
が
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
明
治
8
年（
1
8
7
5
）に
布
尻
集
落
に
隣
接
す
る
町
長
集
落
が
祭
り
に
加
わ

り
、布
尻
集
落
の「
布
尻
神
社
」と
町
長
集
落
の「
町
長
神
社
」で
、1
年
毎
に
ご
神

体
を
お
守
り
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

「
お
鍬
さ
ま
祭
り
」の
起
源

地域の特徴ある土地改良施設を拠点に、農村景観と自然環境を保全・再生・紹介し、地域を誇りに思う意識形成を図る
とともに、保全活動の地域への浸透、地域や学校への体験学習の場を提供する活動に対して県が支援する事業です。

「美の里保全活動支援事業」とは

写真：人々が見守る大かがり火写真：人々が見守る大かがり火

富山市富山市

旧大沢野地域旧大沢野地域
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g
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町長神社

▼

布尻神社

集落全体が協力して準備は進んでいきます

　「
お
鍬
さ
ま
」を
送
り
出
す
と
き
、あ
る
い
は
お
迎
え

す
る
と
き
に
、
か
つ
て
は
双
方
の
神
社
で
「
送
り
火
」

「
迎
え
火
」を
焚
い
て
い
ま
し
た
が
、布
尻
神
社
が
火
災

で
焼
け
て
か
ら
は
、そ
の
風
習
は
町
長
集
落
に
の
み
残

り
ま
し
た
。

　
神
社
に
つ
な
が
る
参
道
、通
称「
松
明
参
道
」に
松
明

を
灯
し
、境
内
で
は
高
さ
７
メ
ー
ト
ル
に
も
な
る
大
か

が
り
火
を
焚
き
上
げ
る
、こ
れ
が
町
長
集
落
に
受
け
継

が
れ
て
い
る「
お
鍬
さ
ま
祭
り
の
大
か
が
り
火
」で
す
。

た
い
ま
つ

1

1

町長お鍬さま
「大かがり火」保全活動
～伝統を未来に～～伝統を未来に～

まちまち ながなが くわくわ

2ふるさとウォッチング　ふるさと保全活動の紹介



1.大かがり火の薪あつめ
2.松明（たいまつ）参道の草刈り作業
3.大かがり火周辺の草刈り作業（かがり火による野火の
延焼防止作業）
4-5.大かがり火の設営

＊記事作成にあたり、町長お鍬さま「大かがり火」保全活動組織
代表の野﨑さんにご協力いただきました。ありがとうございま
した。
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お鍬さまを乗せた神輿の下をくぐる
と、家族の無病息災が叶うと言い伝
えられています。

無病息災を願って

神輿の下をくぐる集落の人々

富山市の中心部から南に約20キロ離れた神通川の左岸側、棚田が広が

る中山間地域に位置する町長集落。約150年以上前から続く「お鍬さま

祭りの大かがり火」の継承に向けた集落の取り組みについて紹介します。

な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、近
年
で
は
、集
落
の
高
齢
化
や
離
農
者
の
増
加
に
よ

り
人
手
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足
の
状
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が
続
き
、開
催
が
困
難
に
な
り
か
け
て
い

た
と
の
こ
と
で
す
。

　
し
か
し
、地
域
の
安
全
や
豊
穣
の
願
い
を
込
め
て
続
け
ら
れ

て
き
た
行
事
を
絶
や
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
想
い
か
ら
、県

の「
美
の
里
保
全
活
動
支
援
事
業
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活
用
し
、大
か
が
り
火
の

準
備
に
必
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な
草
刈
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等
の
整
備
や
、青
年
会
だ
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で
な
く

集
落
全
体
が
協
力
す
る
体
制
づ
く
り
に
取
り
組
み
ま
し
た
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開
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安
定
し
て
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た
の
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の
間
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和
3
年
度
か
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2
年
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新
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コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
対
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の
た
め
、大
勢
の
人
が
集
ま
る「
大
か
が
り

火
」は
中
止
と
せ
ざ
る
を
得
ず
、神
事
の
み
が

執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
大
か
が
り
火
の
材
料
は
、乾
燥
さ
せ
る
必

要
が
あ
る
た
め
、
前
の
年
の
10
月
に
は
準
備

を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
神
様
を

送
り
迎
え
る
神
聖
な
も
の
と
し
て
、「
大
か
が

り
火
」の
材
料
は
毎
年
新
し
い
も
の
を
準
備

す
る
の
で
す
が
、時
間
を
か
け
て
準
備
を
し
て

も
中
止
と
な
っ
て
し
ま
う
状
況
に
、「
も
う
、

大
か
が
り
火
を
止
め
て
し
ま
お
う
」と
い
う
想

い
が
頭
を
よ
ぎ
っ
た
そ
う
で
す
。

　
し
か
し
、集
落
の
幅
広
い
世
代
で「
大
か
が

り
火
」の
想
い
出
等
を
話
し
な
が
ら
準
備
を

す
る
中
で
、続
け
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
が
再

認
識
さ
れ
、令
和
5
年
5
月
19
日
、約
2
年
ぶ

り
に「
大
か
が
り
火
」が
無
事
開
催
と
な
り
ま

し
た
。

　
令
和
5
年
度
は
、町
長
神
社
か
ら
布
尻
神
社
へ

「
お
鍬
さ
ま
」が
移
る
年
。夕
日
が
沈
み
辺
り
が
暗

闇
に
包
ま
れ
る
頃
、
高
提
灯
を
先
頭
に「
お
鍬
さ

ま
」を
お
迎
え
す
る
た
め
の
空
の
神
輿
を
担
い
だ

行
列
が
町
長
神
社
に
向
か
い
ま
す
。

　
太
鼓
や
笛
の
御
囃
子
に
あ
わ
せ
、

〝
お
鍬
さ
ま
　
ご
ざ
っ
た
　
豊
年
満
作
じ
ゃ
〞

と
声
を
あ
げ
な
が
ら
、
行
列
は
2
つ
の
神
社
を
つ

な
ぐ
集
落
の
道
を
進
み
ま
す
。町
長
神
社
に
続
く

参
道
は
棚
田
の
中
の
一
本
道
。
街
灯
も
な
い
暗
闇

の
中
、
参
道
沿
い
に
灯
さ
れ
た
松
明
の
灯
り
だ
け

が
あ
た
り
を
照
ら
し
ま
す
。

　
神
社
の
境
内
で
は
、大
か
が
り
火
の
炎
が
闇
夜

を
切
り
裂
く
よ
う
に
高
く
燃
え
上
が
り
、集
落
の

大
人
だ
け
で
な
く
子
ど
も
た
ち
も
、
笑
顔
で
そ
の

光
景
を
見
守
り
ま
す
。

　
地
域
の
農
業
と
生
活
に
深
い
関
わ
り
の
あ
る

「
お
鍬
さ
ま
の
大
か
が
り
火
」
を
守
り
伝
え
た
い

と
い
う
想
い
が
、
今
後
も
灯
し
続
け
ら
れ
る
こ
と

を
願
い
ま
す
。

2
年
ぶ
り
の
開
催
！

「
お
鍬
さ
ま
の
大
か
が
り
火
」

町
長
集
落
に
伝
わ
る

「
お
鍬
さ
ま
祭
り
の
大
か
が
り
火
」

　
町
長
お
鍬
さ
ま「
大
か
が
り
火
」保
全
活
動
組
織
代

表
の
野
﨑
さ
ん
に
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

　
か
つ
て
は
日
々
の
生
活
に
薪
が
使
わ
れ
て
い
た
た

め
、各
世
帯
か
ら
提
供
さ
れ
た
薪
を
集
落
の
青
年
会
が

集
め
て
大
か
が
り
火
の
材
料
と
し
て
い
ま
し
た
が
、時

代
が
変
わ
り
薪
が
使
わ
れ
な
く
な
る
と
、半
日
か
け
て

山
に
入
り
、材
料
を
と
り
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

継
承
の
ピ
ン
チ
！？

「
大
か
が
り
火
」存
続
の
危
機

　
毎
年
5
月
19
日
に
開
催
さ
れ
る
「
お
鍬
さ
ま
祭
り
」は
、
農
業
の
神
様
で
あ
る

「
お
鍬
さ
ま
」に
五
穀
豊
穣
、農
作
業
の
安
全
と
無
病
息
災
を
お
祈
り
す
る
祭
り
で
す
。

　
明
治
4
年（
1
8
7
1
）、布
尻
集
落
の
世
話
役
を
勤
め
て
い
た
谷
井
善
右
衛
門

が
郡
上
八
幡
を
訪
れ
、ご
神
体（
五
本
爪
の
鍬
を
象
っ
た
木
像
）を
譲
り
受
け
た
こ

と
が
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
明
治
8
年（
1
8
7
5
）に
布
尻
集
落
に
隣
接
す
る
町
長
集
落
が
祭
り
に
加
わ

り
、布
尻
集
落
の「
布
尻
神
社
」と
町
長
集
落
の「
町
長
神
社
」で
、1
年
毎
に
ご
神

体
を
お
守
り
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

「
お
鍬
さ
ま
祭
り
」の
起
源

地域の特徴ある土地改良施設を拠点に、農村景観と自然環境を保全・再生・紹介し、地域を誇りに思う意識形成を図る
とともに、保全活動の地域への浸透、地域や学校への体験学習の場を提供する活動に対して県が支援する事業です。

「美の里保全活動支援事業」とは

富山市富山市

旧大沢野地域旧大沢野地域

Frusato 
　　　Watchin

g

▼

「お鍬さま」を乗せた神輿行列

▼

松明参道を進む神輿行列

▼▼

集落全体が協力して準備は進んでいきます

　「
お
鍬
さ
ま
」を
送
り
出
す
と
き
、あ
る
い
は
お
迎
え

す
る
と
き
に
、
か
つ
て
は
双
方
の
神
社
で
「
送
り
火
」

「
迎
え
火
」を
焚
い
て
い
ま
し
た
が
、布
尻
神
社
が
火
災

で
焼
け
て
か
ら
は
、そ
の
風
習
は
町
長
集
落
に
の
み
残

り
ま
し
た
。

　
神
社
に
つ
な
が
る
参
道
、通
称「
松
明
参
道
」に
松
明

を
灯
し
、境
内
で
は
高
さ
７
メ
ー
ト
ル
に
も
な
る
大
か

が
り
火
を
焚
き
上
げ
る
、こ
れ
が
町
長
集
落
に
受
け
継

が
れ
て
い
る「
お
鍬
さ
ま
祭
り
の
大
か
が
り
火
」で
す
。

た
い
ま
つ

1

1

町長お鍬さま
「大かがり火」保全活動
～伝統を未来に～～伝統を未来に～

まちまち ながなが くわくわ

3 ふるさとウォッチング　ふるさと保全活動の紹介
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5.「新そばを味わう祭り in TOGA」チラシ
6.そばを求める行列　7.提供された新そば
8.そば打ちの実演　

1.そばの花　2.そばの実
3.花が咲いたオーナーの区画
4.収穫前のそばの圃場

▼▼▼

4

1

２

3

56

8

オーナーの
皆さんで種蒔き
オーナーの
皆さんで種蒔き

利賀では、昔からそばは主食としてたくさん栽培されてきました。

利賀にとっての“そば”は、地域の原風景を未来へつなぐと同時に、

地域の内外をつなぐ大切な作物となっています。

　

そ
の
よ
う
な
背
景
を
持
つ「
利
賀
の
そ
ば
」。平
成
12
年

に「
み
ん
な
で
農
作
業
の
日
」を
当
時
の
利
賀
村
役
場
産

業
振
興
課
が
開
催
し
ま
し
た
。そ
の
際
に
農
作
業
に
興
味

が
あ
る
方
を
募
集
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、利
賀
の
そ

ば
オ
ー
ナ
ー
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

利
賀
の
そ
ば
オ
ー
ナ
ー
に
な
る
と
、７
月
下
旬
頃
に
そ

ば
の
種
ま
き
を
体
験
で
き
ま
す
。栽
培
の
管
理
は「
農
事

組
合
法
人
利
賀
フ
ァ
ー
ム
」が
行
い
、8
月
か
ら
9
月
に

か
け
て
の
開
花
時
期
に
は
写
真
を
各
オ
ー
ナ
ー
に
送
付

し
ま
す
。10
月
に
は
褐
色
に
色
付
き
、刈
り
取
り
が
行
わ

れ
ま
す
。

　

オ
ー
ナ
ー
と
し
て
参
加
で
き
る
も
う
一
つ
の
体
験
が
、

そ
ば
打
ち
体
験
で
す
。家
族
と
一
緒
に
参
加
し
て
、自
分

で
打
っ
た
そ
ば
を
食
べ
て
も
ら
っ
て
い
る
オ
ー
ナ
ー
も
多

く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、オ
ー
ナ
ー
の
皆
さ
ん
に
は
利
賀
産
新
米
10
㎏
ま

た
は
そ
ば
粉
２
㎏
の
ど
ち
ら
か
と
白
爵
か
ぼ
ち
ゃ
な
ど
、

利
賀
の
特
産
品
な
ど
も
配
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

当
初
は
参
加
者
が
少
な
か
っ
た
の
で
す
が
、今
で
は
最

大
20
組
50
人
く
ら
い
の
規
模
に
な
り
、毎
年
参
加
さ
れ
る

方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

現
在
で
は
、上
平
の
赤
か
ぶ
オ
ー
ナ
ー
と
合
わ
せ
て
、

「
み
ん
な
で
農
作
業
の
日
in
五
箇
山
」と
し
て
実
施
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

オ
ー
ナ
ー
の
皆
さ
ん
が
そ
ば
打
ち
体
験
を
行
っ
た
同

日
の
令
和
5
年
10
月
21
日
(土)
、22
日
(日)
に
、例
年
開
催
さ

れ
て
き
た
「
南
砺
利
賀
そ
ば
祭
り
」に
続
く
第
2
の
そ
ば

祭
り
と
し
て
、
今
回
初
開
催
と
な
る
「
新
そ
ば
を
味
わ
う

祭
り
in
T
O
G
A
」が
行
わ
れ
、約
6
0
0
0
人
が
足
を

運
び
ま
し
た
。

　

近
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り

「
南
砺
利
賀
そ
ば
祭
り
」が
開
催
で
き
て
い
な
か
っ
た
た
め
、

利
賀
で
の
そ
ば
祭
り
は
5
年
ぶ
り
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。

祭
り
の
開
催
中
、「
北
海
道
ぼ
た
ん
」「
信
州
ひ
す
い
」

「
信
州
信
濃
1
号
」の
３
つ
の
品
種
の
そ
ば
の
食
べ
比
べ
が

で
き
た
ほ
か
、岩
魚
の
塩
焼
き
や
五
平
餅
な
ど
の
利
賀
の

〝
ご
っ
つ
ぉ（
ご
ち
そ
う
）〞
が
提
供
さ
れ
、当
日
は
、昼
前

か
ら
旬
の
新
そ
ば
を
求
め
て
大
行
列
が
で
き
ま
し
た
。

　

中
に
は
、何
度
も
列
に
並
び
、３
種
の
そ
ば
全
て
を
堪
能

す
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

新
そ
ば
を
味
わ
う
祭
り
in
T
O
G
A

利
賀
村
坂
上
に
あ
る「
そ
ば
工
房
う
ま
い
も
ん
館
」で
は
、

一
年
を
通
し
て
そ
ば
打
ち
体
験
が
で
き
ま
す
。

　

職
人
が
打
つ
そ
ば
も
お
い
し
い
で
す
が
、自
分
で
打
て
ば
な
お

お
い
し
い
も
の
。打
ち
立
て
・
茹
で
立
て
の
そ
ば
の
味
は
格
別
で
、

是
非
〝
作
る
楽
し
さ
・
味
わ
う
嬉
し
さ
〞
を
実
感
し
て
み
て
く

だ
さ
い
。

い
つ
で
も
そ
ば
打
ち
が
体
験
で
き
ま
す
！

　

利
賀
の
魅
力
的
な
風
景
は
、農
産
物
に
あ
ふ
れ
る
秋
だ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。利
賀
村
在
住
で
、ふ
ぉ
と
や
ま
ラ
イ
タ
ー
と
し

て
活
躍
さ
れ
る
米
倉
さ
ん
に
〝
と
っ
て
お
き
の
利
賀
〞
を
お
聞

き
し
た
と
こ
ろ
、「
利
賀
の
冬
は
長
い
雪
の
季
節
に
な
る
た
め
、

利
賀
の
人
々
に
と
っ
て
５
月
に
行
わ
れ
る
春
祭
り
は
、新
し
い

季
節
を
迎
え
る
、喜
び
の
瞬
間
で
す
。地
域
外
に
住
む
親
戚
も

大
勢
集
ま
る
中
、勇
壮
に
大
獅
子
が
舞
い
、み
ず
み
ず
し
く
芽
吹

く
緑
。そ
の
中
に
、鮮
や
か
な
色
を
纏
っ
た
獅
子
や
獅
子
取
り
、

幕
内
な
ど
の
衣
装
が
躍
る
。そ
れ
を
喜
び
の
表
情
で
見
つ
め
る

人
々
の
顔
が
そ
こ
に
は
あ
る
の
で
す
。」と
仰
っ
て
い
ま
し
た
。

　

長
い
冬
を
過
ご
し
た
か
ら
こ
そ
、冬
が
終
わ
り
、春
の
訪
れ

を
告
げ
る
こ
の
瞬
間
は
、心
か
ら
喜
び
を
感
じ
ら

れ
る
瞬
間
な
の
で
し
ょ
う
。

〝
と
っ
て
お
き
の
利
賀
〞

利
賀
の
そ
ば
オ
ー
ナ
ー
制
度

　

利
賀
で
は
、そ
ば
に
代
わ
り
米
が
主
食
に
な
っ
て
か
ら
も
、長
い
冬
の
楽
し
み
の
一
つ

と
し
て
、昔
を
懐
か
し
む
行
事「
そ
ば
会
」が
各
集
落
で
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

昭
和
46
年
か
ら
冬
季
も
定
期
バ
ス
が
運
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、冬
で
も
地
域
外

と
の
交
流
が
容
易
に
な
る
と
、地
域
外
の
皆
さ
ん
を
招
待
し
て「
そ
ば
祭
り
」が
開
催

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
祭
り
は
年
々
盛
況
に
な
り
、ピ
ー
ク
時
に
は
、期
間
中
に
利
賀
の
人
口
の
30
倍

も
の
観
光
客
が
訪
れ
る
一
大
イ
ベ
ン
ト
に
な
り
ま
し
た
。

利
賀
で
栽
培
さ
れ
て
き
た〝
そ
ば
〞

「みんなで農作業の日in五箇山実行委員会」による農産物オーナー制度で、会費は1区画（100平方メートル）あ
たり1万円（令和5年度現在）。そばの種まきとそば打ち体験ができるほか、収穫したそば粉などの特典もあります。
詳しくは実行委員会までお問い合わせください。（5ページ【問い合わせ】を参照ください）

「利賀のそばオーナー制度」とは

写真上：一面に咲くそばの花
写真中：オーナーの皆さん
写真上：一面に咲くそばの花

南砺市

利賀村利賀村

Frusato 
　　　Watchin

g

そば打ち体験

大盛況
！

大盛況
！

大盛況
！

・そばオーナー申込先
みんなで農作業の日in五箇山実行委員会
南砺市下梨2271 (公財)五箇山農業公社内
（TEL:0763-77-3396　FAX:0763-77-1372）

・そば工房 うまいもん館
富山県南砺市利賀村坂上149
（TEL：0763-68-2963  FAX：0763-68-2963）

【問い合わせ】

県の公式観光サイト「とやま観光ナビ」で、写真を用いた富山の
魅力を伝えるブログ風記事を地元ライターに書いていただき、
富山の魅力を地元から発信するプロジェクトです。

「ふぉとやまライター」とは

「ふぉとやまライター」はこちらから▶
URL: https://www.info-toyama.com/articles      

＊記事作成にあたり、利賀地域づくり協議会の笠原さん、ふぉとやまラ
イターの米倉さんにご協力いただきました。ありがとうございました。

参考資料／利賀村史「そば物語」（平成14年7月 利賀村役場産業振興課発行）

ば
オ
ー
ナ
ー
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。

ば
オ
ー
ナ
ー
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。

ば
オ
ー
ナ
ー
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。

ば
オ
ー
ナ
ー
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。

が
あ
る
方
を
募
集
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、利
賀
の
そ

12

1

2

そばが「つなぐ」交流
～地域の原 風 景を未 来へ ～～ 地 域の原 風 景を未 来へ ～

4ふるさとウォッチング　ふるさと保全活動の紹介
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5.「新そばを味わう祭り in TOGA」チラシ
6.そばを求める行列　7.提供された新そば
8.そば打ちの実演　

1.そばの花　2.そばの実
3.花が咲いたオーナーの区画
4.収穫前のそばの圃場

▼

延し

▼

ふるい

▼

自分で打ったそばを実食

4

1

２

3

56

8

オーナーの
皆さんで種蒔き

春
祭
り
の
獅
子
舞

春
祭
り
の
獅
子
舞

利賀では、昔からそばは主食としてたくさん栽培されてきました。

利賀にとっての“そば”は、地域の原風景を未来へつなぐと同時に、

地域の内外をつなぐ大切な作物となっています。

　

そ
の
よ
う
な
背
景
を
持
つ「
利
賀
の
そ
ば
」。平
成
12
年

に「
み
ん
な
で
農
作
業
の
日
」を
当
時
の
利
賀
村
役
場
産

業
振
興
課
が
開
催
し
ま
し
た
。そ
の
際
に
農
作
業
に
興
味

が
あ
る
方
を
募
集
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、利
賀
の
そ

ば
オ
ー
ナ
ー
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

利
賀
の
そ
ば
オ
ー
ナ
ー
に
な
る
と
、７
月
下
旬
頃
に
そ

ば
の
種
ま
き
を
体
験
で
き
ま
す
。栽
培
の
管
理
は「
農
事

組
合
法
人
利
賀
フ
ァ
ー
ム
」が
行
い
、8
月
か
ら
9
月
に

か
け
て
の
開
花
時
期
に
は
写
真
を
各
オ
ー
ナ
ー
に
送
付

し
ま
す
。10
月
に
は
褐
色
に
色
付
き
、刈
り
取
り
が
行
わ

れ
ま
す
。

　

オ
ー
ナ
ー
と
し
て
参
加
で
き
る
も
う
一
つ
の
体
験
が
、

そ
ば
打
ち
体
験
で
す
。家
族
と
一
緒
に
参
加
し
て
、自
分

で
打
っ
た
そ
ば
を
食
べ
て
も
ら
っ
て
い
る
オ
ー
ナ
ー
も
多

く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、オ
ー
ナ
ー
の
皆
さ
ん
に
は
利
賀
産
新
米
10
㎏
ま

た
は
そ
ば
粉
２
㎏
の
ど
ち
ら
か
と
白
爵
か
ぼ
ち
ゃ
な
ど
、

利
賀
の
特
産
品
な
ど
も
配
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

当
初
は
参
加
者
が
少
な
か
っ
た
の
で
す
が
、今
で
は
最

大
20
組
50
人
く
ら
い
の
規
模
に
な
り
、毎
年
参
加
さ
れ
る

方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

現
在
で
は
、上
平
の
赤
か
ぶ
オ
ー
ナ
ー
と
合
わ
せ
て
、

「
み
ん
な
で
農
作
業
の
日
in
五
箇
山
」と
し
て
実
施
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

オ
ー
ナ
ー
の
皆
さ
ん
が
そ
ば
打
ち
体
験
を
行
っ
た
同

日
の
令
和
5
年
10
月
21
日
(土)
、22
日
(日)
に
、例
年
開
催
さ

れ
て
き
た
「
南
砺
利
賀
そ
ば
祭
り
」に
続
く
第
2
の
そ
ば

祭
り
と
し
て
、
今
回
初
開
催
と
な
る
「
新
そ
ば
を
味
わ
う

祭
り
in
T
O
G
A
」が
行
わ
れ
、約
6
0
0
0
人
が
足
を

運
び
ま
し
た
。

　

近
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り

「
南
砺
利
賀
そ
ば
祭
り
」が
開
催
で
き
て
い
な
か
っ
た
た
め
、

利
賀
で
の
そ
ば
祭
り
は
5
年
ぶ
り
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。

祭
り
の
開
催
中
、「
北
海
道
ぼ
た
ん
」「
信
州
ひ
す
い
」

「
信
州
信
濃
1
号
」の
３
つ
の
品
種
の
そ
ば
の
食
べ
比
べ
が

で
き
た
ほ
か
、岩
魚
の
塩
焼
き
や
五
平
餅
な
ど
の
利
賀
の

〝
ご
っ
つ
ぉ（
ご
ち
そ
う
）〞
が
提
供
さ
れ
、当
日
は
、昼
前

か
ら
旬
の
新
そ
ば
を
求
め
て
大
行
列
が
で
き
ま
し
た
。

　

中
に
は
、何
度
も
列
に
並
び
、３
種
の
そ
ば
全
て
を
堪
能

す
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

新
そ
ば
を
味
わ
う
祭
り
in
T
O
G
A

利
賀
村
坂
上
に
あ
る「
そ
ば
工
房
う
ま
い
も
ん
館
」で
は
、

一
年
を
通
し
て
そ
ば
打
ち
体
験
が
で
き
ま
す
。

　

職
人
が
打
つ
そ
ば
も
お
い
し
い
で
す
が
、自
分
で
打
て
ば
な
お

お
い
し
い
も
の
。打
ち
立
て
・
茹
で
立
て
の
そ
ば
の
味
は
格
別
で
、

是
非
〝
作
る
楽
し
さ
・
味
わ
う
嬉
し
さ
〞
を
実
感
し
て
み
て
く

だ
さ
い
。

い
つ
で
も
そ
ば
打
ち
が
体
験
で
き
ま
す
！

　

利
賀
の
魅
力
的
な
風
景
は
、農
産
物
に
あ
ふ
れ
る
秋
だ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。利
賀
村
在
住
で
、ふ
ぉ
と
や
ま
ラ
イ
タ
ー
と
し

て
活
躍
さ
れ
る
米
倉
さ
ん
に
〝
と
っ
て
お
き
の
利
賀
〞
を
お
聞

き
し
た
と
こ
ろ
、「
利
賀
の
冬
は
長
い
雪
の
季
節
に
な
る
た
め
、

利
賀
の
人
々
に
と
っ
て
５
月
に
行
わ
れ
る
春
祭
り
は
、新
し
い

季
節
を
迎
え
る
、喜
び
の
瞬
間
で
す
。地
域
外
に
住
む
親
戚
も

大
勢
集
ま
る
中
、勇
壮
に
大
獅
子
が
舞
い
、み
ず
み
ず
し
く
芽
吹

く
緑
。そ
の
中
に
、鮮
や
か
な
色
を
纏
っ
た
獅
子
や
獅
子
取
り
、

幕
内
な
ど
の
衣
装
が
躍
る
。そ
れ
を
喜
び
の
表
情
で
見
つ
め
る

人
々
の
顔
が
そ
こ
に
は
あ
る
の
で
す
。」と
仰
っ
て
い
ま
し
た
。

　

長
い
冬
を
過
ご
し
た
か
ら
こ
そ
、冬
が
終
わ
り
、春
の
訪
れ

を
告
げ
る
こ
の
瞬
間
は
、心
か
ら
喜
び
を
感
じ
ら

れ
る
瞬
間
な
の
で
し
ょ
う
。

〝
と
っ
て
お
き
の
利
賀
〞

利
賀
の
そ
ば
オ
ー
ナ
ー
制
度

　

利
賀
で
は
、そ
ば
に
代
わ
り
米
が
主
食
に
な
っ
て
か
ら
も
、長
い
冬
の
楽
し
み
の
一
つ

と
し
て
、昔
を
懐
か
し
む
行
事「
そ
ば
会
」が
各
集
落
で
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

昭
和
46
年
か
ら
冬
季
も
定
期
バ
ス
が
運
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、冬
で
も
地
域
外

と
の
交
流
が
容
易
に
な
る
と
、地
域
外
の
皆
さ
ん
を
招
待
し
て「
そ
ば
祭
り
」が
開
催

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
祭
り
は
年
々
盛
況
に
な
り
、ピ
ー
ク
時
に
は
、期
間
中
に
利
賀
の
人
口
の
30
倍

も
の
観
光
客
が
訪
れ
る
一
大
イ
ベ
ン
ト
に
な
り
ま
し
た
。

利
賀
で
栽
培
さ
れ
て
き
た〝
そ
ば
〞

「みんなで農作業の日in五箇山実行委員会」による農産物オーナー制度で、会費は1区画（100平方メートル）あ
たり1万円（令和5年度現在）。そばの種まきとそば打ち体験ができるほか、収穫したそば粉などの特典もあります。
詳しくは実行委員会までお問い合わせください。（5ページ【問い合わせ】を参照ください）

「利賀のそばオーナー制度」とは

南砺市

利賀村利賀村

Frusato 
　　　Watchin

g

そば打ち体験
そば打ち体験
そば打ち体験
そば打ち体験
そば打ち体験

4.収穫前のそばの圃場4

大盛況
！

大盛況
！

大盛況
！

大盛況
！

8.そば打ちの実演　

春
祭
り
の
獅
子
舞

れ
る
瞬
間
な
の
で
し
ょ
う
。・そばオーナー申込先

みんなで農作業の日in五箇山実行委員会
南砺市下梨2271 (公財)五箇山農業公社内
（TEL:0763-77-3396　FAX:0763-77-1372）

・そば工房 うまいもん館
富山県南砺市利賀村坂上149
（TEL：0763-68-2963  FAX：0763-68-2963）

【問い合わせ】

県の公式観光サイト「とやま観光ナビ」で、写真を用いた富山の
魅力を伝えるブログ風記事を地元ライターに書いていただき、
富山の魅力を地元から発信するプロジェクトです。

「ふぉとやまライター」とは

「ふぉとやまライター」はこちらから▶
URL: https://www.info-toyama.com/articles      

＊記事作成にあたり、利賀地域づくり協議会の笠原さん、ふぉとやまラ
イターの米倉さんにご協力いただきました。ありがとうございました。

参考資料／利賀村史「そば物語」（平成14年7月 利賀村役場産業振興課発行）
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は
あ
り
ま
せ
ん
。利
賀
村
在
住
で
、ふ
ぉ
と
や
ま
ラ
イ
タ
ー
と
し

は
あ
り
ま
せ
ん
。利
賀
村
在
住
で
、ふ
ぉ
と
や
ま
ラ
イ
タ
ー
と
し

1

2

そばが「つなぐ」交流
～地域の原 風 景を未 来へ ～～ 地 域の原 風 景を未 来へ ～

5 ふるさとウォッチング　ふるさと保全活動の紹介



23

1.北蟹谷盤持ち石棚田大会147㎏に挑戦
2.棚田神明社の盤持ち石　3.松尾町内の盤持ち石
4.勝興寺サミットでの4町内会長による共同宣言
5.勝興寺鐘楼堂跡　6.勝興寺配置図　

　
北
蟹
谷
地
域
活
性
化
協
議
会
は
、地
域
の
元
気
づ
く
り
を

め
ざ
し
て
、自
治
振
興
会
、各
町
内
の
営
農
組
合
、長
寿
会
、

児
童
会
、地
区
社
会
福
祉
協
議
会
な
ど
北
蟹
谷
地
域
で
活
動

す
る
23
の
団
体
か
ら
計
約
1
0
0
人
の
委
員
を
委
嘱
し
、平

成
27
年
７
月
に
発
足
し
ま
し
た
。

　
各
委
員
は
、「
産
業
振
興
委
員
会
」「
特
産
品
委
員
会
」「
情

報
・
安
心
委
員
会
」「
交
流
促
進
委
員
会
」「
移
住
促
進
委
員
会
」

「
総
務
委
員
会
」の
6
つ
の
委
員
会
に
分
か
れ
、そ
れ
ぞ
れ
の

担
当
分
野
の
活
動
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
令
和
5
年
度
に
は「
富
山
県
農
村
文
化
賞
」を
受
賞
す
る
な

ど
、積
極
的
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

北
蟹
谷
地
域
活
性
化
協
議
会
の
設
立

　
取
り
組
み
の
柱
の
一
つ
が「
薬
草
の
里
づ
く
り
」で
す
。

こ
れ
ま
で
協
議
会
で
は
、耕
作
放
棄
地
対
策
と
特
産
品
づ

く
り
を
兼
ね
て
、ヤ
ー
コ
ン
と
丸
芋
の
栽
培
に
取
り
組
ん

で
き
た
ほ
か
、令
和
4
年
度
に
は
薬
草
で
あ
る
芍
薬
と
ト

ウ
キ
の
栽
培
に
も
着
手
し
ま
し
た
。

　
更
に
品
種
を
増
や
す
こ
と
で
北
蟹
谷
を「
薬
草
の
里
」

と
し
て
ア
ピ
ー
ル
し
、魅
力
ア
ッ
プ
を
図
る
と
と
も
に
、

収
入
の
確
保
と
耕
作
放
棄
地
の
減
少
を
目
的
に
、県
薬

用
植
物
指
導
セ
ン
タ
ー
、高
岡
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
等
と

連
携
し
、ミ
シ
マ
サ
イ
コ
を
第
三
の
薬
草
と
し
て
選
定

し
、令
和
5
年
の
春
か
ら
栽
培
を
始
め
て
い
ま
す
。

2
本
柱
の
支
援
事
業

　
も
う
一
つ
の
取
り
組
み
の
柱
が
、地
域
に
埋
も
れ
て
い

る
歴
史
文
化
を
再
発
掘
し
、元
気
な
地
域
づ
く
り
に
つ
な

げ
て
い
く
こ
と
で
す
。

　
北
蟹
谷
地
域
に
は
、か
つ
て
、ど
の
村
の
神
社
の
境
内
に

も
重
さ
1
0
0
㎏
前
後
の「
盤
持
ち
石
」が
置
か
れ
て
お

り
、俵
の
代
わ
り
に
こ
の
重
い
石
を
持
ち
上
げ
、力
自
慢
を

競
っ
た「
盤
持
ち
石
大
会
」が
開
か
れ
て
い
ま
し
た
。今
で
も

5
つ
の
町
内
の
神
社
に「
盤
持
ち
石
」が
残
っ
て
い
ま
す
。

　「
盤
持
ち
石
大
会
」は
、か
つ
て
の
農
村
社
会
の
姿
を
生

き
生
き
と
映
し
出
す
貴
重
な
農
村
文
化
で
あ
り
、北
蟹
谷

地
域
活
性
化
協
議
会
主
導
の
も
と
、令
和
５
年
10
月
21
日

に
約
60
年
ぶ
り
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。棚
田
神
社
で
開
催

さ
れ
た
今
回
大
会
を
皮
切
り
に
、今
後
、５
つ
の
町
内
に
よ

る
持
ち
回
り
で
開
催
し
、こ
の
伝
統
を
継
承
し
て
い
き
ま

す
。 盤

持
ち
石
大
会
の
復
活

　
令
和
４
年
、国
宝
に
指
定
さ

れ
た
勝
興
寺
は
、現
在
の
伏
木

に
至
る
ま
で
に
何
度
か
の
移
転

を
経
て
お
り
、1
5
1
9
年
か

ら
1
5
8
4
年
ま
で
は
北
蟹

谷
の「
末
友
」に
あ
り
ま
し
た
。

地
区
に
は
鐘
楼
堂
の
跡
が
市

指
定
史
跡
と
し
て
今
も
残
っ
て

い
ま
す
。

　
令
和
４
年
11
月
に
は
、勝
興
寺
が
辿
っ
た「
土
山
」「
高

木
場
」「
末
友
」「
伏
木
」の
各
町
内
会
長
が
集
う「
勝
興
寺

サ
ミ
ッ
ト
」を
開
催
し
ま
し
た
が
、更
に
、

案
内
や
解
説
看
板
を
整
備
し
、
北
蟹

谷
に
あ
る
「
倶
利
伽
羅
古
戦
場
」

「
一
乗
寺
城
祉
」「
松
根
城
祉
」等

と
共
に
歴
史
の
里
づ
く
り
の

核
に
す
る
こ
と
に
し
て
い

ま
す
。

勝
興
寺
跡
の
活
用

　
北
蟹
谷
地
域
活
性
化
協
議
会
の
主
な
取
り
組
み
と
し
て
、

耕
作
放
棄
地
対
策
と
伝
統
文
化
の
復
活
・
継
承
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
を
更
に
発
展
さ
せ
た
い
と
考
え
、中
山
間
地
域
チ
ャ

レ
ン
ジ
支
援
事
業
を
活
用
し
た
地
域
振
興
に
取
り
組
む
こ
と

に
し
ま
し
た
。

中
山
間
地
域
チ
ャ
レ
ン
ジ
支
援
事
業
に

取
り
組
む
き
っ
か
け

中山間地域チャレンジ支援事業　北蟹谷地域活性化協議会(小矢部市)

北蟹谷地区の概要

TEL／0766-69-8321

北蟹谷地域活性化協議会
(北蟹谷公民館内)

【問い合わせ】

めざせ、薬草の里づくり
「盤持ち石」と「勝興寺跡」でつくる歴史文化の里

北蟹谷地域活性化協議会（小矢部市）
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北蟹谷地区のポータルサイト
「北蟹谷だより」
https://kitakanda.arunke.biz/

きた かん    だ

　北蟹谷地区は、富山県の西端に位置する人口約1,200
人の中山間地域です。
　当地区は、少子高齢化と人口減少、耕作放棄地や空き
家の増加など、他の多くの中山間地域と同様の課題を抱
えており、歴史文化や自然を活かし、誰もが顔見知りで助
け合う温かな地域社会の再生が求められています。
　当地区のほぼ中央を横断する国道359号を西へ約
2km進むと、ガソリンスタンドを改修して整備したまちづ
くりの拠点施設「村の駅きたかんだの郷」の看板が目に
入ってきます。当地区のまちづくりの拠点施設です。

小矢部市
北蟹谷地区

芍薬：ボタン科ボタン属の宿根草。鎮痛作用や鎮痙作用があり、腹痛や下痢に効果がある。
トウキ：セリ科シシウド属の多年草。冷え性や貧血などに効果的で、婦人薬に使われる。
ミシマサイコ：セリ科ミシマサイコ属の多年草。かぜや胃痛の時に解熱・鎮痛薬として使われる。
参考／農林水産省webサイト 薬用作物のページ PDFファイル「薬用作物をめぐる状況（2023年6月）」より

富山県では、農村環境の保全意識の向上及び啓発を図ることを目的として、農村環境の保全向上、中山間地域の活性
化、農村文化の継承・創造等に関する優良な共同活動を実践している集落等に対し授与しています。

ミシマサイコ圃場の耕起・畝立て作業

1

薬
草
の
里
づ
く
り

歴
史
文
化
を
活
か
し
た
地
域
づ
く
り

用語
解説

芍薬植付け

ミシマサイコ圃場の草刈りミシマサイコ圃場「もみ殻」散布

ヤーコン苗植付け ミシマサイコ播種作業 丸芋支柱立て作業丸芋支柱立て作業

富山県農村文化賞

「村の駅きたかんだの郷」は 一粒で4度美味しい
「村の駅きたかんだの郷」の特徴は4つの顔をもっていることです。午前中は農産
物直売所とカフェ、昼は食堂、夜は居酒屋として利用されています。地域の人達
の交流の場として賑わっているほか、イベントの会場としても使われています。

7.農産物直売所　8.村の駅食堂　9.「村の駅きたかんだの郷」の外観
10.イベント・ビール祭り　11.かんだカフェ　12.居酒屋「北酒場」

中山間地域
チャレンジ支援事業とは
中山間地域の集落と企業・団体等
が連携して 取り組む農山村を元気
にする活動に対して、県が支援する
事業です。
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23

1.北蟹谷盤持ち石棚田大会147㎏に挑戦
2.棚田神明社の盤持ち石　3.松尾町内の盤持ち石
4.勝興寺サミットでの4町内会長による共同宣言
5.勝興寺鐘楼堂跡　6.勝興寺配置図　

　
北
蟹
谷
地
域
活
性
化
協
議
会
は
、地
域
の
元
気
づ
く
り
を

め
ざ
し
て
、自
治
振
興
会
、各
町
内
の
営
農
組
合
、長
寿
会
、

児
童
会
、地
区
社
会
福
祉
協
議
会
な
ど
北
蟹
谷
地
域
で
活
動

す
る
23
の
団
体
か
ら
計
約
1
0
0
人
の
委
員
を
委
嘱
し
、平

成
27
年
７
月
に
発
足
し
ま
し
た
。

　
各
委
員
は
、「
産
業
振
興
委
員
会
」「
特
産
品
委
員
会
」「
情

報
・
安
心
委
員
会
」「
交
流
促
進
委
員
会
」「
移
住
促
進
委
員
会
」

「
総
務
委
員
会
」の
6
つ
の
委
員
会
に
分
か
れ
、そ
れ
ぞ
れ
の

担
当
分
野
の
活
動
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
令
和
5
年
度
に
は「
富
山
県
農
村
文
化
賞
」を
受
賞
す
る
な

ど
、積
極
的
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

北
蟹
谷
地
域
活
性
化
協
議
会
の
設
立

　
取
り
組
み
の
柱
の
一
つ
が「
薬
草
の
里
づ
く
り
」で
す
。

こ
れ
ま
で
協
議
会
で
は
、耕
作
放
棄
地
対
策
と
特
産
品
づ

く
り
を
兼
ね
て
、ヤ
ー
コ
ン
と
丸
芋
の
栽
培
に
取
り
組
ん

で
き
た
ほ
か
、令
和
4
年
度
に
は
薬
草
で
あ
る
芍
薬
と
ト

ウ
キ
の
栽
培
に
も
着
手
し
ま
し
た
。

　
更
に
品
種
を
増
や
す
こ
と
で
北
蟹
谷
を「
薬
草
の
里
」

と
し
て
ア
ピ
ー
ル
し
、魅
力
ア
ッ
プ
を
図
る
と
と
も
に
、

収
入
の
確
保
と
耕
作
放
棄
地
の
減
少
を
目
的
に
、県
薬

用
植
物
指
導
セ
ン
タ
ー
、高
岡
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
等
と

連
携
し
、ミ
シ
マ
サ
イ
コ
を
第
三
の
薬
草
と
し
て
選
定

し
、令
和
5
年
の
春
か
ら
栽
培
を
始
め
て
い
ま
す
。

2
本
柱
の
支
援
事
業

　
も
う
一
つ
の
取
り
組
み
の
柱
が
、地
域
に
埋
も
れ
て
い

る
歴
史
文
化
を
再
発
掘
し
、元
気
な
地
域
づ
く
り
に
つ
な

げ
て
い
く
こ
と
で
す
。

　
北
蟹
谷
地
域
に
は
、か
つ
て
、ど
の
村
の
神
社
の
境
内
に

も
重
さ
1
0
0
㎏
前
後
の「
盤
持
ち
石
」が
置
か
れ
て
お

り
、俵
の
代
わ
り
に
こ
の
重
い
石
を
持
ち
上
げ
、力
自
慢
を

競
っ
た「
盤
持
ち
石
大
会
」が
開
か
れ
て
い
ま
し
た
。今
で
も

5
つ
の
町
内
の
神
社
に「
盤
持
ち
石
」が
残
っ
て
い
ま
す
。

　「
盤
持
ち
石
大
会
」は
、か
つ
て
の
農
村
社
会
の
姿
を
生

き
生
き
と
映
し
出
す
貴
重
な
農
村
文
化
で
あ
り
、北
蟹
谷

地
域
活
性
化
協
議
会
主
導
の
も
と
、令
和
５
年
10
月
21
日

に
約
60
年
ぶ
り
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。棚
田
神
社
で
開
催

さ
れ
た
今
回
大
会
を
皮
切
り
に
、今
後
、５
つ
の
町
内
に
よ

る
持
ち
回
り
で
開
催
し
、こ
の
伝
統
を
継
承
し
て
い
き
ま

す
。 盤

持
ち
石
大
会
の
復
活

　
令
和
４
年
、国
宝
に
指
定
さ

れ
た
勝
興
寺
は
、現
在
の
伏
木

に
至
る
ま
で
に
何
度
か
の
移
転

を
経
て
お
り
、1
5
1
9
年
か

ら
1
5
8
4
年
ま
で
は
北
蟹

谷
の「
末
友
」に
あ
り
ま
し
た
。

地
区
に
は
鐘
楼
堂
の
跡
が
市

指
定
史
跡
と
し
て
今
も
残
っ
て

い
ま
す
。

　
令
和
４
年
11
月
に
は
、勝
興
寺
が
辿
っ
た「
土
山
」「
高

木
場
」「
末
友
」「
伏
木
」の
各
町
内
会
長
が
集
う「
勝
興
寺

サ
ミ
ッ
ト
」を
開
催
し
ま
し
た
が
、更
に
、

案
内
や
解
説
看
板
を
整
備
し
、
北
蟹

谷
に
あ
る
「
倶
利
伽
羅
古
戦
場
」

「
一
乗
寺
城
祉
」「
松
根
城
祉
」等

と
共
に
歴
史
の
里
づ
く
り
の

核
に
す
る
こ
と
に
し
て
い

ま
す
。

勝
興
寺
跡
の
活
用

　
北
蟹
谷
地
域
活
性
化
協
議
会
の
主
な
取
り
組
み
と
し
て
、

耕
作
放
棄
地
対
策
と
伝
統
文
化
の
復
活
・
継
承
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
を
更
に
発
展
さ
せ
た
い
と
考
え
、中
山
間
地
域
チ
ャ

レ
ン
ジ
支
援
事
業
を
活
用
し
た
地
域
振
興
に
取
り
組
む
こ
と

に
し
ま
し
た
。

中
山
間
地
域
チ
ャ
レ
ン
ジ
支
援
事
業
に

取
り
組
む
き
っ
か
け

中山間地域チャレンジ支援事業　北蟹谷地域活性化協議会(小矢部市)

北蟹谷地区の概要

TEL／0766-69-8321

北蟹谷地域活性化協議会
(北蟹谷公民館内)

【問い合わせ】

めざせ、薬草の里づくり
「盤持ち石」と「勝興寺跡」でつくる歴史文化の里

北蟹谷地域活性化協議会（小矢部市）

45

6

北蟹谷地区のポータルサイト
「北蟹谷だより」
https://kitakanda.arunke.biz/

きた かん    だ

　北蟹谷地区は、富山県の西端に位置する人口約1,200
人の中山間地域です。
　当地区は、少子高齢化と人口減少、耕作放棄地や空き
家の増加など、他の多くの中山間地域と同様の課題を抱
えており、歴史文化や自然を活かし、誰もが顔見知りで助
け合う温かな地域社会の再生が求められています。
　当地区のほぼ中央を横断する国道359号を西へ約
2km進むと、ガソリンスタンドを改修して整備したまちづ
くりの拠点施設「村の駅きたかんだの郷」の看板が目に
入ってきます。当地区のまちづくりの拠点施設です。

小矢部市
北蟹谷地区

芍薬：ボタン科ボタン属の宿根草。鎮痛作用や鎮痙作用があり、腹痛や下痢に効果がある。
トウキ：セリ科シシウド属の多年草。冷え性や貧血などに効果的で、婦人薬に使われる。
ミシマサイコ：セリ科ミシマサイコ属の多年草。かぜや胃痛の時に解熱・鎮痛薬として使われる。
参考／農林水産省webサイト 薬用作物のページ PDFファイル「薬用作物をめぐる状況（2023年6月）」より

富山県では、農村環境の保全意識の向上及び啓発を図ることを目的として、農村環境の保全向上、中山間地域の活性
化、農村文化の継承・創造等に関する優良な共同活動を実践している集落等に対し授与しています。

ミシマサイコ圃場の耕起・畝立て作業

1

薬
草
の
里
づ
く
り

歴
史
文
化
を
活
か
し
た
地
域
づ
く
り

用語
解説

芍薬植付け

ミシマサイコ圃場の草刈りミシマサイコ圃場「もみ殻」散布

ヤーコン苗植付け ミシマサイコ播種作業 丸芋支柱立て作業丸芋支柱立て作業

富山県農村文化賞

「村の駅きたかんだの郷」は 一粒で4度美味しい
「村の駅きたかんだの郷」の特徴は4つの顔をもっていることです。午前中は農産
物直売所とカフェ、昼は食堂、夜は居酒屋として利用されています。地域の人達
の交流の場として賑わっているほか、イベントの会場としても使われています。

7.農産物直売所　8.村の駅食堂　9.「村の駅きたかんだの郷」の外観
10.イベント・ビール祭り　11.かんだカフェ　12.居酒屋「北酒場」

中山間地域
チャレンジ支援事業とは
中山間地域の集落と企業・団体等
が連携して 取り組む農山村を元気
にする活動に対して、県が支援する
事業です。
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▲ロゴマーク

▲

生
産
し
た
果
物
を
持
つ
中
島
さ
ん

▼中島果樹園直売所正面中島果樹園直売所正面

▼

▼

▼
ぎんなんぎんなん

◀
加
工
所
の
皆
さ
ん

1.梅干しなど　2.かきもち　3.白なす焼き

1

2

3

株式会社石田組
農産加工部門

　
魚
津
市
中
心
部
に
あ
る
「
中
島
果
樹
園
」
で
は
、

1
5
0
年
以
上
の
歴
史
が
あ
る「
魚
津
梨
・
魚
津
り
ん

ご
」の
栽
培
や
、直
売
所
の
運
営
及
び
販
売
、収
穫
体
験

の
受
け
入
れ
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
新
鮮
な
梨
と
り
ん
ご
を
で
き
る
だ
け
長
い
期
間
楽
し

ん
で
ほ
し
い
と
の
思
い
か
ら
、収
穫
時
期
の
異
な
る
様
々

な
品
種
を
栽
培
し
、梨
は
８
月
初
旬
〜
11
月
上
旬
、り

ん
ご
は
８
月
下
旬
〜
12
月
中
旬
の
期
間
、市
場
に
出
回

ら
な
い
珍
し
い
品
種
等
を
販
売
し
て
い
ま
す
。

　
直
売
所
で
は
、生
果
が
な
い
時
期
で
も
訪
れ
た
く
な

る
場
所
づ
く
り
を
目
指
し
、幅
広
い
世
代
の
方
に
楽
し

ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
数
多
く
の
加
工
品
を
販
売
し
て

い
ま
す
。
特
に
、
梨
・
り
ん
ご
を
使
用
し
た
ジ
ャ
ム
、

ジ
ュ
ー
ス
、ド
ラ
イ
フ
ル
ー
ツ
な
ど
の
販
売
の
ほ
か
、店

内
や
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
で
焼
き
菓
子
や
ド
リ
ン
ク
な
ど
を

楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。ま
た
、梨（
生
果
）と
ジ
ュ
ー

ス
の
ギ
フ
ト
セ
ッ
ト
は
、お
世
話
に
な
っ
た
方
へ
の
贈
答

品
に
ぴ
っ
た
り
で
す
。

　
８
〜
11
月
の
梨
・
り
ん
ご
の
収
穫
時
期
に
は
、

家
族
連
れ
か
ら
海
外
の
旅
行
客
ま
で
、
幅
広
く

収
穫
体
験
を
受
け
入
れ
て
い
ま
す
。完
熟
の
状
態

で
収
穫
す
る
た
め
、糖
度
が
高
く
と
て
も
ジ
ュ
ー

シ
ー
で
す
。

　
ま
た
、ギ
タ
ー
や
フ
ラ
ダ
ン
ス
等
の
カ
ル
チ
ャ
ー
教
室

や
各
種
イ
ベ
ン
ト
も
時
々
開
催
さ
れ
、果
樹
園
と
し
て
の

み
な
ら
ず
、地
域
の
交
流
拠
点
と
し
て
も
、若
い
方
か
ら

ご
年
配
の
方
ま
で
多
く
の
方
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
平
成
30
年
度
に
は
、県
の「
農
村
女
性
起
業
チ
ャ
レ
ン

ジ
事
業
」を
活
用
し
、新
商
品
開
発
や
商
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ

の
ロ
ゴ
の
デ
ザ
イ
ン
を
行
っ
た
ほ
か
、商
品
を
紹
介
す
る

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も
作
成
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、令
和
３
、４
年
度
に
は
、県
の「
６
次
産
業
化

と
や
ま
の
魅
力
発
信
事
業
」を
活
用
し
、お
客
様
の
受
入

れ
の
た
め
の
駐
車
場
の
拡
張
や
休
憩
ス
ペ
ー
ス
を
整
備

し
た
ほ
か
、観
光
業
者
と
連
携
し
た
体
験
プ
ラ
ン
も
実

施
し
、魅
力
ア
ッ
プ
を
図
り
ま
し
た
。

〝
果
樹
の
ま
ち
魚
津
〞
を
国
内
外
に
P
R
す
る
た
め
、

こ
れ
か
ら
も
様
々
な
取
り
組
み
を
行
い
、新
た
な
魅
力

を
発
信
し
て
い
か
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。ぜ
ひ
一
度
足
を

お
運
び
く
だ
さ
い
。

魅力たっぷり！ とやまの6次産業化

　
石
川
県
と
の
県
境
の
ほ
ど
近
く
、南
砺
市
砂
子
谷
に

事
業
所
を
構
え
る「
株
式
会
社
石
田
組
」。土
木
工
事
が

主
な
事
業
で
す
が
、個
人
で
取
り
組
ん
で
い
た
農
業
や

加
工
業
を
会
社
で
担
う
こ
と
と
し
、平
成
28
年
4
月
に

農
産
加
工
部
門
を
設
立
し
ま
し
た
。
今
で
は
10
ヘ
ク

タ
ー
ル
超
の
農
地
で
米
を
栽
培
す
る
生
産
者
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
高
齢
化
等
に
よ
り
営
農
の
継
続
が
で
き
な
く
な
っ
た

地
元
農
業
者
か
ら
田
ん
ぼ
や
耕
作
放
棄
地
を
任
さ
れ
る

こ
と
が
増
え
、そ
れ
を
一
手
に
会
社
で
引
き
受
け
、生
産

に
励
ん
で
い
ま
す
。今
で
は
米
に
加
え
、白
な
す
や
里
芋
、

銀
杏
、ゴ
ー
ヤ
、マ
コ
モ
ダ
ケ
な
ど
、数
多
く
の
農
産
物

を
生
産
し
て
い
ま
す
。

　
廃
校
に
な
っ
た
地
元
小
学
校
の
解
体
に
伴
い
、不
要

と
な
っ
た
調
理
室
の
機
材
を
引
き
取
り
、加
工
場
を
新

設
し
た
こ
と
が
、6
次
産
業
化
へ
の
取
り
組
み
の
き
っ
か

け
に
な
り
ま
し
た
。切
餅
や
か
き
も
ち
、お
こ
わ
等
の
米

の
加
工
品
を
は
じ
め
、山
菜
の
天
ぷ
ら
や
竹
の
子
の
水

煮
、昔
な
が
ら
の
梅
干
し
や
い
も
が
い
餅
、近
年
で
は
里

芋
や
銀
杏
、カ
ッ
ト
し
た
ゴ
ー
ヤ
や
マ
コ
モ
ダ
ケ
等
の
冷

凍
品
等
々
、新
た
な
加
工
品
を
次
々
と
生
み
出
し
、バ
ラ

エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
商
品
展
開
を
し
て
い
ま
す
。

　
カ
ラ
フ
ル
な
か
き
も
ち
や
白
焼
き
な
す
の
冷
凍
品
な

ど
の
独
創
性
に
富
ん
だ
加
工
品
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
で

生
ま
れ
て
い
る
の
か
、担
当
の
石
田
さ
ん
に
伺
っ
た
と
こ

ろ
、「
主
婦
の
ア
イ
デ
ィ
ア
」で
、た
く
さ
ん
収
穫
し
た
野

菜
を
見
て
、こ
れ
を
使
っ
て
主
婦
の
助
け
と
す
る
に
は
ど

う
し
た
ら
よ
い
か
を
、主
婦
目
線
で
知
恵
を
絞
っ
て
商

品
化
し
た
、と
の
こ
と
で
し
た
。

　
ま
た
、商
品
開
発
に
は
、「
お
客
様
の
声
」を
と
て
も
大

切
に
し
、「
に
し
ん
の
ぬ
か
漬
け
の
周
り
の
み
そ
は
ど
う

し
た
ら
よ
い
か
」と
の
問
い
合
わ
せ

を
受
け
た
時
に
は
、
商
品
に
食
べ
方

を
記
載
す
る
な
ど
、お
客
様
か
ら
の

ご
意
見
に
対
し
、す
ぐ
に
改
善
を
検

討
し
、商
品
に
反
映
し
て
い
ま
す
。

　
地
域
か
ら
頼
ら
れ
る
存
在
の
石
田

組
で
す
が
、農
作
業
や
野
菜
等
の
皮
む
き
を
近
所
の
方

に
手
伝
っ
て
も
ら
う
な
ど
、地
域
か
ら
助
け
て
い
た
だ
く

こ
と
も
多
い
と
の
こ
と
で
、助
け
合
い
の
精
神
で
良
好
な

関
係
性
を
築
い
て
い
る
こ
と
が
感
じ
取
れ
ま
す
。こ
の

よ
う
な
石
田
組
の
真
摯
な
姿
勢
が
、購
入
さ
れ
た
お
客

様
に
も
伝
わ
り
、多
く
の
リ
ピ
ー
タ
ー
の
獲
得
に
つ
な

が
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　
ア
イ
デ
ィ
ア
と
真
心
た
っ
ぷ
り
の
商
品
を
ぜ
ひ
一
度

ご
賞
味
く
だ
さ
い
。
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魅力
たっぷり！
魅力

たっぷり！

〝〝〝
魚
津
を
果
樹
の
ま
ち
に
〞

   

中
島
果
樹
園

中
島
果
樹
園

〝
魚
津
を
果
樹
の
ま
ち
に
〞

   

中
島
果
樹
園

〝
地
域
と
支
え
あ
い
、
地
域
に
愛
さ
れ
る
農
産
加
工
品
〞

    

株
式
会
社
石
田
組   

農
産
加
工
部
門

住所／魚津市友道1544
電話／0765-22-7274　
営業時間／10：00～17：00※  休業日／不定休※
ホームページ／https://nakashimafarm.com/
Instagram／nakashimafarm1544

中島果樹園中島果樹園中島果樹園中島果樹園

※繁忙期（８～12月）は時間を延長し
て営業。最新情報はインスタグラム
をご覧ください。

インスタグラム▶

バラエティ豊かなラインナップ

ひとつひとつ丁寧に

カワイイ外観

や
各
種
イ
ベ
ン
ト
も
時
々
開
催
さ
れ
、果
樹
園
と
し
て
の

み
な
ら
ず
、地
域
の
交
流
拠
点
と
し
て
も
、若
い
方
か
ら

ご
年
配
の
方
ま
で
多
く
の
方
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

ご
年
配
の
方
ま
で
多
く
の
方
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。店内は

加工品が
ズラリ♥

農林漁業者が行う、6次産業化に向けた取り組みに対し県が
支援する事業です。

６次産業化とやまの魅力発信事業とは

農村女性起業の、地場の農産物を活用した新商品開発や業
務拡大に対し県が支援する事業です。

農村女性起業チャレンジ事業とは2 1

年
度
に
は
、県
の「
農
村
女
性
起
業
チ
ャ
レ
ン

年
度
に
は
、県
の「
農
村
女
性
起
業
チ
ャ
レ
ン

ジ
事
業
」を
活
用
し
、新
商
品
開
発
や
商
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ

ジ
事
業
」を
活
用
し
、新
商
品
開
発
や
商
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ

ジ
事
業
」を
活
用
し
、新
商
品
開
発
や
商
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ

ジ
事
業
」を
活
用
し
、新
商
品
開
発
や
商
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ

と
や
ま
の
魅
力
発
信
事
業
」を
活
用
し
、お
客
様
の
受
入

と
や
ま
の
魅
力
発
信
事
業
」を
活
用
し
、お
客
様
の
受
入

と
や
ま
の
魅
力
発
信
事
業
」を
活
用
し
、お
客
様
の
受
入

と
や
ま
の
魅
力
発
信
事
業
」を
活
用
し
、お
客
様
の
受
入

と
や
ま
の
魅
力
発
信
事
業
」を
活
用
し
、お
客
様
の
受
入

と
や
ま
の
魅
力
発
信
事
業
」を
活
用
し
、お
客
様
の
受
入

と
や
ま
の
魅
力
発
信
事
業
」を
活
用
し
、お
客
様
の
受
入

　
ま
た
、令
和
３
、４
年
度
に
は
、県
の「
６
次
産
業
化

1

2
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▲ロゴマーク

▲

生
産
し
た
果
物
を
持
つ
中
島
さ
ん

▼

▼

かきもち

▼かきもち作り
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住所／南砺市砂子谷1534 
電話／0763-58-1024　
FAX／0763-58-1152
販売場所
道の駅福光、道の駅メルヘンおやべ、
もりもりハウス（砺波市）

株式会社石田組
農産加工部門

　
魚
津
市
中
心
部
に
あ
る
「
中
島
果
樹
園
」
で
は
、

1
5
0
年
以
上
の
歴
史
が
あ
る「
魚
津
梨
・
魚
津
り
ん

ご
」の
栽
培
や
、直
売
所
の
運
営
及
び
販
売
、収
穫
体
験

の
受
け
入
れ
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
新
鮮
な
梨
と
り
ん
ご
を
で
き
る
だ
け
長
い
期
間
楽
し

ん
で
ほ
し
い
と
の
思
い
か
ら
、収
穫
時
期
の
異
な
る
様
々

な
品
種
を
栽
培
し
、梨
は
８
月
初
旬
〜
11
月
上
旬
、り

ん
ご
は
８
月
下
旬
〜
12
月
中
旬
の
期
間
、市
場
に
出
回

ら
な
い
珍
し
い
品
種
等
を
販
売
し
て
い
ま
す
。

　
直
売
所
で
は
、生
果
が
な
い
時
期
で
も
訪
れ
た
く
な

る
場
所
づ
く
り
を
目
指
し
、幅
広
い
世
代
の
方
に
楽
し

ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
数
多
く
の
加
工
品
を
販
売
し
て

い
ま
す
。
特
に
、
梨
・
り
ん
ご
を
使
用
し
た
ジ
ャ
ム
、

ジ
ュ
ー
ス
、ド
ラ
イ
フ
ル
ー
ツ
な
ど
の
販
売
の
ほ
か
、店

内
や
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
で
焼
き
菓
子
や
ド
リ
ン
ク
な
ど
を

楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。ま
た
、梨（
生
果
）と
ジ
ュ
ー

ス
の
ギ
フ
ト
セ
ッ
ト
は
、お
世
話
に
な
っ
た
方
へ
の
贈
答

品
に
ぴ
っ
た
り
で
す
。

　
８
〜
11
月
の
梨
・
り
ん
ご
の
収
穫
時
期
に
は
、

家
族
連
れ
か
ら
海
外
の
旅
行
客
ま
で
、
幅
広
く

収
穫
体
験
を
受
け
入
れ
て
い
ま
す
。完
熟
の
状
態

で
収
穫
す
る
た
め
、糖
度
が
高
く
と
て
も
ジ
ュ
ー

シ
ー
で
す
。

　
ま
た
、ギ
タ
ー
や
フ
ラ
ダ
ン
ス
等
の
カ
ル
チ
ャ
ー
教
室

や
各
種
イ
ベ
ン
ト
も
時
々
開
催
さ
れ
、果
樹
園
と
し
て
の

み
な
ら
ず
、地
域
の
交
流
拠
点
と
し
て
も
、若
い
方
か
ら

ご
年
配
の
方
ま
で
多
く
の
方
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
平
成
30
年
度
に
は
、県
の「
農
村
女
性
起
業
チ
ャ
レ
ン

ジ
事
業
」を
活
用
し
、新
商
品
開
発
や
商
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ

の
ロ
ゴ
の
デ
ザ
イ
ン
を
行
っ
た
ほ
か
、商
品
を
紹
介
す
る

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も
作
成
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、令
和
３
、４
年
度
に
は
、県
の「
６
次
産
業
化

と
や
ま
の
魅
力
発
信
事
業
」を
活
用
し
、お
客
様
の
受
入

れ
の
た
め
の
駐
車
場
の
拡
張
や
休
憩
ス
ペ
ー
ス
を
整
備

し
た
ほ
か
、観
光
業
者
と
連
携
し
た
体
験
プ
ラ
ン
も
実

施
し
、魅
力
ア
ッ
プ
を
図
り
ま
し
た
。

〝
果
樹
の
ま
ち
魚
津
〞
を
国
内
外
に
P
R
す
る
た
め
、

こ
れ
か
ら
も
様
々
な
取
り
組
み
を
行
い
、新
た
な
魅
力

を
発
信
し
て
い
か
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。ぜ
ひ
一
度
足
を

お
運
び
く
だ
さ
い
。

魅力たっぷり！ とやまの6次産業化

　
石
川
県
と
の
県
境
の
ほ
ど
近
く
、南
砺
市
砂
子
谷
に

事
業
所
を
構
え
る「
株
式
会
社
石
田
組
」。土
木
工
事
が

主
な
事
業
で
す
が
、個
人
で
取
り
組
ん
で
い
た
農
業
や

加
工
業
を
会
社
で
担
う
こ
と
と
し
、平
成
28
年
4
月
に

農
産
加
工
部
門
を
設
立
し
ま
し
た
。
今
で
は
10
ヘ
ク

タ
ー
ル
超
の
農
地
で
米
を
栽
培
す
る
生
産
者
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
高
齢
化
等
に
よ
り
営
農
の
継
続
が
で
き
な
く
な
っ
た

地
元
農
業
者
か
ら
田
ん
ぼ
や
耕
作
放
棄
地
を
任
さ
れ
る

こ
と
が
増
え
、そ
れ
を
一
手
に
会
社
で
引
き
受
け
、生
産

に
励
ん
で
い
ま
す
。今
で
は
米
に
加
え
、白
な
す
や
里
芋
、

銀
杏
、ゴ
ー
ヤ
、マ
コ
モ
ダ
ケ
な
ど
、数
多
く
の
農
産
物

を
生
産
し
て
い
ま
す
。

　
廃
校
に
な
っ
た
地
元
小
学
校
の
解
体
に
伴
い
、不
要

と
な
っ
た
調
理
室
の
機
材
を
引
き
取
り
、加
工
場
を
新

設
し
た
こ
と
が
、6
次
産
業
化
へ
の
取
り
組
み
の
き
っ
か

け
に
な
り
ま
し
た
。切
餅
や
か
き
も
ち
、お
こ
わ
等
の
米

の
加
工
品
を
は
じ
め
、山
菜
の
天
ぷ
ら
や
竹
の
子
の
水

煮
、昔
な
が
ら
の
梅
干
し
や
い
も
が
い
餅
、近
年
で
は
里

芋
や
銀
杏
、カ
ッ
ト
し
た
ゴ
ー
ヤ
や
マ
コ
モ
ダ
ケ
等
の
冷

凍
品
等
々
、新
た
な
加
工
品
を
次
々
と
生
み
出
し
、バ
ラ

エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
商
品
展
開
を
し
て
い
ま
す
。

　
カ
ラ
フ
ル
な
か
き
も
ち
や
白
焼
き
な
す
の
冷
凍
品
な

ど
の
独
創
性
に
富
ん
だ
加
工
品
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
で

生
ま
れ
て
い
る
の
か
、担
当
の
石
田
さ
ん
に
伺
っ
た
と
こ

ろ
、「
主
婦
の
ア
イ
デ
ィ
ア
」で
、た
く
さ
ん
収
穫
し
た
野

菜
を
見
て
、こ
れ
を
使
っ
て
主
婦
の
助
け
と
す
る
に
は
ど

う
し
た
ら
よ
い
か
を
、主
婦
目
線
で
知
恵
を
絞
っ
て
商

品
化
し
た
、と
の
こ
と
で
し
た
。

　
ま
た
、商
品
開
発
に
は
、「
お
客
様
の
声
」を
と
て
も
大

切
に
し
、「
に
し
ん
の
ぬ
か
漬
け
の
周
り
の
み
そ
は
ど
う

し
た
ら
よ
い
か
」と
の
問
い
合
わ
せ

を
受
け
た
時
に
は
、
商
品
に
食
べ
方

を
記
載
す
る
な
ど
、お
客
様
か
ら
の

ご
意
見
に
対
し
、す
ぐ
に
改
善
を
検

討
し
、商
品
に
反
映
し
て
い
ま
す
。

　
地
域
か
ら
頼
ら
れ
る
存
在
の
石
田

組
で
す
が
、農
作
業
や
野
菜
等
の
皮
む
き
を
近
所
の
方

に
手
伝
っ
て
も
ら
う
な
ど
、地
域
か
ら
助
け
て
い
た
だ
く

こ
と
も
多
い
と
の
こ
と
で
、助
け
合
い
の
精
神
で
良
好
な

関
係
性
を
築
い
て
い
る
こ
と
が
感
じ
取
れ
ま
す
。こ
の

よ
う
な
石
田
組
の
真
摯
な
姿
勢
が
、購
入
さ
れ
た
お
客

様
に
も
伝
わ
り
、多
く
の
リ
ピ
ー
タ
ー
の
獲
得
に
つ
な

が
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　
ア
イ
デ
ィ
ア
と
真
心
た
っ
ぷ
り
の
商
品
を
ぜ
ひ
一
度

ご
賞
味
く
だ
さ
い
。
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魅力

たっぷり！
魅力

たっぷり！

〝
魚
津
を
果
樹
の
ま
ち
に
〞

   

中
島
果
樹
園

〝
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さ
れ
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株
式
会
社
石
田
組   

農
産
加
工
部
門

バラエティ豊かなラインナップ

ひとつひとつ丁寧に

カワイイ外観

店内は
加工品が
ズラリ♥

農林漁業者が行う、6次産業化に向けた取り組みに対し県が
支援する事業です。

６次産業化とやまの魅力発信事業とは

農村女性起業の、地場の農産物を活用した新商品開発や業
務拡大に対し県が支援する事業です。

農村女性起業チャレンジ事業とは2 1
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