
富山県における
農業従事者の考察

富山大学 中村ゼミ
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新規就農者は
約年間60人

61

63

65

67

69

0

1

2

3

4

5

2000 2005 2010 2015

(歳)(万人)
農業就業人口と平均年齢(富山県)

15~64歳 65歳以上 平均年齢
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いずれ
従事者がいなくなるかも

農業就業人口

現状
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就農人口減少の原因

収入が不安定

力仕事のイメージ

農業に魅力を感じない

担い手が育たない

若者が都市へ流出
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現状



農業所得の変化

北陸農林水産統計データ【農林水産統計年報】よりグラフ作成
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多面的機能の喪失
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農林業センサスより作成

問題
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多面的機能の喪失

土砂崩を防ぐ機能

文化を伝承する機能

地下水をつくる機能

農村景観を保全する機能

気温を調節する機能

洪水を防ぐ機能

7

問題



耕作放棄地増加

多面的機能の喪失

自然災害多発収入が不安定

農業従事者の減少

問題点

農業従事者
の確保
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問題



対策

➢ 野菜生産へシフト

➢ 高齢者の起用

対策
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野菜生産へシフト

米の自給率──290％

野菜の自給率──22％

産出額(耕種)

その他 野菜

58億円
(全国シェア0.2％)

「都道府県の姿グラフと統計でみる農林水産業」より作成
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野菜生産へシフト

米の価格

米農家の所得
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北陸農政局統計部「平成の米」より作成
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富山コシヒカリ
266円/kg

野菜生産へシフト

白ネギ
868円/kg

タマネギ
256円/kg

ナス
802円/kg

大根
198円/kg

V.S.
H30年度農林水産省「米穀の取引に関する報告」

独立行政法人農畜産業振興機構「野菜の小売価格調査」R2年度9月
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地産地消に対して関心が高まっている

• 安い
• 新鮮
• 安心感

• コストダウン
• 規格外品販売可能
• 品質やサービスの向上

野菜生産へシフト
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対策



野菜生産へシフト

Q.買い物するとき、富山県産の農林水産物を意識して
購入するように心がけているか？

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

日頃から意識して購入するようにしている

どちらかというと意識して購入している

どちらも言えない

あまり意識して購入したことがない

意識して購入したことがない

無回答

令和元年度富山県政世論調査結果より作成
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野菜生産へシフト

メリット

収益が高くなる

野菜のブランド化

野菜の自給率が高くなる

耕作放棄地の活用
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高齢者の起用

退職した高齢者を活用
0

1

2

3

4

5

1995 2000 2005 2010 2015

(万人) 就農人口の推移(富山県)

農業センサスより作成

21,043
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就業理由
• 健康を維持したい
• 収入を得るため

こだわない
8900人

高齢者の起用

「平成29年就業構造基本調査」より作成

農林漁業
500人就職希望者

16,800人
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こだわらない

対策

希望する職種富山県
65歳以上無職者



高齢者の起用
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対策

スマート農業

知識

体力



スマート農業

対策

ロボット技術やICTを活用し、
超省力・高品質生産を実現
する新たな農業

情報共有の簡易化

作業の自動化

データの活用
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スマート農業

高齢者の起用
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対策

法人化



ビジネスモデル

行政機関

農地バンク

企業

高齢者たち

JA・直売所

関連企業
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ビジネスモデル

企業

高齢者たち

• 安定した給料を得る

• 健康維持

• 雇用が確保できる

• 社会的責任の発揮

企業のメリット 従業者のメリット
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対策



ビジネスモデル

行政機関

農地バンク

企業

高齢者たち

JA・直売所

関連企業
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対策



ビジネスモデル

製品
サービス

• システム構築して、
高齢者の参入障壁を
取り除く

• 利用料と実際のデータ
をもらって、更に技術
を発展

企業のメリット
関連企業のメリット

24

対策

IT企業 農業機械
メーカー

企業

関連企業



ビジネスモデル

行政機関

農地バンク

企業

高齢者たち

JA・直売所

関連企業
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ビジネスモデル

JA・直売所

企業• 売り場の確保

• 売上代金

• 売り場の活性化

• 野菜の安定供給

企業のメリット 直売所のメリット
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ビジネスモデル

行政機関

農地バンク

企業

高齢者たち

JA・直売所

関連企業
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対策



ビジネスモデル

農地バンク
(農地中間管理機構)

企業

土地
• 土地情報の収集

• 土地の確保
• 耕作放棄地の活用

農地を貸したい人と借りたい人
の間で仲介を行う機関

企業のメリット
農地バンクのメリット
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対策



ビジネスモデル

行政機関

農地バンク

企業

高齢者たち

JA・直売所

関連企業
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ビジネスモデル

行政機関

企業

• 補助金等の資金 • 農業の振興

• 野菜のブランド化

企業のメリット 行政機関のメリット
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まとめ

まとめ
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農業従事者の現状→収入が不安定

従事者減少による問題→多面的機能の喪失

対策→野菜生産へシフトと高齢者の起用・法人化



ご清聴
ありがとうございました
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