
“江戸東京野菜”を残して、

文化として伝えていきたい。
江戸時代から昭和40年位までの東京で“固定種，，により栽培された野菜を

平成22年にJA東京中央会が“江戸東京野菜”と承認。

その復活と普及そして継承に尽力する大竹道茂さんにお話を伺いました。

野菜を買うなら収穫の季節にJA直売所

に行ってみることおすすめします。種を

買って庭やベランダで自分で育てるのも

楽しいですよ。
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命
を
つ
な
ぐ
ク
固
定
種
〃
と
い
う

種
に
こ
だ
わ
っ
て
い
ま
す

ー
　
江
戸
束
京
野
菜
と
い
う
の
は
、
ど
ん
な
野
菜

で
す
か
？

江
戸
時
代
の
昔
か
ら
、
江
戸
・
東
京
で
栽

培
さ
れ
て
き
た
野
菜
の
こ
と
を
呼
び
ま
す
。

こ
れ
ら
の
多
く
は
ヶ
固
定
種
″
と
い
う
も

の
で
、
種
を
蒔
き
、
出
来
た
野
菜
を
食
べ
、

そ
こ
か
ら
種
を
採
り
、
ま
た
来
年
蒔
く
と
い

う
よ
う
に
種
を
通
し
で
命
が
つ
な
が
っ
て
き

た
野
菜
で
す
。

し
か
し
、
固
定
種
の
特
徴
は
揃
い
が
悪
く
、

大
き
い
の
が
あ
っ
た
り
、
小
さ
い
の
が
あ
っ
た

り
曲
が
っ
て
い
る
の
が
あ
っ
た
り
で
す
。
昭
和

4
0
年
代
、
高
度
経
済
成
長
の
時
代
に
国
は
、

都
市
に
安
定
的
に
野
菜
を
供
給
で
き
る
よ
う

に
「
野
菜
指
定
産
地
」
を
定
め
ま
し
た
。
こ

れ
に
よ
り
規
格
通
り
に
ダ
ン
ボ
ー
ル
に
納
ま

ら
な
い
野
菜
は
敬
遠
さ
れ
、
種
屋
さ
ん
が
作

り
出
し
た
規
格
に
合
う
揃
い
の
良
い
野
菜
が

生
産
者
に
好
ま
れ
、
昭
和
6
0
年
代
に
は
、
固

定
種
を
栽
培
す
る
人
は
、
激
減
し
て
い
ま
し
た
。

今
皆
さ
ん
が
食
べ
て
い
る
野
菜
の
殆
ど

が
、
交
配
種
と
云
わ
れ
る
、
両
親
の
良
い
と

こ
ろ
を
受
け
つ
い
だ
一
代
だ
け
の
雑
種
で
、

そ
れ
か
ら
種
が
と
れ
で
も
同
じ
野
菜
が
出
来

な
い
も
の
で
、
野
菜
は
食
べ
て
終
わ
り
、
ま

た
種
屋
さ
ん
か
ら
種
を
購
入
し
て
栽
培
す
る

と
い
う
も
の
で
す
。

－
　
な
ぜ
ヶ
固
定
種
〟
に
こ
だ
わ
る
の
で
す
か
？

今
日
、
主
要
野
菜
は
交
配
種
が
つ
く
ら
れ

た
こ
と
で
、
一
年
中
栽
培
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

固
定
種
の
野
菜
は
季
節
が
決
ま
っ
た
「
旬
」

の
わ
か
る
野
菜
で
、
不
味
く
で
栽
培
さ
れ
な

く
な
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
流
通
に
乗
ら
な

く
な
っ
た
こ
と
か
ら
栽
培
さ
れ
な
く
な
っ
た

も
の
で
、
食
べ
て
み
る
と
美
味
し
い
も
の
が

多
い
ん
で
す
。
し
か
も
、
地
域
の
名
前
の
付

い
た
野
菜
で
、
そ
れ
は
地
域
の
歴
史
文
化
を

背
負
っ
た
野
菜
な
ん
で
す
。
〝
練
馬
だ
い
こ

ん
〟
ク
滝
野
川
ご
ぼ
う
〟
〝
砂
村
一
本
ね
ぎ
〟
ク
馬

込
三
寸
に
ん
じ
ん
ク
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
に
ゆ
か

り
の
土
地
の
名
前
が
つ
け
ら
れ
、
現
在
4
2
品

目
が
江
戸
東
京
野
菜
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い

ま
す
。
〝
内
藤
か
ぼ
ち
ゃ
〟
〝
内
藤
と
う
が
ら

し
″
〝
鳴
子
う
り
″
〝
早
稲
田
み
ょ
う
が
″
等
、

新
宿
に
ゆ
か
り
の
野
菜
も
あ
り
ま
す
。

－
　
い
つ
頃
か
ら
江
戸
東
京
野
菜
に
関
し
て
の
活

動
を
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
？

昭
和
5
6
年
か
ら
で
す
。
当
時
、
都
市
に
農

地
は
い
ら
な
い
と
い
う
国
の
政
策
「
農
地
の

宅
地
並
み
課
税
」
と
云
う
制
度
が
あ
っ
て
三
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大
都
市
圏
の
農
家
は
苦
し
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
に
反
対
し
た
運
動
で
、
貴
重
な
遺
伝

資
源
を
持
っ
た
江
戸
東
京
の
伝
統
野
菜
を
守

ろ
う
と
思
っ
た
の
が
初
め
て
で
、
江
戸
東
京

の
伝
統
野
菜
が
な
く
な
っ
て
い
い
は
ず
は
な

い
と
思
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
は
江
戸
か
ら

脈
々
と
受
け
継
が
れ
る
歴
史
文
化
を
食
と
い

う
分
野
に
お
い
て
語
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
だ
か
ら
江
戸
東
京
野
菜
を
知
っ
て
も

ら
う
た
め
の
広
報
活
動
を
始
め
、
な
く
な
っ

た
野
菜
を
復
活
さ
せ
、
次
世
代
へ
と
つ
な
げ

て
い
く
た
め
に
全
力
を
傾
け
て
い
る
の
で
す
。

早
稲
田
み
ょ
う
が
を

発
見
し
て
復
活
さ
せ
ま
し
た

－
　
こ
れ
ま
で
の
活
動
の
な
か
で
具
体
的
に
復
活

し
た
野
菜
は
あ
り
ま
す
か
？

分
か
り
や
す
い
一
例
と
し
て
は
〝
早
稲
田

み
ょ
う
が
〟
の
復
活
で
す
。
1
7
0
0
年
代

享
保
年
間
の
文
書
に
も
記
録
が
残
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
昔
か
ら
早
稲
田
で
は
み
ょ
う
が

が
栽
培
さ
れ
で
い
ま
し
た
。
で
も
最
近
で
は

ま
っ
た
く
見
る
こ
と
も
な
い
、
も
う
絶
滅
し

た
と
思
わ
れ
て
い
か
し
た
。
で
も
ふ
と
思
っ

た
ん
で
す
。
み
ょ
う
が
は
種
で
増
や
す
の
で

は
な
く
地
下
茎
で
増
え
て
い
く
は
ず
だ
か
ら
、

も
し
か
す
る
と
人
目
に
つ
か
な
い
早
稲
田
の

古
い
お
屋
敷
の
裏
庭
あ
た
り
に
は
今
で
も

み
ょ
う
が
生
え
で
い
る
の
で
は
な
い
と
。
そ

ん
な
仮
説
を
も
ち
、
捜
索
を
し
て
み
た
い
と

い
ろ
い
ろ
な
人
に
話
し
て
い
た
ら
早
稲
田
大

学
の
副
総
長
を
紹
介
さ
れ
た
ん
で
す
。
そ
の

縁
で
早
稲
田
大
学
の
環
境
塾
と
い
う
グ
ル
ー

プ
の
学
生
が
手
伝
っ
て
く
れ
る
こ
と
に
な
り
、

「
早
稲
田
み
ょ
う
が
捜
索
隊
」
を
結
成
。
早

稲
田
の
街
を
く
ま
な
く
歩
き
、
家
と
家
の
細

い
す
き
間
に
ま
で
入
り
込
ん
で
、
学
生
た
ち

が
探
し
て
く
れ
ま
し
た
。
す
る
と
3
0
数
カ
所

で
見
つ
か
っ
た
ん
で
す
。
こ
の
捜
索
が
切
っ

掛
け
と
な
っ
て
今
で
は
農
家
で
栽
培
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
味
が
漉
く
で
う
ま
い
　
ク
早
稲

田
み
ょ
う
が
〟
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

江
戸
東
京
野
菜
を
栽
培
す
る

小
学
校
も
増
え
て
い
ま
す

弓
次
世
代
へ
継
承
し
て
い
く
活
動
と
し
て
は
ど

ん
な
こ
と
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
か
？

食
育
で
す
ね
。
小
学
校
に
行
っ
て
い
ろ
い

ろ
な
話
を
し
ま
す
。
例
え
ば
江
戸
束
京
野
菜

の
ク
伝
統
小
松
菜
″
の
小
松
菜
は
、
あ
の
「
暴

れ
ん
坊
将
軍
」
　
こ
と
8
代
将
軍
徳
川
吉
宗
が

名
付
け
親
な
ん
だ
と
か
、
子
ど
も
た
ち
が
興

味
を
も
て
る
よ
う
に
話
し
ま
す
。
鷹
狩
り
に

行
っ
た
将
軍
が
お
腹
が
す
き
お
昼
ご
飯
を
食

べ
た
い
と
言
い
出
し
た
の
で
、
お
餅
の
入
っ

た
す
ま
し
汁
に
、
そ
の
あ
た
り
に
生
え
て
い

た
青
菜
を
入
れ
て
だ
し
た
ら
と
て
も
気
に
入

り
、
小
松
川
で
採
れ
る
菜
だ
か
ら
「
小
松
菜
」

と
す
る
が
よ
い
と
名
づ
け
、
そ
れ
が
江
戸
雑

煮
の
原
形
に
な
っ
た
と
聞
く
と
、
自
分
た
ち

の
先
祖
が
ど
う
い
う
生
活
を
し
て
い
た
か
を

野
菜
か
ら
興
味
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
ん
で

す
。
実
際
に
、
江
戸
束
京
野
菜
を
子
ど
も
た

ち
が
育
て
、
で
き
た
野
菜
を
食
べ
て
、
そ
の

種
を
後
輩
た
ち
へ
と
つ
な
い
で
い
く
と
い
う

活
動
を
し
て
い
る
小
学
校
も
あ
り
ま
す
。

1
小
学
生
が
ど
こ
で
江
戸
東
京
野
菜
を
作
っ
て

い
る
の
で
す
か
？

西
新
宿
小
学
校
で
は
、
地
元
に
ゆ
か
り

の
ク
内
藤
か
ぼ
ち
ゃ
〟
を
校
庭
で
栽
培
し
て

い
ま
す
。
し
か
も
食
青
に
熱
心
な
先
生
が
い

て
、
外
部
か
ら
講
師
も
呼
ん
で
、
子
ど
も
た

ち
と
一
緒
に
食
べ
方
も
開
発
し
、
ク
内
藤
か

ぼ
ち
ゃ
″
を
よ
り
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら

お
う
と
頑
張
っ
て
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
試
し

で
子
ど
も
た
ち
が
美
味
い
と
評
判
に
な
っ
た

の
が
蒸
し
パ
ン
と
ジ
ャ
ム
だ
そ
う
で
す
。
こ

れ
な
ら
新
宿
区
の
学
校
給
食
に
も
出
せ
ま

す
。
そ
し
て
採
れ
た
種
を
ま
た
来
年
下
級
生

が
育
て
る
の
で
す
。
相
木
小
学
校
で
は
、
地

元
に
ゆ
か
り
の
ク
鳴
子
う
り
〟
を
校
庭
で
作
っ

て
3
年
目
で
す
。
食
べ
る
と
「
メ
ロ
ン
み
た

い
だ
」
と
子
ど
も
た
ち
が
言
う
の
で
す
が
、

す
ぐ
に
あ
ま
り
甘
く
な
い
と
気
づ
き
ま
す
。

今
年
は
〝
鳴
子
う
り
″
　
の
豊
か
な
香
り
を
生

か
し
て
缶
詰
の
果
物
を
加
え
サ
イ
ダ
ー
を
か

け
た
フ
ル
ー
ツ
ポ
ン
チ
「
鳴
子
う
り
ポ
ン
チ
」

を
作
っ
て
み
ん
な
で
食
べ
ま
し
た
。

－
　
江
戸
東
京
野
菜
を
日
本
全
国
に
流
通
さ
せ
る

つ
も
り
は
な
い
ん
で
す
か
？

も
と
も
と
不
揃
い
だ
か
ら
流
通
に
の
ら
な

く
な
っ
た
の
が
伝
統
野
菜
で
す
。
東
京
で

作
っ
て
、
東
京
で
食
べ
る
。
東
京
に
来
て
食

べ
て
も
ら
う
お
も
て
な
し
食
材
で
す
。

新
宿
な
ら
歩
い
て
も
行
か
れ
る
新
宿
御
苑

の
中
の
「
レ
ス
ト
ラ
ン
ゆ
り
の
き
」
で
食
べ
ら

れ
ま
す
。
一
度
食
べ
れ
ば
旨
味
の
深
さ
に
驚

く
は
ず
。
ま
ず
食
べ
て
み
て
欲
し
い
で
す
ね
。

そ
こ
で
私
は
ま
だ
砂
糖
が
つ
く

ら
れ
て
い
な
い
時
代
に
　
ク
鳴
子

う
り
〟
　
の
甘
さ
が
ど
れ
ほ
ど
貴

重
だ
っ
た
か
を
教
え
る
の
で

す
。
子
ど
も
た
ち
に
体
験
さ
せ

る
こ
と
が
大
事
だ
か
ら
で
す
。
脛


