
江戸東京野菜0

寺島なす
寺島村（現・墨田区東向
島）の伝統野菜。茎が細

く小ぶりの実がたくさ

んなることから「蔓細

千成（つるはそせんなり）」

とも呼ばれる。小学校
の記念事業をきっかけ

に復活。商店街の活性
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㊥
江
戸
時
代
か
ら
作
ら
れ
て
い
た
伝
統
野
菜
で
、
東
京
が
産
地

の
も
の
を
探
し
、
復
活
さ
せ
る
活
動
を
さ
れ
て
い
る
大
竹
道

茂
さ
ん
（
七
十
七
歳
）
。
通
年
出
回
る
、
形
の
そ
ろ
っ
た
野
菜
に

は
な
い
よ
さ
を
知
っ
て
も
ら
い
、
そ
の
土
地
で
し
か
収
穫
で

き
な
い
か
ら
こ
そ
出
向
い
て
味
わ
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
い

ま
す
。
江
戸
東
京
野
菜
の
魅
力
を
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

聞
き
手
　
要
幸
男

し
た
。
全
国
か
ら
江
戸
に
集
ま
っ

た
野
菜
が
す
べ
て
よ
か
っ
た
わ
け

で
は
な
く
て
、
江
戸
の
気
候
風
土

に
合
っ
た
も
の
、
お
い
し
い
も
の

が
周
辺
の
農
家
に
広
ま
っ
て
、
江

戸
の
野
菜
と
な
り
ま
し
た
。

東
京
の
都
市
化
で
消
え
た

伝
統
野
菜
を
復
活
さ
せ
る

ー
　
江
戸
東
京
野
菜
と
は
、
ど
ん

な
野
菜
で
す
か
？

大
竹
　
練
馬
大
根
、
谷
中
し
ょ
う

が
、
滝
野
川
ご
ぼ
う
な
ど
が
代
表

的
で
す
。
定
義
と
し
て
は
、
江
戸

時
代
か
ら
作
ら
れ
て
い
る
野
菜
で
、

江
戸
と
い
う
町
（
東
京
）
で
作
ら

れ
て
い
た
伝
統
野
菜
を
　
〝
江
戸
東

京
野
菜
″
　
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

も
と
も
と
江
戸
は
、
徳
川
家
康

が
幕
府
を
開
く
ま
で
は
寒
村
だ
っ

た
の
で
す
が
、
参
勤
交
代
で
地
方

の
大
名
や
家
来
が
江
戸
に
一
年
は

滞
在
し
な
い
と
い
け
な
く
な
り
、

ふ
る
さ
と
の
食
べ
物
が
恋
し
く
て

農
民
を
も
呼
び
寄
せ
て
、
国
元
の

野
菜
を
作
ら
せ
る
よ
う
に
な
り
ま



1935（昭和10）年ごろの練馬。初冬には広い耕地が大根の干し場になり、自一色の世界だった。
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上が青首の大根、下が練馬大根。
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練馬大根
火山灰土壌が、大根

が根を伸ばすのに最

適な環境だった。根
の長さが70cm～1mに

もなるのが特徴。自

首系の大根で、漬物

に適している。
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な
か
で
も
有
名
な
の
が
練
馬
大

根
で
す
。
練
馬
大
根
は
、
徳
川
綱

吉
が
尾
張
か
ら
種
を
取
り
寄
せ
て
、

練
馬
の
土
地
に
ま
い
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
火
山
灰
土
壌
が
深

く
、
土
が
軟
ら
か
か
っ
た
た
め
、

尾
張
で
は
そ
ん
な
に
長
い
大
根
で

は
な
か
っ
た
の
に
、
全
部
一
メ
ー

ト
ル
ほ
ど
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

当
時
は
八
月
末
に
種
を
ま
き
、

十
二
月
に
は
収
穫
し
、
一
斉
に
干

し
て
た
く
あ
ん
漬
け
に
し
ま
し
た
。

今
の
板
橋
区
の
志
村
の
坂
か
ら
見

え
る
、
干
し
た
大
根
の
光
景
が
壮

観
で
、
地
方
か
ら
来
た
人
々
が
「
あ

の
大
根
が
う
ち
の
村
に
あ
っ
た
ら
、

生
活
が
楽
に
な
る
の
で
は
」
と
、

種
を
欲
し
が
っ
た
そ
う
で
す
。
そ

こ
か
ら
種
の
商
売
が
栄
え
、
今
の

巣
鴨
あ
た
り
に
種
屋
が
並
ぶ
種
屋

街
道
が
で
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
種

を
買
い
求
め
、
国
元
に
戻
っ
て
ま

き
、
栽
培
し
た
の
で
、
全
国
に
練

馬
系
の
大
根
が
あ
る
ん
で
す
。

と
こ
ろ
が
時
代
が
進
む
に
つ
れ

東
京
が
都
市
化
し
、
農
地
が
減
り
、

さ
ら
に
は
大
き
さ
や
形
が
そ
ろ
い

や
す
い
F
l
（
一
代
雑
種
）
と
呼
ば

れ
る
、
品
種
改
良
さ
れ
た
野
菜

が
主
流
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

伝
統
野
菜
は
、
大
き
さ
や
形
が

そ
ろ
い
に
く
く
、
規
格
外
に
な
る

も
の
が
多
い
た
め
出
荷
量
が
安
定

し
な
い
と
い
う
理
由
で
、
作
る
農

家
が
減
っ
て
い
き
ま
し
た
。
伝
統

野
菜
を
栽
培
す
る
人
も
、
伝
統
野

菜
に
つ
い
て
知
る
人
も
年
々
少
な

く
な
っ
て
い
き
、
こ
の
ま
ま
で
は

絶
滅
し
て
し
ま
う
と
危
機
を
感
じ
、

江
戸
東
京
野
菜
を
残
す
取
り
組
み

を
始
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

伝
統
野
菜
を
き
っ
か
け
に

町
を
活
性
化
す
る

－
　
伝
統
野
菜
を
通
じ
て
、
ど
ん

な
活
動
を
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

大
竹
　
伝
統
野
菜
は
そ
ろ
い
が
悪

く
て
、
流
通
に
乗
ら
な
く
な
っ
た
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滝野川ごぼう
多摩川と荒川に挟まれた

武蔵野台地（北区滝野川を

東端部とした台地）のような、

水はけがよく、土が深い

土地ならではの作物。根

の長さが80cm～1m以上

もあるのが特徴。
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滝野川ごぼうの収穫。探耕トレンチヤーでごぼう畑の脇を掘り起こし、そこに

23　鉄の棒を突き刺し、周りの土を崩してごぼうを抜き取る。

野
菜
で
す
。
で
す
か
ら
現
在
栽
培

し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
農
家
の

方
々
も
、
伝
統
野
菜
を
後
世
に
残

す
こ
と
に
意
義
を
感
じ
て
く
れ
て
、

一
緒
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

一
年
中
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も

手
に
入
る
野
菜
と
は
違
っ
て
、
栽

培
し
て
い
る
土
地
の
近
く
の
直
売

所
で
し
か
手
に
入
り
ま
せ
ん
。
だ

か
ら
こ
そ
、
そ
の
土
地
ゆ
か
り
の

野
菜
に
出
会
え
る
喜
び
も
あ
る
の

です。数
年
前
に
な
り
ま
す
が
、
荒
川

区
の
小
学
校
の
栄
養
士
か
ら
、
荒

川
の
伝
統
野
菜
「
三
河
島
菜
」
を

探
し
て
ほ
し
い
と
い
う
依
頼
が
あ

り
ま
し
た
。
当
時
は
も
う
東
京
で

は
見
つ
か
ら
ず
、
伝
統
野
菜
を
研

究
し
て
い
る
あ
ち
こ
ち
の
グ
ル
ー

プ
に
当
た
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
仙

台
芭
蕉
菜
と
し
て
残
っ
て
い
る
こ

と
が
分
か
り
ま
し
た
。
明
治
時
代

の
資
料
を
見
せ
て
い
た
だ
く
と
、

「
こ
れ
は
三
河
島
菜
、
仙
台
で
は

芭
蕉
菜
と
い
う
」
と
記
載
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
人
づ
て
に

種
を
分
け
て
も
ら
い
、
小
学
校
で

栽
培
す
る
と
こ
ろ
ま
で
こ
ぎ
つ
け
、

給
食
の
メ
ニ
ュ
ー
に
も
取
り
入
れ

ま
し
た
。
歴
史
を
学
び
、
野
菜
を

栽
培
・
収
穫
し
、
食
べ
る
と
こ
ろ

ま
で
体
験
で
き
て
、
よ
い
教
材
と

な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
伝
統
野
菜
は
町
お
こ
し



伝統野菜への興味も一段と深まる。

ち。伝統野菜は歴史や風土と密接に関係

するため、小学4、5年生のよい教材となる。

三河島菜を栽培し、調理して食べると、

江戸東京野菜◎

青茎三河島菜
三河島菜の塩漬けは、

江戸市民の食生活に欠

かせないものだった。

青茎と自茎の記録があ

るが、自茎は明治にな

って生まれたもので、

青茎が本来の三河島菜。
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品川神社で開催さ

れた、品川かぶの

品評会。地元の人

が集い、地域の活

性化にも役立つ。

江戸東京野菜◎

品川かぶ
一般的な球形ではなく、短い大根のような

円筒形のかぶ。江戸末期から滝野川でも栽

培され、「滝野川かぶ」ともいわれていた。

おおたけ・みちしげ

1944（昭和19）年生まれ。東京農業大学卒業

後、現JA東京中央会に入組。’89（平成元）年、

江戸東京野菜の復活に取り組み、’97年、「江

戸・東京農業の説明板」50本の設置を企画。

江戸東京・伝統野菜研究会代表。NPO法人江

戸東京野菜コンシェルジュ協会代表理事。著書・

監修に『江戸東京野菜』［物語篇・図鑑篇］（と

もに農山漁村文化協会）、『江戸東京野菜の物語伝

統野菜でまちおこし』（平凡社）などがある。

25　写真協力／江戸東京野菜通信　http：〟edoyasai．sblo．jp

構成・文／石田純子

に
も
一
役
買
っ
て
い
ま
す
。

品
川
の
商
店
街
の
八
百
屋
さ
ん

が
、
品
川
神
社
に
立
て
ら
れ
て
い

た
「
江
戸
・
東
京
農
業
の
説
明
板
」

で
、
地
元
に
　
「
品
川
か
ぶ
」
が
あ

っ
た
こ
と
を
知
り
、
そ
の
復
活
に

動
き
出
し
ま
し
た
。

小
学
校
に
種
を
配
っ
た
り
、
栽

培
し
て
く
れ
る
農
家
を
見
つ
け
た

り
し
て
地
元
の
方
々
に
提
供
す
る

よ
う
に
な
る
と
、
と
て
も
喜
ば
れ

ま
し
た
。
各
学
校
で
作
っ
た
品
川

か
ぶ
を
、
品
川
神
社
に
集
め
て
品

評
会
を
す
る
ほ
ど
ま
で
に
な
り
ま

した。伝
統
野
菜
は
、
多
く
の
農
家
に

作
っ
て
も
ら
っ
て
全
国
に
売
り
出

そ
う
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
そ

の
土
地
に
来
て
い
た
だ
い
て
、
そ

の
時
季
（
旬
）
に
収
穫
し
た
も
の

で
お
も
て
な
し
を
す
る
、
そ
し
て

次
の
世
代
に
伝
え
て
い
く
も
の
だ

と
思
い
ま
す
。
ど
の
地
域
に
も
伝

統
野
菜
は
あ
り
ま
す
。
歴
史
を
ひ

も
と
き
、
物
語
を
知
り
、
土
地
の

香
り
や
味
を
ぜ
ひ
楽
し
ん
で
も
ら

い
た
い
で
す
。

2
0
2
1
年
1
月
3
1
日
放
送

「
江
戸
東
京
野
菜
の
復
活
に
賭
け
て
」


