
東京 2 3 区の農業
感じてみよう、土と自然のめぐみ
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東 京 湾

昔
も
今
も
こ
れ
か
ら
も

農
産
物
は
土
と
自
然
の
た
ま
も
の
。

農
業
・
農
地
は
23
区
の
宝
。

農業・農地の持つ大切な機能

景観・環境 快適な都市空間 地産地消 安全と安心 災害対策 地域の避難場所 農とのふれあい 体験・楽しむ

東
京
の
農
業
に
は
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

さ
か
の
ぼ
る
こ
と
四
百
年
、

百
万
都
市
・
江
戸
の
台
所
を
支
え
た
の
は
、

全
国
一
の
技
術
と
品
質
を
誇
る
近
郊
の
農
業
で
し
た
。

戦
後
の
経
済
復
興
が
進
む
と
、

時
代
は
や
が
て
都
市
の
機
能
を
重
視
し
、

宅
地
化
の
波
と
厳
し
い
課
税
負
担
が
、

東
京
の
農
風
景
を
飲
み
込
ん
で
い
き
ま
し
た
。

農
地
を
手
放
し
、
農
業
を
離
れ
る
人
は
、

現
在
も
歯
止
め
が
き
か
な
い
状
況
で
す
。

環
境
保
全
、
食
の
安
全
、
食
料
自
給
率
な
ど
、

時
代
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
と
も
に
、
い
ま
農
業
が
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
。

都
民
を
対
象
に
し
た
東
京
都
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、

農
地
な
ど
民
有
地
の
緑
を
保
全
す
る
こ
と
が

必
要
と
答
え
た
人
は
98
％
に
も
の
ぼ
り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
み
な
さ
ん
の
思
い
こ
そ

東
京
で
農
業
を
続
け
る
人
へ
の
声
援
と
な
り
ま
す
。

農
業
・
農
地
は
東
京
23
区
の
宝―

―

。

新
し
い
形
で
都
市
の
未
来
を
支
え
る
東
京
23
区
の
農
業
を

一
人
で
も
多
く
の
方
に
応
援
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

杉並区

中野区
新宿区

渋谷区
港区

品川区

世田谷区

大田区

目黒区

練馬区

板橋区
北区

足立区

荒川区

台東区

中央区

千代田区

文京区
豊島区

墨田区

葛飾区

江戸川区

江東区

農地は、都市の緑地空間として良好な景観を保持
するとともに、四季を実感できる癒しの場所とし
ての機能があります。農地周辺の気温低下や地下
水の涵養（かんよう）などにより自然環境を保全
しています。

農業・農地は、区民農園や農業体験農園などを通
じて、区民の皆さんの農作業体験や自然とふれあ
うなどのレクリエーションの場を提供しています。
また、たけのこ掘りやぶどう狩りなど、収穫を通じ
て消費者と生産者の交流の場にもなっています。

農地は、自然災害時に地域住民の避難場所や延
焼防止帯になるなど、防災空地としての機能を
持っています。農作物は、災害用食料として期待
されます。また、水がしみこむ農地は、大雨が降っ
た際など遊水地的な機能を果たしています。

東京23区内で生産されている新鮮で安全な農産
物は、市場流通のほか、農家の直売所や学校給
食への供給などにより、地元で採れた農産物を
地元で消費する「地産地消」の実現に役立って
います。

太字の区が
農地のある10区です。

東京23区の農地面積と農家戸数の推移

［農地面積］提供：東京都農業会議
［農家戸数］出典：東京都総務局統計部 農林業センサス  東京都結果報告
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4東京 23 区の農業

百
万
都
市
・
江
戸
の
食
を
支
え
た

農
業
と
伝
統
野
菜
の
な
り
た
ち

江
戸
に
幕
府
が
置
か
れ
、
徳
川
家
康
が
入
府
す
る

と
、
全
国
か
ら
職
を
求
め
て
人
が
集
ま
り
、
人
口

が
急
激
に
増
加
し
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
人
が
あ

ま
り
い
な
か
っ
た
の
で
、
野
菜
を
は
じ
め
と
す
る

食
料
不
足
が
起
こ
り
ま
し
た
。

幕
府
は
お
城
の
中
や
近
く
に＜

御
前
菜
畑＞
を

作
っ
て
将
軍
家
の
野
菜
を
ま
か
な
い
、
一
方
、
参

勤
交
代
で
江
戸
に
来
て
い
た
大
名
た
ち
は
、
自
分

た
ち
が
食
べ
る
新
鮮
な
野
菜
を
確
保
す
る
た
め
、

ま
た
故
郷
の
味
を
求
め
て
、
国
元
か
ら
種
と
農
民

を
呼
び
寄
せ
て
下
屋
敷
で
栽
培
さ
せ
ま
し
た
。

こ
う
し
て
全
国
各
地
か
ら
集
ま
っ
た
野
菜
の
種
は
、

や
が
て
下
屋
敷
周
辺
で
も
栽
培
さ
れ
よ
う
に
な
り
、

江
戸
の
気
候
風
土
に
合
う
野
菜
に
、
江
戸
ゆ
か
り

の
産
地
名
が
つ
い
て
ブ
ラ
ン
ド
と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
が
「
江
戸
東
京
野
菜
」
と
呼
ば
れ
る
伝
統
野

菜
の
ゆ
え
ん
で
す
。

享
保
年
間
に
は
江
戸
は
世
界
有
数
の
百
万
都
市
と

な
り
、
近
郊
の
農
業
は
、
鮮
度
を
重
視
す
る
野
菜

の
産
地
と
し
て
栄
え
ま
す
。
特
に
粋
な
江
戸
っ
子

の＜

初
物＞

好
き
は
相
当
で
、
そ
の
ニ
ー
ズ
に
こ

た
え
る
た
め
の
促
成
栽
培
の
技
術
も
発
達
し
ま
し

た
。
競
う
よ
う
に
初
物
は
高
騰
し
、
幕
府
は
初
物

づ
く
り
の
禁
止
令
を
度
々
出
し
ま
す
が
、
実
際
に

は
あ
ま
り
効
果
が
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

ま
た
品
種
改
良
の
技
術
も
発
達
し
、
改
良
が
重
ね

ら
れ
た
高
品
質
な
野
菜
の
種
は
、
江
戸
土
産
と
し

て
大
人
気
で
し
た
。
そ
の
一
つ
の＜

練
馬
ダ
イ
コ

ン＞

は
、
長
さ
が
１
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
大
き
な
大

根
な
の
で
、
家
族
が
多
い
時
代
、
ま
さ
に
一
粒
万

倍
の
う
れ
し
い
お
土
産
で
し
た
。《6

ペ
ー
ジ
へ
続
く
》

東
京
の
農
業
と

伝
統
野
菜

大
竹
道
茂

農の食彩 ～いまとむかし～ 東京 23 区の農業の歴史を紐解く

こ
の
辺
り
は
水
田
が
ず
い
ぶ

ん
あ
っ
て
、う
ち
は
地
域
で

一
番
最
後
の
昭
和
五
十
八
年

ま
で
米
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。

当
時
は
も
う
区
画
整
理
で
減

反
し
て
い
た
か
ら
、
機
械
を

買
う
ま
で
も
な
く
て
ね
。
隣

近
所
で
協
力
し
合
っ
て
、
手

作
業
で
田
植
え
や
稲
刈
り
を

し
て
い
ま
し
た
。
昔
は
当
た

り
前
だ
っ
た
「
助
け
合
い
の

精
神
」
で
す
よ
ね
。

私
は
家
の
農
業
を
継
い
だ
と

き
、「
ど
う
せ
や
る
な
ら
と

こ
と
ん
や
ろ
う
」と
決
め
て
、

誰
よ
り
も
早
起
き
し
て
作
業

し
た
り
、
新
し
い
農
法
が
あ

れ
ば
す
ぐ
に
見
学
に
行
っ

て
、
い
い
と
こ
ろ
は
ど
ん
ど

ん
取
り
入
れ
て
き
ま
し
た
。

で
も
、
知
識
だ
け
で
は
ど
う

に
も
な
ら
な
い
の
が
農
業
で

す
。
例
え
ば
小
松
菜
を
連
作

し
過
ぎ
て
土
を
酷
使
す
る
と
、

人
間
と
同
じ
よ
う
に
疲
れ
て

し
ま
う
。
そ
こ
で
薬
品
に
頼

り
す
ぎ
る
と
作
物
が
病
気
に

な
り
や
す
く
な
っ
て
し
ま
う

か
ら
、
自
分
は
以
前
に
人
か

ら
聞
い
た
「
太
ネ
ギ
」
を
植

え
て
み
た
ん
で
す
。
す
る
と

ち
ゃ
ん
と
土
が
回
復
し
た
。

も
ち
ろ
ん
す
ぐ
に
結
果
は
出

ま
せ
ん
よ
。
試
し
て
か
ら
一

年
、
二
年
は
掛
か
り
ま
す
。

何
ご
と
も
知
識
は
実
践
し
な

い
と
自
分
の
技
術
に
は
な
ら

な
い
ん
だ
よ
ね
。
だ
か
ら
こ

そ
自
分
の
農
業
に
自
信
が
持

て
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
な
。

知識は年月をかけて実践する。
それが生きた「技術」になる。

東京都足立区
中田 文雄さん

江
戸
時
代
こ
の
辺
り
が
下
井

草
村
だ
っ
た
こ
ろ
、
徳
川
家

康
が
奥
州
征
伐
で
村
を
通
っ

た
際
に
「
租
税
を
免
除
す
る

か
ら
し
っ
か
り
開
墾
せ
よ
」

と
、
ご
先
祖
様
に
言
っ
た
と

聞
い
て
い
ま
す
。

私
は
そ
の
分
家
の
十
一
代

目
。
無
農
薬
有
機
栽
培
を

始
め
た
の
は
父
の
代
か
ら

で
す
。

当
時
は
手
で
虫
を
取
り
除

い
て
い
ま
し
た
か
ら
ね
。

い
ま
は
防
虫
ネ
ッ
ト
も
機

能
ア
ッ
プ
し
て
、
ほ
ぼ
一

〇
〇
％
、
食
害
を
防
ぐ
こ

と
が
で
き
ま
す
。

自
分
の
こ
だ
わ
り
は
、
鶏

糞
等
の
有
機
肥
料
を
混
ぜ

て
発
酵
さ
せ
た
手
づ
く
り

の
ボ
カ
シ
肥
料
で
す
。

も
う
一
つ
、
父
の
代
か
ら
の

こ
だ
わ
り
が
「
対
面
販
売
」

で
す
。
生
産
者
の
顔
を
見
せ

る
意
味
も
あ
る
し
、
作
り
手

の
思
い
を
伝
え
や
す
い
。
野

菜
の
お
い
し
い
食
べ
方
や
、

な
ぜ
う
ち
が
ボ
カ
シ
肥
料
に

こ
だ
わ
っ
て
い
る
か
も
理
解

し
て
も
ら
え
る
で
し
ょ
う
。

肥
料
づ
く
り
も
対
面
販
売
も

手
間
は
人
一
倍
掛
か
り
ま

す
。
で
も
そ
の
手
間
が
楽
し

い
し
、
何
よ
り
自
分
の
野
菜

を
食
べ
て
「
杉
並
の
野
菜
は

い
い
ね
」
と
、
応
援
し
て
く

れ
る
人
が
増
え
た
ら
う
れ
し

い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
自
然

と
気
合
が
入
り
ま
す
よ
。

自分が作る野菜のおいしさで、
農業のファンを増やしたいですね。

東京都杉並区
井口 幹英さん

大学卒業後ディーラーの営
業マンを経て29歳で就農。
中学校の農業指導をはじめ、
野菜ソムリエの資格を生か
した食育講師もこなす。

昭和 38 年に就農。畑 1反
を提供して行う、近隣小学
校の栽培指導は今年で 7
年目に。季節の様々な収
穫物は、給食にも使われる。
中田さんの昭和 52年当時の田植え
の様子。ご近所同士で稲刈りなども
手伝った。

こだわりの有機肥料と3年前に
取得したベジタブル&フルーツ
マイスターの認定証。

足立区

杉並区

人口100万の江戸は田園都市だった。
各地で様々な伝統野菜が作られていた。
歌川広重「江戸名所一覧双六」（江戸東京博物館蔵）の
農地に農産物を表示したもの。

足立区・中田さんが所蔵する明治・大正時代の入
谷周辺の農家青年部の会史と会計簿。和紙に筆で
「永久保存」と書かれている。
　会史には、農業に関する技術や日誌のほか、日常に
起こった様々なことが記録されており、中には中田
さんのお父様が喧嘩した顛末まで記されていた。
　（足立区・中田文雄さん所蔵）

農 の匠たち  ～ 東 京 2 3 区 の 農 家 さ ん 紹 介～

 （
公
財
）東
京
都
農
林
水
産
振
興
財
団

  

食
育
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
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時
を
越
え
、
命
と
し
て
の
種
と
、

地
域
の
食
文
化
を
つ
な
ぐ
。

産
地
の
名
が
つ
い
た
江
戸
東
京
野
菜
は
、
地
域
な

ら
で
は
の
食
文
化
を
つ
く
り
、
そ
の
一
つ
一
つ
に

物
語
が
あ
る
こ
と
が
特
徴
で
す
。

例
え
ば＜

小
松
菜＞
は
、
八
代
将
軍
・
吉
宗
ゆ
か

り
の
名
前
で
す
。
鷹
狩
り
で
訪
れ
た
吉
宗
が
、「
こ

こ
は
小
松
川
だ
か
ら
小
松
菜
に
す
る
と
よ
い
」
と

命
名
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

金
マ
ク
ワ
と
呼
ば
れ
る＜

鳴
子
ウ
リ＞
は
、
新
宿
・

鳴
子
の
幕
府
御
用
地
で
真
桑
瓜
を
栽
培
し
た
の
が

始
ま
り
で
す
。
宿
場
が
開
か
れ
る
と
当
時
貴
重
な

水
菓
子
と
し
て
、
た
ち
ま
ち
名
物
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
関
東
で
は
一
般
的
な
根
深
ネ
ギ
。
代
表
的

な＜

千
住
ネ
ギ＞

の
歴
史
は
、
大
阪
・
摂
津
の
農

民
が
、
砂
村
で
葉
ネ
ギ
（
青
ネ
ギ
）
を
栽
培
し
た

こ
と
が
は
じ
ま
り
で
す
。
当
時
、
砂
村
は
摂
津
よ

り
寒
か
っ
た
の
か
、
霜
枯
れ
病
で
ネ
ギ
の
葉
が
す

べ
て
枯
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。「
も
っ
た
い
な
い
」

と
掘
り
返
し
て
食
べ
て
み
る
と
、
白
い
部
分
が
な

ん
と
も
甘
く
、
お
い
し
い
。
栽
培
地
は
や
が
て
千

住
に
移
っ
て＜

千
住
ネ
ギ＞

と
し
て
広
が
り
、
関

東
で
は
根
深
ネ
ギ
が
定
着
し
た
の
で
す
。

伝
統
野
菜
に
は
、
生
物
学
的
に
み
て
も
大
き
な
特

徴
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
自
家
採
種
」
で
き
る

こ
と
で
す
。
み
な
さ
ん
は
、
ど
ん
な
野
菜
か
ら
も

種
が
取
れ
る
と
思
っ
て
は
い
ま
せ
ん
か
？
い
ま

ス
ー
パ
ー
な
ど
で
並
ぶ
野
菜
は
、
品
種
の
交
配
に

よ
っ
て
流
通
に
適
し
た
大
き
さ
・
形
・
お
い
し
さ

に
し
た
Ｆ
１
と
呼
ば
れ
る
優
良
品
種
で
す
。
仮
に

こ
の
種
を
蒔
い
た
と
し
て
も
、
同
じ
形
、
お
い
し

さ
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
江
戸
東
京
野
菜
は
、

江
戸
の
昔
か
ら
「
種
を
通
し
て
命
が
つ
な
が
っ
て

い
る
野
菜
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

《
8
ペ
ー
ジ
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続
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農の食彩 ～いまとむかし～ 東京 23 区の農業の歴史を紐解く

細密画「馬込半白胡瓜」
東京都農林総合研究センター所蔵

細密画「亀戸大根」
東京都農林総合研究センター所蔵

東京都農林総合研究センター（旧・東京都農業試験場）には、明治か
ら昭和中期の細密画が約 900点所蔵されている。
　カラー写真のない時代、野菜のでき具合を記録するため、専属の絵師に
細部まで写実的に描かせた。＜滝野川ニンジン＞や＜三河島菜＞など、
今や細密画でしか見ることのできない幻の野菜も多くある。
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江
戸
川
区
は＜

小
松
菜＞

発

祥
の
地
で
す
。
吉
宗
公
が
鷹

狩
り
に
訪
れ
た
際
、
昼
食
場

所
に
香
取
神
社
が
選
ば
れ
、

こ
れ
と
言
っ
て
出
す
も
の
も

な
い
の
で
、
庭
に
生
え
て
い

た
青
菜
を
餅
の
澄
ま
し
汁
に

入
れ
た
と
こ
ろ
大
変
喜
ば
れ

た
。
そ
の
菜
に
特
に
名
が
な

か
っ
た
こ
と
で
、
吉
宗
公
が

小
松
川
村
の
名
に
ち
な
み
、

＜

小
松
菜＞

と
命
名
し
た
と

言
い
ま
す
。
本
当
に
お
い
し

か
っ
た
か
ら
い
ま
に
伝
わ

り
、
全
国
に
広
が
っ
た
の
で

し
ょ
う
ね
。
霜
に
打
た
れ
て

葉
が
厚
く
な
っ
た
昔
な
が
ら

の
小
松
菜
に
比
べ
、
い
ま
は

や
わ
ら
か
い
葉
が
食
卓
で
好

ま
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

土
地
の
高
度
利
用
化
と
と
も

に
、こ
の
辺
り
の
農
地
も
す
っ

か
り
減
り
ま
し
た
。
農
業
は

効
率
の
悪
い
産
業
な
ん
で
す
。

工
場
生
産
の
よ
う
に
種
を
蒔

い
て
す
ぐ
に
収
穫
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
利
益
と
コ

ス
ト
だ
け
を
考
え
た
ら
、
と

て
も
続
け
ら
れ
な
い
で
し
ょ

う
。
で
も
私
は
自
分
の
手
間

賃
が
取
れ
な
く
て
も
続
け
る

こ
と
が
農
民
の
心
意
気
な
ん

だ
と
思
い
ま
す
。
心
意
気
と

は
田
畑
を
大
事
に
す
る
、
土

を
愛
す
る
こ
と
が
原
点
な
ん

で
し
ょ
う
な
。
そ
れ
に
は
、

み
な
さ
ん
の
期
待
に
応
え
ら

れ
る
、
し
っ
か
り
と
し
た
品

質
の
野
菜
を
作
る
こ
と
し
か

な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

農民の心意気っていうのは
土を愛することが原点なんでしょうな。

＜

亀
戸
ダ
イ
コ
ン＞

は
、
小

ぶ
り
で
や
わ
ら
か
く
、
ニ
ン

ジ
ン
の
よ
う
な
形
を
し
て
い

ま
す
。
江
戸
後
期
、
そ
の
名

の
通
り
亀
戸
周
辺
で
盛
ん
に

作
っ
て
い
ま
し
た
が
、
都
市

化
が
進
み
、
葛
飾
で
作
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
い
ま
は

う
ち
を
含
む
三
軒
の
農
家
で

し
か
生
産
し
て
い
ま
せ
ん
。

収
穫
時
期
は
二
月
〜
三
月
。

昔
か
ら
葉
と
と
も
に
漬
け
物

に
す
る
の
が
好
ま
れ
、
食
卓

に
早
春
を
告
げ
る
食
材
の
一

つ
で
し
た
。
秋
野
菜
が
終
わ

り
春
野
菜
を
作
る
前
、
も
っ

と
も
野
菜
の
な
い
時
期
に
栽

培
で
き
る
作
物
と
し
て
、
農

家
と
し
て
も
重
宝
す
る
品
種

だ
っ
た
ん
で
す
。

冬
場
の
野
菜
で
す
か
ら
、
昔

は
よ
し
ず
を
囲
ん
で
暖
か
く

し
て
作
っ
て
い
ま
し
た
。

昔
に
比
べ
る
と
天
候
が
ず
い

ぶ
ん
変
わ
り
ま
し
た
ね
。
夏

も
こ
ん
な
に
暑
く
な
か
っ
た
。

夜
は
気
温
が
下
が
っ
て
朝
露

が
降
り
た
も
の
で
す
が
、
い

ま
は
そ
れ
も
な
い
。
夏
場
で

も
畑
の
土
を
触
る
と
湿
り
気

が
あ
り
ま
し
た
が
、
い
ま
は

灌
水
し
な
い
と
作
物
が
持
ち

ま
せ
ん
。
そ
う
か
と
思
う
と

ゲ
リ
ラ
豪
雨
が
あ
っ
た
り
、

こ
れ
も
都
市
化
の
影
響
な
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

時
代
や
気
候
が
変
わ
ろ
う
と
、

大
切
な
伝
統
野
菜
で
す
か
ら
、

絶
や
さ
な
い
よ
う
に
作
っ
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

時代や気候が変わっても、
伝統野菜を絶やさず作り続けたい。

代々続く農家の 6 代目。数
少ない亀戸ダイコンの生産
者。減農薬有機肥料で手が
け、ネギ、ブロッコリー、小
松菜、枝豆などを直売する。

農業人生50年。現在もトラ
クターで畑を耕す。家は300
年以上続く農家で、高祖父
は幕府方の下級武士として
九州遠征に参加したという。
岩楯さんの畑。この時期は白菜の
小さい品種の漬け菜が畑一面を
みずみずしい緑に。

田辺さんの畑の亀戸ダイコン。
緻密でやわらかく、真っ白に
輝く大根ができる。

江戸川区

葛飾区

農 の匠た ち  ～ 東 京 2 3 区 の 農 家 さ ん 紹 介～

東京都葛飾区
田辺 藤一郎さん

東京都江戸川区
岩楯 重治さん
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子
供
た
ち
の
心
を
育
み

地
域
の
元
気
の
源
と
な
る
。

規
格
栽
培
が
難
し
い
伝
統
野
菜
は
、
流
通
の
発
達

と
と
も
に
市
場
か
ら
姿
を
消
し
ま
し
た
が
、
い
ま

ふ
た
た
び
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

私
が
伝
統
野
菜
の
復
活
に
取
り
組
む
き
っ
か
け
に

な
っ
た
日
本
橋
で
は
、「
京
都
の
京
野
菜
の
よ
う
に
、

東
京
に
も
江
戸
野
菜
が
あ
る
の
で
は
」
と
、
料
理

店
の
方
々
の
熱
意
の
も
と
、
農
家
さ
ん
と
の
協
力

で
生
産
体
制
を
整
え
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
地
域
ぐ
る
み
の
活
動
は
、
都
内
各
地
で

盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
絶
滅
寸
前
だ
っ
た
世

田
谷
の＜

大
蔵
ダ
イ
コ
ン＞

も
今
で
は
た
く
さ
ん

栽
培
さ
れ
て
、
区
民
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
亀

戸
地
区
で
は
平
成
十
年
か
ら
小
学
校
で＜

亀
戸
ダ

イ
コ
ン＞

を
栽
培
し
、
毎
年
三
月
に
香
取
神
社
に

奉
納
す
る
行
事
が
定
着
し
て
い
ま
す
。

小
中
学
校
の
給
食
に
地
元
の
野
菜
を
使
い
、
教
育

の
一
環
と
し
て
農
業
体
験
・
収
穫
体
験
を
取
り
入

れ
る
学
校
も
増
え
て
い
ま
す
。

土
地
と
密
接
な
伝
統
野
菜
を
栽
培
・
収
穫
す
る
こ

と
は
、
ま
さ
に
生
き
た
食
育
で
す
。
土
地
の
地
形

や
地
質
、
歴
史
や
文
化
へ

の
理
解
を
深
め
、
さ
ら
に

は
食
料
自
給
率
を
め
ぐ
る

地
産
地
消
、
環
境
問
題
な

ど
、
未
来
へ
の
課
題
意
識

を
育
み
ま
す
。

何
よ
り
も
土
に
触
れ
る
こ

と
は
、
や
さ
し
さ
や
「
も
っ

た
い
な
い
」
と
思
う
心
を

育
て
て
く
れ
ま
す
。

事
実
、
田
畑
で
野
菜
や
お

米
を
作
り
、
自
分
の
手
で

収
穫
す
る
と
、
野
菜
嫌
い

の
子
供
が
食
べ
て
み
よ
う

と
す
る
。
そ
し
て
「
お
い
し
い
」
と
口
に
す
る
光

景
を
、
私
は
何
度
も
目
に
し
て
き
ま
し
た
。

あ
る
料
理
人
の
方
は
、＜

寺
島
ナ
ス＞

を
手
に
し
て

「
こ
の
ナ
ス
は
ナ
ス
の
匂
い
が
す
る
ね
」
と
言
い
ま

し
た
。
自
然
の
香
り
、
個
性
あ
る
味
わ
い…

私
た

ち
が
忘
れ
て
し
ま
っ
た
大
切
な
何
か
を
、
伝
統
野

菜
は
教
え
て
く
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

《
10
ペ
ー
ジ
へ
続
く
》

農の食彩 ～いまとむかし～ 東京 23 区の農業の歴史を紐解く

小学生の農業体験学習。
田植えから稲刈りまで子供たちの手で行う。

年末には収穫したもち米で餅つきも。
写真提供／板橋区・田上彦一さん
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農
業
体
験
農
園
は
、
種
、
苗
、

肥
料
、
農
具
は
す
べ
て
農
園

に
用
意
し
て
あ
り
、
講
習
を

受
け
れ
ば
初
め
て
で
も
プ
ロ

と
同
じ
野
菜
が
採
れ
る
こ
と

が
魅
力
で
す
。
そ
の
気
軽
さ

と
満
足
感
か
ら
、
野
菜
づ
く

り
の
裾
野
を
広
げ
た
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
ま
ず
み
な
さ
ん

「
目
か
ら
ウ
ロ
コ
が
落
ち
た
」

と
驚
か
れ
ま
す
ね
。
例
え
ば

蟻
は
ア
ブ
ラ
ム
シ
か
ら
出
る

甘
い
分
泌
物
を
吸
う
の
で
す

が
、
野
菜
の
葉
に
蟻
が
た
く

さ
ん
い
れ
ば
、
ア
ブ
ラ
ム
シ

食
害
を
示
唆
し
ま
す
。

ま
た
何
回
散
布
し
て
も
有
機

農
産
物
と
し
て
表
示
が
Ｏ
Ｋ

な
農
薬
や
食
品
添
加
物
の
重

曹
や
微
生
物
を
利
用
し
た
農

薬
な
ど
環
境
に
優
し
い
農
薬

も
あ
り
ま
す
。

知
ら
な
け
れ
ば
農
薬
す
べ
て

を
敵
対
視
す
る
の
は
当
然
で

す
よ
ね
。
講
習
会
で
は
化
学

肥
料
や
微
生
物
の
働
き
な

ど
、
理
に
か
な
っ
た
自
然
の

摂
理
を
わ
か
り
や
す
く
お
話

し
し
て
い
ま
す
。

野
菜
づ
く
り
は
奥
が
深
く
て

お
も
し
ろ
い
も
の
で
す
。
体

験
を
通
じ
て
そ
の
楽
し
さ
を

実
感
し
て
も
ら
え
た
方
は
、

私
た
ち
農
家
の
強
力
な
理
解

者
で
す
。
地
域
の
方
と
同
じ

思
い
が
あ
れ
ば
、
農
地
を
後

世
に
残
す
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
が
都
市
農
家
す
べ
て
の

願
い
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

9

野菜づくりの奥深さを、
一人でも多くの人と分かち合えたら。

こ
こ
は
夏
か
ら
秋
に
か
け

て
、
り
ん
ご
の
も
ぎ
取
り
体

験
が
で
き
る
農
園
で
す
。
時

期
ご
と
に
、
さ
ん
さ
、
つ
が

る
、
千
秋
、
陽
光
、
ふ
じ
、

秋
映
の
六
品
種
の
収
穫
を
楽

し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

収
穫
体
験
農
園
を
始
め
た
の

は
「
毎
日
一
人
で
畑
作
業
す

る
の
は
つ
ま
ら
な
い
な
」
と

思
っ
た
の
が
き
っ
か
け
で
す
。

も
っ
と
多
く
の
人
に
自
分
の

畑
に
来
て
も
ら
え
れ
ば
嬉
し

い
し
、何
を
ど
ん
な
風
に
作
っ

て
い
る
の
か
、
実
際
に
見
て

体
験
し
て
も
ら
え
れ
ば
、
農

業
へ
の
理
解
も
深
め
て
も
ら

え
る
で
し
ょ
う
？  

地
域
交
流

は
、
都
市
農
業
を
守
る
大
切

な
基
盤
だ
と
思
う
の
で
す
。

農
園
に
は
近
隣
小
学
校
が
授

業
に
来
た
り
、
り
ん
ご
は
学

校
給
食
に
も
使
わ
れ
た
り
し

ま
す
。
訪
れ
る
方
は
「
23
区

で
り
ん
ご
狩
り
!?
」
と
驚
か

れ
ま
す
よ
。
当
初
は
私
自
身

が
実
が
な
る
な
ん
て
思
っ
て

い
な
か
っ
た
ん
だ
か
ら
。

野
菜
に
も
そ
う
で
す
が
、
作

業
し
な
が
ら
り
ん
ご
に
話
し

掛
け
る
ん
で
す
。「
し
っ
か
り

育
て
よ
」「
暑
い
け
ど
が
ん
ば

れ
」
と
か
ね
。
す
る
と
相
手

は
お
い
し
さ
と
い
う
態
度
で

示
し
て
く
れ
る
。
作
物
は
正

直
だ
か
ら
、
い
い
加
減
な
こ

と
を
す
る
と
、
そ
れ
な
り
の

結
果
が
返
っ
て
く
る
ん
で
す
。

人
も
り
ん
ご
も
、
会
話
が
一

番
大
切
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

りんごも人も会話が大切。
地域交流の起点となった体験農園。

サラリーマンを経て昭和51
年に家業に就農。平成4年
に23区初のりんごの収穫体
験農園を開園。季節の露
地野菜の直売も手がける。

都市型の農業体験農園を
発案した第一人者。平成 8
年に「緑と農の体験塾」を
開園。野菜づくりをこよな
く愛し、日々、農業を愉しむ。
１区画 30 平米の畑では、年間平均
270kgの野菜が収穫できるという。

たわわに実る「千秋」。農園では、
年間 6品種のりんごを栽培している。

練馬区

世田谷区

農 の匠た ち  ～ 東 京 2 3 区 の 農 家 さ ん 紹 介～

東京都世田谷区
内海 博之さん

東京都練馬区
加藤 義松さん
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東京23区の各地で、農業に関するイベントが開催されています。季節の農産物と
親しんだり、催しものを楽しんでみませんか？  ぜひ、足を運んでみてください。

平
成
二
十
二
年
十
月
に
生
物
多
様
性
の
国
際
会
議

「
Ｃ
Ｏ
Ｐ
10
」
が
愛
知
で
開
催
さ
れ
る
な
ど
、
次
世

代
へ
伝
え
る
遺
伝
資
源
・
自
然
環
境
が
世
界
レ
ベ
ル

で
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
生
物
多
様
性
の
視
点
か
ら

も
、
伝
統
野
菜
は
貴
重
な
遺
伝
資
源
の
一
つ
で
す
。

そ
し
て
そ
こ
に
は
、
代
々
受
け
継
ぐ
農
地
を
守
り
、

「
命
」
を
つ
な
い
で
き
た
農
家
の
方
々
が
い
る
と
い

う
こ
と
を
、
私
は
皆
さ
ん
に
も
っ
と
知
っ
て
ほ
し
い

と
願
う
の
で
す
。

江
戸
時
代
、
中
山
道
の
日
本

橋
か
ら
最
初
の
宿
場
町
と
し

て
に
ぎ
わ
っ
た
板
橋
は
、
明

治
の
終
わ
り
に
は
三
百
町
歩

（
約
九
十
万
坪
）も
の
田
ん
ぼ

が
広
が
る
水
田
地
帯
で
し

た
。
こ
れ
だ
け
の
ま
と
ま
っ

た
水
田
が
あ
っ
た
の
は
、
現

在
の
23
区
内
で
も
板
橋
だ
け

だ
っ
た
よ
う
で
す
。

私
が
家
業
を
継
い
だ
の
は
昭

和
三
十
二
年
。
当
時
は
ど
の

農
家
も
牛
で
畑
を
耕
し
て
い

ま
し
た
が
、
耕
運
機
の
導
入

を
条
件
に
家
に
入
り
ま
し
た
。

小
学
生
に
田
植
え
を
教
え
て

二
十
二
年
、
茶
摘
み
の
体
験

学
習
は
十
六
年
に
な
り
ま

す
。
卒
業
生
か
ら
道
で
声
を

掛
け
ら
れ
る
と
や
っ
ぱ
り
嬉

し
い
で
す
ね
。
地
域
農
家
に

伝
わ
る
風
習
も
教
え
て
い

て
、
最
近
で
は
七
夕
の
「
ま

こ
も
馬
」
を
つ
く
り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
日
本
人
の
文
化
は
、

お
米
が
原
点
に
あ
り
ま
す
。

食
べ
物
を
粗
末
に
せ
ず
、
人

や
生
き
物
を
思
い
や
り
、
自

分
の
仕
事
に
責
任
を
持
つ
。

農
業
に
は
子
供
が
体
で
覚
え

ら
れ
る
大
切
な
こ
と
が
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。
昔
に
戻
る

の
で
は
な
く
、
ど
ん
な
小
さ

な
こ
と
で
も
い
い
。
子
供
た

ち
に
体
験
さ
せ
て
、
次
の
世

代
に
伝
え
た
い
。
手
間
と
時

間
が
か
か
っ
て
も
、
残
し
て

い
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
も

の
っ
て
、あ
る
と
思
う
の
で
す
。

手間と時間がかかっても、
残していかなきゃいけないことがある。

小学生の茶摘み体験の様子。
田上さんの畑の一部約1000㎡を
体験用として茶畑にしている。

板橋区

杉並区農業祭
【時期】11月上旬
【会場】区役所

ふれあい農業体験
【時期】7月上旬   
【会場】杉並区内の農地

花卉品評展示会
【時期】夏… 6月上旬
　　　 冬…12月中旬
　　　 春… 3月上旬
【会場】足立区役所内アトリウム

都市農業公園 秋の収穫祭
【時期】10月 第4日曜日
【会場】足立区立都市農業公園

ブルーベリー観光農園
【時期】7月～8月
【会場】水元 4丁目
　　　東水元4丁目

野菜収穫
オリエンテーリング

【時期】11月中旬
【会場】葛飾区内の圃場
　　　 4～5箇所

花の祭典／農産物品評会
【時期】5月 3日、4日
【会場】鹿骨スポーツ広場

江戸川区特産バラ
品評展示即売会

【時期】平成23年
　　　 5月14日（土）、15日（日）
【会場】区立総合文化センター前
　　　 芝生広場

農産物品評会・即売会

【時期】6月下旬／11月中旬
【会場】区立碑文谷体育館

板橋農業まつり
【時期】11月中旬
【会場】赤塚体育館通り周辺

野菜ウォークラリー
【時期】7月／11月
【会場】練馬区内の畑

練馬大根引っこ抜き
競技大会

【時期】12月上旬 
【会場】練馬区内の畑

さつきフェスティバル
【時期】5月中旬
【会場】板橋区平和公園

野菜と花の品評会

【時期】平成22年11月28日（日）
【会場】大田区産業プラザ

じゃがいも掘り
ぶどう狩り

【時期】6月中旬
　　　 8月中旬～下旬
【会場】目黒区などの農園

J
A
東
京
中
央
会
で
平
成
元
年
よ
り
江
戸
東
京
野
菜
の
復

活
に
取
り
組
み
、「
江
戸
東
京
ゆ
か
り
の
野
菜
と
花
」
等
、

江
戸
東
京
シ
リ
ー
ズ
（
農
文
恊
）
を
編
纂
。
丸
の
内
や
日

本
橋
の
料
理
店
を
初
め
と
す
る
料
理
関
係
者
、
市
場
、
行

政
・
農
業
技
術
研
究
機
関
、
生
産
者
、
消
費
者
等
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
構
築
。

こ
の
他
N
P
O
法
人・子
ど
も
の
食
育
推
進
協
会
理
事
、「
食

と
農
の
応
援
団
」
団
員
な
ど
多
数
の
団
体
に
関
与
さ
れ
、

大
学
院
で
も
指
導
さ
れ
て
い
る
。

最
近
の
主
な
著
書
に
『
江
戸
東
京
野
菜
（
物
語
編
）』『
江

戸
東
京
野
菜
（
図
鑑
編
）』
な
ど
。
ブ
ロ
グ｢

江
戸
東
京
野

菜
通
信｣

（http://edoyasai.sblo.jp

）
で
は
、
伝
統
野

菜
に
つ
い
て
の
情
報
を
ほ
ぼ
毎
日
更
新
し
て
い
る
。

大
竹
道
茂（
お
お
た
け
・
み
ち
し
げ
）

東京都板橋区
田上 彦一さん

区の区民農園で農芸指導員
を務める傍ら、小学生に田
植えや自身の畑で茶摘みを
体験をさせるなど、農業を通
じて伝統文化を子供たちに
伝えている。

※イベントの開催時期、会場は変更する場合があります。
　詳しくは裏表紙にある問い合わせ先にご確認ください。

世田谷区夏季農産物
品評会、農業祭

世田谷の花展覧会

【時期】6月中旬、11月中旬
【会場】6月：ＪＲＡ馬事公苑前けやき広場
　　　 11月：世田谷公園

【時期】4月中旬、11月中旬
【会場】4月：ＪＲＡ馬事公苑前 けやき広場
　　　 11月：世田谷公園

主な農業イベント東京 23 区

世田谷区

江戸川区

杉並区

足立区 葛飾区

板橋区

練馬区

目黒区 大田区

Let’s
  go!

農の匠たち  ～ 東 京 2 3 区 の 農 家 さ ん 紹 介 ～

10

（
公
財
）東
京
都
農
林
水
産
振
興
財
団

食
育
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

江
戸
東
京
・
伝
統
野
菜
研
究
会 

代
表



東京 2 3区の農業  お問い合わせ先  一覧

※掲載されている写真及び内容を無断で転載することを禁じます。
2010年11月　発行元：都市農地懇談会事務局   世田谷区都市農業課　TEL：03-3411-6658　FAX：03-3411-6635

目黒区 産業経済部 産業経済課 経済・融資係
Tel.０３－５７２２－９８７９    http://www.city.meguro.tokyo.jp

大田区 産業経済部 産業振興課 商業振興担当
Tel.０３－３７３３－６１８４    http://www.city.ota.tokyo.jp

世田谷区 産業政策部 都市農業課 農業振興係
Tel.０３－３４１１－６６５８    http://www.city.setagaya.tokyo.jp

中野区 区民生活部 産業振興分野 里・まち連携担当
Tel.０３－３２２８－５４６２    http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp

杉並区 区民生活部 産業振興課 産業係
Tel.０３－３３１２－２１１１    http://www.city.suginami.tokyo.jp

板橋区 赤塚支所 都市農業係
Tel.０３－３９３８－５１１４    http://www.city.itabashi.tokyo.jp

練馬区 産業地域振興部 都市農業課 都市農業係
Tel.０３－５９８４－１４０３    http://www.city.nerima.tokyo.jp

足立区 産業経済部 産業振興課 農業係
Tel.０３－３８８０－５８６６    http://www.city.adachi.tokyo.jp

葛飾区 地域振興部 産業経済課 経済企画係
Tel.０３－３８３８－５５５４    http://www.city.katsushika.lg.jp

江戸川区 生活振興部 産業振興課 農産係
Tel.０３－５６６２－０５３９    http://www.city.edogawa.tokyo.jp

東京23区農業ＰＲ事業（とうきょう農業新発見フェスタ）は、東京23区内に農地を
有する10区が「都市農地懇談会」を開催し連携する中で、都市農業の振興および農
地保全を図るためには、23区内の農業について、もっと多くの皆さんに理解を深め
ていただき、応援団になっていただくことが重要であると考え、実施するものです。

「都市農地懇談会」を開催している10区は、都内38自治体が参加する「都市農地
保全推進自治体協議会」での活動等を通じて、都市農業振興策の実施や都市農業
の振興・農地保全のための農地関係法、都市計画関係法、関係税法などの改正を、
国等へ要望するなどの取り組みを行っています。

東京23区農業PR事業（とうきょう農業新発見フェスタ）は、以下の団体に後援をいただいております。

東京都、東京都農業会議、東京都農業協同組合中央会、世田谷区農業委員会、杉並区農業委員会
板橋区農業委員会、練馬区農業委員会、足立区農業委員会、葛飾区農業委員会
江戸川区農業委員会、ＪＡ東京中央、ＪＡ世田谷目黒、ＪＡ東京あおば、ＪＡ東京スマイル

農業振興・農地保全に向けた取り組み

「 東 京２３区の農 業 」からのメッセージ




