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江
戸
の
「
衣
食
住
」
が

体
験
で
き
る
町

小
金
井
は
、
吉
祥
寺
と
立
川
と
い
う

魅
力
あ
る
都
市
に
挟
ま
れ
て
い
て
、
な

ん
と
な
く
特
色
の
な
い
市
と
い
う
イ
メ

ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
好
意
的
に
評
価
し

て
く
れ
る
人
は
、「
水
と
緑
が
豊
か
な

市
」
と
言
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
が
、
逆

に
言
え
ば
開
発
が
遅
れ
た
地
域
だ
と
い

う
こ
と
。
も
っ
と
遠
く
に
行
け
ば
よ
り

豊
か
な
「
水
と
緑
」
が
あ
り
ま
す
か
ら
、

あ
ま
り
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
ら
れ

る
イ
メ
ー
ジ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
ん
な
小
金
井
市
に
あ
る
、
江
戸
東

京
た
て
も
の
園
（
江
戸
東
京
博
物
館
の
分
館
。

以
下
、
た
て
も
の
園
と
表
記
）
は
20
周
年
を

迎
え
た
現
在
も
（
２
０
１
３
年
〈
平
成
25
〉）

年
間
20
万
人
の
来
場
者
が
見
込
め
る
施

設
で
す
。
せ
っ
か
く
小
金
井
に
来
て
い

た
だ
い
た
来
場
者
が
吉
祥
寺
や
立
川
に

流
れ
て
行
か
ず
に
、
小
金
井
を
楽
し
ん

で
も
ら
う
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
、

小
金
井
を
も
っ
と
回
遊
し
て
も
ら
っ
て
、

お
金
を
使
っ
て
地
域
の
活
性
化
に
つ
な

げ
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
、
と

当
時
か
ら
考
え
て
い
ま
し
た
。

実
は
小
金
井
に
は
、
も
う
一
つ
特
徴

的
な
施
設
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
東

京
農
工
大
学
科
学
博
物
館
で
す
。
こ
の

博
物
館
は
、
東
京
農
工
大
学
工
学
部
の

前
身
で
あ
る
農
商
務
省
蚕
病
試
験
場
の

参
考
品
陳
列
場
と
し
て
、
１
８
８
６
年

（
明
治
19
）
に
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
当
初

は
、
江
戸
時
代
か
ら
の
繊
維
に
特
化
し

た
博
物
館
だ
っ
た
の
で
す
。

こ
の
二
つ
か
ら
、
た
て
も
の
園
で
は

「
住
」、
東
京
農
工
大
学
科
学
博
物
館
で

は
「
衣
」
と
く
れ
ば
、
あ
と
は
「
食
」

で
す
。

た
て
も
の
園
に
来
た
人
に
食
べ
て
も

ら
う
食
材
は
何
か
と
考
え
た
と
き
に
、

カ
レ
ー
や
ラ
ー
メ
ン
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ

江戸東京野菜

なぜ、小金井市で江戸東京野菜を？

と、不思議に思う人もいるのではないでしょうか。

小金井市を江戸東京野菜の新しい栽培産地にしようという仕掛人は

元・市職員の内田雄二さん。

パンチの効いた在来野菜の魅力を発信している

小金井の農の実力をうかがいます。

内田雄二さん
うちだ ゆうじ

元・江戸東京野菜でまちおこし連絡会（江戸まち連）事務局長　

1948年静岡県下田市生まれ。1975年東京都小金井市
入庁。2005年市民部経済課産業振興係のときに地域
活性化施策として「幻の江戸野菜の復活栽培による産
業振興」を提案。東京都の支援により「水湧く（みわ
く）プロジェクト構想」に結実（2006年3月）。以降
は江戸東京野菜によるまちおこし事業実施のための実
行委員会を市民団体等と立ち上げ、さらに推進体制強
化のために農業者・商業者・市民・行政など関係者が
連携した実行委員会（江戸まち連）に改組して事務局
としてかかわる。2013年3月退職。

江戸東京野菜でまち興し江戸東京野菜でまち興し
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う
。
江
戸
前
の
魚
貝
類
は
海
が
な
い

の
で
無
理
だ
け
れ
ど
、
野
菜
だ
っ
た

ら
小
金
井
ら
し
い
。
江
戸
東
京
の
伝

統
野
菜
な
ら
ぴ
っ
た
り
で
す
よ
ね
。

２
０
０
４
年
（
平
成
16
）
に
公
民
館

セ
ミ
ナ
ー
で
こ
の
ア
イ
デ
ア
を
聞
い

た
と
き
「
こ
れ
は
面
白
い
。
小
金
井

市
は
江
戸
東
京
の
『
衣
食
住
』
が
体

験
で
き
る
ま
ち
な
ん
だ
よ
、
と
い
う

切
り
口
を
ま
ち
お
こ
し
事
業
と
し
て

盛
り
上
げ
て
い
け
な
い
か
」
と
考
え

ま
し
た
。

小
金
井
で
江
戸
東
京
野
菜

た
だ
当
時
は
、
江
戸
東
京
野
菜
と

し
て
は
ウ
ド
ぐ
ら
い
し
か
つ
く
っ
て

い
な
か
っ
た
の
で
す
。
ウ
ド
は
立
川

市
が
主
産
地
で
す
か
ら
小
金
井
で
や

る
に
は
、
ち
ょ
っ
と
は
ば
か
ら
れ
る
。

そ
れ
で
、
「
栽
培
歴
が
な
く
て
も
、

小
金
井
の
農
家
さ
ん
に
江
戸
東
京
野

菜
を
つ
く
っ
て
も
ら
え
ば
い
い
ん
じ

ゃ
な
い
か
」
と
考
え
、
東
京
都
の
農

業
試
験
場
に
江
戸
東
京
の
伝
統
野
菜

に
く
わ
し
い
人
が
い
ら
し
た
の
で
、

ご
指
導
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
そ
の
と
き
に
挙
げ
て
も
ら
っ
た

の
が
、
亀
戸
大
根
、
伝
統
大
蔵
大
根
、

金
町
こ
か
ぶ
、
し
ん
と
り
菜
、
伝
統

小
松
菜
の
５
種
類
で
す
。

そ
の
人
が
言
う
に
は
、
こ
う
し
た

伝
統
野
菜
は
絶
滅
危
惧
種
。
病
気
に

弱
い
と
か
安
定
生
産
が
し
に
く
い
と

ま
す
。
今
年
は
32
軒
の
飲
食
店
さ
ん
に

協
力
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

小
金
井
の
農
業

小
金
井
の
畑
は
、
一
区
画
を
細
長
く

縦
割
り
に
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。

井
上
農
園
の
よ
う
に
連
雀
通
り
に
主
屋

が
あ
る
場
合
は
、
中
央
線
に
向
か
っ
て

北
向
き
に
同
じ
幅
の
土
地
が
並
ん
で
い

る
、
と
い
う
土
地
割
り
で
す
。
小
金
井

市
の
農
地
は
、
ほ
と
ん
ど
が
生
産
緑
地

に
な
っ
て
い
ま
す
。

野
川
か
ら
北
は
土
地
が
高
い
の
で
、

畑
地
。
野
川
沿
い
は
田
ん
ぼ
で
し
た
。

か
つ
て
は
玉
川
上
水
か
ら
引
い
た
用
水

路
が
、
毛
細
血
管
の
よ
う
に
張
り
巡
ら

さ
れ
て
い
た
ん
で
す
が
、
今
は
使
わ
れ

な
く
な
っ
て
遊
歩
道
に
な
っ
て
い
ま
す
。

水
道
を
使
っ
た
ら
大
変
な
金
額
に
な
っ

て
し
ま
う
の
で
、
み
な
さ
ん
今
は
井
戸

を
掘
っ
て
対
応
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

少
量
多
品
種
が
特
色
で
、
ほ
と
ん
ど

が
地
元
で
消
費
さ
れ
て
い
ま
す
。
江
戸

東
京
野
菜
の
よ
う
な
在
来
種
は
、
通
常

栽
培
さ
れ
て
い
る
も
の
よ
り
葉
の
色
が

淡
く
変
わ
り
や
す
い
た
め
新
鮮
で
な
い

と
売
り
も
の
に
な
り
ま
せ
ん
が
、
究
極

の
地
産
地
消
で
す
か
ら
問
題
に
な
ら
な

い
よ
う
で
す
。
移
動
距
離
は
本
当
に
わ

ず
か
で
す
か
ら
、
フ
ー
ド
マ
イ
レ
ー
ジ

（
食
料
の
輸
送
に
伴
っ
て
排
出
さ
れ
る
二
酸
化
炭
素

が
、
地
球
環
境
に
与
え
る
負
荷
に
着
目
し
た
指
数
）

の
観
点
か
ら
見
て
も
優
等
生
で
す
よ
。

オ
ー
ル
小
金
井
で
ま
ち
興
し

私
は
60
歳
で
い
っ
た
ん
定
年
退
職
し
、

小
金
井
市
商
工
会
産
業
振
興
プ
ラ
ン
推

進
室
〈
黄こ

金が

井ね

の
里
〉
に
移
り
、
今
年

の
春
、
完
全
退
職
し
ま
し
た
。
た
だ
、

今
ま
で
行
政
側
で
市
民
の
み
な
さ
ん
に

お
願
い
し
て
い
た
の
に
、
退
職
し
た
途

端
に
活
動
を
や
め
る
わ
け
に
も
い
き
ま

せ
ん
。
小
金
井
市
に
採
用
に
な
っ
て
以

来
、
自
分
も
み
な
さ
ん
と
同
じ
目
線
で

市
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
大
切
だ
と

思
い
、
ず
っ
と
小
金
井
に
住
ん
で
き
ま

し
た
。
こ
れ
か
ら
は
私
も
、
協
力
す
る

側
と
し
て
活
動
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ

く
つ
も
り
で
す
。

小
金
井
は
文
教
都
市
と
大
型
自
然
公

園
、
個
人
商
店
の
町
で
し
て
、
大
き
な

産
業
や
工
場
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
で
も
何
と
か
産
業
と
結
び

つ
け
て
、
商
店
振
興
に
結
び
つ
け
ら
れ

な
い
か
、
と
考
え
て
き
ま
し
た
。

や
っ
と
今
、
た
て
も
の
園
、
東
京
農

工
大
学
科
学
博
物
館
、
農
業
生
産
者
さ

ん
、
飲
食
店
さ
ん
、
市
民
の
み
な
さ
ん
、

と
オ
ー
ル
小
金
井
で
ま
ち
づ
く
り
に
取

り
組
め
る
態
勢
づ
く
り
が
始
ま
っ
た
気

が
し
ま
す
。
江
戸
東
京
野
菜
の
産
地
と

し
て
、
新
し
い
伝
統
を
つ
く
っ
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

取
材：

２
０
１
３
年
11
月
18
日

江
戸
の
小
正
月
か
ら
フ
ェ
ア
へ

最
初
は
２
０
０
７
年
（
平
成
19
）
１
月

に
、
た
て
も
の
園
の
中
に
「
江
戸
の
小

正
月
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
出
店

で
み
せ

を
出
し
、

伝
統
小
松
菜
と
亀
戸
大
根
を
使
っ
て
、

江
戸
の
商
家
の
雑
煮
を
再
現
し
ま
し
た
。

こ
の
と
き
は
一
つ
の
お
店
に
協
力
し

て
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
年
の

11
月
に
は
「
江
戸
東
京
た
て
も
の
園
・

住
と
食
文
化
フ
ェ
ア
〜
江
戸
東
京
野
菜

を
味
わ
う
」
を
開
催
し
、
14
店
舗
出
店

し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
井
上
さ
ん
を
は

じ
め
小
金
井
の
生
産
者
さ
ん
に
江
戸
東

京
野
菜
を
つ
く
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
こ
の
と
き
か
ら
で
す
。

翌
年
の
春
に
は
、
お
花
見
の
時
期
に
合

わ
せ
て
江
戸
東
京
野
菜
を
使
っ
た
「
春

う
ら
ら
の
お
花
見
弁
当
フ
ェ
ア
」
も
企

画
し
、
弁
当
を
予
約
販
売
し
ま
し
た
。

現
在
の
よ
う
な
形
式
で
、
市
内
の
飲

食
店
で
江
戸
東
京
野
菜
を
使
っ
た
メ
ニ

ュ
ー
を
提
供
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
な

っ
た
の
は
２
０
０
８
年
（
平
成
20
）
11
月

か
ら
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
店
を
訪
ね
て

も
ら
え
ば
、
一
過
性
の
イ
ベ
ン
ト
で
終

わ
ら
ず
に
お
店
と
お
客
さ
ん
が
つ
な
が

る
可
能
性
が
高
く
な
り
ま
す
。

期
間
限
定
の
イ
ベ
ン
ト
で
す
か
ら
、

生
産
者
さ
ん
や
飲
食
店
さ
ん
に
は
ご
苦

労
を
か
け
て
い
ま
す
が
、
毎
年
楽
し
み

に
待
っ
て
い
て
く
だ
さ
る
お
客
様
も
い

て
、
定
着
し
て
き
た
感
触
を
持
っ
て
い

い
う
生
産
面
で
の
弱
点
が
あ
る
こ
と
か

ら
つ
く
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う

の
で
す
。「
そ
れ
を
小
金
井
市
で
復
活

さ
せ
て
栽
培
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
農

業
試
験
場
に
と
っ
て
も
大
変
有
り
難
い

こ
と
だ
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
、

本
場
で
は
な
い
し
栽
培
歴
も
な
い
け
れ

ど
取
り
組
む
こ
と
に
意
義
が
あ
る
、
と

考
え
ま
し
た
。

そ
れ
で
２
０
０
７
年
（
平
成
19
）
11
月

の
イ
ベ
ン
ト
に
協
力
い
た
だ
け
る
農
家

さ
ん
を
募
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
栽

培
し
た
経
験
が
な
い
も
の
を
つ
く
ろ
う

と
思
っ
て
く
れ
る
農
家
さ
ん
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
し
か
も
病
害
虫
に
弱
い

と
か
日
持
ち
が
し
な
い
と
か
、
リ
ス
ク

が
あ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
つ
く
っ
た

野
菜
は
小
金
井
市
が
責
任
を
持
っ
て
買

い
取
っ
て
く
れ
る
の
か
、
だ
い
た
い
イ

ベ
ン
ト
に
ぴ
っ
た
り
と
時
期
を
合
わ
せ

て
生
産
で
き
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う

話
に
も
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
最
終
的
に
は
Ｊ
Ａ
東
京
む

さ
し
が
「
ま
ち
お
こ
し
の
一
環
と
い
う

こ
と
で
あ
れ
ば
」
と
理
解
し
て
く
だ
さ

っ
て
、
新
し
い
こ
と
に
挑
戦
で
き
る
力

を
持
っ
た
農
家
さ
ん
を
説
得
し
て
く
れ

ま
し
た
。
そ
の
と
き
協
力
い
た
だ
い
た

４
軒
の
農
家
さ
ん
の
内
の
１
軒
が
井
上

誠
一
さ
ん
で
す
。

４
軒
だ
っ
た
生
産
者
も
、
今
は
９
軒

に
増
え
ま
し
た
。
研
究
会
を
つ
く
っ
て

熱
心
に
勉
強
し
な
が
ら
、
江
戸
東
京
野

菜
に
取
り
組
ん
で
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
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江戸東京野菜

在
来
種

〈
江
戸
東
京
野
菜
〉
に
挑
戦

２
０
０
７
年
（
平
成
19
）
、
小
金
井
市

が
11
月
に
「
江
戸
東
京
た
て
も
の
園
・

住
と
食
文
化
フ
ェ
ア
〜
江
戸
東
京
野
菜

を
味
わ
う
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
そ
れ

に
間
に
合
う
よ
う
に
江
戸
東
京
野
菜
を

復
活
さ
せ
て
ほ
し
い
、
と
い
う
話
が
あ

り
、
引
き
受
け
た
の
が
私
を
含
め
た
小

金
井
市
の
４
軒
の
農
家
で
す
。

今
の
農
家
が
普
通
に
つ
く
っ
て
い
る

の
は
、
Ｆ
１
種
（
交
配
種
）
と
呼
ば
れ
る

野
菜
で
す
。
Ｆ
１
種
は
父
と
母
の
良
い

形
質
だ
け
が
一
代
限
り
で
表
わ
れ
る
よ

う
に
つ
く
ら
れ
た
雑
種
で
す
。
甘
い
と

か
虫
や
日
照
り
に
強
い
と
か
均
一
に
育

つ
と
い
っ
た
形
質
を
持
つ
の
で
、
生
産

者
は
効
率
よ
く
農
産
物
を
つ
く
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
江
戸
東
京
野
菜
は
在

来
種
。
先
祖
の
持
つ
形
質
が
突
然
表
わ

れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
り
、
育
ち
方
や
形

が
不
ぞ
ろ
い
だ
っ
た
り
。
日
持
ち
も
悪

く
、
生
産
効
率
が
大
き
く
劣
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
在
来
種
は
だ
ん
だ
ん
つ
く

ら
れ
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
す
。

土
づ
く
り
に
も
独
自
の
ノ
ウ
ハ
ウ
で

取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
か
ら
、
初
め
て

つ
く
る
在
来
種
の
野
菜
で
も
な
ん
と
か

な
る
だ
ろ
う
、
と
思
い
引
き
受
け
た
の

で
す
が
、
失
敗
も
あ
り
ま
し
た
。

輸
出
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
先

代
も
在
来
種
の
伝
統
大
蔵
大
根
を
つ
く

っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
精

神
は
井
上
家
の
血
な
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
。

在
来
種
を
つ
く
り
続
け
る

そ
の
後
も
金
町
こ
か
ぶ
、
東
京
長
か

ぶ
、
の
ら
ぼ
う
菜
な
ど
、
江
戸
東
京
野

菜
の
種
類
を
増
や
し
て
い
ま
す
。
２
０

０
９
年
（
平
成
21
）
に
小
金
井
市
農
業
祭

に
出
品
し
た
伝
統
大
蔵
大
根
が
最
高
賞

で
あ
る
東
京
都
知
事
賞
を
い
た
だ
き
、

在
来
種
の
受
賞
は
珍
し
い
で
す
か
ら
評

判
に
な
り
ま
し
た
。

在
来
種
は
栽
培
に
手
間
が
か
か
り
ま

す
が
、
ど
れ
も
味
が
濃
く
て
野
菜
本
来

の
味
が
す
る
ん
で
す
。
子
ど
も
の
食
育

の
お
手
伝
い
も
し
て
い
ま
す
が
、
子
ど

も
の
舌
は
正
直
で
す
。
食
べ
比
べ
さ
せ

る
と
、
ち
ゃ
ん
と
違
い
が
わ
か
る
ん
で

す
よ
。

新
し
い
江
戸
東
京
野
菜
の
栽
培
を
始

め
る
と
き
は
、
つ
く
ば
市
の
〈
農
業
生

物
資
源
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
〉
へ
種
の
保
管

が
な
い
か
問
い
合
わ
せ
ま
す
。
自
分
で

種
取
り
す
る
と
き
は
、
ほ
か
の
種
と
交

配
し
な
い
よ
う
に
ハ
ウ
ス
の
中
で
丁
寧

に
育
て
て
い
ま
す
。

黄
金
井
江
戸
東
京
野
菜
研
究
会
と
い

う
会
を
つ
く
っ
て
、
本
場
、
江
戸
川
・

亀
戸
の
生
産
者
さ
ん
に
亀
戸
大
根
の
つ

く
り
方
を
う
か
が
っ
た
り
、
失
敗
の
解

チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
の
血
が
騒
ぐ

な
に
せ
、
つ
く
っ
た
こ
と
の
な
い
野

菜
で
し
た
か
ら
、
最
初
は
手
探
り
で
す
。

通
常
の
青
首
大
根
と
同
じ
感
覚
で
、

フ
ェ
ア
の
２
カ
月
前
に
亀
戸
大
根
の
種

を
蒔
い
た
と
こ
ろ
、
１
カ
月
で
で
き
て

し
ま
っ
た
の
で
す
。
育
ち
過
ぎ
る
と

〈
す
〉
が
入
っ
て
し
ま
う
の
で
、
最
初

に
蒔
い
た
種
は
ほ
と
ん
ど
ダ
メ
に
し
て

し
ま
い
ま
し
た
が
、
試
行
錯
誤
を
重
ね

て
、
今
で
は
コ
ツ
を
つ
か
ん
で
き
ま
し

た
よ
。

私
は
以
前
、
電
子
機
器
の
開
発
設
計

を
し
て
い
ま
し
た
。
兄
が
農
家
を
継
い

で
父
を
手
伝
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
20

年
ほ
ど
前
に
転
職
し
て
家
族
で
農
業
を

や
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
経
歴
の
せ

い
か
、
工
夫
す
る
の
は
苦
に
な
ら
な
い
。

そ
れ
で
、
フ
ェ
ア
を
終
え
て
か
ら
も
江

戸
東
京
野
菜
を
つ
く
り
続
け
て
い
ま
す
。

う
ち
は
養
鶏
を
や
っ
て
い
た
の
で
す

が
、
住
宅
が
込
み
入
っ
て
き
た
の
で
父

の
代
で
野
菜
を
メ
イ
ン
に
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
こ
こ
と
は
別
に
、
も
う

１
カ
所
畑
が
あ
っ
て
、
母
が
体
調
を
崩

し
た
の
で
今
は
や
め
て
し
ま
い
ま
し
た

が
、
そ
ち
ら
で
は
沢
庵
用
に
大
根
を
つ

く
っ
て
い
ま
し
た
。

母
と
私
が
組
ん
で
大
根
を
樽
に
漬
け

て
、
ア
メ
リ
カ
の
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
ま
で

決
方
法
や
工
夫
の
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
な

ど
、
意
見
交
換
を
し
な
が
ら
学
ん
で
い

ま
す
。

野
菜
づ
く
り
の
プ
ロ
と
し
て

私
は
、
野
菜
の
姿
形
の
美
し
さ
を
常

に
心
掛
け
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
一
番

美
し
く
お
い
し
い
と
き
に
収
穫
す
る
よ

う
に
、
一
つ
ひ
と
つ
の
生
長
度
合
い
に

気
を
配
っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
荷

姿
も
野
菜
が
引
き
立
つ
よ
う
に
工
夫
し

て
い
ま
す
。
商
品
に
泥
が
つ
か
な
い
よ

う
に
、
配
送
用
の
軽
ト
ラ
ッ
ク
も
毎
日

洗
車
し
て
ピ
カ
ピ
カ
に
し
て
い
ま
す
よ
。

見
た
だ
け
で
「
お
い
し
そ
う
！
」
と

思
っ
て
手
に
取
っ
て
も
ら
わ
な
い
と
、

味
わ
っ
て
も
ら
う
と
こ
ろ
ま
で
た
ど
り

着
け
ま
せ
ん
か
ら
ね
。

う
ち
の
ト
マ
ト
は
評
判
が
よ
く
、
Ｊ

Ａ
直
売
所
で
１
日
約
１
０
０
袋
（
50
o
）

の
ト
マ
ト
が
あ
っ
と
い
う
間
に
売
れ
て

し
ま
う
ほ
ど
。
小
金
井
市
内
で
全
部
売

れ
て
し
ま
う
の
で
他
所
に
は
出
回
り
ま

せ
ん
。
新
鮮
で
お
い
し
い
こ
と
が
、
東

京
の
地
場
産
野
菜
の
最
大
の
魅
力
で
す
。

同
じ
種
で
も
生
産
者
の
工
夫
で
品
質

に
違
い
が
出
て
き
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、

工
夫
し
て
良
い
も
の
を
つ
く
る
こ
と
が

楽
し
い
の
で
す
。
江
戸
東
京
野
菜
に
惚

れ
込
ん
だ
東
京
の
一
流
の
シ
ェ
フ
に
も

使
っ
て
も
ら
っ
て
い
て
、
や
り
が
い
が

あ
る
仕
事
で
す
。取

材：

２
０
１
３
年
11
月
18
日

井上誠一さん

いのうえ せいいち
井上農園　東京都小金井市

江戸東京野菜をつくる

生産者

井上誠一さん（右）とお父さんの金長明
（としあき）さん。井上家では誠一さん
のお兄さんの忠明さんがお父さんと組
んで栽培にあたり、誠一さんは江戸東
京野菜など、主に栽培経験のない品種
に挑戦して差別化を図っている。



19 江戸東京野菜でまち興し

下左：肌の肌理が細かく色白なところも、美人たる所以。
下右：荷姿も大事、と丁寧に水洗いして出荷している。

2013年（平成25）のテーマは、「小金井の小
さな秋」。馬込三寸人参、しんとり菜、伝統
大蔵大根、金町こかぶ、亀戸大根、伝統小
松菜、東京長かぶの7種類の江戸東京野菜を
昆布締めして、敷き詰めた。卵の月ときの
こが、秋の風情を添える。

撮影協力／割烹 真澄

右：秋の黄金丼フェアが始まった当初から
協力している〈割烹 真澄〉の渡邉忠さん。

右：井上農園では、亀戸大根をハウス
栽培している。「葉っぱがおかめの顔み
たいな形でしょ。それでおかめ大根と
も言われていたんですよ」と誠一さん。
おかめは江戸時代の美人の代名詞。


