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澤登早苗さん

みんなに知らせたい！ 企画開催報告
食と農を考えるフォーラム 2022　都市農業と学校給食7/9（土）

生活クラブ東京では都市近郊の農地を守る活動の一環として、2021
年度より組合員が自分の住む行政区での学校給食と都市農業の実
態調査を行っています。調査活動を通して、地元の野菜を学校給食に
とりいれられるよう、政策提案運動をすすめてきました。
学校給食を入口に都市農業や有機農業について考え、政策提案運動
にはずみをつけることを目的として、「食と農」政策委員会主催のオ
ンライン講座を開催しました。講座の第1部では、恵泉女学園大学教
授の澤登さんより、都市農地を守る意味や行政への働きかけについ

て伺い、有機農業が解決する社会的課題について提案をいただきま
した。第2部はパネルディスカッション「わたしたちは何ができるのか
を考える」として、地場野菜を給食に積極的に活用している日野市で
農業を営み、JA東京みなみ代表理事組合長でもある小林さんより、
子どもを中心とした学校給食の取組みについて報告をいただきまし
た。あわせて、葛飾区と府中市における
学校給食と都市農業の実態調査につい
て報告されました。（参加人数63人）

●都市農業の価値を有機栽培体験で
　実感しよう
澤登さんは生まれ育った山梨県で有機農業を
行いながら、恵泉女学園大学で有機農業を専
門に指導しています。東京と山梨を行き来して
農業をすることで、都市部では「農業を守る」
ことと「農地を守る」ことを別物と考える必要
があると感じてきました。
都市農業は農産物だけではなく、農業体験の
場や災害時の防災空間、良好な景観の形成な
ど多様な機能を持っています。都市での有機農

業は、安心・安全で環境負荷の少ない農産物の
供給に加え、生物多様性保全や雨水涵養機能
などの公共性を担っています。また、「循環」「多
様性」「共生」が見える有機農業体験により、
参加者の意識や行動が変わるのを目にしてたそ
うです。全ての子どもに食べ物をつくる体験を
してほしいと、多摩市の農家と恵泉女学園大学
の協働で「子ども食堂　だれでも畑」を開設し、
堆肥にする落ち葉を集めた子どもに「ごはん券」
を配布する企画を行うなど、自らつくって食べ
るシステムづくりをめざしています。

●地域の農地は子孫からの預かりもの
多摩市の農業委員も担う中で、「都市農地の
公共性」という視点が農家であっても希薄だ
と感じたそうです。「今、都市農地を守らなけ
れば農業を行うための地盤と貴重な緑地資源
の激減・消失が危惧されます。都市農業問題
はその地域に暮らす住民の問題としてとらえ、
市民による理解や関わりを深めることが重要
です」と述べられました。

基調講演「都市農業の可能性」講師：澤登早苗さん
（恵泉女学園大学 教授・日本有機農業学会 理事）

　　　　～東京の農業を持続可能なものにするために、今わたしたちができること～

小林和男さん

事例報告「都市農業と学校給食　学校給食から始まった『育て！農の応援団』」
報告：小林和男さん（認定農業者・JA 東京みなみ 代表理事組合長）

●市民と行政が共に支える都市農業
日野市の認定農業者である小林さんよりお話を
伺いました。1998 年、日野市では全国に先駆
けて「日野市農業基本条例」が制定され、行政
として農業の永続的な育成を目指してきた歴史
があり、多くの市民ボランティアによって農業
が支えられているそうです。
39 年前から地元野菜を学校給食に活用し始
め、2016 年度以降の日野産農産物利用率は
25％以上（金額ベース）となっています。一人
の栄養士からの相談をきっかけに、行政や学校

責任者、JA、農家と共に 2校から取組みを始め、
現在ではすべての日野市立の小中学校で地元野
菜を利用した給食が提供されています。
日野市立の小中学校は各学校に調理室があり、
栄養士が各学校に1人配置されています。年度
初めに各学校で栄養士と農家、市役所学校課・
都市農業課、JA 担当者が集まり、品目・納品
企画の調整を行い、学校長と地区別代表農家
が契約をするシステムとなっているそうです。

●子どもを中心につくる、日本一美味し
　い学校給食
栄養士からの要望を受けて始まった親子農業
体験では、「農」を理解するために、種まき

から収穫までの間の「草取り」など大変な作
業も含めて、親子で全てを体験しているそう
です。この取り組みの後、畑で作業している
と子どもたちから気軽に声を掛けられるよう
になり、継続することが子どもから保護者、
地域住民まで「農の応援団」の誕生につなが
っていると感じてきたそうです。
最後に、「『全ては子どもたちのために』取り
組んできました。今後も持続可能な農業と給
食用の野菜供給のために、新たな取組みを進
めていきたいです」と結ばれました。

葛飾区と府中市の農業と学校給食の取組み報告
●葛飾区の取組み
葛飾区は 23 区内でも有数の農地をもつ地域です。実態調査として、代
理人（区議）と連携して行政や教育委員会にヒアリングを行い、各学校
の栄養士と農家が直接やりとりして、給食で地元野菜が利用されてい
ることがわかったと報告されました。講師の澤登さんより、地域の住民
が食べ支え、関心のある人を巻き込んでいくことで、地元野菜が給食
に継続して利用されることへの期待が伝えられました。

●府中市の取組み
府中市では 5 年前に給食センターが新設され、全ての府中市立の小中学
校の給食を提供しています。今回の調査活動の提案を受け、まちの組合員
に呼びかけて給食センターの見学を行いました。給食センターでは1日に
約 2万人分の給食を調理しているそうです。1日に必要な野菜の発注単位
が大きく、地元の野菜だけで供給をするのが難しいため、学校給食に使わ
れる地元野菜の割合が 2～3%ほどとなっていると報告されました。
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特集●【対談】生産者との信頼関係でひろげる、持続可能な野菜の産地づくり

丸山 幸生 さん
有限会社 沃土会 生産者代表

加瀬 和美 さん
生活クラブ東京 副理事長

加
瀬

　「予
約
・
あ
っ
ぱ
れ 

は
れ
ば
れ
　

野
菜
お
ま
か
せ
４
点
セ
ッ
ト
」
が
始
ま

り
、
畑
に
で
き
た
野
菜
を
余
す
こ
と
な

く
食
べ
ら
れ
る
し
く
み
が
で
き
ま
し
た
。

「
予
約
セ
ッ
ト
」
の
生
産
者
で
あ
る
沃
土

会
が
野
菜
作
り
で
大
事
に
し
て
い
る
こ

と
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

丸
山

　沃
土
会
で
は
、
名
前
の
通
り
、

土
作
り
を
大
事
に
し
て
い
ま
す
。
な
た

ね
油
の
生
産
者
の
米
澤
製
油
㈱
の
油
か

す
や
㈱
生
活
ク
ラ
ブ
た
ま
ご
の
鶏
糞
を

主
体
に
、
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
な
が
ら
、

そ
の
土
地
の
風
土
に
合
っ
た
微
生
物
や

菌
等
で
発
酵
さ
せ
た
、
有
機
質
肥
料
を

使
っ
て
い
ま
す
。
う
ま
味
が
出
た
良
質

な
肥
料
を
使
っ
て
野
菜
を
作
り
上
げ
る

豊
か
な
土
が
支
え
る
「
旬
」
を
届
け
る
野
菜
作
り

生
産
者
と
の
信
頼
関
係
で
ひ
ろ
げ
る
、

持
続
可
能
な
野
菜
の
産
地
づ
く
り

生
活
ク
ラ
ブ
で
は
生
産
者
と
組
合
員
の
安
心
と
安
全
、
環
境
の
保
全
を
追
究
す
る
た
め
、
化
学
合

成
農
薬
と
化
学
肥
料
を
削
減
し
た
青
果
物
（
ア
ー
ス
メ
イ
ド
野
菜
）
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

２
０
１
６
年
11
月
に
農
法
を
選
ん
で
利
用
で
き
る
し
く
み
を
つ
く
り
、
２
０
２
０
年
４
月
に
は
安

定
的
な
生
産
と
供
給
を
め
ざ
し
て
「
予
約
・
あ
っ
ぱ
れ
は
れ
ば
れ
野
菜
お
ま
か
せ
４
点
セ
ッ
ト
」

の
取
組
み
を
開
始
し
ま
し
た
。
現
在
で
は
首
都
圏
の
８
つ
の
生
活
ク
ラ
ブ*

で
1
万
セ
ッ
ト
の
利

用
に
む
け
て
活
動
し
て
い
ま
す
。

「
予
約
セ
ッ
ト
」
の
生
産
者
で
あ
る
沃
土
会
（
よ
く
ど
か
い
）
の
丸
山
さ
ん
と
の
対
談
を
通
し
て
生

産
者
の
思
い
を
知
り
、
私
た
ち
が
望
む
農
産
物
を
食
べ
続
け
る
た
め
に
で
き
る
こ
と
を
考
え
ま
す
。

こ
と
が
「
沃
土
会
」
の
基
本
で
す
。
で

き
た
野
菜
を
お
い
し
く
食
べ
て
い
た
だ

く
こ
と
が
一
番
の
目
的
で
あ
り
、
私
た

ち
の
喜
び
で
す
。
評
価
さ
れ
る
と
生
産

者
は
も
っ
と
も
っ
と
嬉
し
く
な
っ
て
、

頑
張
れ
て
い
ま
す
。

加
瀬

　沃
土
会
の
生
産
者
は
29
人
と
伺

い
ま
し
た
が
、全
員
が「
あ
っ
ぱ
れ
育
ち
」

と
「
は
れ
ば
れ
育
ち
」
の
農
法
で
野
菜

を
作
っ
て
い
る
の
で
す
か
？

丸
山

　「あ
っ
ぱ
れ
育
ち
」「
は
れ
ば
れ

育
ち
」
の
基
準
で
自
分
た
ち
は
作
っ
て

い
こ
う
と
、
確
約
書
を
み
ん
な
で
書
い

て
生
産
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

加
瀬

　す
ご
い
で
す
ね
。
面
積
は
増
え

て
き
て
い
る
の
で
す
か
？

丸
山

　お
か
げ
さ
ま
で
若
い
生
産
者
、

後
継
者
や
新
規
就
農
者
が
世
代
交
代
と

共
に
入
っ
て
き
て
い
ま
す
。「
あ
っ
ぱ
れ

育
ち
」
と
し
て
評
価
さ
れ
、
安
定
し
て

出
荷
で
き
る
の
で
、
若
い
生
産
者
が
無

農
薬
栽
培
へ
の
挑
戦
を
続
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

加
瀬

　無
農
薬
で
家
庭
菜
園
を
し
て
い

る
と
、
野
菜
が
穴
だ
ら
け
に
な
る
こ
と

が
当
た
り
前
に
あ
り
ま
す
。「
あ
っ
ぱ
れ

育
ち
」
や
「
は
れ
ば
れ
育
ち
」
の
青
果

物
は
本
当
に
立
派
で
、
さ
す
が
プ
ロ
だ

と
思
い
ま
す
。
土
作
り
が
大
切
で
す
ね
。

丸
山

　そ
う
で
す
ね
。
土
作
り
は
１
年

２
年
で
は
な
く
、
30
年
40
年
も
か
け
て

い
ま
す
。

加
瀬

　以
前
、
㈲
丸
エ
ビ
倶
楽
部
に
お

邪
魔
し
た
と
き
に
、「
１
㎝
の
土
を
作

る
の
に
百
年
か
か
る
。
そ
れ
が
原
発
の

事
故
で
、
一
瞬
に
し
て
ダ
メ
に
さ
れ
た
」

と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
空
気
、
水
、
土

を
汚
染
し
て
、
そ
れ
を
除
去
で
き
な
い

状
況
を
作
っ
た
こ
と
を
腹
立
た
し
く
思

い
ま
す
。

近
年
は
気
候
変
動
の
影
響
も
あ
り
、「
あ

っ
ぱ
れ
育
ち
」「
は
れ
ば
れ
育
ち
」
の
農

法
で
作
り
続
け
る
の
は
大
変
で
は
な
い

で
す
か
。

丸
山

　元
に
な
る
の
は
、
食
べ
て
く
れ

る
人
が
い
る
と
い
う
安
心
感
で
す
。
そ

「予約・あっぱれはればれ野菜おまかせ 4点セット」生産者 *東京、神奈川、福祉クラブ、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬の
　8つの生活クラブで取組みをしています。
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加
瀬　

東
京
の
８
月
末
の
「
予
約
セ
ッ

ト
」登
録
人
数
は
４
，８
１
１
人
で
す
が
、

実
際
の
注
文
は
３
，
０
３
９
セ
ッ
ト
で

し
た
。
畑
に
は
予
約
分
を
欠
品
な
く
届

け
る
た
め
の
作
付
け
を
し
て
い
た
だ
い

て
い
る
の
に
、
お
休
み
す
る
人
が
多
く
、

申
し
訳
な
く
思
っ
て
い
ま
す
。

丸
山　
「
あ
っ
ぱ
れ
育
ち
」「
は
れ
ば
れ

育
ち
」
を
選
ん
で
注
文
で
き
る
し
く
み

が
で
き
た
の
は
、
生
産
者
と
し
て
嬉
し

か
っ
た
で
す
。
今
ま
で
の
努
力
が
評
価

さ
れ
る
形
で
届
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

で
す
か
ら
。
ど
う
し
た
ら
私
た
ち
生
産

者
が
安
定
的
に
野
菜
を
つ
く
り
続
け
、

組
合
員
の
み
な
さ
ん
が
食
べ
続
け
ら
れ

る
の
か
を
検
討
し
、始
め
た
の
が「
予
約
」

の
し
く
み
で
す
。

加
瀬　

あ
っ
ぱ
れ
育
ち
、
は
れ
ば
れ
育

ち
の
野
菜
の
産
地
を
増
や
し
て
い
こ
う
、

と
始
ま
っ
た
「
予
約
セ
ッ
ト
」
で
す
が
、

始
ま
る
前
と
そ
の
後
で
大
き
く
変
わ
っ

た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

丸
山　

予
約
セ
ッ
ト
が
始
ま
る
前
と
後

で
は
、
基
本
的
に
農
法
、
栽
培
面
積
は

変
え
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
生
産
者
の
思

い
は
変
わ
り
ま
し
た
。
予
約
セ
ッ
ト
を

欠
品
に
で
き
な
い
責
任
。
そ
れ
か
ら
、

同
じ
人
が
食
べ
て
く
れ
る
安
心
感
、
信

頼
感
が
芽
生
え
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
が

一
番
大
き
な
点
か
と
思
い
ま
す
。
今
ま

で
「
市
況
が
高
い
と
注
文
が
い
っ
ぱ
い

来
る
だ
ろ
う
」
と
か
、「
市
況
が
低
い
と

注
文
が
来
な
い
だ
ろ
う
」
と
か
、
計
画

も
あ
っ
て
な
い
よ
う
な
も
の
で
し
た
が
、

予
約
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
、
そ
の
心
配
が

な
く
な
り
ま
し
た
。
特
に
若
い
生
産
者

の
意
気
込
み
を
感
じ
て
い
ま
す
。

加
瀬　

私
た
ち
が
予
約
し
て
食
べ
る
こ

と
い
う
こ
と
は
意
味
が
あ
る
こ
と
な
ん

で
す
ね
。
生
産
者
の
思
い
が
分
か
る
と
、

続
け
て
い
き
た
い
な
と
思
い
ま
す
。

組
合
員
が
セ
ッ
ト
に
封
入
さ
れ
て
い
る

カ
ー
ド
を
出
し
て
、
生
産
者
に
声
を
届

け
る
し
く
み
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
励

「
予
約
」
は
生
産
者
と
組
合
員
の
約
束

れ
が
な
け
れ
ば
、

若
い
生
産
者
は
作
り

た
が
ら
な
い
で
す
。
従
来
で

あ
れ
ば
、
農
薬
も
化
成
肥
料
も

い
っ
ぱ
い
使
っ
て
、
規
模
を
拡
大
し

て
、
ど
ん
ど
ん
売
り
た
い
わ
け
で
す
よ
。

で
も
、
そ
う
す
る
と
野
菜
が
安
く
な
っ

て
、
捨
て
る
も
の
も
増
え
る
。
無
理
し

て
作
っ
て
も
採
算
に
合
わ
ず
、
自
分
の

畑
を
壊
し
て
し
ま
う
。
自
分
の
作
れ
る

力
量
の
中
で
、
消
費
者
に
食
べ
て
も
ら

え
る
分
を
丁
寧
に
作
る
と
い
う
こ
と
が

環
境
に
も
優
し
い
で
す
し
、
持
続
可
能

な
農
業
が
で
き
る
と
つ
く
づ
く
感
じ
て

い
ま
す
。

加
瀬　

今
年
６
月
に
は
雹
害
が
あ
っ
た

と
伺
い
ま
し
た
。

丸
山　

６
月
２
日
に
、
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル

大
の
雹
が
降
り
ま
し
た
。
ハ
ウ
ス
は
穴

だ
ら
け
、
露
地
栽
培
の
野
菜
は
葉
が
な

く
な
り
、
幹
だ
け
し
か
残
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
次
の
日
も
雹
の
道
が
で
き
る
く

ら
い
降
り
ま
し
た
。
そ
の
影
響
で
葉
物

は
植
え
替
え
に
な
っ
た
り
、
ト
ウ
モ
ロ

コ
シ
は
全
滅
し
た
り
し
ま
し
た
。
幸
い

ナ
ス
と
ピ
ー
マ
ン
は
幹
が
残
り
ま
し
た
。

11
月
ま
で
収
穫
予
定
だ
っ
た
の
で
残
し

て
お
い
た
と
こ
ろ
、
２
カ
月
後
に
は
収

穫
で
き
る
ほ
ど
に
復
活
し
ま
し
た
。

こ
う
い
っ
た
想
定
外
の
被
害
が
毎
年
の

よ
う
に
起
き
て
い
ま
す
。
昔
は
豪
雨
の

よ
う
な
夕
立
も
、
恵
み
の
雨
と
し
て
あ

り
が
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
最
近
は
ゲ

リ
ラ
豪
雨
で
す
。
バ
ケ
ツ
を
ひ
っ
く
り

返
し
た
よ
う
な
雨
量
で
30
分
間
降
ら
れ

る
と
、
土
か
ら
野
菜
か
ら
流
さ
れ
て
し

ま
い
ま
す
。

加
瀬　

線
状
降
水
帯
で
す
ね
。

丸
山　

そ
う
な
る
と
私
ど
も
は
全
然
太

刀
打
ち
で
き
な
い
。
恵
み
の
雨
ど
こ
ろ

か
、
被
害
が
ひ
ど
く
な
り
ま
す
。
今
年

は
６
月
20
日
頃
に
梅
雨
が
明
け
た
よ
う

な
状
況
が
続
き
、
早
く
猛
暑
が
来
ま
し

た
。
６
月
下
旬
か
ら
35
度
を
超
え
、
７

月
に
出
荷
予
定
だ
っ
た
野
菜
が
１
カ
月

早
く
育
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
消
費
者

が
「
７
月
に
入
っ
た
か
ら
ト
ウ
モ
ロ
コ

シ
の
季
節
だ
わ
」
と
思
っ
て
も
、
現
場

で
は
６
月
下
旬
に
出
て
し
ま
っ
て
い
る
。

気
候
変
動
で
旬
を
届
け
る
こ
と
が
大
変

に
な
っ
て
い
ま
す
。

加
瀬　

旬
の
考
え
方
っ
て
、
本
当
に
難

し
い
で
す
よ
ね
。
私
の
小
さ
い
頃
は
、

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
は
真
夏
の
食
べ
物
で
し

た
。
今
は
８
月
に
な
る
と
あ
ま
り
出
回

り
ま
せ
ん
ね
。

丸
山　

旬
は
「
走
り
、
盛
り
、
な
ご
り
」

と
３
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
今
は
旬
を

「
走
り
」の
物
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

タ
ケ
ノ
コ
も
出
始
め
の
「
走
り
」
に
食

べ
て
、「
盛
り
」
の一番
お
い
し
い
、いっ
ぱ

い
取
れ
る
時
に
は
飽
き
て
し
ま
う
。「
な

ご
り
」
に
な
っ
た
ら
見
向
き
も
し
な
い
。

「
予
約
セ
ッ
ト
」で
は
旬
を
届
け
る
た
め

に
、産
地
の
良
い
状
態
の
野
菜
を
セ
ッ
ト

し
て
届
け
る
努
力
を
し
て
い
ま
す
。
届

い
た
セ
ッ
ト
を
わ
く
わ
く
し
て
開
け
て
、

旬
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。

加
瀬　

全
国
の
あ
ち
こ
ち
か
ら
有
機
Ｊ

Ａ
Ｓ
の
野
菜
を
集
め
て
、「
は
い
、
無
農

薬
の
野
菜
で
す
よ
」
と
提
供
す
る
の
で

は
な
く
、
ひ
と
つ
の
産
地
を
面
と
し
て
、

そ
の
地
域
に
生
産
者
同
士
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
を
作
る
こ
と
を
生
活
ク
ラ
ブ
は
大

切
に
し
て
い
ま
す
。
人
作
り
に
少
し
で

も
予
約
の
し
く
み
が
役
に
立
て
て
い
る

の
な
ら
、
組
合
員
と
し
て
嬉
し
く
思
い

ま
す
。

丸
山　

人
作
り
で
す
ね
。

加
瀬　

作
っ
て
く
れ
る
人
が
い
な
か
っ

た
ら
、
い
く
ら
私
た
ち
が
「『
安
心
・
安

全
の
無
農
薬
』
の
野
菜
が
ほ
し
い
」
と

思
っ
て
も
、
手
に
入
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

広
い
面
積
の
一
部
だ
け
が
生
き
残
る
こ

と
は
長
い
目
で
見
る
と
難
し
い
の
で
、

面
で
産
地
を
広
げ
る
後
押
し
が
で
き
る

こ
と
も
、
組
合
員
と
し
て
取
り
組
む
意

義
を
感
じ
て
い
ま
す
。

予
約
セ
ッ
ト
は
沃
土
会
を
含
め
て
５
つ

の
生
産
者
が
い
ま
す
。
横
の
繋
が
り
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
？

丸
山　

今
回
、
沃
土
会
が
雹
被
害
に
あ

っ
て
、
ほ
か
の
４
つ
の
産
地
に
助
け
ら

れ
ま
し
た
。
横
の
連
携
の
大
切
さ
、
あ

り
が
た
さ
を
感
じ
ま
し
た
。
こ
の
し
く

み
が
あ
っ
て
よ
か
っ
た
で
す
。

全
国
の
生
活
ク
ラ
ブ
の
農
産
物
生
産
者

に
よ
る
青
果
の
会
で
は
、
北
海
道
か
ら

九
州
ま
で
の
全
国
の
産
地
で
リ
レ
ー
を

し
て
、
何
か
が
起
き
た
時
に
は
助
け
合

え
る
会
に
し
て
き
た
い
と
い
う
目
標
が

あ
り
ま
す
。
組
合
員
が
安
心
し
て
食
べ

ら
れ
る
野
菜
を
、
安
定
し
て
届
け
ら
れ

る
し
く
み
を
構
築
し
て
い
き
た
い
で

す
。

加
瀬　

２
０
１
４
年
に
提
案
さ
れ
た
、

青
果
物
共
同
事
業
の
次
期
構
想
で
す

ね
。
予
約
セ
ッ
ト
の
取
組
み
は
、
構
想

実
現
の
た
め
の
第
一
歩
で
す
。
一
般
市

場
で
は
生
産
者
同
士
の
関
係
性
は
ど
の

よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

丸
山　

市
場
で
は
お
互
い
が
競
争
相
手

で
す
。
ど
こ
か
の
産
地
で
ト
マ
ト
が
な

く
な
る
と
、
別
の
産
地
の
ト
マ
ト
の
値

段
が
上
が
り
ま
す
。
連
携
は
で
き
な
い

で
し
ょ
う
ね
。
野
菜
農
家
は
博
打
み
た

い
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

加
瀬　

生
活
ク
ラ
ブ
で
は
、
青
果
の
会
で

横
の
連
携
を
め
ざ
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。

丸
山　

農
業
の
現
状
を
変
え
て
い
こ
う

理
解
し
て
食
べ
る
こ
と
が
、未
来
の
産
地
を
作
る

と
し
て
い
ま
す
。

加
瀬　

野
菜
の
生
産
者
か
ら
見
て
、
畜

産
は
ど
う
い
っ
た
位
置
づ
け
な
の
で
し

ょ
う
か
？
土
作
り
に
㈱
生
活
ク
ラ
ブ
た

ま
ご
の
鶏
糞
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
お

話
も
あ
り
ま
し
た
。

丸
山　

農
畜
連
携
を
基
本
と
し
て
農
業

を
や
っ
て
い
か
な
く
て
は
、
成
り
立
た

な
く
な
っ
て
い
る
の
が
現
実
で
す
。
ウ

ク
ラ
イ
ナ
の
戦
争
に
よ
っ
て
肥
料
や
資

材
が
高
騰
し
、
円
安
に
よ
り
飼
料
も
高

騰
し
て
い
ま
す
。
地
域
で
農
畜
連
携
し
、

堆
肥
を
利
用
す
る
こ
と
で
畜
産
公
害
を

出
さ
ず
に
土
を
肥
や
す
こ
と
が
で
き
ま

す
。
飼
料
用
米
を
牛
や
豚
、
鶏
に
与
え

る
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
農
業

は
成
り
立
っ
て
い
く
の
か
な
と
考
え
ま

す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
必
要
な
だ
け
の

量
で
循
環
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で

す
。

加
瀬　

こ
れ
か
ら
も
作
り
続
け
る
、
食

べ
続
け
る
た
め
に
、
生
産
者
と
組
合
員

に
で
き
る
こ
と
は
何
だ
と
思
い
ま
す
か
。

丸
山　

生
産
者
と
し
て
は
、
国
内
自
給

率
の
向
上
、
自
然
農
法
の
取
り
組
み
、

面
積
の
拡
大
が
重
要
に
な
り
ま
す
。
そ

の
た
め
に
は
組
合
員
と
一
緒
に
、
食
育

活
動
を
通
し
た
つ
な
が
り
を
強
め
て
い

か
な
け
れ
ば
難
し
い
の
か
な
、
理
解
し

合
え
な
い
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

目
の
前
に
ぽ
ん
と
出
さ
れ
た
も
の
と
、

プ
ロ
セ
ス
を
説
明
さ
れ
た
も
の
で
は
、

同
じ
無
農
薬
野
菜
で
も
味
が
変
わ
る
ん

で
す
よ
ね
。

加
瀬　

た
し
か
に
、
自
分
が
住
ん
で
い

る
地
域
で
と
れ
た
も
の
や
、
顔
の
見
え

て
い
る
生
産
者
が
作
っ
た
野
菜
は
美
味

し
く
感
じ
ま
す
。

丸
山　

そ
う
い
っ
た
声
は
生
産
者
と
し

て
あ
り
が
た
い
で
す
し
、
や
っ
て
い
て

よ
か
っ
た
と
感
じ
ま
す
。
一
つ
ひ
と
つ

の
声
を
つ
な
げ
て
、
草
の
根
の
よ
う
に

広
げ
て
い
け
る
こ
と
が
予
約
セ
ッ
ト
の

一
番
い
い
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
な
と
思

い
ま
す
。
数
字
あ
り
き
で
は
な
く
て
、

理
解
し
合
い
な
が
ら
食
べ
て
ほ
し
い
で

す
ね
。

加
瀬　

生
産
者
と
組
合
員
が
一
緒
に
考

え
ら
れ
る
の
が
、
生
協
の
あ
り
方
で
す

よ
ね
。
棚
に
並
ん
で
い
る
物
を
選
ぶ
だ

け
で
な
く
、
な
ぜ
そ
れ
な
の
か
？
と
い

う
過
程
を
見
ら
れ
て
、
話
し
合
え
る
と

い
う
こ
と
を
大
事
に
し
た
い
で
す
。

目
標
数
を
早
く
達
成
す
る
と
共
に
、
セ

ッ
ト
に
込
め
ら
れ
た
意
義
を
理
解
す
る

組
合
員
を
育
て
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

丸
山　

予
約
セ
ッ
ト
は
ま
だ
ま
だ
課
題

が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
み
な
さ
ん
と
考

え
て
作
り
上
げ
て
い
か
な
い
と
難
し
い

と
感
じ
て
い
ま
す
。
予
約
セ
ッ
ト
を
普

及
し
て
く
こ
と
が
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
に

つ
な
が
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

加
瀬　

私
た
ち
が
野
菜
セ
ッ
ト
を

取
り
組
む
背
景
を
伝
え
続
け
る

こ
と
で
、
産
地
と
の
関
係
を

揺
る
が
な
い
も
の
に
し
て

い
き
た
い
で

す
ね
。

雹被害にあった当時の畑（上）。約 2カ月後にはピー
マンの収穫ができるまでに成長しました（下）

み
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
か
？

丸
山　

雹
被
害
の
時
に
、
た
く
さ
ん
の

声
や
メ
ッ
セ
ー
ジ
カ
ー
ド
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
涙
が
出
る
く
ら
い
喜
ぶ
生
産

者
も
い
ま
し
た
。「
作
り
続
け
て
く
だ
さ

い
」「
頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
」「
感
謝
し

て
い
ま
す
」
と
い
う
組
合
員
か
ら
の
メ

ッ
セ
ー
ジ
が
、
被
害
に
あ
っ
た
生
産
者

ほ
ど
心
に
沁
み
ま
し
た
。
今
は
秋
冬
野

菜
に
向
け
て
一
生
懸
命
頑
張
っ
て
い
ま

す
の
で
、
期
待
し
て
待
っ
て
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
。

＼予約で産地の旬を味わおう／ 
「予約・あっぱれはればれ野菜おまかせ４点セット」  

予約注文番号
毎週： 803581　隔週AC週： 803582　隔週BD週： 803583
※ eくらぶでは「よやくらぶ登録ページ」から予約できます。

あっぱれ育ち
栽培期間中、化学合成農薬と化
学肥料を不使用

生活クラブの野菜は全てアースメイド野菜！

はればれ育ち
栽培期間中、化学合成農薬と化
学肥料の使用をできる限り削減

産地の情報を
Instagramでお届けしています

アースメイド
野菜について詳しくはこちら

アースメイド野菜とは…
・生産者といっしょに土作りから取り組んでいます
・化学合成農薬や化学肥料をできるだけ削減します
・栽培履歴が明らかです

＼農法が選べます／



わたしの声Ｑ＆ＡＱ
Q:	豚肉が使いきれません
A:同様の声にお応えして少量化がすすんできました。豚肉

スライスには 240g の取組みもあります。これでも使いきれ

ない場合は、冷凍豚肉がおすすめです。瞬間的に冷凍して

あるので、美味しさはそのままです。「冷凍豚肉バランスセッ

ト」はロース・肩ローススライス 80g、モモスライス 80g × 2、

切り落とし 80g × 3 と使いやすくなっています。

消費材全般に言えることですが、小容量、あるいは大・小

の 2 容量にすると、取組み人数は増えても総利用量が減り、

生産者と約束した量を食べ切れない恐れがあります。消費

A

●「原発推進方針の撤回を」要請書の提出について　● GMO フリーゾー
ン全国交流集会 in 東京の進捗報告とプレイベントの実施　● 2022 年度
生活クラブ東京総代意見交換会および新年交流会について

月　理事会報告　議事抜粋

冷凍豚肉切り落とし500g
ふんわりと冷凍してあるの
で、好きな量だけ使えます。

こちらもオススメです

材を生産者に作り続けてもらうた

めにご理解いただき、豚肉の利用

を継続していきましょう。

東京理事の	リレーコラム	

《7》 《6》

展示即売会

「暮らし方、生き方の問題提起が政策提案につながる」

生活クラブは、これまでも生活に必要な消費材をつくり出
し、生活に必要な社会機能をつくり替えながら、人間関
係を通して自己表現する運動を実践してきました。私たち
の暮らし方や生き方を豊かにするために、共同購入運動
を基幹とするなかで、さまざまな生活の課題や社会の問
題に対して主体的に取り組んできました。
東京全体ですすめている政策提案運動は、主に東京の
都市農業を守り育てること（都市農業の可能性や学校
給食の取組み調査など）、エネルギー自給の向上、子ど
もにやさしいまちづくりをテーマに生活クラブ運動グルー
プ地域協議会を中心に活動しています。まちの運営や地
域協議会の状況によっては大変な部分もありますが、地
域で活動している団体とのつながりや新しい発見につな
がった成果も報告されています。私たちの生活のルール
を決めるのは自治体や国の政策・制度など政治との関係
に大きく影響しています。議会や行政に対して市民がどの
ように関わっていくかで私たちの暮らしも変わってきます。
政治に興味を持ち、自治する市民を少しずつ増やしなが
ら参画し、発信することで市民自治が主体の「まちづくり」
を積極的に楽しく推進できればと思います。

（生活クラブ東京　専務理事　金丸正樹）

●WEBでも詳細の確認・お申込みができます

問
合
せ
・
予
約

事業企画課 
ＴＥＬ	03-5426-5206

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、企画内容が変更、または中止・延期となる場合があります。ご了承ください。

協同村

問
合
わ
せ

協同村ひだまりファーム
あきる野市戸倉 863

ＴＥＬ	042-596-0103
休村日：火・水

豊かな自然の中で、農業体験やキャンプ
などが楽しめる生活クラブの施設です｡

生活クラブの学校	

CSまちデザイン

◇詳細・お申込みは CS まちデザインへ

問
合
わ
せ

NPO法人ＣＳまちデザイン
ＴＥＬ	03-5426-5212

○デポー国領駅前	展示会
12月10日（土）・11日（日）
10:30 ～ 17:30		
会場：調布センター（調布市国領町 3-4-3）

問合せ：デポー国領駅前　
TEL：042-442-0710
同時出展：宝飾品（東京真珠）、メガネ（ア
イメイト）、バッグ（アフロディーテ）、婦
人服（ファーレ）

	紳士・婦人スーツのお仕立て

●天地堂	ランドセル
人気のカラーから品切れになります！ご注
文の方にもれなく、「木製ネームタグ」「ラ
ンドセルカバー」をプレゼント !　カタログ
ご希望の方は、お電話または右上の二次元
コードより WEB でお申し込みください。

入村料：510 円（4 歳～小学生 310 円）
駐車料：600 円／１日 
＜3/15までの特典＞
・イベント参加者は入村料 200 円引き
・駐車料金半額

食農共育講座
NPO コミュニティスクール（CS）・
まちデザインとの共催企画

●福島の原発『廃炉』とALPS 処
理水・漁業復興～全国の市民に考
えてほしいこと	（オンライン併用講座）
12月19日（月）14:00 ～ 16:00
講師：林薫平さん
　　   （福島大学農学群食農学類農業経営学コース准教授）

受講料：1,425 円
来年 3 月で丸 12 年となる福島第１原発事
故。復興と「廃炉」へ向けた苦闘が続く中、
大きな争点になっているのは原発処理水の
海洋放出です。水産関係者とともに問題に
向き合ってきた林薫平・福島大准教授に解
説していただきます。（録画視聴可）

切り取って下の部分を提出してください

生活クラブ東京WEBサイトからも提出できます。みなさんの声をお待ちしています。 生活クラブ東京　わたしの声

※ご記入いただいた情報は目的以外、または次の条件以外では第三者に開示しません。
①ご本人の同意がある時　②ご本人と特定できない状態で開示する時　③生活クラブの関連団体、提携先より回答することが望ましい場合。

生活クラブや消費材への意見・
要望、企画申込みはこの用紙で。

回答は、組合員活動の経験を活かして
専任スタッフがお答えしています。

〈お願い〉ご記入の内容について該当項目に○をつけてください。
①提案・要望・質問　②みんなに伝えたいこと　③ジョイエスの感想　④企画申込み　⑤その他
●質問には 2 週間程度でお答えしていますが、詳しい調査が必要な場合などさらに時間をいただくことがあります。
※事故品の連絡は現物を保存のうえ、すぐにコールセンター・デポーにお電話ください。生鮮品の報告は翌週までです。
※配送をご利用の方は配達便に、デポーをご利用の方は各デポーのフロアーワーカーズまでご提出ください。

センター
デポー

組合員
コード

氏名 電話番号 提出日

/
事務局記入欄

センター／デポー 東京本部

／
印

ご希望のイベント名を
ご記入ください

秋・冬物のスーツの新柄が入荷いたしまし
た。細かいところまで好みにあわせてお仕立
ていただけます。約４週間でお届け。

	NPO法人地球野外塾との共催企画

●薪割り・焚き火デイキャンプ
1月22日（日）9:30 ～ 16:00
参加費：5,000 円／ 1 人
薪を割り、その薪で焚き火料理を作ります。

●東京真珠	謝恩セール
12月2日（金）～4日（日）
10:30 ～ 19:00	（最終日のみ 18:00 まで）
会場：時事通信ホール

（中央区銀座 5-15-8  時事通信ビル 2F）

品揃えは１万点以上！新作も多数取り揃え
ています。広々とした会場でゆっくりとご
覧いただけます。

●きく屋宝石店	クリスマス催事
12月9日（金）～13日（火）
10:00 ～ 19:00（11日（日）は 18:30 まで）
会場：渋谷・宮益坂	㈱きく屋宝石店

（渋谷区渋谷 1-8-7）

キュートなプチジュエリーから、ゴージャ
スなダイヤジュエリーまで取り揃えていま
す。

●東京真珠	クリスマスセール
12月14日（水）～19日（月）
11:00 ～ 19:00
会場：東京真珠	㈱	銀座ショールーム

（中央区銀座 6-16-3）

普段がんばっている自分へのご褒美にも
ぴったりのジュエリー。ネックレス、リング、
ピアス、イヤリング、イヤーカフなどをお
手頃価格で多数取り揃えています。

●久月	ひな人形展示即売会
1月16日（月）～1月31日（火）
10:00 ～ 18:00
会場：久月浅草橋総本店（台東区柳橋 1-20-4）

ひな人形を特別価格で購入できる展示即売
会を開催します。組合員確認ができる、配
達伝票や個人引落通知書などをお持ちくだ
さい。

●ドキュメンタリー映画「百姓の百の声」
上映会+トークショー（オンライン併用講座）
1月11日（水）10:00 ～ 13:00
講師：柴田昌平さん	（映画監督）

受講料：1,620 円
誰の隣りにも「農」はあるはずなのに、都
市住民がほとんど触れることのない、等身
大の農家のリアルな姿に迫った映画を鑑賞
し、柴田監督とともに、都市と農村、消費
者と農業者の関係について語り合います。

はたらくの講座　
東京ワーカーズ・コレクティブ協同組合
との共催企画

●起業講座～事業プランをつくってみよう
＜全 3回＞	第1回	事業のタネをみ
つけよう（オンライン併用講座）
12月24日（土）10:00 ～ 12:00
講師：東京ワーカーズ・コレクティブ理事、
　　   ( 一社）ぷろぼの工房代表
受講料：無料
ワーカーズ・コレクティブで事業を行っている
方たちの経験を参考に、どんなテーマで事業
化するか考えます。

●基礎編＜全2回＞	
第1回	ワーカーズ・コレクティブとは
（オンライン併用講座）
1月14日（土）14:00 ～ 16:00
講師：東京ワーカーズ・コレクティブ理事
受講料：無料
みんなで事業を行うという協同組合型の働き
方でもあるワーカーズ・コレクティブに興味
のある方、働いてみたい方、ぜひご参加くだ
さい。

問
合
わ
せ

東京ワーカーズ・コレクティブ
ＴＥＬ	03-3207-1941

地域福祉の連続講座＜全４回＞	
ACT（アクト）グループとの共催企画

●第2回	デジタルで実現！自分で
描く自分の老後	（オンライン講座）
1月23日（月）13:00 ～ 15:00
講師：チームたすけあいワーカーズ
	　　   （各たすけあいワーカーズ理事長）

受講料：無料
スマートハウス・スマート家電を紹介し、地域
で自分らしく暮らしていく知識を学びます。

主
催
・
問
合
わ
せ

ACTたすけあい
ワーカーズ・コレクティブ連合
メール	actrengo@gmail.com

会場記載がない場合は生活クラブ館開催
（世田谷区宮坂 3-13-13）

ピアふぇすた2022
「今、あらためてわたしたち
の食を考える」	
（オンライン併用開催）

1月14日（土）10:00 ～ 12:30
基調講演：伊藤由理子さん
　　　　		（生活クラブ東京顧問）
実践報告：生活クラブ運動グループの　
　　　　		「食」の実践団体
受講料：無料
主催：生活クラブ運動グループ
　　		東京連絡会
問合わせ：役員室	03-5426-5202

information




