
市HPは
こちら

　

芽
生
え
た
新
緑
が
色
を
増
す
季

節
。
飯
山
に
あ
る
臼
井
農
産
で
は
、

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
子
豚
が
元
気
に

母
親
の
乳
を
飲
み
、
そ
の
姿
を
従
業

員
た
ち
が
優
し
い
表
情
で
見
守
っ
て

い
ま
す
。「
こ
こ
で
働
く
人
は
み
ん

な
動
物
が
好
き
。
生
ま
れ
て
か
ら
農

場
を
出
る
ま
で
、
ず
っ
と
愛
情
を

持
っ
て
接
し
て
い
る
」。
そ
う
話
す

の
は
臼
井
欽
一
さ
ん
（
60
・
飯
山
）。

両
親
の
代
か
ら
60
年
続
く
養
豚
場
を

営
み
、
15
人
の
従
業
員
た
ち
と
約
５

０
０
０
頭
の
豚
を
育
て
て
い
ま
す
。

子
豚
か
ら
育
て
る

40
年
ほ
ど
前
の
厚
木
に
は
約
３
０

０
軒
の
養
豚
場
が
あ
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
時
代
と
と
も
に
規
模
は
縮
小

し
、
今
で
は
３
軒
が
養
豚
業
を
営
ん

で
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
臼
井
農
産
で

は
、市
内
で
最
も
多
く
豚
を
飼
育
し
、

月
に
約
７
０
０
頭
の
子
豚
が
生
ま
れ

ま
す
。
飼
育
な
ど
を
担
当
す
る
臼
井

成
次
さ
ん
（
37
・
飯
山
）
は
「
子
豚

は
母
豚
の
乳
し
か
飲
ま
な
い
。
健
康

に
育
て
る
た
め
に
は
、
初
め
の
時
期

が
肝
心
」
と
話
し
ま
す
。
生
ま
れ
た

ば
か
り
の
子
豚
に
手
を
添
え
、
わ
が

子
の
よ
う
に
寄
り
添
い
ま
す
。
出
生

時
の
１
・
５
㌔
か
ら
半
年
で
１
２
０

㌔
ほ
ど
ま
で
成
長
す
る
豚
を
一
頭
一

頭
確
認
し
、
日
頃
の
健
康
管
理
に
気

を
配
っ
て
い
ま
す
。

　

半
年
後
、
農
場
で
愛
情
を
受
け
て

育
っ
た
豚
は
、
酒
井
に
あ
る
神
奈
川

食
肉
セ
ン
タ
ー
へ
と
運
ば
れ
て
い
き

ま
す
。
成
次
さ
ん
は
「
出
荷
を
迎
え

る
豚
は
、
そ
の
命
を
私
た
ち
に
返
し

て
く
れ
る
」
と
、
感
謝
の
気
持
ち
を

込
め
て
送
り
出
し
て
い
ま
す
。

厚
木
の
豚
を
地
元
の
方
に

　

臼
井
農
産
で
は
豚
を
大
切
に
育
て

て
い
る
か
ら
こ
そ
、
お
い
し
く
食
べ

て
も
ら
う
た
め
に
品
質
に
も
こ
だ

わ
っ
て
い
ま
す
。
健
康
な
豚
を
育
て

る
た
め
、
肉
質
や
生
産
性
の
バ
ラ
ン

ス
の
良
い
血
統
を
育
て
た
り
、
飼
料

に
小
麦
な
ど
を
配
合
し
た
り
と
、
お

い
し
さ
を
追
及
。
２
０
１
６
年
に
は

「
あ
つ
ぎ
豚
」
と
し
て
、
か
な
が
わ

ブ
ラ
ン
ド
に
認
定
さ
れ
、
市
の
名
産

品
の
一
つ
に
な
り
ま
し
た
。

　

臼
井
農
産
の
豚
肉
は
、
大
型
農
産

物
直
売
所
の
「
夢
未
市
」
な
ど
に
納

品
さ
れ
て
い
ま
す
。
11
年
に
は
、
厚

木
育
ち
の
豚
肉
を
地
元
の
人
た
ち
に

食
べ
て
も
ら
う
た
め
、
上
落
合
に
自

社
の
直
売
所
を
オ
ー
プ
ン
。
地
域
の

方
が
手
に
取
り
や
す
く
な
り
ま
し

た
。
直
売
所
で
は
、
厚
木
を
代
表
す

る
グ
ル
メ
「
と
ん
漬
け
」
も
販
売
。

味
付
け
に
欠
か
せ
な
い
み
そ
は
、
農

場
で
栽
培
し
て
い
る
大
豆
と
手
作
り

厚
木
の
農
産
物
を

の
米
こ
う
じ
で
仕
込
む
な
ど
、
全
て

自
社
の
材
料
を
使
っ
て
い
ま
す
。「
お

客
さ
ん
と
の
距
離
が
近
い
の
が
直
売

の
魅
力
。
食
べ
る
だ
け
で
な
く
、
地

域
と
の
つ
な
が
り
に
も
な
っ
て
い

る
」と
欽
一
さ
ん
は
力
を
込
め
ま
す
。

Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
当
日
の
品
ぞ
ろ
え
や
お
勧

め
品
を
紹
介
し
た
り
、
お
客
さ
ん
の

声
を
商
品
開
発
に
生
か
し
た
り
と
、

地
域
と
の
関
わ
り
を
大
切
に
し
、
地

産
地
消
に
力
を
注
い
で
い
ま
す
。

　
「
食
べ
て
も
ら
う
た
め
に
育
て
て

い
る
。愛
情
を
込
め
て
育
て
た
豚
を
、

お
い
し
い
と
食
べ
て
ほ
し
い
」
と
目

を
細
め
る
欽
一
さ
ん
。
大
切
な
命
を

地
域
の
笑
顔
に
変
え
る
臼
井
農
産
で

は
、
こ
れ
か
ら
も
豚
た
ち
に
愛
情
を

注
ぎ
続
け
ま
す
。

食
卓
に

　

皆
さ
ん
の
食
卓
に
並
ぶ
野
菜
や
肉
な
ど
は
、
ど
こ
で
作
ら
れ
た
物
で
す
か
。

厚
木
に
は
こ
の
土
地
で
育
っ
た
農
産
物
が
多
く
あ
り
ま
す
。
特
集
で
は
、養
豚
・

ト
マ
ト
農
家
の
方
に
農
産
物
や
地
産
地
消
へ
の
思
い
な
ど
聞
き
ま
し
た
。

問
農
業
政
策
課
☎
225
―
２
８
０
１

愛
情
の
こ
も
っ
た
豚
肉

養
豚
業  

臼
井
農
産

豚の飼育状況などの話をする欽一さん豚の飼育状況などの話をする欽一さん（（右右））

子豚を優しく見つめる成次さん子豚を優しく見つめる成次さん 穏やかな表情で乳を飲む生後間もない子豚たち穏やかな表情で乳を飲む生後間もない子豚たち

寄り添い合う母豚と子豚寄り添い合う母豚と子豚

「厚木のとん漬」が
100年フードに認定

　とん漬けは、産地直送の豚肉を特製のみそに漬け込んだ江
戸時代から続く厚木の名産品です。

　

青
空
の
下
、
暖
か
い
空
気
が
立
ち

込
め
る
ハ
ウ
ス
の
中
に
入
る
と
、
大

き
く
育
っ
た
苗
の
香
り
が
ふ
わ
っ
と

漂
っ
て
き
ま
す
。
傷
が
付
か
な
い
よ

う
に
つ
り
上
げ
ら
れ
た
ト
マ
ト
は
、

ま
る
で
宙
に
浮
い
て
い
る
か
の
よ

う
。
神
﨑
浩
貴
さ
ん
は
、
赤
く
色
付

い
た
実
の
出
来
を
一
つ
一
つ
丁
寧
に

確
か
め
て
い
き
ま
す
。「
農
業
は
大

変
だ
け
ど
、
だ
ん
だ
ん
作
物
が
成
長

し
て
い
く
楽
し
さ
の
方
が
勝
つ
」
と

笑
顔
で
汗
を
拭
い
ま
す
。

完
熟
ト
マ
ト
を
店
頭
に

　

神
﨑
さ
ん
は
、
代
々
続
く
ト
マ
ト

農
家
の
５
代
目
。
農
作
業
に
汗
を
流

す
父
の
姿
を
見
て
育
ち
、
幼
い
頃
か

ら
作
業
を
手
伝
っ
て
い
ま
し
た
。
大

学
で
は
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
を
学
び
、

一
度
は
他
の
道
に
進
む
こ
と
も
考
え

て
い
た
と
い
う
神
﨑
さ
ん
。
し
か
し

「
い
ず
れ
は
農
業
を
継
ぐ
つ
も
り

だ
っ
た
。
早
く
始
め
た
方
が
技
術
が

身
に
付
く
」
と
決
心
し
、
卒
業
後
１

年
間
の
研
修
を
経
て
就
農
し
ま
し
た
。

　

ハ
ウ
ス
で
は
、
大
玉
・
中
玉
合
わ

せ
て
約
１
０
０
０
本
の
苗
を
栽
培
し

て
い
ま
す
。「
天
候
に
合
わ
せ
た
温

度
管
理
が
難
し
く
、
う
ま
く
で
き
な

い
と
病
気
に
も
な
り
や
す
い
」
と
、

新
し
い
道
具
を
使
っ
た
り
、
栽
培
方

法
を
少
し
変
え
た
り
と
工
夫
を
凝
ら

し
て
い
ま
す
。

　

神
﨑
さ
ん
が
作
っ
て
い
る
の
は
、

か
な
が
わ
ブ
ラ
ン
ド
に
登
録
さ
れ
る

「
厚
木
ト
マ
ト
」。
甘
み
と
酸
味
の
バ

ラ
ン
ス
が
良
く
、
し
っ
か
り
と
し
た

食
感
が
特
徴
で
す
。
朝
に
収
穫
し
、

自
宅
で
の
直
売
の
他
、
１
０
０
袋
ほ

ど
を
夢
未
市
に
納
め
て
い
ま
す
。
地

方
か
ら
輸
送
さ
れ
て
く
る
品
は
、
店

頭
に
並
ぶ
時
に
赤
く
な
る
よ
う
完
熟

を
迎
え
る
前
に
収
穫
さ
れ
ま
す
。
一

方
、
直
売
は
採
れ
た
て
で
完
熟
の
ト

マ
ト
が
味
わ
え
る
の
が
魅
力
で
す
。

神
﨑
さ
ん
は
「
同
じ
ト
マ
ト
を
食
べ

る
な
ら
、
食
べ
頃
の
一
番
お
い
し
い

状
態
を
味
わ
っ
て
ほ
し
い
」
と
力
を

込
め
ま
す
。

地
場
産
を
食
べ
る
き
っ
か
け
に

　

神
﨑
さ
ん
は
、
農
業
協
同
組
合
の

30
・
40
代
の
農
家
が
集
う
青
壮
年
部

に
所
属
し
て
い
ま
す
。
仲
間
た
ち
と

共
に
ア
イ
デ
ア
を
出
し
合
い
な
が

ら
、
厚
木
産
の
農
産
物
を
Ｐ
Ｒ
す
る

活
動
に
も
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。
神

﨑
さ
ん
た
ち
は
、
地
元
食
材
を
食
べ

る
機
会
を
増
や
そ
う
と
、
昨
年
８
月

か
ら
地
場
産
の
ジ
ャ
ガ
イ
モ
や
ニ
ン

ジ
ン
、
ゴ
ボ
ウ
、
ひ
き
肉
を
使
っ
た

レ
ト
ル
ト
カ
レ
ー
を
考
案
。
今
年
４

月
に
夢
未
市
な
ど
で
販
売
し
、
カ

レ
ー
を
食
べ
た
人
た
ち
か
ら
は
「
ゴ

ボ
ウ
入
り
が
珍
し
い
」「
食
べ
や
す

い
味
だ
っ
た
」
な
ど
の
声
が
届
い
た

と
い
い
ま
す
。

　
「
一
生
懸
命
に
育
て
た
野
菜
を
食

べ
『
お
い
し
か
っ
た
』
と
声
が
聞
け

た
時
が
う
れ
し
い
」
と
笑
み
を
浮
か

べ
る
神
﨑
さ
ん
。「
計
画
を
立
て
、

考
え
な
が
ら
取
り
組
む
の
が
好
き
」。

自
分
の
野
菜
は
も
ち
ろ
ん
、
青
壮
年

部
の
活
動
を
通
し
て
市
内
全
体
の
地

産
地
消
の
普
及
も
見
据
え
て
い
ま
す
。

直売だからこそ味わえる旬の味覚
トマト農家  神﨑 浩貴さん（33・温水）

トマトの生育を確認する神﨑さんトマトの生育を確認する神﨑さん

独自で設計独自で設計・・配合した餌を与える配合した餌を与える

２棟のハウスで野菜を栽培２棟のハウスで野菜を栽培

特集  地元食材を地元で消費特集  地元食材を地元で消費

■100年フードとは？
　日本の多様な食文化の継承・振興への
機運を醸成するため、地域で世代を超え
て受け継がれてきた100年続く食文化と
して文化庁が認定。

厚木市民朝市
夕焼け市
　市内産の農畜産物や加工食
品などを販売し、季節に応じ
た特別市も開催しています。
問農業政策課☎225-2801

市内産の新鮮・安心な農産物を

■夕焼け市（11月1日まで）
《日時》水曜　17～18時
《場所》荻野運動公園

　地産地消は、生産者の顔が見え鮮度
の高い農産物が手に入ったり、生産者

側も理想の価格で直売できたりと、両者にメリットが
あります。また、地域活性化・食育のツールや、輸送
時間の短縮、規格が合わず市場に出せない生産物も直
売できるなど、エコやSDGsの視点からも、この先必
要な取り組みです。
　厚木市は、都市もあれば自然も豊かで恵まれた立地
です。水田や畑なども多く、農業の基盤はすでに整っ
ています。農産物の魅力を広く発信し、市民の皆さん
が「同じ食材を買うのならば地場産の物を」という気
持ちを持つことで、地域の農業も活性化していくので
はないでしょうか。

地産地消の意識を高める
東京農業大学　農学部　教授
髙畑　健 さん

問観光振興課☎225-2820

　日本の養豚は、江戸時代に始まりま
した。食肉文化が広まると、港を持つ
神奈川県では養豚業が盛んに。市内に
も多くの養豚場がありました。

養豚の歴史

1980年代の市内の養豚場1980年代の市内の養豚場

稲作
52%野菜

28%

果樹類 9%果樹類9%

花き類4%

穀・いも・豆類
3%

畜産 2%
その他2%

市内ではどんな農産物が作られている？

■厚木市民朝市
《日時》日曜　6～7時
《場所》文化会館駐車場

出典：2020農林業センサス
農産物販売全額１位の部門別農家数

45 2023(令和５)年６月１日


