
新しい農業経営のご提案
〜 収入の安定とやりがいのある農業経営へ 〜

農 業 体 験 農 園

農 家 の
皆さんへ

京都農業体験農園 ・ 園主会
一般社団法人 京都府農業会議
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「 農業体験農園 」ってどんなもの？
首都圏の農家が生み出した新しいタイプの市民農園

関東を始め近畿、九州にも広がり「全国農業体験農園協会」登録農園は
約 130 農園に、登録外も含めると約 500農園までに普及

コロナ禍で生活が見直される中、市民から注目を集めている

　 　「農業体験農園」は農家による
農業経営の一つ。農産物販売の一手
法であり、法律上の手続きが不要です。

● 農地の管理、生産管理は農家が担う
● 運営内規＝ルールづくりは必要

　　"農業資源”と " 農家スキル” を　
市民に提供する新しいスタイルの　
農業経営といえます。

● プロ農家の経験と発想を市民に伝達
● 農家が開く一種の “ カルチャー教室 ”

　　市民・消費者と共に営む農業　
経営（農家と市民が交流する場とし
ての農業経営）です。

● 農園開設者の指導のもとで入園者（消費者）　　
　 自らが育てる農産物を確実に提供する

　　農地・農業の多面的機能を発揮
して、まちづくり・人づくりに一役
買う経営です。

● 農のあるまちづくり、ゆとりのある暮らし、
　 食育教育やリハビリ機会の提供など、農業の　
　 多面的な機能の具体化

　　円滑化法
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を活用すれば、農家の
手に余った農地を借り入れての農園
開設も可能です。
● 都市農地貸借円滑化法は、都市農地を守り、　
　 活用することができる新しい法律
● 円滑化法による農地の貸し借りは、貸し手も
　 借り手も安心できる仕組み

　　「体験農園」と「市民農園」を　
併せて運営することも出来ます。

●「体験農園」で自信をつけた入園者を「市民
　 農園」に誘導

都市農業をめぐっては、市民参加型の新しい農業経営としての「農業体験　　
農園」が、農家や消費者（市民）から注目を集めています。
すでに多くの成功事例もあり、まちづくり・市民のくらしと共存する農業　
経営として農家の皆さんに「体験農園」の開設をおすすめします。

“ 市民参加型 ” の農業経営です

　
農 産 物 販 売 の
一 つ の 方 法

野菜づくりの
カルチャー教室

農地所有者が
自ら開設・経営

利用者の交流
参加型の農園

安心安全でおいしい農産
物を、新鮮なまま直接消
費者に届けられることは、
生産者の喜びです。

プロ農家が播種・植付け
か ら 管 理、 収 穫 ま で の　
作業を教える場、一種の
カルチャースクールです。

農を楽しむ新しい暮らし　
方 と と も に 交 流 の 場 を　
提供する利用者参加型の
農園です。

農地の所有者が自ら開設
し、園主会のサポートを
受けながら、経営も農家
が担います。
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農家＝園主が自ら事業として
経営する農園
● 農地貸借ではなく入園方式

農家＝園主自らが作付け・　
栽培計画を作り、入園者が　
作業を体験

農具を始め資材・苗等は農家
＝園主が全て準備する
● 入園料に含める

収穫物は農家＝園主に帰属し
利用者に販売 ( 栽培→収穫→食卓 )
● 入園料に含める
● 確実な収穫

園主が栽培方法を指導する

利 用 者 同 士 の 交 流 の 場　　
（コミュニティー）が生まれる

● 教え合い助け合いからイベントまで

農家による、自己農地の貸し
付け
● 特定農地貸付け等

作付け計画は利用者（借り手）
が決める

肥料、資材、苗等は利用者が
全て準備

収穫物は利用者に帰属
● 栽培に失敗しても自己責任

利用者が自ら学習

特に準備されない
● 個々の利用者の都合による

栽 培 計 画
の 主 体

農具、肥料、
苗等の準備

収 穫 物
の 帰 属

栽 培 指 導
の 有 無

交 流 の 場

自 主 事 業
or

農 地 貸 借

ど こ が 違 う の？ そ こ が 知 り た い！！

誰でも（どんな農家でも）
開設し運営できるの？Q

開設と運営に大きな投資が
いるの？Q

入園者はどのようにして集
めるの？Q

開 設・ 運 営 す る 場 合、     
サポートは得られるの？Q

入園者にとっての魅力や    
メリットは？Q

農園経営は儲かるの？
損はしないの？Q

「農業体験農園」の開設・運営の実際

▶ 興味があれば、もう、ＯＫです。
▶ 園主の個性や特技、土地条件に    
   応じた農園経営が可能です。
▶ 作付け栽培計画を作る必要はあり 
   ますが、運営スタイルは自由です。

▶ 利用者から平均で 60,000 円 / 年 
　 程度の入園料を得ている例では、 
 　損失はありません。
▶ 入園者が増えると収益は増加して　
　 いきます。
▶ 休憩所、トイレ、ポンプ等の装備の
   具合により、園主の負担が変わり
   ます。

▶ 園主の指導によって、確実に良質
   な野菜が収穫できます。
▶ 多くの場合、週１回以上の指導日
  があることや、入園者同士が集ま   
  り交流の場・食育の場として活用
   できます。
▶ Ｒ２年に行った入園者アンケート
  では、体験農園の魅力が多くの人に
   受け入れられています。

▶ 園主会のメンバーが経験やノウハ　
　 ウを紹介し、アドバイスします。
▶ 園主会事務局が様々な相談の窓口
  になります。

▶ 農園のＰＲ対策の多くを「農業体　
　 験農園・園主会」が支援を行います。
▶　農業体験ＰＲパンフに掲載し、   
   配布します。
▶ ＨＰ作成の研修会などを開きます。
▶ 様々な市民グループや団体、企業
  などに呼びかけています。
▶ 多くが利用者による口コミで拡散
   し、入園者が確保されます。

▶ 休憩場所や農具の準備等の初期  
  投資は必要ですが、それ以外の投資 
  は不要です。

体 験 農 園　  VS  市 民 農 園





　　

農業体験農園「あぜなみ」　 京都市山科区大塚中溝27  

園主 小山修司       090-6752-0244

京都桂川 福井農園　　　　 京都市南区久世上久世町55

園主 福井　清       075-921-3328

すこやか嵯峨野ファーム     京都市右京区嵯峨広沢南下馬町1-5 

園主 今井義弘       080-1417-2026

彩心庵（京都森田農園）　　 京都市左京区岩倉村松町97 

園主 森田良彦       075-791-5986 (FAX)

クルベジ農業体験塾「保津川すいたん農園」 京都府亀岡市保津町八ノ坪

園主 吉田　実               090-3820-7510 (中野)

すこやかファームおとわ     京都市山科区四宮奈良の町42〜 49 

園主 溝川長雄       090-3485-9088

おおやけふれあい農園　　  京都市山科区大宅五反畑町69-5 

園主 山手重信       075-581-6879

東瓦町ファーム　　　　　  京都市伏見区深草東瓦町3 -1 

園主 中井　剛       090-7872-0874

Enjoyfarm TRY　　　     京都市山科区西野様子見町63 

園主 西岡　艶       090-6550-4325

日吉やさい畑生活　       南丹市日吉町殿田大向120

園主 中村重信                090-6203-8611

平成 27 年に 28 区画でオー
プンしました。 堆肥づくり
にこだわり、安全で安心の
野菜を作ります。

京都市南西部の住宅地にあ
り、近くには大型商業施設
もあるので、とても便利で
す。

愛宕山を借景にした都市農
園。バス停もスーパーも目
の前にあるのでとても便利
です。

岩倉村松バス停下車２分、
京野菜マイスターが指導す
る農園、一つぶの種が人生
を変える。

保津大橋のたもと、目の前
は広大な保津川河川敷です。 
炭素埋設農法（クルベジ）
の農業体験塾です。

名神東 IC 近く棚田の風景
が残る４千㎡の農園です。  
みかん、イチヂクなど充実
した共同区画の収穫もお楽
しみに。

おおやけこども園に付随す
る農園で、子どもの食育な
どに活用されています。

稲荷山の麓の自然豊かな地
にあります。 京阪藤森から
徒歩 15 分、駐車場もあり
便利です。

街中の農園です。家庭菜園
がわりにご利用ください。
安心できる野菜を自分で
作ってみましょう！ 

野菜づくりを通じた交流や、
野菜づくりの魅力が楽しめる
農園をめざしています。カ
フェやゲストハウスも完備
し、手ぶらで行ける農園です。

  
京都農業体験農園・園主会は京都府・京都市
ＪＡ京都市・ＪＡ京都中央・ＮＰＯ法人全国
農業体験農園協会と連携して農業体験農園を
推進しています。

     　        京都農業体験農園・園主会の会員紹介

京都農業体験農園・園主会
事務局　一般社団法人　京都府農業会議
　　　　京都市上京区丁子風呂町 104-2

TEL 075-441- 3660   FAX 075-441-5742

2021年８月現在10 名

● 上記のほか、開設検討中の方が府内各地におられます。

2021年 8月制作


