
都
内
で
も
緑
が
豊
か
で
、八
王
子
に

次
い
で
農
地
が
多
く
残
る
町
田
市
。

し
か
し
、年
々
都
市
化
が
進
む
と
と
も

に
、田
畑
や
緑
地
は
減
少
し
て
お
り
、

農
業
で
は
後
継
者
不
足
な
ど
の
問
題

も
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
、「
都

市
農
業
を
守
り
た
い
」と
、
17
年
も
前

か
ら
諸
問
題
に
取
り
組
み
、活
動
を
続

け
て
き
た
団
体
が
あ
る
。「
N
P
O
法

人
た
が
や
す
」だ
。

N
P
O
法
人
た
が
や
す
が
設
立
さ
れ

た
の
は
2
0
0
2
年
7
月
。
そ
の
3
年

前
に「
生
活
ク
ラ
ブ
生
協
」の
組
合
員
が

始
め
た
収
穫
援
農
作
業
が
き
っ
か
け
だ
。

今
や
そ
の
活
動
は
全
国
か
ら
注
目
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
が
、事
務
局
長
の
斉

藤
惠
美
子
さ
ん
は
こ
う
振
り
返
る
。

「
町
田
の
野
菜
を
、そ
し
て
、つ
く
り
手

が
見
え
る
も
の
を
食
べ
た
い
と
い
う
思
い

が
発
端
で
す
。一
方
で
、担
い
手
の
高
齢

化
な
ど
で
都
市
の
農
家
が
こ
の
ま
ま
で

は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
で
も
、誰
か
が

手
伝
え
ば
な
ん
と
か
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か

と
思
っ
た
の
で
す
」

最
初
の
活
動
は
ナ
ス
の
収
穫
の
お
手

伝
い
で
、草
取
り
、片
付
け
な
ど
の
作
業

か
ら
始
ま
っ
た
。
当
初
は
、市
や
周
辺
の

人
た
ち
20
人
と
4
軒
の
農
家
で
ス
タ
ー

ト
し
た
と
い
う
。
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026地 域 に

生 き る

援
農
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で

生
産
者
と
市
民
を
つ
な
ぎ

町
田
の
農
業
を
守
り
続
け
て
ゆ
く

N
P
O
法
人 

援
農
活
動
は
、「
援
農
」を
受
け
入
れ

る
農
家
と
、農
作
業
を
手
伝
う
人
が
と

も
に
会
員
と
な
っ
て
相
互
扶
助
の
関
係

の
も
と
で
行
わ
れ
る
。
当
時「
援
農
」と

い
え
ば
無
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
多
か
っ
た

中
、最
初
か
ら
援
農
者
に
対
し
て
農
家

が
謝
礼
金
を
支
払
う
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
と
し
た
こ
と
も
先
進
的
だ
っ
た
。
も
っ

と
も
そ
ん
な
や
り
方
が
最
初
か
ら
す
ん

な
り
受
け
入
れ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

「
お
手
伝
い
し
た
い
と
言
っ
て
も
、援

農
者
は
素
人
で
す
か
ら
、有
償
と
す
る
こ

と
へ
の
反
発
も
あ
り
ま
し
た
。
で
も
、ほ

と
ん
ど
の
農
地
は
交
通
も
不
便
な
と
こ

ろ
に
あ
り
ま
す
。
交
通
費
す
ら
出
な
い

の
で
は
長
く
続
か
な
い
で
し
ょ
う
」

決
し
て
多
い
額
と
は
言
え
な
い
が
、有

償
と
し
た
こ
と
で
、援
農
者
は
責
任
感
を

感
じ
る
。
農
家
も
必
要
以
上
に
お
客
様

扱
い
は
し
な
い
。
そ
れ
が
お
互
い
に
い
い

緊
張
感
を
生
ん
で
い
る
の
だ
と
い
う
。
援

農
で
大
切
な
の
は
や
は
り
信
頼
関
係
な

の
だ
。
需
要
と
供
給
が
あ
っ
て
、信
頼
が

あ
っ
て
、な
お
か
つ
町
田
の
環
境
や
自
然

を
守
ろ
う
と
い
う
思
い
で
一
致
し
て
い
る

こ
と
が
大
前
提
で
も
あ
る
。

た
だ
、援
農
者
が
素
人
の
ま
ま
で
は
で

き
る
こ
と
も
限
ら
れ
て
く
る
。
そ
こ
で
次

に
立
ち
上
げ
た
の
が
援
農
者
の
研
修
事

業
だ
。
2
0
0
5
年
6
月
に
は
七
国
山

に「
研
修
農
園
」を
開
設
し
た
。

最
初
は
鍬
の
持
ち
方
か
ら
始
め
、土
づ

く
り
や
栽
培
の
実
習
を
行
う
。
毎
年
4

月
か
ら
翌
年
1
月
ま
で
月
に
4
回
、毎

週
土
曜
日
に
実
施
。
そ
れ
も
今
年
で
15

期
生
と
な
り
、こ
こ
で
学
び
、ベ
テ
ラ
ン
の

援
農
者
と
な
っ
た
人
も
い
る
。

「
も
う
や
め
よ
う
か
と
言
っ
て
い
た
農

家
さ
ん
が『
も
う
少
し
俺
た
ち
も
頑
張

ろ
う
か
な
』と
か『
孫
が
頑
張
れ
る
ま
で

や
る
よ
』と
言
う
。
援
農
し
て
い
て
う

れ
し
い
の
は
そ
ん
な
時
で
す
ね
」

実
際
多
く
の
農
家
が
援
農
に
よ
っ
て

助
け
ら
れ
、勇
気
づ
け
ら
れ
て
い
る
の

だ
。
地
道
に
活
動
を
積
み
重
ね
、現
在

会
員
は
1
５
０
人
。
参
加
す
る
農
家
も

30
軒
ほ
ど
に
増
え
て
き
た
。

同
法
人
で
は
、ほ
か
に
も
直
売
所
で

の
野
菜
販
売
や
宅
配
な
ど
、地
場
野
菜

の
普
及
活
動
も
行
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

体
験
農
園
の
運
営
や
イ
ベ
ン
ト
を
通
し
、

市
民
が
農
業
に
触
れ
る
機
会
を
つ
く
る

の
に
も
積
極
的
だ
。
た
く
さ
ん
の
子
ど

も
た
ち
も
農
業
に
触
れ
て
い
る
。

「
大
人
も
子
ど
も
も
土
に
触
れ
る
と

生
き
生
き
し
て
き
ま
す
ね
。
今
後
も
町

田
の
農
業
が
受
け
継
が
れ
て
い
っ
て
ほ

し
い
。『
た
が
や
す
』が
そ
の
た
め
の
基
点

に
な
れ
る
よ
う
に
と
願
っ
て
い
ま
す
」

多
く
の
人
の
手
が
農
を
支
え
る
。
そ

の
活
動
は
今
日
も
続
い
て
い
く
。

土を、心を、ともにたがやして
町田で採れた美味しい野菜を
これからも町田の人に食べてもらいたい

she sa id ,

NPO法人 たがやす
TEL 042-794-9002
http://npo-tagayasu.o.oo7.jp/

自分ができる関わり方で構わな
い。もっと農業に興味を持ってほ
しいと語る斉藤さん

た
が
や
す

NPO法人アスレチッククラブ町田とのコラボ企画「いもづるの会」では子どもたちとサツマイモを栽培。収穫した野菜でバーベキューを楽しむなどのイベントも。研修農園は本格的。
会員が会員を教え、真剣に農業技術を学ぶ。


